
道
元
に
お
け
る
禅
的
実
存
の
理
路

は
じ

め

に

竹

村

牧

男

下

村

寅
太
郎
は
、
鈴
木

大
拙
の

興
味

深

い
言
葉
を
伝
え
て

い
る
。

ず
っ
と
晩
年

の
こ

と
で
あ

る
が
、
あ

る
時
、
大
拙
先
生

に
、
西
田

哲
学

の
「
純
粋
経

験
」
に
は
主

客
未
だ
未
分
と
主

客
既
に
未
分

と

の
区

別
が
あ
り

、
し

か
も
そ

れ
が
同
一

で
あ

る
、
と

解
し
た

い
と
申
し
述

べ
た
こ
と

が
あ
る
。
そ

の
時
大
拙
先
生

は
「

い
や
既

に

未
分
で

は

い
け
な

い
の
だ
、
分

か
れ
た
ま

ま
で
よ

い
の
だ
」
と

い
わ
れ
た

。
そ
れ
は
私

に
と
っ
て
は

啓
示

で
あ

っ
た

。
そ
れ
こ
そ
大

拙
先
生

の
体

験
と
思
想
で

あ
っ

た
の
で

は
な

い
か
と
思
え

る
。
…

…
（
下
村
寅
太
郎
「
鈴
木
大
拙
・
西
田
幾
多
郎
・
山
本
良
吉
」
、
下
村

寅
太
郎
著
作
集
1
2『
西
田
哲
学
と
日
本
の
思
想
』
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
〇
年
、
四
八
七
～
八
頁
）

