
道
元
に
お
け
る
道
得
に
つ
い
て

長
　
野
　
邦
　
彦

は
じ
め
に

道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』（
以
下
『
眼
蔵
』
と
略
記
）「
道
得
」
巻
後
半
で
は
、雪
峰
義
存
（
八
二
二
〜
九
〇
八
）
が
長
年
剃
髪
し
な
か
っ

た
隠
遁
僧
と
出
会
い
、
そ
の
髪
を
剃
っ
た
と
い
う
公
案
が
引
か
れ
て
い
る
。
こ
の
出
来
事
に
つ
い
て
道
元
は
、「
こ
の
一
段
の
因
縁
、

ま
こ
と
に
優
曇
の
一
現
の
ご
と
し
。
あ
ひ
が
た
き
の
み
に
あ
ら
ず
、
き
き
が
た
か
る
べ
し
。（
中
略
）
仏
出
世
に
あ
ふ
と
い
ふ
は
、

か
く
の
ご
と
く
の
因
縁
を
き
く
を
い
ふ
な
り
。」（
三
〇
四
頁1

）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
口
吻
か
ら
は
、
二
人
の
や
り
取
り
を
通
し

て
仏
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
感
動
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
一
体
、
こ
の
話
頭
の
何
が
そ
こ
ま
で
道
元
の
琴
線
に
触
れ
た
の
だ

ろ
う
か
。

し
か
し
、
管
見
の
限
り
、
こ
の
問
い
に
答
え
う
る
既
存
の
「
道
得
」
巻
解
釈
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
雪
峰
と
隠

遁
僧
と
の
公
案
、
お
よ
び
そ
れ
に
つ
い
て
の
道
元
に
よ
る
コ
メ
ン
ト
へ
の
検
討
自
体
が
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と

言
え
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

従
来
の
「
道
得
」
巻
研
究
の
基
本
線
を
ご
く
簡
単
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。「
道
得
」
は
禅
仏
教
の
一
般
的
用
語
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と
し
て
「
真
理
の
言
語
的
表
現
」
を
意
味
す
る
が
、
道
元
は
「
道
得
」
巻
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
言
語
に
よ
ら
な
い
身
体
動
作
も
ま

た
「
道
得
」
す
な
わ
ち
真
理
の
表
現
で
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
両
極
端
の
立
場
―
―
真
理
の
言
語
的
把
握
を
重
視
す
る
あ
ま
り

身
体
的
実
践
の
お
ろ
そ
か
に
な
り
や
す
い
教
学
的
立
場
と
、
真
理
が
言
葉
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
あ
ま
り
言
語
表

現
全
般
を
軽
視
し
が
ち
な
誤
解
さ
れ
た
禅
の
立
場
―
―
を
退
け
、
そ
の
つ
ど
の
具
体
的
現
実
を
真
理
の
表
現
と
し
て
見
出
す
こ
と
が

可
能
に
な
っ
た2

。
以
上
の
解
釈
は
、
た
し
か
に
「
道
得
」
巻
な
い
し
道
元
思
想
全
般
の
一
側
面
と
し
て
認
め
う
る
も
の
で
は
あ
る

だ
ろ
う
。

だ
が
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
暗
黙
の
う
ち
に
前
提
と
し
て
い
る
の
は
、
単
独
の
修
行
者
が
真
理
を
表
現
す
る
、
言
い
換
え
れ
ば
個
が

修
行
を
通
じ
て
一
足
飛
び
に
全
体
と
か
か
わ
る
と
い
う
モ
デ
ル
で
あ
る
。
修
行
が
未
熟
な
う
ち
こ
そ
師
の
指
導
を
必
要
と
す
る
が
、

認
可
を
受
け
た
後
は
単
独
で
の
道
得
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
道
得
を
そ
れ
単
独
で
成
り
立
つ
も
の
と
見
な
す
考
え
方
は
、
そ

れ
自
体
道
得
で
あ
る
は
ず
の
『
眼
蔵
』
本
文
や
そ
こ
に
引
か
れ
る
祖
師
た
ち
の
公
案
を
、
不
変
の
テ
ー
ゼ
を
述
べ
た
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク

な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
傾
向
を
も
た
ら
し
や
す
い
。
し
か
し
そ
う
し
た
読
み
方
で
は
、
師
弟
を
は
じ
め
と
す
る
一
対
一
関
係
の
中

で
一
回
的
か
つ
相
互
相
依
的
に
道
得
が
成
り
立
つ
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
と
ら
え
き
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
の
よ
う
な
ダ
イ
ナ
ミ

ズ
ム
が
端
的
に
現
れ
て
い
る
場
面
こ
そ
、「
道
得
」
巻
後
半
に
挙
げ
ら
れ
る
雪
峰
と
隠
遁
僧
と
の
や
り
取
り
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ

え
こ
の
箇
所
は
こ
れ
ま
で
十
分
に
読
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

本
論
文
で
は
、「
道
得
」
巻
全
体
の
文
脈
を
た
ど
り
つ
つ
も
、
従
来
あ
ま
り
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
雪
峰
と
隠
遁
僧
と
の
話
頭

を
特
に
重
視
し
、
修
行
者
同
士
の
一
対
一
関
係
に
お
け
る
道
得
の
相
互
相
依
的
成
立
と
い
う
観
点
か
ら
解
釈
を
試
み
た
い
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
道
元
が
な
ぜ
こ
の
公
案
に
感
動
し
た
の
か
に
迫
り
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
道
元
思
想
の
あ
る

一
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
と
す
る
。
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一　

道
得
が
可
能
に
な
る
た
め
の
条
件

「
道
得
」
巻
の
冒
頭
は
「
諸
仏
諸
祖
は
道
得
な
り
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
、
仏
祖
の
仏
祖
を
選
す
る
に
は
、
か
な
ら
ず
道
得
也
未
と
問
取

す
る
な
り
」（
三
〇
一
頁
）
と
い
う
文
言
で
始
ま
る
。「
仏
祖
」
で
は
な
く
「
諸
仏
諸
祖
」
と
複
数
形
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
仏

祖
は
単
独
で
は
な
く
全
時
空
の
存
在
と
と
も
に
仏
祖
と
な
る
と
い
う
考
え
方
が
垣
間
見
え
る
。
ま
た
、
道
得
の
典
型
的
な
場
面
と
し

て
、
師
が
仏
祖
と
な
る
べ
き
弟
子
を
選
び
、
対
面
し
て
法
を
伝
え
る
と
い
う
と
い
う
局
面
が
想
定
さ
れ
て
い
る
点
も
、
本
論
文
の
立

場
を
支
持
す
る
も
の
で
は
あ
る
。
と
は
い
え
、『
眼
蔵
』
で
は
冒
頭
に
巻
全
体
の
内
容
を
総
括
す
る
よ
う
な
一
段
が
置
か
れ
る
こ
と

が
よ
く
あ
り
、
こ
こ
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
実
際
、
冒
頭
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
、
道
元
は
ま
ず
複
数
で
は
な
く
単
独
の
修
行
者
を
念

頭
に
お
き
な
が
ら
、
道
得
が
い
か
に
し
て
成
り
立
つ
の
か
、
あ
る
い
は
道
得
が
修
行
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と

か
ら
論
じ
始
め
て
い
る
。
ま
ず
は
こ
の
点
を
、
必
要
な
範
囲
で
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

そ
の
道
得
は
、
他
人
に
し
た
が
ひ
て
う
る
に
あ
ら
ず
、
わ
が
ち
か
ら
の
能
に
あ
ら
ず
、
た
だ
ま
さ
に
仏
祖
の
究
辦
あ
れ
ば
、

仏
祖
の
道
得
あ
る
な
り
。
か
の
道
得
の
な
か
に
、
む
か
し
も
修
行
し
証
究
す
、
い
ま
も
功
夫
し
辦
道
す
。
仏
祖
の
仏
祖
を
功

夫
し
て
、
仏
祖
の
道
得
を
辦
肯
す
る
と
き
、
こ
の
道
得
、
お
の
づ
か
ら
三
年
、
八
年
、
三
十
年
、
四
十
年
の
功
夫
と
な
り
て
、

尽
力
道
得
す
る
な
り
。

　
　

 

裏
書
云
、三
十
年
、二
十
年
は
、み
な
道
得
の
な
れ
る
年
月
な
り
。
こ
の
年
月
、ち
か
ら
を
あ
は
せ
て
道
得
せ
し
む
る
な
り
。

（
三
〇
一
頁
）

【
現
代
語
訳
】
そ
の
道
得
は
、
他
人
に
し
た
が
っ
て
得
る
も
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
力
が
働
い
た
の
で
も
な
い
。
た
だ
ま
さ
に
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仏
祖
（
実
体
的
な
自
他
の
区
別
を
脱
し
た
存
在
）
と
し
て
の
修
行
が
あ
る
か
ら
、
仏
祖
と
し
て
の
道
得
が
あ
る
の
だ
。
そ
の

道
得
の
な
か
で
、
か
つ
て
も
修
行
し
悟
り
、
現
在
も
努
め
修
行
し
て
い
る
。
仏
祖
が
仏
祖
と
し
て
努
め
、
仏
祖
の
道
得
を
辦

肯
（
修
行
に
よ
っ
て
受
け
容
れ
る
こ
と
）
す
る
と
き
、
こ
の
道
得
が
、
お
の
ず
か
ら
三
年
、
八
年
、
三
十
年
、
四
十
年
の
修

行
と
な
り
、
力
を
尽
く
し
て
道
得
す
る
の
で
あ
る
。

　
　

 
裏
書
に
言
う
に
は
、（
修
行
を
し
て
き
た
）
三
十
年
、
二
十
年
は
、
み
な
道
得
が
成
っ
た
年
月
で
あ
る
。
こ
の
年
月
が
、

力
を
合
わ
せ
て
道
得
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
段
階
で
「
道
得
」
の
語
は
、
言
語
に
よ
る
真
理
の
表
現
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
世
俗
世
界
内
で
の

日
常
会
話
に
お
け
る
そ
れ
の
よ
う
に
、
実
体
的
な
自
己
や
他
者
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
。
世
俗
世
界
で
の
言
語
と
は
、
事
物
事

象
を
固
定
的
実
体
的
に
分
節
す
る
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
言
葉
を
発
す
る
主
体
も
、
言
葉
に
よ
っ
て
指
し
示
さ

れ
る
も
の
も
、
と
も
に
実
体
的
に
対
象
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
実
体
化
を
克
服
し
た
存
在
お
よ
び
言
語
が
、
仏
祖

で
あ
り
道
得
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
道
得
す
る
者
は
仏
祖
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
る
と
、
道
得
す
る
こ
と
と
、
仏
祖

に
な
る
こ
と
と
は
、
同
時
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
人
が
仏
祖
と
な
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
が
、
す
な
わ
ち
修
行
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
修
行
が
、
実
体
的
自
我
が
主

体
と
な
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
世
俗
的
行
為
一
般
と
変
わ
ら
な
い
こ
と
と
な
り
、
仏
祖
に
な
る
こ
と
は
か
な

わ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
、修
行
も
ま
た
非
実
体
的
な
真
理
の
働
き
に
促
さ
れ
て
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

真
理
を
求
め
て
な
さ
れ
る
修
行
が
、
す
で
に
真
理
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
の
循
環
は
、
い
わ
ゆ
る
「
修
証
一
等
」
の

構
造
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る3

。
だ
が
こ
こ
で
は
「
道
得
」
巻
の
論
述
に
従
っ
て
見
て
ゆ
こ
う
。

通
常
、
修
行
を
積
ん
で
真
理
を
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
素
朴
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
の
は
、

54



修
行
が
原
因
で
あ
り
、
道
得
が
結
果
で
あ
る
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
道
元
は
、
道
得
に
よ
っ
て
修
行
が
可
能
に
も
な
る
と
言

う
。
修
行
の
歳
月
が
道
得
に
よ
っ
て
成
り
立
ち
、
ま
た
逆
に
そ
の
歳
月
が
道
得
を
支
え
る
。
修
行
と
道
得
と
は
、
た
し
か
に
通
常
の

時
間
に
お
い
て
は
、
一
方
が
因
で
あ
り
、
も
う
一
方
が
果
で
あ
る
し
か
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
が
、
た
だ
の
行
為
・
発
話
と
は
質
的

に
異
な
る
、
非
実
体
的
な
修
行
・
道
得
と
し
て
成
り
立
つ
際
の
順
序
に
お
い
て
は
、
そ
の
〝
因
果
関
係
〞
は
む
し
ろ
双
方
向
的
で
あ

り
、
修
行
と
道
得
と
は
互
い
に
互
い
を
成
り
立
た
せ
あ
っ
て
い
る
と
道
元
は
考
え
る
の
で
あ
る4

。

さ
ら
に
こ
の
相
互
相
依
的
関
係
は
、
独
り
の
修
行
者
に
お
け
る
時
間
的
縦
の
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
、
横
、
す
な
わ
ち
他
の
存
在
へ

も
拡
大
し
て
ゆ
く
。
本
文
を
確
認
し
て
お
く
。

　

こ
の
功
夫
の
把
定
の
、
月
ふ
か
く
年
お
ほ
く
か
さ
な
り
て
、
さ
ら
に
従
来
の
年
月
の
功
夫
を
脱
落
す
る
な
り
。
脱
落
せ
ん

と
す
る
と
き
、皮
肉
骨
髄
お
な
じ
く
脱
落
を
辦
肯
す
、国
土
山
河
と
も
に
脱
落
を
辦
肯
す
る
な
り
。（
中
略
）
正
当
脱
落
の
と
き
、

ま
た
ざ
る
に
現
成
す
る
道
得
あ
り
。
心
の
ち
か
ら
に
あ
ら
ず
、身
の
ち
か
ら
に
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、お
の
づ
か
ら
道
得
あ
り
。

（
三
〇
二
頁
）

【
現
代
語
訳
】
こ
の
（
道
得
に
支
え
ら
れ
た
）
修
行
を
つ
か
ん
で
離
さ
な
い
年
月
が
数
多
く
積
み
重
な
り
、
さ
ら
に
そ
れ
ま
で

の
年
月
の
修
行
を
も
脱
落
（
実
体
化
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
）
す
る
の
で
あ
る
。
脱
落
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
修
行
者
の
肉
体

も
同
様
に
脱
落
を
辦
肯
（
修
行
に
よ
っ
て
受
け
容
れ
る
）
し
、
国
土
山
河
も
と
も
に
脱
落
を
辦
肯
す
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）

ま
さ
に
（
世
界
全
体
が
）
脱
落
す
る
と
き
、
期
待
し
て
い
な
い
の
に
実
現
す
る
道
得
が
あ
る
。
心
の
力
で
な
く
、
身
体
の
力

で
な
い
の
だ
が
、
お
の
ず
か
ら
道
得
が
あ
る
。

道
得
は
修
行
を
支
え
、
長
年
の
修
行
は
、
個
の
肉
体
と
世
界
と
の
実
体
的
な
区
別
を
克
服
さ
せ
る
。
そ
し
て
全
世
界
の
修
行
に
促
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さ
れ
て
、
道
得
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
道
得
は
全
時
空
に
お
け
る
事
物
事
象
の
修
行
と
相
互
相
依
的
に
成
り
立
つ
も
の
な

の
で
あ
る
。

二　

道
得
と
不
道
得

と
は
い
え
、
こ
こ
ま
で
の
話
は
、
個
と
全
体
と
の
関
係
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
従
来
の
解
釈
と
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
違
い
は

な
い
。
修
行
者
同
士
の
一
対
一
関
係
に
言
及
さ
れ
始
め
る
の
は
次
の
箇
所
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
あ
れ
ど
も
、
こ
の
道
得
を
道
得
す
る
と
き
、
不
道
得
を
不
道
す
る
な
り
。
道
得
に
道
得
す
る
と
認
得
せ
る
も
、
い
ま

だ
不
道
得
底
を
不
道
得
底
と
証
究
せ
ざ
る
は
、
な
ほ
仏
祖
の
面
目
に
あ
ら
ず
、
仏
祖
の
骨
髄
に
あ
ら
ず
。
し
か
あ
れ
ば
、
三

拝
依
位
而
立
の
道
得
底
、い
か
に
し
て
か
皮
肉
骨
髄
の
や
か
ら
の
道
得
底
と
ひ
と
し
か
ら
ん
。
皮
肉
骨
髄
の
や
か
ら
の
道
得
底
、

さ
ら
に
三
拝
依
位
而
立
の
道
得
に
接
す
る
に
あ
ら
ず
、
そ
な
は
れ
る
に
あ
ら
ず
。
い
ま
わ
れ
と
他
と
、
異
類
中
行
と
相
見
す

る
は
、
い
ま
か
れ
と
他
と
、
異
類
中
行
と
相
見
す
る
な
り
。
わ
れ
に
道
得
底
あ
り
、
不
道
得
底
あ
り
。
か
れ
に
道
得
底
あ
り
、

不
道
得
底
あ
り
。
道
底
に
自
他
あ
り
、
不
道
底
に
自
他
あ
り
。（
三
〇
二
頁
）

【
現
代
語
訳
】
そ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
（
全
時
空
の
修
行
に
促
さ
れ
て
発
せ
ら
れ
た
）
真
理
の
表
現
に
対
し
て
（
別
の

修
行
者
が
新
た
に
）
真
理
の
表
現
を
付
け
加
え
て
ゆ
く
と
き
、
不
完
全
な
表
現
に
対
し
て
（
別
の
修
行
者
が
）
不
完
全
な
表

現
を
す
る
（
す
な
わ
ち
自
他
の
真
理
を
表
現
し
き
れ
な
い
側
面
同
士
が
補
い
合
っ
て
、
互
い
に
真
理
の
表
現
と
し
て
成
り
立
っ

て
い
る
）の
で
あ
る
。
真
理
の
表
現
に
対
し
て（
別
の
修
行
者
が
新
た
に
）真
理
を
表
現
す
る
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
て
も
、（
そ

れ
が
同
時
に
）
不
完
全
な
表
現
に
対
し
て
（
別
の
修
行
者
が
）
不
完
全
な
表
現
を
す
る
こ
と
で
あ
る
と
悟
ら
な
い
の
は
、
や
は
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り
（
他
の
仏
祖
と
相
互
に
成
り
立
つ
よ
う
な
）
仏
祖
の
面
目
で
は
な
く
、（
師
弟
に
お
い
て
伝
え
ら
れ
、
他
の
修
行
者
の
皮
肉

と
支
え
合
う
よ
う
な
）
仏
祖
の
骨
髄
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、（
菩
提
達
磨
に
対
し
て
二
祖
慧
可
が
）
三
拝
し
て
位
に

よ
っ
て
立
っ
た
と
い
う
真
理
の
表
現
は
、
ど
う
し
て
皮
肉
骨
髄
の
や
か
ら
（
他
三
人
の
兄
弟
弟
子
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
修

行
者
）の
真
理
の
表
現
と
同
じ
で
あ
ろ
う
か
。
皮
肉
骨
髄
の
や
か
ら
の
真
理
の
表
現
は
、ま
っ
た
く
三
拝
し
て
位
に
よ
っ
て
立
っ

た
と
い
う
真
理
の
表
現
に
一
続
き
に
な
っ
て
お
ら
ず
、含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
（
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
表
現
で
あ
り
、

と
も
に
真
理
の
表
現
と
し
て
互
い
を
支
え
合
っ
て
い
る
の
だ
）。
い
ま
自
己
が
他
者
と
、
異
類
（
既
存
の
分
節
化
を
逸
脱
し
た

領
域
）
の
中
で
修
行
す
る
存
在
と
相
ま
み
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
者
が
他
者
（
他
者
か
ら
見
た
自
己
）
と
、
異
類
の
中
で

修
行
す
る
存
在
と
相
ま
み
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
自
己
に
真
理
を
表
現
す
る
こ
と
が
あ
り
、
真
理
を
表
現
し
き
れ
な
い
こ

と
が
あ
る
。
他
者
に
真
理
を
表
現
す
る
こ
と
が
あ
り
、
真
理
を
表
現
し
き
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
真
理
を
表
現
す
る
こ
と
に

自
他
が
あ
り
、
真
理
を
表
現
し
き
れ
な
い
こ
と
に
自
他
が
あ
る
。

ま
ず
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、「
道
得
」
が
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
意
味
で
用
い
ら
れ
始
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
以
前
に

は
言
語
的
表
現
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
二
祖
慧
可
が
師
で
あ
る
菩
提
達
磨
に
対
し
て
何
も
言
わ
ず
に
三
拝
し
て
位
に
よ
っ