こ

の
言

葉
に
は
、

禅
の
悟
り
の

一
般
的
な

印
象
を
く

つ
が
え
す
も

の
が

あ
る
。
よ
く

禅
で
は
「
見

性
」
と
言

い
、
何

か
平

等
一
味

の

本
性
を
見

る
の

が
悟
り

で
あ

る
か

の
よ
う

に
思
わ
れ
て

い
る
が
、
大

拙
は
、

真
実
は
主
客
未

分
に
も

な
く
、
主
客
分

か
れ
た
と
こ

ろ
に

あ
る
と
示

す
の
で
あ

る
。
も
ち

ろ
ん
、
そ

れ
は
、
凡
夫

に
と
っ
て

の
主
客
分
裂

し
た
世
界

が
そ
の
ま

ま
悟
り

の
世
界

で
あ
る
と

い
う

の

で
は
な

い
で
あ

ろ
う

。
む
し

ろ
悟
り

に
徹
底
し

た
立
場

に
あ
れ

ば
、

主
客
分

裂
し
た
只
中

に
真
実
を
見

る
こ
と

が
開
け

る
と

い
う

も
の

と
思
わ
れ

る
。
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そ

れ
は
、
大
拙
の
悟
り

と
呼
応
し

て

い
る
。
大
拙
は
明

治
二
八
年
、
円

覚
寺
で
見

性
を
許

さ
れ
た

の
ち

、
ア
メ
リ

カ
で

、
ふ
と
し
た

と
き
に

、
「
ひ
じ
外

に
曲

が
ら
ず
」
の
句

に
よ
っ
て
徹

底
し
た
と

い
う

。
こ

の
句
は
、
『
碧
巌
録
』

第
一
則

の
圖
悟
禅
師
の
本
則

の
著
語

に
「
腎
縛
外

に
向

か
っ
て
曲

が
ら

ず
」
（
腎
陣
不
向
外
曲
）
と

あ
る
の
に
由

来
す

る
よ
う

で
あ
る
（
秋
月
龍
垠
『
人
類
の
教
師
・
鈴
木
大
拙
』
、

秋
月
龍
瑕
著
作
集
六
、
三
一
書
房
、
一
九
七
八
年
、
一
四
三
頁
）
。
「
ひ

じ
外
に

曲

が
ら
ず
」

の
句

に
は
、

ひ
じ
は
ひ
じ

、
ひ

ざ
は
ひ

ざ
、

主

は
主

、
客
は
客
の
世
界

が
現
前
し

て

い
よ
う

。
こ
の
悟
り

か
ら
大
拙

は
、
の
ち

に
は

『
金
剛

般
若
経
』

の
所
説
に
基

づ
き

「
即
非
の

論
理
」

を
高
唱
す

る
よ
う

な

る
。
そ
れ
は

、
矛
盾

（
非
）
が
そ
の
ま
ま

同
一

（
即
）
で

あ

る
よ
う

な
世
界

の
こ
と
と
し

て
語
ら

れ
、
す

な
わ
ち
「
分

か
れ
た
ま
ま
」
で
そ

の
ま
ま
「
分
か
れ
て

い
な
い
」
の
で
あ
り

、
逆
に
「
分
か

れ
て

い
な
い
」
ま
ま
に
「
分
か
れ
て

い
る
」

と

い
う

こ
と
で

も
あ
ろ
う

。
そ

の
「
即
非

」
の
関

係
に

あ
る
も
の
と

し
て

、
や

が
て

個
と
超

個
と

が
あ
げ
ら

れ
る
よ
う
に
な
り

、
「
即

非

の
論
理
」

と
は
そ
の
両

者
が
区
別

さ
れ
つ

つ
そ

の
ま
ま
一

つ
で
あ
る
よ
う

な
世
界
を

言
う
も
の
と
示

さ
れ
て

い
く

の
で

あ
る
。

今
、
そ

の
一
例
を
あ

げ
て
み
よ
う

。
『
禅

の
思

想
』

か
ら
で
あ

る
。

盤
山
宝

積
の
示
衆

に
こ
ん
な

の
が
伝
へ
ら

れ
て

あ
る
。
如
何

に
も
此
間

の
消
息
を
漏

ら
し
て
居

る
（
以
下
意
訳
）

「

諸
々
の
禅
人

が
た
に
申
し
ま

す
が
、
讐

へ
て
見

る
と

、
剣
を
空

中
に
揮

ふ
や
う

な
も

の
だ
。
と
ど
く

か
、
と
ど
か

ぬ
か
は
問
題

で
な

い
。
空
に
描
か

れ
る
線
に
は

輪
郭

の
述

が
な

い
。
そ

れ
か
ら
剣

の
刃

も
欠
け

は
し
な

い
の
で
あ

る
。
か
う

い
ふ
塩
梅
に

〔
生
活

を
規
制
し

て
行
け

る
と

〕
、
心
心
無
知
で

あ
る
。
〔
こ
れ
は

無
意
識
と
云

ふ
こ
と
で

は
な

い
、

分
別
は
あ

る
、
た
だ
無
分
別
の

分
別

で

あ

る
こ

と
を
記
憶
し

な
け

れ

ば
な

ら
ぬ

。
〕
そ

れ
で
全

心
即
仏

、
1

仏

叩
人
、
－

人
と

仏
と

無
異
で

あ
る
。
道
と
云

ふ
も

の
が
此

で
始

め
て
成
り
立

つ
。
〔
個
は
個
で

あ
る
。
超

個
で
は

な

い
が
、
超
個

は
個
で
始

め
て
用

が
可

能
に
な

る
。
個
は
超

個
で
あ

る
、
個

だ
け
で
な

い
、
超

個
の

個
で
あ

る
。
仏
と
人
と

は
即

非
無
異

の
論
理
で

あ
る
。
〕
…

…
（
『
鈴
木
大
拙
全
集
』
第
十
三
巻
、
一
二
I
～
二

頁
）
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こ

の
大
拙

の
立

場
か
ら
す
れ

ば
、
禅
の

真
の
悟
り

の
世
界
は
、
け

っ
し
て

個
が
消
え
て
平

等
一
味
の
世

界
に
没
入

す
る
よ
う
な
こ

と

で

は
あ
り
え
な

い
。
む
し
ろ
個
は

あ
く
ま
で

も
個
を
失
わ

な
い
で
、
し

か
も
超
個

に
開
け
る
こ
と

が
実

現
す

る
の
で
あ

る
。

そ
の
大
拙

と
生
涯
、

親
密
な
交

わ
り
を

果
た
し
た
西

田
寸
心

（
幾
多
郎
）
も
、
実

は

い
つ
ま
で
も

「
純
粋
経
験
」
に
と

ど
ま
っ
て

い

た

わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
そ
の
心
理

学
的

に
傾

い
て

い
た
説
明
を
、
論

理
的

・
哲
学
的
に

把
握
し

直
し
て

い
く
中
で
、
つ

い
に
寸
心

は

「
個
物
の
哲

学
」
を
展
開
し

て

い
く

。
「
場
所

の
論
理
」
と

は
、
そ

の
ま

ま
真
実

の
個
物
、
す

な
わ
ち
真
実

の
自
己

の
論
理
に
も
ほ
か

な

ら

な
い
。
寸
心

は
最
晩
年

に
、
宗

教
哲
学
を

論
じ

る
「
場
所
的
論

理
と
宗

教
的
世
界

観
」
を

著
し
、

個
者
（
自
己
）
と

絶
対
無
の
場
所

と

の
「

逆
対
応

」
の
事

態
を
究

明
し
て

い
く

。
そ

こ
に

お

い
て

は
禅

に
つ

い
て
も

論
究
し

て

い
く

が
、

そ

の
核
心
を

、
大
燈

国
師

の

「
億
劫
相
分

か
れ
て
須
突

も
離

れ
ず
、
尽
日

相
対
し

て
刹
那
も
対

せ
ず
」

の
句
に
求

め
て

い
る
（
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
十
一
巻
、
四
〇

九
頁
他
参
照
）
。
そ
れ

が
西
田

の
「
逆
対
応

」
を
よ
く

表
す
言
葉
な

の
で
あ

る
が
、
こ
こ

に
は
、
や
は
り

個
と
超
個
と
が
既
に
で
あ
れ
単

に
未
分

な
の
で
は
な
く

、
分
か
れ
た
ま

ま
で
接
し

て

い
る
構

造
に
な
っ
て

い
よ
う

。

さ
ら
に
、
寸
心
は

「
見

性
」
に

つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
論
じ

て

い
る

。

禅
宗

で
は
、
見

性
成
仏
と
云

ふ
が
、

か
か
る
語
は
誤

解
せ
ら
れ
て

は
な

ら
な

い
。
見
と
云

っ
て
も
、
外

に
対
象
的
に
何
物
か
を
見

る
と
云

ふ
の
で
は
な

い
、
又
内
に
内

省
的
に
自
己
自
身

を
見

る
と
云

ふ
の
で
も
な

い
。
自
己

は
自
己

自
身
を
見
る
こ
と
は
で
き
な

い
、

眼
は

眼
自
身
を
見

る
こ
と
は
で
き

な

い
と
一

般
で
あ

る
。
然
ら

ば
と
云

っ
て
超

越
的
に
仏

を
見

る
と
云

ふ
の
で
は
な
い
。
さ
う
云

ふ

も
の

が
見

ら
れ

る
な

ら
ば
、
そ
れ

は
妖
怪
で

あ
ら
う

。
見

と
云
ふ
の

は
、
自
己

の
転
換
を
云

ふ
の
で

あ
る
、
入
信

と
云

ふ
と
同
一

で

あ

る
。
如
何
な

る
宗

教
に
も
、
自
己

の
転
換
と
云

ふ
こ
と

が
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
、
即
ち
廻

心
と
云

ふ
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

こ
れ

が
な
け
れ

ば
宗

教
で
は
な

い
。
此
故
に
宗

教
は
、

哲
学
的
に
は

唯
、
場
所

的
論
理
に

よ
っ
て
の
み

把
握
せ

ら
れ
る
の
で
あ

る
。

右
の
如
く

我
々

の
自
己

が
矛
盾
的
自
己

同
一

的
に
自
己
白

身
の
根
源

に
帰
し

、
即
ち
絶
対

者
に
帰
し
、

絶
対
現
在
の
自
己
限
定
と

し

-

－41



て
、
即
今

即
絶
対
現

在
的
に

、
何

処
ま
で

も
平
常
的
、

合
理
的
と
云

ふ
こ

と
は
、
一

面
に
我

々
の
自
己

が
何
処
ま
で

も
歴

史
的
個
と

し
て

、
終
末
論
的
と
云

ふ
こ
と
で

な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。
…
…
（
同
前
、
四
二
四
～
五
頁
）