て
立
っ
た
と
い
う
振
る
舞
い
が
「
道
得
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
以
降
は
、
言
語
で
は
な
く
身
体
動
作
に
よ
る
真
理
の
表
現

も
「
道
得
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
。

加
え
て
、
こ
こ
か
ら
言
及
さ
れ
て
ゆ
く
不
道
（
得
）
は
、
真
理
を
言
語
に
よ
っ
て
表
現
で
き
な
い
と
い
う
本
来
の
意
味
で
用
い
ら

れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
言
語
せ
よ
非
言
語
に
せ
よ
真
理
を
十
分
に
表
現
し
き
れ
な
い
あ
り
さ
ま
を
表
わ
す
と
考
え
ら
れ
る
。
整
理
す

る
と
「
道
得
」
巻
で
は
、
次
の
二
種
類
の
意
味
で
道
得
お
よ
び
不
道
得
が
使
わ
れ
て
い
る
。

道　

得
…
①
真
理
の
言
語
的
表
現
／
②
言
語
に
限
ら
な
い
真
理
の
表
現
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不
道
得
…
①
真
理
を
言
語
に
よ
っ
て
表
現
で
き
な
い
こ
と
／
②
真
理
を
十
分
に
表
現
で
き
な
い
こ
と

前
節
で
確
認
し
た
序
盤
ま
で
は
①
の
み
、
そ
れ
以
降
は
基
本
的
に
②
の
意
味
で
、
そ
し
て
時
折
②
の
一
形
態
と
し
て
①
が
重
ね
ら

れ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

次
に
、
本
文
の
こ
の
箇
所
を
、
本
当
に
修
行
者
同
士
の
一
対
一
関
係
を
想
定
し
た
も
の
と
し
て
読
め
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
に

つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
ま
で
「
こ
の
道
得
を
道
得
す
る
と
き
、
不
道
得
を
不
道
す
る
な
り
」
と
い
う
一
文
は
、
原
文
に
あ

る
同
じ
語
の
反
復
は
あ
ま
り
意
味
の
な
い
も
の
と
し
て
処
理
さ
れ
て
、
要
す
る
に
一
人
の
同
じ
人
物
が
「
か
く
の
ご
と
く
道
得
す
る

と
き
、
不
道
得
す
る
な
り
」
と
言
い
た
い
の
だ
と
し
ば
し
ば
読
ま
れ
て
き
た
。
以
後
も
同
様
に
し
て
、
こ
の
一
段
全
体
は
、
言
葉
に

よ
る
表
現
（
道
得
①
）
も
言
葉
に
よ
ら
な
い
表
現
（
不
道
得
①
）
も
、
と
も
に
真
理
の
表
現
（
道
得
②
）
で
あ
る
と
主
張
し
た
も
の

と
見
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
う
し
た
読
み
に
は
問
題
も
残
る
。「
道
得
を
道
得
す
る
」
と
い
っ
た
表
現
を
本
当
に
単
な
る
「
道
得
す
る
」
と
処
理
し

て
し
ま
っ
て
よ
い
の
か
。
ま
た
、
も
し
一
人
の
修
行
者
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
な
ぜ
「
い
ま
わ
れ
と
他
と
、
異
類
中
行
と

相
見
す
る
」の
よ
う
に「
他（
か
れ
）」に
言
及
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、そ
の
必
然
性
が
説
明
し
き
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
、
道
得
①
も
不
道
得
①
も
す
べ
て
道
得
②
に
回
収
し
て
し
ま
う
と
す
る
の
は
、
不
道
得
の
扱
い
が
軽
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
つ
一
つ
の
道
得
②
は
、
常
に
単
体
で
は
不
道
得
②
と
い
う
不
完
全
さ
を
そ
な
え
て
お
り
、
し
か
し
そ
れ

ゆ
え
他
と
と
も
に
道
得
②
と
し
て
成
り
立
つ
と
い
う
よ
う
に
、
道
得
②
と
不
道
得
②
と
を
表
裏
一
体
の
も
の
と
し
て
読
む
べ
き
だ
ろ

う
。以

上
の
問
題
点
は
、こ
の
一
段
を
修
行
者
同
士
の
や
り
取
り
を
念
頭
に
置
い
た
箇
所
と
し
て
読
む
こ
と
で
解
消
さ
れ
る
。
ま
ず「
道

得
を
道
得
す
る
」
等
の
表
現
に
は
『
眼
蔵
』
中
に
類
似
例
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
あ
る
修
行
者
の
言
葉
に
対
し
て
、
別
の
修
行
者
が
新

た
な
表
現
を
付
け
加
え
る
こ
と
で
問
答
が
成
立
し
、
互
い
の
言
動
が
真
理
の
表
現
と
し
て
成
り
立
つ
と
い
う
事
態
を
意
味
す
る5

。
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し
た
が
っ
て
、
こ
の
箇
所
も
ま
た
、
他
者
の
道
得
に
対
し
て
別
の
修
行
者
が
さ
ら
に
道
得
し
て
ゆ
く
と
い
う
意
味
に
と
る
こ
と
は
不

自
然
で
は
な
い
。

で
は
そ
の
よ
う
な
「
道
得
を
道
得
す
る
と
き
」
に
、「
不
道
得
を
不
道
す
る
」
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
ま
ず
そ
れ
は
、

言
葉
に
よ
る
や
り
取
り
以
外
に
、
言
葉
に
よ
ら
な
い
身
体
動
作
の
や
り
取
り
が
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。「
道
得
を
道
得

す
る
と
き

0

0

、
不
道
得
を
不
道
す
る
」
と
あ
る
以
上
、
相
手
の
道
得
に
対
し
て
自
分
が
道
得
す
る
こ
と
と
、
相
手
の
不
道
得
に
対
し
て

自
分
が
不
道
得
す
る
こ
と
と
は
、
同
時
に
成
り
立
つ
の
で
あ
り
、
言
わ
ば
同
じ
事
が
ら
の
両
側
面
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

も
し
も
仮
に
、不
道
得
性（
真
理
を
表
現
し
き
れ
な
い
側
面
）を
一
切
持
た
な
い
、十
全
な
道
得
な
る
も
の
が
存
在
す
る
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
言
葉
で
あ
れ
動
作
で
あ
れ
、
不
変
か
つ
普
遍
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
表
現
の
可
能
性
を
排
除
す
る
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
言

い
換
え
れ
ば
、
た
だ
一
つ
の
十
全
な
る
道
得
を
金
科
玉
条
と
す
れ
ば
事
足
り
る
の
で
あ
り
、
歴
代
の
祖
師
た
ち
に
よ
る
多
様
な
公
案

は
道
得
足
り
え
な
い
無
用
の
も
の
と
な
る
。
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
十
全
な
る
道
得
は
、
お
そ
ら
く
自
他
の
間
で
成
り

立
つ
問
答
と
い
う
形
式
に
お
い
て
現
れ
て
く
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
単
独
で
成
り
立
つ
道
得
は
、
一
切
が
他
と
の
関
係
に
お
い
て
成
り
立
つ
と
す
る
仏
教
お
よ
び
道
元
の
考
え

と
は
相
容
れ
な
い
。
道
元
に
と
っ
て
、「
道
得
を
道
得
す
る
」
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
独
立
し
て
真
理
の
表
現
と
し
て
成
り
立
っ
て
い

る
も
の
（
十
全
な
る
道
得
）
同
士
が
か
か
わ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
は
真
理
を
表
現
し
き
れ
な
い
も

の
（
不
道
得
）
同
士
が
出
会
う
中
で
、
互
い
を
真
理
の
表
現
へ
と
反
転
さ
せ
合
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
不
道
得
（
真
理
を

表
現
し
き
れ
な
い
こ
と
）
は
、
道
得
（
真
理
を
表
現
す
る
こ
と
）
が
成
り
立
つ
た
め
に
不
可
欠
の
契
機
な
の
だ
。
具
体
的
に
は
、
問

い
と
答
え
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
片
方
の
み
で
は
完
結
し
な
い
表
現
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
、
問
答
と
い
う
形
態
を
思
い
浮

か
べ
れ
ば
よ
い
。

次
に
「
皮
肉
骨
髄
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
ゆ
こ
う
。「
葛
藤
」
巻
で
展
開
さ
れ
る
道
元
の
読
み
を
踏
ま
え
つ
つ
解
釈
す
る
こ
と
で
、
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道
得
と
不
道
得
と
が
表
裏
一
体
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
も
と
も
と
「
皮
肉
骨
髄
」
は
次
の
公
案
に
基
づ
く
。
菩
提
達
磨
が
四

人
の
弟
子
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
何
を
悟
っ
た
の
か
述
べ
る
よ
う
に
命
じ
、
三
人
の
弟
子
が
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
し
て
、
各
々
達
磨
の

皮・肉・骨
を
得
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
。
最
後
の
慧
可
は
無
言
で
三
度
拝
礼
し
、
位
に
し
た
が
っ
て
立
っ
た
。
こ
れ
を
達
磨
は
「
お

ま
え
は
私
の
髄
を
得
て
い
る
」
と
認
可
し
た
。
こ
の
よ
う
な
師
弟
の
一
対
一
の
や
り
取
り
に
由
来
す
る
点
に
注
意
し
た
い
。
ま
た
こ

の
公
案
は
通
常
、
真
理
の
非
言
語
的
表
現
が
、
言
語
的
表
現
よ
り
も
優
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
公
案
と
解
釈
さ
れ
が
ち
だ
が
、
道

元
は
そ
の
よ
う
な
見
方
を
退
け
、「
皮
肉
骨
髄
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
優
劣
は
な
い
の
だ
と
す
る6

。
む
し
ろ
「
皮
肉
骨
髄
」
は
そ
れ
ぞ
れ

互
い
に
支
え
合
っ
て
お
り
、
決
し
て
単
独
で
仏
祖
の
皮
や
髄
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い7

。
そ
れ
ら
一
つ
一
つ
は
不
完

全
な
「
葛
藤
」（
本
来
煩
悩
や
文
字
言
説
に
縛
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
状
態
を
指
す
語
だ
が
、
道
元
は
個
々
の
不
如
意
さ
と
全
体
に

お
け
る
相
互
相
依
性
と
が
表
裏
一
体
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
す
る
表
現
と
し
て
肯
定
的
な
意
味
で
用
い
る
）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
個
々

の
修
行
や
道
得
は
そ
れ
以
外
に
な
れ
な
い
と
い
う
不
如
意
な
在
り
方
を
し
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
他
の
「
葛
藤
」
と
の
か

か
わ
り
の
中
で
、
そ
う
で
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
必
然
的
な
在
り
方
と
し
て
、
他
と
支
え
合
い
、
非
実
体
的
な
相
互
相
依
性
を
実
現

す
る
た
め
に
不
可
欠
の
側
面
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
皮
肉
骨
髄
」
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
単
体
で
は
不
完
全
な
道
得
（
不
道
得
②
）
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
互
い
に
互
い
を

道
得
と
し
て
成
り
立
た
せ
合
う
こ
と
が
で
き
る
、
と
読
ん
で
お
く
こ
と
で
、
次
の
「
異
類
中
行
」
の
箇
所
で
、
な
ぜ
「
自
他
」
が
出

て
く
る
の
か
が
わ
か
り
や
す
く
な
る
。

「
異
類
中
行
」
は
、
も
と
も
と
菩
薩
が
悟
り
に
安
住
す
る
こ
と
な
く
、
あ
え
て
六
道
輪
廻
の
中
で
修
行
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

と
く
に
、
泥
の
中
で
鞭
打
た
れ
て
使
役
さ
れ
る
水
牛
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
不
如
意
な
在
り
方
を
厭
わ
ず
に
引
き
受
け
て
ゆ
く
在

り
方
を
指
す
。
こ
れ
は
、
そ
も
そ
も
修
行
や
悟
り
と
い
う
も
の
が
、
菩
薩
単
独
で
は
な
く
、
一
切
衆
生
と
と
も
に
担
わ
れ
る
こ
と
で

は
じ
め
て
可
能
に
な
る
と
い
う
大
乗
仏
教
の
理
念
に
基
づ
い
て
い
る8

。
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た
だ
し
こ
の
箇
所
で
は
、
問
答
す
る
自
他
は
さ
し
あ
た
り
同
類
で
あ
る
人
間
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
い
ま
わ
れ

と
他
と
、
異
類
中
行
と
相
見
す
る
」
と
は
、
自
己
が
問
答
に
お
い
て
出
会
う
と
こ
ろ
の
他
の
修
行
者
が
同
類
で
は
な
く
、「
異
類
」

の
中
で
、「
異
類
」
と
し
て
修
行
す
る
存
在
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
も
、
目
の
前
の
僧
侶
の
正
体
が
牛
に

見
え
て
し
ま
う
と
い
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
通
常
、
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
畜
生
や
餓
鬼
で
は
な
い
と
い
う
分

節
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
と
他
と
の
実
体
的
な
区
別
に
基
づ
く
認
識
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
物
の
見
方
を
疑

わ
な
い
世
俗
世
界
に
あ
っ
て
は
、
行
為
の
主
体
は
他
か
ら
区
別
さ
れ
た
何
ら
か
の
個
的
実
体
で
あ
る
と
観
念
さ
れ
る
。
そ
の
見
方
を

当
て
は
め
れ
ば
、道
得
も
ま
た
異
類
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
実
体
と
し
て
の
「
人
」
が
発
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

だ
が
、
す
で
に
確
認
し
た
通
り
、
道
元
の
考
え
る
修
行
・
悟
り
、
そ
し
て
道
得
と
は
、
全
時
空
の
存
在
す
な
わ
ち
一
切
衆
生
の
そ
れ

ら
と
相
互
相
依
的
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
自
他
の
連
動
性
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
既
存
の
分
節
様
式
を
突
き
崩

し
、
本
来
の
連
動
性
を
回
復
さ
せ
る
よ
う
に
働
く
の
が
、「
異
類
中
行
」
の
語
な
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
問
答
に
お
い
て
出
会
う
他

者
が
「
異
類
」
で
あ
る
と
は
、
既
存
の
実
体
的
な
分
節
図
式
か
ら
は
逸
脱
す
る
、
全
時
空
の
連
関
が
、
問
答
の
相
手
を
通
し
て
垣
間

見
え
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

問
答
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
「
異
類
」
と
し
て
相
手
が
立
ち
現
わ
れ
る
と
き
、
相
手
も
ま
た
こ
ち
ら
を
「
異
類
」
と
し
て
認
め

て
い
る
（「
い
ま
わ
れ
と
他
と
、
異
類
中
行
と
相
見
す
る
は
、
い
ま
か
れ
と
他
と
、
異
類
中
行
と
相
見
す
る
な
り
」）。
言
い
換
え
れ

ば
、
自
己
の
「
異
類
中
行
」
と
他
者
の
「
異
類
中
行
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
成
り
立
つ
の
で
は
な
く
、
双
方
向
的
に
両
者
が
出

会
う
こ
と
で
は
じ
め
て
「
異
類
中
行
」
と
し
て
成
立
す
る
、
言
わ
ば
割
符
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
問
答
に
お
け
る
自
他
に
お
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
真
理
を
表
現
し
て
い
る
側
面
（
道
得
②
）
と
、
そ
れ
単
独
で
は
表
現
し
き
れ
て
い
な
い
側
面
（
不
道
得
②
）
と
が
表

裏
一
体
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
道
得
が
成
り
立
つ
時
節
に
お
い
て
は
、
修
行
者
は
他
の
修
行
者
と
、
既
存
の
分
節
化
を
超
え
出
た
領
域
（
異
類
中
）
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で
出
会
う
。
次
節
以
降
で
は
、
そ
の
よ
う
な
出
会
い
の
内
実
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
が
論
じ
ら
れ
て
ゆ
く
。
修
行
者
の
問

答
に
お
い
て
交
わ
さ
れ
る
互
い
の
言
動
は
、
既
存
の
分
節
様
式
か
ら
は
逸
脱
す
る
よ
う
な
、
つ
ま
り
常
識
的
に
は
無
価
値
で
あ
っ
た

り
、
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
っ
た
り
す
る
形
を
と
る
。
だ
が
、
一
見
奇
妙
な
そ
れ
ら
は
、
問
答
す
る
当
事
者
た
ち
に
と
っ
て
は
問
題
な
く

意
味
の
通
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
も
互
い
に
と
っ
て
は
そ
の
よ
う
で
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
必
然
的
な
形
と
し
て
、
受
け
止
め
ら
れ

て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

三　

唖
漢
の
道
得
を
聞
く

続
い
て
道
元
は
、
以
下
の
趙
州
従
諗
（
七
七
八
〜
八
九
七
）
の
公
案
を
引
く
。

　

趙
州
真
際
大
師
、
示
衆
云
、
你
若
一
生
不
離
叢
林
、
兀
坐
不
道
十
年
五
載
、
無
人
喚
作
你
唖
漢
、
已
後
諸
仏
也
不
及
你
哉
。

（
三
〇
二
頁
）

【
現
代
語
訳
】
趙
州
真
際
大
師
が
衆
僧
に
示
し
て
言
っ
た
。「
お
前
が
も
し
一
生
涯
、
修
行
道
場
を
離
れ
な
い
な
ら
ば
、
兀
兀

と
坐
禅
し
て
何
も
言
わ
ず
に
十
五
年
に
な
っ
て
も
、人
が
お
前
を
唖
漢
（
口
の
き
け
な
い
者
）
と
呼
ぶ
者
こ
と
は
な
く
、以
後
、

諸
仏
も
ま
た
お
前
に
は
及
ば
な
い
だ
ろ
う
」。

こ
の
文
言
と
続
く
道
元
の
コ
メ
ン
ト
は
、
従
来
、
言
葉
に
よ
ら
な
い
坐
禅
辦
道
も
道
得
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
内
省
的
な
抽
象
理
解

で
は
な
く
そ
の
つ
ど
の
具
体
的
な
修
行
の
う
ち
に
真
理
が
現
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
箇
所
と
し
て
解
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
解

釈
を
ま
っ
た
く
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
こ
の
読
み
の
最
大
の
欠
点
は
、
そ
の
よ
う
に
言
う
趙
州
の
道
得
そ
れ
自
体
が
、
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否
定
さ
れ
る
べ
き
抽
象
的
な
理
解
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
な
い
か
、
言
わ
れ
て
い
る
内
容
と
そ
れ
を
言
う
こ
と
と
が
食
い
違
っ
て
い

る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
問
題
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
趙
州
の
公
案
を
、
不
変
的
な
テ
ー
ゼ
を
述
べ
た
一
般
論
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
「
你
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
眼
前
の
修
行
者
た
ち
の
「
兀
坐
不
道
」
と
相
互
相
依
的
に
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
読
み
、

そ
れ
に
よ
り
、
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
れ
を
言
う
こ
と
と
を
循
環
的
に
両
立
さ
せ
て
し
ま
え
ば
よ
い
。
こ
の
読
み
の
ポ
イ
ン
ト

は
、「
兀
坐
不
道
」
を
、
真
理
の
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
表
現
で
は
な
く
、
他
の
道
得
を
誘
発
し
支
え
る
積
極
的
な
力
を
持
っ
て
い
る
も

の
と
見
な
す
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
元
の
出
典
で
は
「
已
後
仏0

也
不
奈
你
何
」
と
な
っ
て
い
る
の
を
、
道
元
が
「
已
後
諸
仏

0

0

也
不
及
你
哉
」
と
「
諸
」

字
を
挿
入
し
て
い
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る9

。「
已
後
仏0

也
不
奈
你
何
」
で
は
、
一
見
唖
と
変
わ
ら
な
い
修
行
者
が
実
は
既
成
観
念

と
し
て
の
仏
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
い
う
、既
存
の
価
値
観
を
逆
転
さ
せ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、『
眼
蔵
』で
は「
已

後
諸
仏

0

0

也
不
及
你
哉
」
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
一
文
は
「
你
」
と
全
仏
祖
と
の
相
互
相
依
性
を
表
現
す
る
も
の
と
な
る
。
道
元

は
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
「
坐
断
百
千
諸
仏
な
り
、
百
千
諸
仏
坐
断
你
な
り
」（
三
〇
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。「
坐
断
」
は
、
あ
る
修

行
者
の
坐
禅
が
世
界
全
体
を
実
体
化
か
ら
解
放
す
る
と
い
う
と
き
に
道
元
が
用
い
る
言
葉
で
あ
る10

。
諸
仏
は
そ
れ
自
身
独
立
し
て

仏
と
な
る
の
で
は
な
く
、
一
人
の
坐
禅
と
互
い
に
「
坐
断
」
さ
せ
合
う
こ
と
で
仏
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ11