禅
と
云

ふ
の
は
、

多
く
の
人

の
考
へ

る
如

き
神
秘
主

義
で
は
な

い
。
見

性
と
云

ふ
こ
と
は

、
深
く
我

々
の
自
己

の
根

抵
に
徹
す

る

こ
と
で

あ
る
。
我

々
の
自
己
は

絶
対
者

の
自
己
否

定
と
し

て
成
立
す

る
の
で
あ

る
。
絶
対
的
一

者
の
自
己
否
定
的
に
、
即

ち
個
物
的

多
と
し

て
、
我

々
の
自
己

が
成
立

す
る

の
で
あ
る
。
故

に
我
々

の
自
己

は
根
抵
的
に

自
己
矛
盾

的
存
在
で
あ

る
。
自
己

が
自

己
自
身

を
知

る
自

覚
と
云

ふ
そ
の
事

が
、
自
己
矛
盾

で
あ

る
。
故

に
我

々
の
自
己

は
、
何
処

ま
で
も
自
己

の
底
に
自
己
を
越
え

た
も
の
に
於

て
自
己
を

有
つ
、
自
己
否

定
に

於
て
自
己
自

身
を
肯
定

す
る
の
で
あ

る
。
か
か

る
矛

盾
的
自
己

同
一
の
根
抵
に
徹
す

る
こ
と

を
、
見

性
と
云

ふ
の
で
あ

る
。
…
…
（
同
前
、
四
四
五
～
六
頁
）

こ
れ

ら
の
所
論
か
ら
す

れ
ば
、

禅
に
お

い
て

悟
り

を
開

き
、
そ
れ
に
徹
底

す
る
時
は

、
個
と
個

を
超
え

る
も
の
と

が
異
な
り

つ
つ
も

一
つ
で
あ

る
と

い
う
自
己

自
身

の
存

在
の
あ
り
方

、
実
存

の
あ
り
方

が
明

瞭
に
自
覚
さ

れ
る
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
寸
心
は

大
拙
の

説
く
と
こ

ろ
と

同
じ
地
平
を
見

て

い
る
と

言
わ

ざ
る
を
え

な

い
。

こ
の
よ
う
に
、
大
拙

や
寸
心
に
よ

れ
ば
、
禅
の
悟
り
に

お
い
て
は
、
い
わ

ば
「
超
個

の
個
」
が
自
覚
さ

れ
て
く

る
の
で

あ
る
。
で

は
、

こ

の
こ
と
は

、
他
の
禅
者

に
よ

っ
て

も
一
様
に
主
張

さ
れ

、
あ
る

い
は
容
認

さ
れ
て

い
る
こ
と
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
小
稿
で
は

、
こ

の

問

題
に
つ

い
て

、
特
に
日
本

の
代
表

的
な
禅
者
で

あ
る
道
元
を
取

り
上
げ
、

検
証
し
て
み

た

い
。
道
元

の
著
作
に
は
、
膨
大
な

も
の
が

あ
る
が
、
小
稿
で

は
と
り

あ
え

ず
、
古

来
、
「
弁
・
現

・
仏

」
と
言
わ

れ
て
道
元

の
代

表
的
著
作
と

さ
れ
て
き

た
、
『
弁
道
話
』
、
『
正

法

眼

蔵
』
「
現

成
公

案
」
、
同

「
仏
性
」
に
限

定
し
て
考
察
し

て
み
た

い
。
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一
、
『
弁
道
話
』

に
見
る
実
存
の
理

路

『
弁
道

話
』

は
、

道
元

の

い
わ

ば
立
宗

宣
言

の
よ
う
な
作
品

で
あ
り
、
禅

の
卓
越
性

の
論
証

が
中

心
と
な

っ
て

い
て
、
必

ず
し

も
自

己

の
存
在

の
論
理
構

造
に
つ

い
て
深

く
掘
り
下

げ
て

い
る
わ
け

で
は
な

い
。
し
か
し

、
中
に
、
多
少

な
り
と

も
こ
の
問
題

に
参

考
と
な

る
論
述
は
存

在
し
て

い
る
。

た
と
え

ば
、
こ
こ

で
道
元
は
、
身

体
が
無
常
で

あ
る
の
に
対
し

心
性
は

常
住
で
あ

る
と
見

る

説
を

、
外
道

の
邪
見
で
あ

る
と
し

て
厳

し

く
退
け

て

い
る
。
「
し

る
べ
し

、
仏
法

に
は

も
と
よ
り

身
心
一
如

に
し
て

、
性
相
不

二
な
り

と
談

ず
る
、
西
天
東

地
お
な
じ
く
し

れ

る
と
こ
ろ
、

あ
へ
て
た

が
ふ
べ
か
ら

ず
」
（
道
元
著
・
水
野
弥
穂
子
校
注
『
正
法
眼
蔵
』

二

）
、
岩
波
文
庫
、
三
四
頁
。
以
下
、
『
正
法
眼
蔵
』

の
引
用
は
特
記
の
な
い
か
ぎ
り
す
べ
て
同
書
）
と
言

い
、
「
嘗
観
す

べ
し

、
身

心
一
如

の
む
ね
は

、
仏
法

の
つ
ね
に
談
ず

る
と
こ

ろ
な
り
」

言
一
五
頁
）
と
も
言

っ
て

い
る
。
こ

の
主
張

は
、

主
客

一
如
だ

、
主

客
未

分
だ

、
と

い
う

の
と
も

や
や
異

な
る
。
道
元

が
身
と
心

を
分

け

て
は
な
ら
な

い
と

い
う
こ

と
で
言

い
た

い
こ
と
は

、
性
と
相
と
を

分
け
る
こ
と

は
で
き
な

い
（
性
相
不
二
）
、
本
性
と
現
象

と
を
分
け

て

は
な
ら
な

い
と

い
う
こ

と
で
あ

る
。
と

い

っ
て

、
そ
の
場
合

、
現
象
は
本

性
に
帰
入
す

る
か
ら
と

い
う

の
で
は
ま

っ
た
く

あ
り
え

な

い
。
む
し

ろ
現

象
の
只
中

に
、
し
か

も
本

性

が
貫

か
れ
て

い
る
こ

と
を
知

る
べ
き
だ
と

い
う
立
場
で

あ
る
。
し
た

が
っ
て

道
元

は
、
た

と
え

ば
次
の
よ
う

に
言
う

。

し

か

の
み
な

ら
ず
、

生
死
は

す
な
は
ち

涅
槃

な
り
と

覚
了
す

べ
し
。

い
ま
だ

生
死

の
ほ

か
に
涅
槃

を
談
ず

る
こ

と
な
し

。
（
三
四

頁
）し

か
あ

る
を

、
こ
の
一
法

に
身
と
心
と

を
分
別
し

、
生

死
と
涅
槃

と
を

わ
く

こ
と
あ
ら
む

や
。

言
一
六
頁
）

-43-



こ

う
し
て

、
道
元

は
、
生
死

が
そ

の
ま
ま
涅
槃

で
あ
る
と
説

く
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と

は
、
我

々
の
無
常
な
る
実
存

が
し

か
も
そ
の

ま
ま

そ
れ
を
超
え

た
も
の
と

一
つ
で

あ
る
こ
と
を
示

唆
し
て

い
よ
う
。
道
元

は
少
な
く
と

も
我
々

の
個
が
消
え
た
と
こ

ろ
に
悟
り

を
見

て

い
る
の
で
は

な
い
。

こ

の
「

生
死

即
涅
槃

」
は

、
仏
道

に
お

い
て
は
「

修
行

即

証
悟
」

の
立
場
に

な
る
と
思

わ
れ

る
。
実
際

、
道
元

は
、
『
弁
道
話
』

に

お
い
て
、
「

修
証
一
等
」

の
立
場
を

強
調
す

る
の
で
あ
る
。

そ
れ
、
修

証
は
ひ
と
つ

に
あ
ら

ず
と
お
も
へ

る
、
す
な
は

ち
外
道
の
見
な

り
。
仏
法

に
は
、
修
証
こ

れ
一
等
な
り
。

い
ま

も
証
上

の
修
な

る
ゆ
ゑ
に
、
初
心

の
弁
道
す

な
は
ち
本

証
の
全
体
な
り

。
か

る
が
ゆ
ゑ
に
、
修
行

の
用
心
を

さ
づ
く
る
に
も
、
修

の
ほ

か
に

証
を
ま
つ

お
も
ひ

な
か
れ

と
を
し
ふ

、
直
指
の
本

証
な

る
が
ゆ
ゑ
な

る
べ
し
。
す
で
に

修
の
証
な

れ
ば
、
証
に
き
は
な
く

、
証
の
修

な
れ
ば
、

修
に
は
じ
め
な
し

。
こ
こ

を
も
て
、
釈

迦
如
来
・

迦
葉
尊
者

、
と

も
に
証
上

の
修
に
受
用
せ

ら
れ
、
達
磨
大
師

・
大

鑑
高

祖

、
お
な
じ
く

証
上
の
修

に
引

転
せ

ら
る
。
仏
法
住

持
の
あ
と
、

み
な
か
く

の
ご
と
し
。
…

…
（
一
一
八
～
二
九
頁
）

こ

こ
に

、
修
行
は
証

悟
と
別

で
は
な

い
こ
と

が
力

説
さ
れ
て

い
る
。

そ
れ
は
、
「
証

に
き
は

な
」
き
こ

と
、
つ
ま
り

は
修
行

が
永
遠

で

あ

る
こ

と
（
「
道
は
無
窮
な
り
」
）
を
説
明

す

る
こ

と
に
主

眼

が
あ
る

の
で
あ

る
が
、
こ

の
中
に

、
個

の
修
行
と
超
個
と
し

て

の
証
悟

が
区

別
さ
れ
つ

つ
一
つ
と
言

わ
れ
て

い
る
の
を
見

る
こ

と
が
で
き
よ
う

。
さ
ら

に
、

す
で
に
証
を
は

な
れ
ぬ

修
あ
り
、

わ
れ
ら
さ

い
は
ひ
に
一

分
の
妙
修
を
単
伝

せ

る
、

初
心
の
弁
道

す
な
は
ち

て
分
の
本

証
を

無
為

の
地
に
う

る
な
り

。
（
一
元

頁
）

と

あ
る
と
こ

ろ
に
は

、
有
為
と

無
為
、
現

象
と
本
性
と

が
一
つ

で
あ
る
子

細
が
示

唆
さ
れ

て
い
る
。
と

も
あ
れ
、
修
行

が
無
窮

に
続
く

と
言

わ
れ
て

い
る
と

こ
ろ
に

、
悟
り
の

あ
と
も
個

の
相

続
が
維

持
さ
れ
て

や
ま

な
い
こ
と

が
示

さ
れ
て

お
り

、
こ

の
こ
と
は
、
け

っ
し

て
個

は
消
失
し
な

い
こ
と
を
主
張

し
て

い
る
こ

と

に
な
ろ
う
。
し

か
も
そ

の
個

は
、
本
証

の
全
体
を
携
え

て

い
る
と
さ
れ
て

い
る
の
で
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あ
る
。
そ
こ

に
、
大
拙

や
寸
心

が
説

い
て

い
た
即
非
的

構
造
、
あ

る
い
は
逆
対
応

的
構
造
に
照
応
す

る
も
の
を
見
出

す
こ

と
が
で
き
る
。

二
、
「
現
成
公
案
」
に
見
る
実
存
の
理
路

『
正

法
眼

蔵
』
「
現
成
公

案
」

に
は
、

個
と
超
個

が
一
つ
で

あ

る
よ
う

な
人
間
存

在

の
論
理
構

造
が
、

か
な
り

明
確
に

説
か
れ
て

い

る
。
た
と
え

ば
冒
頭

初
段
の

、
そ

の

い
わ

ば
結
論

に
当
た

る
句

に
は
、

仏
道
も
と
よ
り
豊
倹
よ
り

跳
出
せ

る
ゆ
ゑ
に

、
生

滅
あ
り
、
迷
悟
あ
り

、
生

仏
あ
り
。
し
か
も

か
く

の
ご
と
く

な
り

と
い
へ
ど
も
、

花

は
愛

惜
に
ち
り

、
草
は
棄

嫌
に
お
ふ

る
の
み

な
り
。
（
五
三
頁
）

と
あ

る
。
こ

の
「
豊
倹

よ
り

跳
出
せ

る
」

に
は
超

個
が
、
「
生

仏
あ
り
」

等
に
は

個

が
言

わ
れ
て

い
る
と
見

る
こ

と
が
で
き

る
。
し
た

が

っ
て
、
こ
こ
に
超

個
ゆ
え

に
個
か
あ

る
と
示

さ
れ
て

い
る
と

言

い
う

る
わ
け
で
あ

る
。
し
か
も

そ
こ
で
は

、
た
だ
「

花
は
愛
惜
に
ち

り
、