。

し
た
が
っ
て
、「
一
生
不
離
叢
林
」と
は
、修
行
道
場
が
修
行
者
の
修
行
を
支
え
て
い
る
だ
け
で
な
く
、一
人
の
修
行
も
ま
た「
叢
林
」

を
あ
る
べ
き
修
行
道
場
と
し
て
支
え
て
い
る
と
い
う
、
双
方
向
性
に
お
い
て
道
元
は
理
解
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
こ

の
よ
う
に
、
修
行
者
が
修
行
道
場
を
支
え
る
と
い
う
側
面
を
読
み
込
ま
な
く
て
は
、
こ
の
後
で
触
れ
ら
れ
る
隠
遁
僧
の
話
と
の
関
連

が
見
え
づ
ら
く
な
っ
て
し
ま
う
。
と
言
う
の
も
、こ
の
隠
遁
僧
は
、衆
僧
の
修
行
道
場
で
あ
る
寺
院（
通
常
の
意
味
で
の
叢
林
）か
ら
、

少
な
く
と
も
空
間
的
に
は
離
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
不
離
」を「
一
生
」と「
叢
林
」と
が
支
え
合
う
と
い
う
意
味
に
と
る
こ
と
で
、
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隠
遁
僧
の
在
り
方
を
も
「
一
生
不
離
叢
林
」
の
実
現
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
連
続
し
て
挙
げ
ら
れ
た
二
つ
の
公
案
が
一
貫
し
た
も
の

と
し
て
読
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
叢
林
」
は
無
条
件
に
理
想
的
な
場
と
し
て
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
常
に
実
体
化
の
磁
場
に
さ
ら
さ

れ
、世
俗
世
界
と
の
質
差
が
見
失
わ
れ
か
ね
な
い
危
機
の
中
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
実
体
化
を
克
服
す
る
こ
と
の
で
き
る「
一
生
」は
、

実
体
的
分
節
化
を
被
っ
て
し
ま
っ
た
既
存
の
「
叢
林
」
内
部
か
ら
は
、一
見
奇
妙
な
「
唖
漢
の
道
得
」
と
い
う
形
を
と
っ
て
現
れ
る
。

　

た
と
ひ
唖
漢
な
り
と
も
、
道
得
底
あ
る
べ
し
。
唖
漢
は
道
得
な
か
る
べ
し
と
学
す
る
こ
と
な
か
れ
。
道
得
あ
る
も
の
、
か

な
ら
ず
し
も
唖
漢
に
あ
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
、
唖
漢
ま
た
道
得
あ
る
な
り
。
唖
声
き
こ
ゆ
べ
し
、
唖
語
き
く
べ
し
。
唖
に
あ
ら

ず
は
、
い
か
で
か
唖
と
相
見
せ
ん
、
い
か
で
か
唖
と
相
談
せ
ん
。（
三
〇
三
頁
）

個
々
の
修
行
は
既
存
の
修
行
道
場
に
と
っ
て
、
言
わ
ば
あ
ち
ら
側
の
世
界
か
ら
や
っ
て
来
る
の
で
あ
り
、
そ
の
異
質
さ
が
、「
唖

漢
の
道
得
」
と
い
う
、
通
常
結
び
つ
か
な
い
在
り
方
同
士
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
修
行
者
は
、
こ
う
し
た
「
唖
漢

の
道
得
」
を
聞
き
、
修
行
道
場
を
賦
活
し
て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
自
ら
も
ま
た
既
存
の
分
節
化
を
逸
脱
し
、
こ
の
場

合
「
唖
」
と
な
っ
て
「
唖
」
と
相
ま
み
え
、
相
語
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

「
唖
」
と
な
っ
て
「
唖
」
と
出
会
う
と
い
う
こ
と
は
、
前
節
で
確
認
し
た
「
か
れ
と
他
と
、
異
類
中
行
と
相
見
す
る
」
と
い
う
こ

と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
具
体
例
の
一
つ
は
、
す
で
に
見
た
趙
州
に
よ
る
道
得
で
あ
る
。
そ
し
て
道
元
の
挙
げ
る
も
う
一
つ
の
事
例

が
、
冒
頭
で
も
触
れ
た
雪
峰
と
不
剃
髪
の
隠
遁
僧
と
の
話
頭
な
の
で
あ
る
。
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四　

庵
主
が
剃
髪
し
な
い
理
由

ま
ず
は
話
の
筋
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

雪
峰
の
門
下
に
一
人
の
僧
が
い
た
。
叢
林
を
離
れ
て
、
雪
峰
山
の
ふ
も
と
に
草
庵
を
結
び
、
長
年
髪
を
剃
る
こ
と
な
く
、
木
杓
を

作
っ
て
谷
の
水
を
汲
ん
で
飲
む
と
い
う
生
活
を
人
知
れ
ず
続
け
て
い
た
。
あ
る
と
き
ど
こ
か
ら
か
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
僧
が
訪
ね
て

き
て
、「
い
か
に
あ
ら
ん
か
祖
師
西
来
意
」（
達
磨
が
イ
ン
ド
か
ら
や
っ
て
来
た
真
意
は
何
か
。
仏
法
の
真
髄
を
訊
く
際
の
常
套
句
の

一
つ
）
と
問
う
た
。
こ
れ
に
対
し
て
庵
主
は
「
渓
深
杓
柄
長
」
と
答
え
た
。
そ
の
後
、
僧
か
ら
こ
の
話
を
聞
い
た
雪
峰
は
「
也
甚
奇

怪
」（
道
元
の
意
訳
で
は
「
よ
さ
は
す
な
は
ち
あ
や
し
き
ま
で
に
よ
し
」）
と
評
し
、
自
ら
会
い
に
ゆ
く
。
庵
主
を
見
た
雪
峰
が
「
道

得
不
剃
汝
頭
」
と
告
げ
る
と
、
庵
主
は
髪
を
洗
っ
て
や
っ
て
来
た
。
そ
し
て
雪
峰
は
彼
の
髪
を
剃
っ
た
。（
三
〇
三
‐
三
〇
四
頁
）

本
稿
の
は
じ
め
に
触
れ
た
よ
う
に
、
道
元
は
こ
の
二
人
の
出
会
い
を
、「
こ
の
一
段
の
因
縁
、
ま
こ
と
に
優
曇
の
一
現
の
ご
と
し
」

と
し
て
い
る
。
な
ぜ
道
元
が
こ
れ
ほ
ど
こ
の
話
に
感
動
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
最
初
に
、
ど
う
し
て
庵
主
が

長
年
髪
を
剃
ら
ず
に
い
る
の
か
、
そ
し
て
「
渓
深
杓
柄
長
」
と
い
う
言
葉
に
込
め
ら
れ
た
も
の
は
何
か
と
い
う
問
題
を
検
討
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
、庵
主
は
な
ぜ
剃
髪
し
な
い
の
か
。
こ
の
庵
主
の
奇
妙
な
在
り
方
は
し
か
し
、道
元
お
よ
び
道
元
の
解
釈
内
部
の
雪
峰
に
よ
っ

て
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
は
い
え
道
元
は
、
真
理
を
体
得
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
剃
髪
・
不
剃
髪

と
い
っ
た
形
式
的
な
問
題
に
よ
ら
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
わ
け
で
は
な
い
。「
洗
浄
」
巻
で
は
「
長
髪
長
爪
」
の
僧
が

激
烈
に
批
判
さ
れ
て
い
る
し12

、
ま
た
「
出
家
」
巻
で
は
、
剃
髪
と
は
、
袈
裟
を
着
る
こ
と
と
並
ん
で
、
仏
と
出
会
い
、
そ
の
力
に
よ
っ

て
可
能
と
な
る
儀
礼
で
あ
る
と
し
て
い
る13

。
こ
の
よ
う
に
、
道
元
は
剃
髪
を
重
く
受
け
止
め
、
世
俗
世
界
に
お
け
る
散
髪
と
は
明
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確
に
区
別
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
事
情
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
な
お
庵
主
の
不
剃
髪
が
肯
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
む
し
ろ
、
仏
と
出
会
わ
な
く
て

は
剃
髪
が
成
り
立
た
な
い
と
い
う
事
態
を
重
く
引
き
受
け
た
結
果
な
の
だ
と
解
す
る
他
は
な
い
だ
ろ
う
。
前
節
に
お
い
て
、
既
存
の

修
行
道
場
は
常
に
実
体
化
の
磁
場
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。
同
様
に
剃
髪
と
い
う
、
修
行
生
活
に
お
い
て
あ
り
ふ
れ
た

儀
礼
（
僧
が
二
人
一
組
に
な
っ
て
互
い
の
頭
を
剃
り
合
う
）
も
ま
た
、
仏
と
の
出
会
い
を
顕
現
さ
せ
る
と
い
う
本
来
の
力
を
喪
失
し

て
、単
な
る
形
式
に
堕
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
危
険
を
抱
え
て
い
る
。
雪
峰
は
優
れ
た
祖
師
で
あ
っ
た
が
、「
一
千
五
百
人
の
善
知
識
」

と
言
わ
れ
、
き
わ
め
て
多
く
の
僧
を
指
導
し
て
い
た
と
さ
れ
る
か
ら
、
ど
う
し
て
も
叢
林
が
一
部
世
俗
化
し
て
し
ま
う
の
は
避
け
が

た
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
庵
主
に
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
堕
落
し
た
叢
林
内
に
は
、
自
分
の
髪
を
剃
る
こ
と
の
で
き
る
仏
祖
は
存

在
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
道
場
を
離
れ
、
髪
を
剃
ら
な
い
生
活
を
続
け
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
結
局
雪
峰
山

の
ふ
も
と
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
己
を
剃
髪
し
う
る
存
在
が
い
る
と
す
れ
ば
師
で
あ
る
雪
峰
だ
と
考
え
て
い
た
の
だ

ろ
う
。

彼
の
髪
の
長
さ
は
、
彼
が
世
を
逃
れ
続
け
て
き
た
年
月
の
長
さ
を
表
し
て
い
る
。
さ
ら
に
突
き
詰
め
て
言
え
ば
、
そ
の
長
さ
は
、

真
理
と
の
隔
た
り
、
お
よ
び
仏
と
い
う
存
在
の
本
質
的
な
出
会
い
難
さ
を
象
徴
し
て
い
る
。
だ
が
こ
の
仏
お
よ
び
真
理
と
の
隔
絶
を

確
保
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
見
失
わ
れ
た
僧
俗
の
区
別
を
取
り
戻
し
、
剃
髪
の
本
来
性
を
回
復
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
前
節
で
、「
一