草
は

棄
嫌
に
お

ふ
る
の
み
」

な
の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
は

個
の
世
界

が
け
っ
し
て

消
え

て
し
ま

い
は
し
な

い
こ
と
を

強
調
し
て

い
る

と
見

る
こ

と
が
で
き
よ
う

。

あ

る
い
は
ま
た
、
こ

の
巻
の
圧

巻
は
、

仏
道
を

な
ら
ふ
と

い
ふ
は
、

自
己

を
な

ら
ふ
也

。
自
己
を

な
ら
ふ
と

い
ふ
は
、
自
己

を
わ
す

る
る
な
り

。
自
己
を

わ
す
る
る
と

い

ふ
は
、
万

法
に
証
せ

ら
る

る
な
り

。
万

法
に
証
せ

ら
る

る
と

い
ふ
は
、

自
己

の
身

心
お
よ
び
他
己

の
身
心
を
し
て
脱

落
せ
し
む

る
な

り
。
…

…
（
五
四
～
五
五
頁
）

と
い
う
箇
所

で
あ
ろ
う

。
こ

こ
に
は

、
自
己

が
自
己

を
忘
れ
、

自
他
を
脱

落
す

る
こ
と

に
お

い
て

、
真
実
の
自
己

に
な
る
こ

と

が
指

摘

さ
れ
て
い

る
。
で
は

、
そ

の
悟
り
の
時
、

ど
の
よ
う

な
事
態
に
な

る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
、
一
つ

の
説
明

が
、
以
下

の
所

説
で
あ
る
。
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人

の
さ
と
り
を
う

る
、
水
に
月

の
や
ど

る
が
ご
と
し

。
月

ぬ

れ
ず
、
水
や

ぶ
れ
ず
。
ひ

ろ
く
お
ほ
き

な

る
ひ
か
り
に
て

あ
れ
ど
、

尺
寸

の
水

に
や
ど
り

、
全
月
も
弥
天

も
、
く

さ
の
露
に
も

や
ど
り
、

一
滴
の
水

に
も
や

ど
る
。
さ
と
り

の
人
を
や

ぶ
ら
ざ

る
事

、
月

の
水
を
う

が
た
ざ

る
が
ご
と
し

。
人

の
さ
と
り

を
星
磯
せ

ざ
る
こ
と

、
滴
露

の
天

月
を

星
擬
せ

ざ

る
か
ご
と
し
。
ふ
か
き
こ
と

は
た

か
き
分
量

な
る
べ
し

。
時
節
の
長
短
は

、
大
水
小
水

を
檜
点
し

、
天

月

の
広
狭
を
弁
取

す
べ
し
。
（
五
六
～
五
七
頁
）

初
め
の
書
き

出
し
を
読

む
時
、
つ

い
、
悟
り
は
水

に
月
の
影

が
映

る
よ
う

に
、
直

観
的
・
直

覚
的
な
も

の
な
の
だ
と

い
う
こ
と

を
言

お
う
と
し
て

い
る
の
か
と
思

い
や
す

い
。
実
際
、

そ
の
よ
う

に
解
し
て

い
る
解
説
書

も
あ

る
。
し

か
し
、

よ
く
読
ん
で
み

る
と
、
こ
こ

で

水
と
月

の
喩
え

に
よ
っ
て
語

ろ
う
と

し
て

い
る
こ
と

は
、
ま

っ
た
く

そ
の
よ

う
な
こ

と
で
は

な

い
。

こ
こ
で
水
は

、
「
尺

寸
の
」

と

か
、
「
一

滴
の
」
と

か
言
わ
れ
、

あ
る

い
は

「
く
さ
の
露
」

な
ど
と
も
言

わ
れ

て
い
る
よ
う

に
、
む
し

ろ
小

さ
な
も

の
の
喩
え

で
あ

る
。

一
方

、
月
は

、
「
ひ

ろ
く
お
ほ
き
な

る
ひ
か
り
」

と
し
て
言

わ
れ
、

あ
る

い
は
「

弥
天
」
と

も
言

い
換
え

ら
れ
て

い
る
。
そ

の
二

つ
が

、

「
人
」

と
「

さ
と
り
」

の
喩
え
に
用

い
ら

れ
て

い
る
の
で

あ
る
。
そ

れ
は

い
わ

ば
、
個
と
超

個
と
に
対

応
し

て

い
よ
う
。

そ
し
て
、
こ

の
両

者
の
関
係

は
、
さ
と
り
は

人
を
や

ぶ
ら
ず
、
う

が
た
ず
、
人

は
さ
と
り

を
星
擬
し
な

い
と

い
う

。
つ
ま
り
人

が
さ
と
り
を
得
た
と

き

、
さ
と
り
は
人

に
宿
る

の
で

あ
る

が
、
し

か
も
互
に

侵
し

あ
う
こ

と
は
ま

っ
た
く
な
く

、
人
と
さ
と
り

と
は
と
も

に
保
全
さ
れ
た
ま

ま

で
あ
る
と

い
う

の
で
あ

る
。
こ

の
こ
と

は
、
悟
り
に

お
い
て
、

個
と
超
個

と
が
、
区
別

さ
れ
な

が
ら
も
一
つ
で

あ
り

、
一
つ
で
あ
り

な

が
ら
も
区

別

さ
れ
る
よ
う
な
事
態

が
現
成
す

る
こ
と
を
物

語
っ
て

い
よ
う

。

こ

の
こ

と
を
、
あ

ざ
や
か
に
示
す

の
が
、
魚

と
水
・
鳥
と

空
の
喩
え

に
よ

る
次

の
説
示

で
あ

る
。

う

を
永
を

ゆ
く
に

、
ゆ
け
ど

も
水

の
き
は

な
く
、
鳥
そ

ら
を
と

ぶ
に
、
と

ぶ
と

い
へ

ど
も
そ
ら
の
き

は
な
し
。
し

か
あ
れ
ど
も
、

う
を

と
り

、

い
ま
だ
む

か
し
よ
り

み
づ
そ

ら
を
は
な
れ

ず
。
只

用
大

の
と
き
は

使
大
な
り

。
要
小

の
と

き
は
使
小
な
り

。
か
く
の
ご

と
く
し

て
、
頭
々
に
辺

際
を
つ
く

さ
ず
と

い
ふ
事
な
く
、
処

々
に
踏

誠
せ

ず
と

い
ふ
こ
と
な
し

と

い
へ

ど
も
、
鳥
も
し
そ

ら
を
い
づ
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れ

ば
た
ち
ま
ち
に
死

す
、
魚

も
し
水
を

い
づ
れ

ば
た
ち

ま
ち
に
死
す

。
以
水
為
命

し
り

ぬ
べ
し
、
以

空
為

命
し
り
ぬ

べ
し

。
以

鳥
為

命

あ
り

、
以
魚
為

命
あ
り
。
以

命
為
鳥

な
る
べ
し
、
以

命
為
魚
な

る
べ
し
。
こ

の
ほ
か
さ

ら
に
進
歩

あ
る

べ
し
。
修
証

あ
り

、
そ
の

寿

者
命

者
あ

る
こ
と

、
か
く

の
ご
と
し
。
（
五
八
頁
）

こ
こ

に
、
魚
・
鳥
は

、
そ
れ
だ

け
で
命
を

保
っ
て

い
る
の
で
は
な

い
こ

と
が
、
明

瞭
に

説
明

さ
れ
て

い
る
。
魚
・
鳥
は

、
水

・
空
を

離
れ
て
は

生
き
て

い
ら
れ
な

い
し

、
泳

い
だ
り
飛

ん
だ
り
す

る
こ
と

も
で

き
な

い
。
魚
・
鳥

の
命
の
根
源

は
、
水
・
空
と
一

つ
で
あ

る

と
こ

ろ
に

あ
る
の
で

あ
る
。
お
そ

ら
く
こ

の
喩
え

に
お

い
て
、
初
め

に
水

・
空
か

あ
っ
て
、

あ
と
か
ら

魚
・
鳥
が
そ
こ
に
入

る
と

い
う

こ

と
で
は

な
い
で
あ

ろ
う

。
逆
に

、
魚
・
鳥

だ
け
が
ま

ず
存

在
し
て

い
て

、
そ
れ

が
水

・
空

に
入

っ
て

い
く

と

い
う
の
で
も

な
い
で
あ

ろ
う

。
魚
・
鳥
と
水

・
空
と
が
異
な

る
も

の
で

あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
し

か
も
離
れ
え

ず
、
不
二
一
体
で
あ

る
の

が
命
の
根
源
で
あ
っ

て
、
そ
の
不
二

の
事
態

が
実
現
し

て
い
る
と
こ

ろ
に
む
し

ろ
魚
・
鳥
も
成

立
す

る
の
で
あ

る
。
こ

の
こ
と

が
、
「
以
命
為

鳥
な

る
べ
し

、

以

命
為
魚
な

る
べ
し

」
に
示

さ
れ
て

い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
こ

の
「
命
」
と
は

、
そ
の
不
二

の
根
源

の
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な

い
。

そ

こ
を

ふ
ま
え
れ

ば
、
「
以
鳥

為
命

あ
り

、
以

魚
為
命

あ
り
」

も
何

の
問

題
も

な
く
成
立
し

て
く

る
。

つ
ま
り
、
命

は
個
を
離

れ
て

は

あ
り
え
な

い
と

い
う
こ
と

で
あ

る
。
唐
突
な

が
ら
、
こ
こ

で
道
元

が
宏

智
正

覚
の

『
坐
禅
晟
』

に
あ

る
「
水

清
ん
で
底
に
徹

っ
て
、

魚

の
行
く
こ
と

遅
々

、
空
間
く
し

て
涯
り

な
し

、
鳥
の
飛

ぶ
こ
と

杏
々
な
り
」
（
二
四
四
頁
）
の
句
を

、
「
水

清
ん
で
徹
地

な
り
、

魚
行

い
て

魚
に

似
た
り

、
空

閥
透
天

な
り
、

鳥
飛

ん
で
鳥
の
如
し

」
（
二
五
一
頁
）
と
直
し
た

こ
と

が
想
起

さ
れ

る
。
そ

の
窮
極
で
は

、
「
魚

行

い
て
魚
に
似
た
り

、
鳥
飛
ん

で
鳥
の
如
し
」
（
同
前
）
以

外
で
は

な
い
で
あ

ろ
う

。

今

の
魚
・
鳥
と
水

・
空
の
喩
え

は
、
ま

さ
し
く

個
と

超
個

の
論
理
構
造

の
喩
え

と
な

っ
て

い
る
。
い
う
ま
で

も
な
く

、
魚
・
鳥

が
個

で
、
水
・

空
か
超

個
で
あ

る
が
、
し

か
も
超
個

が
無
を

も
思
わ
せ

る
喩
え
と

な
っ
て

い
る
と

こ
ろ

が
秀
逸

で
あ
る
。
寸

心
に
お

い
て
は
、

絶
対
者
は

自
己

否
定
し

て
個
多

を
成
立
さ
せ

る
の
で
あ

っ
た
。

個
は
、
そ
の
自
己

を
越
え

た
も

の
に
お

い
て
初

め
て

個
で
あ

る
が
、
そ

-
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の
自
己
を

越
え

た
も

の
は
、
絶
対
に
自
己

否
定
す

る
が

ゆ
え

に
、
絶
対
無

と
し
て

語
ら
れ

る
。
透
明

で
無
に

も
似
た
水
・
空
は
、
ま

さ

に
そ

の
絶
対

無
を
象
徴
し

て

い
よ
う

。
こ

の
魚

・
鳥
と
水

・
空
の
喩
説

に
お

い
て

、
個
は
個
だ
け

で
成
立
せ

ず
、
超

個
も
超
個
の
み

で

存
在
せ

ず
、
し
か
も

個
と

超
個
と

が
一
つ
で
あ

っ
て
、
け

っ
し

て
個
は
消
失

し
な

い
こ
と

が
十

全
に
表
さ

れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て

、

修
行

の
意
味

も
、
自
己

を
離
れ
た
絶

対
者
の
よ
う

な
存
在
を

究
め

る
こ
と

で
あ

っ
た
り
、
現
象

を
離
れ
た
本

性
を
究
め
る
こ
と
で

あ
っ

た
り
し

て
は
な
ら
な

い
。
そ
の
こ
と
を

道
元
は
、
次

の
よ
う

に
諭

す
。

し

か
あ
る
を
、
水

を
き
は

め
、

そ
ら
を
き

は
め
て

の
ち

、
水
そ
ら
を

ゆ
か

ん
と
擬
す

る
鳥