生
不
離
叢
林
」、
す
な
わ
ち
修
行
者
の
坐
禅
が
修
行
道
場
を
支
え
て
い
た
よ
う
に
、
庵
主
も
ま
た
、
剃
髪
や
叢
林
が
本
来
あ
る
べ
き

在
り
方
を
取
り
戻
す
こ
と
を
支
え
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
渓
深
杓
柄
長
」
と
い
う
言
葉
自
体
が
、
こ
の
こ
と
を
表
現
し
、
実
践
し
て
い
る
。
ま
ず
、
杓
柄
の
長
さ
は
庵
主
の
修
行
の
歳
月

と
対
応
し
、
渓
の
深
さ
が
仏
・
真
理
と
の
隔
た
り
の
深
さ
を
象
徴
し
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
、
道
元
で
な
け
れ
ば
、
十
分
な
修
行
を

積
ん
だ
た
め
に
深
い
真
理
を
自
在
に
汲
み
つ
く
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
真
理
と
の
む
し
ろ
近
し
さ
を
言
い
表
し
た
も
の
と
し
て
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解
釈
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
道
元
は
、こ
れ
を
仏・真
理
と
の
遠
さ
を
表
し
た
言
葉
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、「
優

曇
の
一
現
」
に
込
め
ら
れ
た
出
会
い
難
さ
が
宙
に
浮
い
て
し
ま
う
。
ま
た
『
永
平
広
録
』
で
は
、
こ
の
公
案
を
挙
げ
つ
つ
、
最
後
に

道
元
に
よ
る
頌
が
付
さ
れ
て
お
り
、そ
こ
に
は「
人
あ
っ
て
問
著
す
西
来
意
。
木
杓
長
く
し
て
渓
転う
た
た
深
し
」（
あ
る
も
の
が
庵
主
に
、

達
磨
の
西
来
の
宗
意
を
問
い
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
汲
む
木
杓
の
柄
は
長
い
が

0

0

0

0

0

0

0

0

、
谷
川
は
さ
ら
に
深
い

0

0

0

0

0

0

0

0

と
答
え
た14

。）
と
あ
る

こ
と
か
ら
も
、
道
元
が
「
渓
深
杓
柄
長
」
を
仏
・
真
理
と
の
遠
さ
を
表
現
し
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

そ
し
て
、
そ
の
仏・真
理
と
の
隔
た
り
の
深
さ
（
渓
の
深
さ
）
は
、
修
行
の
深
さ
（
杓
柄
の
長
さ
）
に
よ
っ
て
測
ら
れ
な
け
れ
ば
、

あ
ら
わ
に
な
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
長
い
柄
の
木
杓
（
庵
主
の
修
行
の
歳
月
）
は
、
単
に
深
い
渓
か
ら
水
を
汲

む
ば
か
り
の
受
動
的
な
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
長
さ
こ
そ
が
渓
の
深
さ
を
形
作
り
、
杓
が
触
れ
る
こ
と
で
渓
に
水
が
湧
き

出
す
よ
う
な
働
き
を
持
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
言
葉
自
体
が
、
ま
さ
に
木
杓
と
し
て
雪
峰
と
い
う
渓
に
届
き
、
そ
こ
か
ら
水
（
雪

峰
に
よ
る
道
得
）
を
引
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
庵
主
の
生
き
ざ
ま
・
言
葉
は
、
固
定
化
さ
れ
た
分
節
図
式
の
内
部
で
事
を
処
理
す
る
理
解
の
仕
方
か
ら
す
れ
ば
、
奇

妙
で
不
可
解
で
あ
る
他
な
い
。
し
か
し
「
唖
漢
の
道
得
」
と
同
様
、
そ
れ
を
倒
錯
と
見
る
側
の
方
が
、
す
で
に
転
倒
し
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
転
倒
、
す
な
わ
ち
実
体
的
な
分
節
化
を
抜
け
出
し
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
庵
主
の
在
り
方
は
何
ら
不
思
議

で
な
い
も
の
と
し
て
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
庵
主
の
有
限
な
歳
月
が
背
負
う
、
全
時
空
の
無
限
の
深
さ
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。

雪
峰
は
、こ
う
し
た
庵
主
の
在
り
方
と
言
葉
の
孕
む
逸
脱
（「
奇
怪
」）
の
、「
よ
さ
」
を
受
け
止
め
る
こ
と
の
で
き
る
人
物
で
あ
っ

た
（「
よ
さ
は
す
な
は
ち
あ
や
し
き
ま
で
に
よ
し
」）。
そ
し
て
自
ら
彼
に
会
い
に
行
っ
た
の
で
あ
る
。
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五　

仏
と
仏
と
の
出
会
い
と
し
て
の
剃
髪

庵
主
に
対
し
て
、
雪
峰
は
「
道
得
不
剃
汝
頭
」
と
告
げ
る
。
こ
れ
は
素
朴
に
読
め
ば
「
道
得
な
ら
ば
な
ん
ぢ
が
頭
を
そ
ら
じ
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
さ
ら
に
道
元
は
「
不
剃
頭
は
道
得
な
り
と
き
こ
ゆ
」
と
述
べ
て
い
る
（
三
〇
四
頁
）。
こ
れ
は
、「
未
道
得
の

人
こ
れ
を
き
き
て
、
ち
か
ら
あ
ら
ん
は
驚
疑
す
べ
し
、
ち
か
ら
あ
ら
ざ
ら
ん
は
茫
然
な
ら
ん
」（
三
〇
四
頁
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
常
識
的
見
地
か
ら
は
逸
脱
し
た
発
言
で
あ
る
。

だ
が
こ
れ
は
、
第
二
節
で
触
れ
た
「
か
れ
と
他
と
、
異
類
中
行
と
相
見
す
る
」
と
い
う
出
来
事
で
あ
り
、
ま
た
第
三
節
で
確
認

し
た
「
唖
」
と
な
っ
て
「
唖
」
と
「
相
見
」
し
「
相
談
」
す
る
と
い
う
事
態
に
他
な
ら
な
い
。
既
存
の
分
節
を
逸
脱
し
て
い
る
庵
主

の
道
得
を
受
け
止
め
る
た
め
に
、
雪
峰
も
ま
た
既
存
の
分
節
様
式
内
で
は
両
立
し
な
い
は
ず
の
「
不
剃
頭
」
と
「
道
得
」
と
を
結
び

つ
け
て
応
え
た
の
で
あ
る
。「
こ
の
道
得
、
き
く
ち
か
ら
あ
り
て
き
く
べ
し
。
き
く
べ
き
ち
か
ら
あ
る
も
の
の
た
め
に
開
演
す
べ
し
」

（
三
〇
四
頁
）
と
は
、
雪
峰
の
言
葉
が
固
定
的
な
枠
組
み
に
よ
っ
て
は
と
ら
え
き
れ
な
い
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

庵
主
の
言
葉
が
杓
柄
の
長
さ
に
よ
っ
て
渓
（
仏
・
真
理
）
と
の
遠
さ
、
出
会
い
難
さ
を
表
現
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
雪
峰
は
、

そ
の
両
者
の
隔
た
り
を
受
け
止
め
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
が
出
会
う
（「
不
剃
頭
」
と
「
道
得
」
と
が
結
び
つ
く
）
と
い
う
形
で
答
え
た
。

こ
の
二
人
の
や
り
取
り
に
よ
っ
て
、
こ
の
一
時
、
こ
の
場
は
、
本
来
出
会
い
難
い
は
ず
の
存
在
同
士
の
出
会
い
が
可
能
に
な
る
空
間

と
し
て
立
ち
上
が
る
こ
と
と
な
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
見
失
わ
れ
て
い
た
本
来
の
意
味
で
の
剃
髪
が
可
能
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
庵
主
は
髪
を
洗
い15

、
雪
峰
は
そ
の
髪
を
剃
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
だ
け
を
見
れ
ば
、
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
の
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は
通
常
の
剃
髪
と
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
し
そ
こ
で
は
仏
と
仏
と
の
出
会
い
が
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
ら
か
じ
め
仏

だ
っ
た
存
在
が
出
会
う
の
で
は
な
く
、
出
会
い
に
お
い
て
互
い
を
仏
に
さ
せ
合
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
雪
峰
が
庵
主
の
髪
を
剃

る
こ
と
で
彼
を
仏
と
さ
せ
、
ま
た
他
方
、
庵
主
が
雪
峰
に
髪
を
剃
ら
せ
て
や
る

0

0

こ
と
で
相
手
を
仏
に
さ
せ
る
の
だ
。

そ
し
て
、
一
見
何
の
変
哲
も
な
い
剃
髪
が
、
こ
の
よ
う
な
仏
と
仏
と
の
出
会
い
を
顕
現
さ
せ
る
と
い
う
本
来
の
儀
礼
と
し
て
成
り

立
つ
た
め
に
は
、「
渓
深
杓
柄
長
」
と
「
道
得
不
剃
汝
頭
」
と
の
や
り
取
り
を
介
す
る
と
い
う
屈
折
を
経
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
道
得
は
、
固
定
的
実
体
化
に
よ
り
転
倒
し
て
し
ま
っ
た
既
存
の
分
節
様
式
を
突
き
崩
す
と
い
う
、
そ
の
一
回
に
の
み
道
得

と
な
り
う
る
（
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
不
道
得
と
な
っ
て
し
ま
う
）
言
葉
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
が
不
変
の
も
の
と
し
て
固
定
化

さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
り
え
た
こ
と
を
、
道
元
は
示
唆
し
て
い
る
。

　

庵
主
ま
こ
と
あ
る
に
よ
り
て
、
道
得
に
助
発
せ
ら
る
る
に
茫
然
な
ら
ざ
る
な
り
。
家
風
か
く
れ
ず
、
洗
頭
し
て
き
た
る
。
こ

れ
仏
自
智
恵
、
不
得
其
辺
の
法
度
な
り
。
現
身
な
る
べ
し
、
説
法
な
る
べ
し
、
度
生
な
る
べ
し
、
洗
頭
来
な
る
べ
し
。
と
き

に
雪
峰
も
し
そ
の
人
に
あ
ら
ず
は
、
剃
刀
を
放
下
し
て
呵
呵
大
咲
せ
ん
。
し
か
あ
れ
ど
も
、
雪
峰
そ
の
ち
か
ら
あ
り
、
そ
の