魚
あ
ら

ん
に
は
、
水

に
も
そ
ら

に
も
み

ち
を
う

べ
か
ら
ず

、
と
こ
ろ
を
う

べ
か
ら
ず

。
こ
の
と
こ

ろ
を
う
れ

ば
、
こ

の
行
李
し
た

が
ひ

て
現
成
公

案
す
。
こ
の
み
ち
を
う

れ

ば
、
こ

の
行
李

し
た
が
ひ
て
現
成
公
案

な
り

。
こ

の
み
ち

、
こ
の
と
こ

ろ
、
大
に
あ
ら
ず
小
に

あ
ら
ず
、
自
に
あ
ら
ず
他
に
あ
ら
ず
、

さ
き

よ
り

あ
る
に

あ
ら
ず
、

い
ま
現

ず
る
に

あ
ら
ざ
る

が
ゆ
ゑ
に
か
く

の
ご
と
く

あ
る
な
り
。
（
五
八
～
五
九
頁
）

こ

の
「
み
ち

」
、

こ
の
「

と
こ

ろ
」

と
は

、
魚
・

鳥
と
水

・
空
か
不
二

の
と
こ

ろ
で

あ
ろ
う

。
そ
こ
に

徹
す

る
と
き

、
自
己

の
真
に

自
己
と

な
っ
た
命

が
ま
さ
に
「
現
成
公

案
」
す

る
の
だ
と

い
う
。
こ

の
巻
の
題
名

が
、
実
に
こ

こ
に

お
い
て
用

い
ら
れ
て

い
る
。
そ
こ

は
、
対

象
的
に
把
握

さ
れ
る
も

の
で

は
な

い
。
対
象
的

に
個
と
超
個
を

結
び

つ
け

て
了
解
す

べ
き
も

の
で

は
な
く
、
自
己
を
な

ら
い
、

自
己
を
忘

れ
る
に
至

っ
て
、
初
め
て
自

覚
さ
れ

る
こ

と
で
あ

る
。

『
弁

道
話
』

に
お

い
て

は
、
「
修
証

一
等
」

の
事
実

が
明
か

さ
れ
、
「
道

は
無

窮
」

で

あ
る
こ
と

が
説
か

れ
た
の
で
あ
っ
た

が
、
「
現

成
公
案
」

に
お

い
て

も
、
同
じ
こ
と

が
、
古
え

の
禅
問
答
に
よ

っ
て
語
ら

れ
て

い
る
。

そ
れ
は

、
次

の
よ
う
で

あ
る
。

麻
浴

山
宝
徹

禅
師
、

あ
ふ

ぎ
を

つ
か

ふ
ち
な

み
に
、
僧

き
た
り

て
と

ふ
、
「
風
性

常
住
、
無

処
不
周

な
り
、
な

に
を
も
て

か
さ
ら

に
和
尚

あ
ふ
ぎ
を

つ
か
ふ
」
。
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師
い
は
く

、
「

な
ん

ぢ
た
だ
風

性
常
住

を
し

れ
り

と
も
、

い
ま

だ
と

こ

ろ
と
し

て

い
た

ら
ず
と

い
ふ
こ

と
な
き
道
理
を
し

ら
ず
」

僧

い
は
く
、
「

い
か
な

ら
ん
か
こ

れ
無
処
不
周

底
の
道
理
」
。

と

き
に
、
師
、

あ
ふ
ぎ
を
つ

か
ふ
の
み

な
り

。

僧

、
礼
拝
す

。
（
六
〇
頁
）

風
と
風

性
を
め
ぐ

る
問
答
に
な

っ
て

い
る
が
、
言
う
ま

で
も
な
く

僧
は
、
本
来

仏
で
あ

る
な
ら
ば
、
な

ぜ
修
行
し
な
け

れ
ば
な
ら

な

い

の
か
、
と

の
問

い
を
そ

こ
に
こ

め
た

の
で
あ

ろ
う
。

往
年

に
若

き
道
元

が
、
「
本
来
本
法

性
、
天

然
自
性

身
」

で
あ
る
な
ら

ば
、
な

ぜ
あ

ら
た
め
て
修
行
し

な
け
れ

ば
な
ら
な

い
の
か
と
大
疑

団
を
抱
え

た
、
そ

の
問

い
に
ほ
か

な
ら
な

い
。
風

性
は
常

住
で

あ
る
か
ら
こ

そ

、
風

と
な
っ
て
そ

よ
ぐ
の
で
な
け

れ

ば
な
ら
な

い
。
実

際
に
吹
き

抜
け
る
風
を

離
れ
て
、
風

性
だ
け

が
ど
こ

か
に

あ
る
わ
け
で
は

あ

り

え
な

い
。
風

の

あ
る
と
こ
ろ

に
こ

そ
、
風

性
も
あ

る
の
で
あ

る
。
本
来
悟

っ
て

い
る
と
し

て
、
ゆ
え
に

修
行
し
な
く
て

よ
い
わ
け

で

は

な

い
。
む
し

ろ
そ
う
で

あ

る
か
ら
こ
そ

、
修
行

と
な

っ
て
働
き

出
す
の

で
な
け
れ

ば
な
ら

な

い
。
こ

こ
に
は
、
「
身
心
に
法

い
ま

だ

参

飽
せ

ざ
る
に
は
、
法

す
で
に
た

れ
り
と

お

ぽ
ゆ
。
法

も
し

身
心

に
充
足
す

れ
ば
、
ひ

と
か

た
は
た
ら
ず
と

お
ぽ
ゆ
る
な
り

」
と

い
う

子

細

が
あ
る
。
そ
こ
で
宝

徹
禅
師
は

、
た
だ
「

あ
ふ

ぎ
を

つ
か
ふ
の
み

な
り

」
な

の
で

あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は

、
個
は
超
個
に
ね

ざ
す
と
し
て
、
個

は
な
く
と
も
命
は

あ
る
と

い
う
わ
け
で
は

な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る

い
は
、

超

個
は

必
ず
個
の
直
下

に
あ
る
と

い
う
こ
と

で
あ

る
。
禅
の
世
界

に
は
、
個

の
働

き
は
け

っ
し

て
な
く
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た

道
元

の
論
述
は
、
大

拙
や
寸
心

の
見

て

い
る
と
こ

ろ
と

、
き
わ

め
て

親
し

い
も

の
で

あ
ろ
う

。
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三
、
「
仏
性
」
に
見
る
実
存
の
理
路