人
な
る
に
よ
り
て
、
す
な
は
ち
庵
主
の
か
み
を
そ
る
。
ま
こ
と
に
こ
れ
雪
峰
と
庵
主
と
、
唯
仏
与
仏
に
あ
ら
ず
よ
り
は
、
か

く
の
ご
と
く
な
ら
じ
。（
三
〇
五
頁
）

【
現
代
語
訳
】
庵
主
に
ま
こ
と
（
の
力
量
）
が
あ
っ
た
た
め
に
、
雪
峰
の
道
得
に
助
け
ら
れ
て
呆
然
と
し
て
い
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
家
風
（
仏
道
儀
礼
の
働
き
）
が
隠
れ
る
こ
と
な
く
、（
身
心
が
脱
落
す
る
儀
礼
と
し
て
）
頭
を
洗
っ
て
き
た
。
こ
れ
（
洗

頭
と
い
う
儀
礼
）
は
、
仏
自
ら
の
智
慧
が
限
り
な
い
と
い
う
法
度
で
あ
る
。（
庵
主
の
洗
頭
は
）
仏
が
身
を
現
す
こ
と
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
、
法
を
説
く
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
衆
生
を
救
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
頭
を
洗
っ
て
来
る

と
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
雪
峰
が
も
し
そ
の
人
（
仏
祖
）
で
な
け
れ
ば
、
剃
刀
を
放
り
投
げ
て
呵
々
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大
笑
す
る
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
雪
峰
に
は
そ
の
力
が
あ
り
、
そ
の
人
で
あ
っ
た
た
め
に
、
た
だ
ち
に
庵
主
の

髪
を
剃
っ
た
。
ま
こ
と
に
、
雪
峰
と
庵
主
と
が
仏
と
仏
で
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

と
も
す
れ
ば
、
不
剃
髪
に
固
執
す
る
あ
ま
り
庵
主
が
頭
を
洗
っ
て
雪
峰
の
前
に
来
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
雪
峰
が
「
不
剃
頭
は

道
得
な
り
」
と
い
う
表
現
に
執
着
し
て
庵
主
の
髪
を
剃
ら
ず
に
済
ま
せ
た
り
し
て
し
ま
う
結
末
も
あ
り
え
た
。
つ
ま
り
、
道
得
が
道

得
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
不
完
全
性
の
側
面
（
空
間
的
に
は
単
独
で
成
立
せ
ず
、
時
間
的
に
は
一
回
的
で
あ
る
）

を
受
け
容
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
二
人
に
は
十
分
な
力
量
が
あ
り
、
互
い
の
道
得
を
一
回
的
な
も
の
と
し
て
用
い
て

固
定
化
し
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
あ
る
べ
き
剃
髪
儀
礼
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
―
―
道
得
と
し
て
の
『
正
法
眼
蔵
』

雪
峰
と
不
剃
髪
の
庵
主
―
―
こ
の
師
弟
の
や
り
取
り
は
、
し
か
し
た
だ
こ
の
両
者
の
間
の
み
で
完
結
し
た
も
の
で
は
な
い
。
す
で

に
引
い
た
文
だ
が
「
仏
出
世
に
あ
ふ
と
い
ふ
は
、
か
く
の
ご
と
く
の
因
縁
を
き
く
を
い
ふ
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
二
人
の
物
語
を

聞
く
こ
と
で
、
修
行
者
た
ち
も
ま
た
仏
と
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
一
つ
に
は
、
修
行
生
活
の
中
で
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
る
剃
髪
の
内
に
、
雪
峰
と
庵
主
の
出
会
い
が
、
そ
し
て
二
人
が
背

負
っ
て
い
る
全
仏
祖
た
ち
の
出
会
い
が
垣
間
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
雪
峰
た
ち
は
あ
ら
ゆ
る
修
行
者
の

頭
を
剃
り
、
ま
た
剃
ら
せ
た
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
に
、
雪
峰
と
庵
主
と
の
公
案
は
、
道
元
に
と
っ
て
今
こ
こ
の
修
行
の

中
に
息
づ
き
、
そ
の
奥
深
さ
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
道
元
に
感
動
を
も
た
ら
し
た
一
因
で
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。
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だ
が
も
う
一
つ
に
は
、
二
人
の
出
会
い
を
伝
え
る
文
章
を
読
み
、
そ
れ
に
対
す
る
言
葉
を
付
し
て
ゆ
く
と
い
う
営
み
（『
眼
蔵
』

と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
）自
体
の
う
ち
に
、仏
と
の
出
会
い
が
あ
る
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
道
元
は
、「
行
持 

下
」

巻
で「（
仏
祖
の
）一
句
両
句
、み
な
仏
祖
の
あ
た
た
か
な
る
身
心
な
り
。
か
の
身
心
き
た
り
て
わ
が
身
心
を
道
得
す
。
正
当
道
取
時
、

こ
れ
道
得
き
た
り
て
わ
が
身
心
を
道
取
す
る
な
り
」（
一
六
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。『
眼
蔵
』
は
、
少
な
く
と
も
本
稿
で
見
て
き
た

「
道
得
」巻
は
、道
元
が
孤
独
に
思
索
す
る
中
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
祖
師
た
ち
の
言
葉
と
の
相
互
相
依
運
動
に
巻
き
込
ま
れ
、

言
わ
ば
そ
れ
に
乗
っ
取
ら
れ
る
形
で
成
り
立
っ
た
、
祖
師
た
ち
と
道
元
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
問
答
の
書
な
の
で
あ
る
。
雪
峰
と
隠

遁
僧
と
の
や
り
取
り
が
一
回
的
で
不
完
全
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
二
人
の
間
だ
け
に
閉
じ
る
こ
と
な
く
、
時
空
を
超
え
て
道
元

が
そ
こ
に
参
与
し
て
ゆ
く
こ
と
の
で
き
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
た
。「
道
得
」
巻
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
感
動
は
、
祖
師
た
ち
に
よ
る

道
得
と
、
道
元
に
よ
る
道
得
と
が
出
会
う
こ
と
の
で
き
た
歓
び
な
の
で
あ
る
。

註

1 

以
下
、『
正
法
眼
蔵
』
か
ら
の
引
用
は
大
久
保
道
舟
編
『
古
本
校
定 

正
法
眼
蔵 

全
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
年
に
拠
り
、
引

用
箇
所
を
頁
数
で
示
す
。
な
お
私
見
に
よ
り
適
宜
表
記
や
句
読
点
等
を
改
め
て
あ
り
、括
弧
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

ま
た
、
引
用
に
際
し
て
は
必
要
と
思
わ
れ
る
も
の
に
は
現
代
語
訳
を
付
し
た
。『
眼
蔵
』
解
釈
に
は
定
説
と
呼
べ
る
も
の
が
確

立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
筆
者
の
解
釈
を
示
す
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
る
。

2 

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
面
山
瑞
方
『
正
法
眼
蔵
聞
解
』
は
「
今
道
得
と
云
ふ
は
、
仏
祖
の
大
用
現
前
を
云
ふ
、（
中
略
）
是
は
口

舌
に
限
ら
ず
、
或
時
は
棒
喝
弾
指
一
切
で
道
得
す
る
な
り
」（『
正
法
眼
蔵
註
解
全
書 

第
五
巻
』
正
法
眼
蔵
註
解
全
書
刊
行
会
、
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一
九
五
六
年
、
四
六
一
頁
）
と
述
べ
て
お
り
、
あ
る
い
は
岸
澤
惟
安
は
「
結
跏
趺
坐
が
か
く
の
ご
と
く
道
得
し
て
い
る
か
ら
、

同
時
に
こ
の
口
を
ひ
ら
い
て
結
跏
趺
坐
を
説
き
ぬ
く
の
も
同
じ
く
道
得
だ
。
ど
ち
ら
も
道
得
に
違
い
な
い
」
と
理
解
し
て
い

る
（『
正
法
眼
蔵
全
講 

第
十
八
巻
』
大
法
輪
閣
、
一
九
七
三
年
、
五
五
六
頁
）。
こ
の
よ
う
な
読
み
の
方
向
性
は
、
一
切
が
道

得
で
あ
る
と
い
う
自
他
の
同
一
性
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
修
行
者
同
士
の
相
互
性
が
捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
と
言

え
る
。

 

　

ま
た
他
の
解
釈
と
し
て
は
、
道
得
を
証
、
不
道
得
を
修
に
対
応
さ
せ
、
全
体
と
し
て
修
証
一
等
の
構
造
を
表
し
て
い
る
と

す
る
春
日
佑
芳
の
解
釈
（『
新
釈 

正
法
眼
蔵
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
五
年
、
五
三
二
‐
五
四
七
頁
参
照
）
や
、
道
得
を
言

語
化
、
不
道
得
を
言
語
化
で
き
な
い
縁
起
の
次
元
と
し
、
言
語
化
の
遂
行
が
言
語
化
不
可
能
な
領
域
を
現
前
さ
せ
る
と
い
う

事
態
を
論
じ
た
巻
と
見
な
す
南
直
哉
の
解
釈
（『『
正
法
眼
蔵
』
を
読
む
―
―
存
在
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
』
講
談
社
、

二
〇
〇
八
年
、
一
九
五
‐
二
一
二
頁
参
照
）
な
ど
が
あ
る
。
春
日
と
南
の
読
み
に
は
学
ぶ
と
こ
ろ
も
多
い
が
、
し
か
し
い
ず

れ
も
『
眼
蔵
』
の
テ
ク
ス
ト
を
図
式
的
に
理
解
す
る
傾
向
が
強
く
、
か
つ
修
行
者
同
士
の
相
互
相
依
的
働
き
か
け
の
側
面
が

見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
特
に
本
稿
で
重
視
す
る
巻
後
半
の
公
案
解
釈
に
は
物
足
り
な
さ
が
残
る
。

 

　

む
し
ろ
修
行
者
同
士
の
や
り
取
り
を
指
摘
し
た
研
究
と
し
て
参
考
に
な
る
の
は
、和
辻
哲
郎
「
沙
門
道
元
」
か
も
し
れ
な
い
。

「
道
得
」
巻
で
は
な
く
「
葛
藤
」
巻
の
解
釈
で
あ
る
が
、「
さ
ま
ざ
ま
の
異
な
れ
る
見
解
が
相
錯
綜
す
る
こ
と
そ
れ
自
身
の
上

に
仏
法
が
現
わ
れ
る
」（『
和
辻
哲
郎
全
集 

第
四
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
、
二
三
四
頁
）
と
い
う
読
み
は
、
む
ろ
ん
そ

れ
が
近
代
的
な
装
い
の
も
と
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
限
界
は
あ
る
に
せ
よ
、
複
数
人
の
間
で
の
相
互
性
を
指
摘
し
た
点

は
評
価
さ
れ
て
よ
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
世
俗
的
共
同
体
内
部
に
お
け
る
哲
学
的
な
議
論
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
仏

祖
と
仏
祖
と
の
面
授
の
質
を
積
極
的
に
位
置
づ
け
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
（
む
し
ろ
師
弟
と
い
う
閉
鎖
関
係
か
ら
道
元
の
思

想
を
解
放
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
）。
実
際
、
和
辻
は
「
沙
門
道
元
」
の
中
で
、「
道
得
」
巻
の
前
半
か
ら
、
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中
盤
に
引
か
れ
る
趙
州
の
公
案
に
ま
で
は
言
及
す
る
が
、
後
半
の
雪
峰
と
隠
遁
僧
と
の
や
り
取
り
に
は
一
切
触
れ
て
い
な
い
。

3 
修
証
一
等
に
つ
い
て
は
賴
住
光
子
『
道
元
の
思
想 

大
乗
仏
教
の
真
髄
を
読
み
解
く
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
一
一
年
、
六
四
‐

六
六
頁
を
参
照
。

4 

道
元
に
お
け
る
因
果
の
問
題
に
つ
い
て
は
賴
住
前
掲
書
、
二
二
四
‐
二
二
六
頁
も
参
照
。

5 

「
学
人
如
何
会
得
。（
中
略
）
い
は
ゆ
る
の
道
得
を
道
取
す
る
に
、
玄
沙
の
道
は
尽
十
方
世
界
是
一
顆
明
珠
、
用
会
作
麼
な
り
。

こ
の
道
取
は
、
仏
は
仏
に
嗣
し
、
祖
は
祖
に
嗣
し
、
玄
沙
は
玄
沙
に
嗣
す
る
道
得
な
り
」（「
一
顆
明
珠
」
六
〇
‐
六
一
頁
）。

 

「
い
ま
六
祖
の
児
孫
と
し
て
、
六
祖
の
道
を
道
取
し
、
六
祖
の
身
体
髪
膚
を
え
て
道
取
す
る
に
は
、
恁
麼
い
ふ
べ
き
な
り
。
い

は
ゆ
る
仁
者
心
動
は
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
、
さ
ら
に
仁
者
動
と
い
ふ
べ
し
」（「
恁
麼
」
一
六
六
頁
）。

6 

「
門
人
四
員
、
と
も
に
得
処
あ
り
、
聞
著
あ
り
。
そ
の
聞
著
な
ら
び
に
得
処
、
と
も
に
跳
出
身
心
の
皮
肉
骨
髄
な
り
、
脱
落
身

心
の
皮
肉
骨
髄
な
り
。（
中
略
）
し
か
あ
る
を
、
正
伝
な
き
と
も
が
ら
お
も
は
く
、
四
子
各
所
解
に
親
疎
あ
る
に
よ
り
て
、
祖

道
ま
た
皮
肉
骨
髄
の
浅
深
不
同
な
り
。
皮
肉
は
骨
髄
よ
り
も
疎
な
り
と
お
も
ひ
、
二
祖
の
見
解
す
ぐ
れ
た
る
に
よ
り
て
、
得

髄
の
印
を
え
た
り
と
い
ふ
。
か
く
の
ご
と
く
い
ふ
い
ひ
は
、い
ま
だ
か
つ
て
仏
祖
の
参
学
な
く
、祖
道
の
正
伝
あ
ら
ざ
る
な
り
」

（
三
三
二
頁
）。

7 

「
祖
師
の
身
心
を
参
見
す
る
に
、
内
外
一
如
な
る
べ
か
ら
ず
、
渾
身
は
通
身
な
る
べ
か
ら
ず
と
い
は
ば
、
仏
祖
現
成
の
国
土
に

あ
ら
ず
。
皮
を
え
た
ら
ん
は
、
骨
肉
髄
を
え
た
る
な
り
。
骨
肉
髄
を
え
た
る
は
、
皮
肉
面
目
を
え
た
り
」（
三
三
三
頁
）。
ま

た
こ
の
点
に
つ
い
て
は
南
直
哉
の
「
そ
の
前
に
『
皮
』『
肉
』『
骨
』
と
評
さ
れ
た
三
つ
の
言
説
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
更
新
し

た
か
ら
こ
そ
、
最
後
の
三
拝
は
意
味
を
持
ち
得
た
の
だ
」
と
い
う
指
摘
が
参
考
に
な
る
（
南
直
哉
前
掲
書
、
二
〇
四
頁
）。
た

だ
し
南
の
読
み
で
は
皮
・
肉
・
骨
・
髄
の
成
立
関
係
が
一
方
通
行
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
本
稿
の
立
場
か
ら
は
皮
・
肉
・
骨
・

髄
は
相
互
相
依
的
に
道
得
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
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8 

菅
野
覚
明
「『
眼
蔵
』
を
読
む　

第
七
十
二
回　

異
類
の
『
中
』」（『
本
』
二
〇
〇
九
年
五
月
号
、
講
談
社
、
六
二
‐
六
七
頁
）

を
参
照
。

9 
出
典
に
つ
い
て
は
鏡
島
元
隆
監
修
、
曹
洞
宗
宗
学
研
究
所
編
『
道
元
引
用
語
録
の
研
究
』
春
秋
社
、
一
九
九
五
年
、
二
八
四

頁
を
参
照
。
同
書
に
よ
れ
ば
道
元
が
参
照
し
た
可
能
性
の
あ
る
テ
ク
ス
ト
は
、『
聯
灯
会
要
』
巻
六
「
示
衆
云
。
儞
若
一
生
。

不
離
叢
林
。
不
語
十
年
五
載
。
無
人
喚
儞
。
作
啞
漢
。
已
後
佛0

也
不
奈
儞
何
」（『
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
』
第
七
九
巻
、
五
八

頁
上
段
）、
も
し
く
は
『
古
尊
宿
語
録
』
巻
一
「
師
又
云
。
若
一
生
不
離
叢
林
。
不
語
十
年
五
載
。
無
人
喚
你
作
啞
漢
。
已
後

佛0

也
不
奈
你
何
」（
同
書
第
六
八
巻
、
七
七
頁
下
段
‐
七
八
頁
上
段
）
だ
が
、
い
ず
れ
も
「
仏
」
で
あ
り
「
諸
仏
」
で
は
な

い
。
道
元
は
他
に
『
眼
蔵
』「
行
持 

上
」
巻
で
も
こ
の
公
案
を
引
い
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
や
は
り
「
諸
仏
」
に
改
め
て
い
る

（「
あ
る
と
き
衆
に
し
め
し
て
い
は
く
、
你
若
一
生
不
離
叢
林
、
不
語
十
年
五
載
、
無
人
換
你
作
唖
漢
、
已
後
諸
仏

0

0

也
不
奈
你
何
」

一
二
八
頁
）。

10 

「
い
は
ゆ
る
、一
坐
の
と
き
、三
千
界
み
な
坐
断
せ
ら
る
る
」（「
洗
面
」四
二
五
頁
）、「
文
殊
乃
十
方
坐
断
」（「
安
居
」五
八
三
頁
）。

11 

こ
う
し
た
個
と
全
体
と
の
連
動
は
道
元
が
よ
く
言
及
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
一
時
の
坐
禅
が
全
時
空
へ
と
通
じ
て
い
る
と

い
う
よ
う
な
、い
わ
ゆ
る
「
永
遠
の
今
」（
道
元
の
用
語
で
言
え
ば
「
而
今
」
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
）
の
タ
イ
プ
と
は
異
な
り
、

「
十
年
五
載
」
や
「
一
生
」
と
い
っ
た
有
限
の
時
間
の
長
さ
の
う
ち
に
全
時
空
が
垣
間
見
え
る
と
す
る
の
が
「
道
得
」
巻
の
特

徴
で
あ
る
。

12 

「
し
る
べ
し
、
長
髪
は
仏
祖
の
い
ま
し
む
る
と
こ
ろ
、
長
爪
は
外
道
の
所
行
な
り
。
仏
祖
の
児
孫
、
こ
れ
ら
の
非
法
を
こ
の
む

べ
か
ら
ず
。
身
心
を
き
よ
か
ら
し
む
べ
し
、
剪
爪
剃
髪
す
べ
き
な
り
」（
四
六
八
頁
）。

13 

「
仏
化
す
で
に
身
心
に
か
う
ぶ
ら
し
む
る
と
き
、
頭
髪
自
落
し
、
袈
裟
覆
体
す
る
な
り
。
も
し
諸
仏
い
ま
だ
聴
許
し
ま
し
ま
さ

ざ
る
に
は
、
鬚
髪
剃
除
せ
ら
れ
ず
、
袈
裟
覆
体
せ
ら
れ
ず
、
仏
戒
受
得
せ
ら
れ
ざ
る
な
り
。
し
か
あ
れ
ば
す
な
は
ち
、
出
家
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受
戒
は
、
諸
仏
如
来
の
親
受
記
な
り
」（
五
九
九
頁
）。

14 
『
永
平
広
録
』第
九
頌
古
七
十
一（
鏡
島
元
隆
訳
注『
原
文
対
照
現
代
語
訳 

道
元
禅
師
全
集
』第
十
二
巻
、春
秋
社
、二
〇
〇
〇
年
、

二
〇
二
頁
。
傍
点
引
用
者
。
ま
た
現
代
語
訳
は
同
書
の
も
の
を
参
照
し
つ
つ
私
見
に
よ
り
一
部
改
め
て
あ
る
）。

15 

「
洗
浄
」
巻
で
は
、
修
行
生
活
に
お
い
て
水
で
身
を
す
す
ぐ
こ
と
が
、
世
俗
世
界
に
お
け
る
そ
れ
と
は
こ
と
な
り
、
仏
法
に
触

れ
、
実
体
化
か
ら
解
放
さ
れ
て
ゆ
く
儀
礼
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
（「
水
を
も
て
身
を
き
よ
む
る
に
あ
ら
ず
、

仏
法
に
よ
り
て
仏
法
を
保
任
す
る
に
こ
の
儀
あ
り
。
こ
れ
を
洗
浄
と
称
す
」
四
六
六
‐
四
六
七
頁
）。
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