『
正

法

眼
蔵
』
「
仏
性
」

の
巻
は
、
『
涅
槃
経
』

の
「
一
切

衆
生
、
悉
有
仏

性
、
如

来
常
住
、
無

有
変
易
」

の
句
を

め
ぐ

っ
て
始
ま

る

（
七
二
頁
）
。
こ

の
句
の
前
半

部
分
を
採

り
上

げ
て
、
道
元

は
独
特

の
読
み
を
披

渥
し
て

い
く

。
そ

れ
は

、
禅
の
「
枯
弄
」
を

あ
ま
す
と

こ

ろ
な
く
発
揮
し

た
も

の
と

い
え
よ
う

。

こ
の
巻

で
の
道
元

の
有
名

な
句
に

、
「
悉

有
は
仏

性
な
り
」
（
七
三
頁
）
が
あ

る
。
こ

の
句

だ
け

を
取
り
出

す
と
、
あ
ら

ゆ
る
存
在
は

仏

性
で

あ
る
と
道
元

が
言

っ
て

い
る
よ
う
に
受

け
と

め
ら
れ
て
し

ま
う

。
し

か
し

、
こ

の
句
の

前
に
は
、
「
悉
有

の
言
は
衆
生

な
り

、

群

有
な
り
」
と
あ

る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
続

い
て
「
す
な
は
ち
悉
有

は
仏
性
な
り
」
と

あ
る
の
で
あ

る
。
し

た
が
っ
て
こ

の
悉

有
と

は
、

衆
生

の
こ
と
な

の
で
あ
り

、
さ
ら
に

い
え

ば
、
実
は

ほ
か
な
ら

ぬ
こ

の
自
己
の
こ

と
に
も
は

か
な
ら
な

い
で

あ
ろ
う

。

続
い
て
、
こ

の
悉
有
は

、
有
無
の

有
で

な

い
こ
と

は
も
ち

ろ
ん
、
始
有
・
本

有
・
妙

有
・
縁
有

・
妄
有
等
々
、
あ
ら

ゆ
る
有

で
は
な

い
こ

と
が
強
調

さ
れ

る
。
そ

れ
は
む
し

ろ
、
対
象
的

に
言
葉
で

言
う

こ
と
は
で

き
な

い
と
の
意
旨
で

も
あ
ろ
う
。
そ
し
て

結
論

の
よ
う

に

、
「
悉
有
そ

れ
透

体
脱
落

な
り
」

と
断
定

さ
れ

る
（
七
五
頁
）
。
こ

の
よ
う

に
、
「

透
体
脱

落
」

が
仏
性
で

あ
る
と
言

っ
て

い
る
わ
け

で

あ
る
か
ら
、
道
元

は
仏
性

を
成
仏

の
因

と
は
考
え

て
い
な

い
よ
う

で
あ
る

。
仏

教
に

お
い
て
ふ

つ
う

仏
性
と
さ
れ
て

い
る
如

来
蔵
や

無
漏
種

子
の
よ
う

な
も

の
と

は
、
ま

っ
た
く

考
え
て

い
な

い
の
で

あ
る
。
そ

の
こ

と
を

、
道
元

は
こ

の
あ
と
、
仏
性
と
言

っ
て

も
、
そ

れ
は
先
尼

外
道

の
我
の
よ
う

な
も
の
で
は

な
い
と
言

い
、
さ
ら
に

あ
る
一
類
の
言

う
草
木

の
種
子
の
よ
う

な
も
の
で
は
な

い
と

言
う

こ

と

の
中

で
、
訴
え

て

い
る
と
見

る
こ
と

が
で
き

よ
う

。
お
そ
ら
く
道
元

は
、
仏
性

の
語
に
、

成
仏
の
因

と
い
う
よ
り
も
、
む
し

ろ
仏
の

本
性
そ

の
も
の
、

仏
の
核
心
と

い
っ
た
こ
と
を

考
え

て

い
た
の
で
は
な

い
か
。
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と
も
あ

れ
、

そ
の
「
悉

有
は
仏
性

な
り

」
の
本

来
の
意
味
は

、
悉
有
は
衆
生

の
こ
と
な

の
で
あ

る
か
ら
、
衆
生
、
つ
ま
り

い
ず
れ
の

個

も
そ
の
有
り
方

の
根
本

は
脱

落
に

あ
る
と

い
う
こ

と
で
あ

る
。
し
か
し
そ

の
こ

と
は
、
単

な
る
無
を

本
性
と
し
て

い
る
と

い
う
こ

と

で

は
な

い
。
個
と
超

個
と

が
矛

盾
的

に
一
つ

で
あ

る
と

い
う
こ

と
で

あ
る
。
「
悉

有
は

仏
性
な
り

」

の
句

は
、
実
に
こ

の
こ
と
を

意
味

し

て

い
る
と
読
む
こ

と
が
で

き
る

。
も
ち

ろ
ん
こ

の
こ

と
は
、

対
象
的

に
個
と
超

個
と

が
結
び
つ

く
と

い
う
こ

と
で
は
な

い
。
「

透
休

脱

落
」
の
只
中

で
、
し
か
も
こ

の
事
態

が
現
成
し
て

い
る
の
で
あ

る
。

そ
の
こ
と
は

、
こ
の
巻

の
後
の
論

述
の
中
に

い
く

っ
も
確

か
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
今

は
ま
ず
、
四

祖
道
信
と
五
祖
弘
忍

の
問
答
に

つ

い
て
の
、
道
元

の
「
抽
弄
」

を
見

て
み
る
こ
と

に
し

よ
う

。
初
め
に

、
そ

の
問
答

の
、
こ

の
主
題

の
検
討
に
必
要
な
部
分
を

掲
げ
て

お

く
。祖

見
て
問
う

て
曰
く
、
「
汝
何
姓

（
汝
何
な
る
姓
ぞ
）
」
。

師
答
え
て
曰
く

、
「

姓
即

有
、
不

是
常
姓
（
姓
は
即
ち
有
り
、
是
れ
常
の
姓
に
あ
ら
ず
）
」
。

祖
曰
く
、
「
是
何
姓
（
是
れ
何
な
る
姓
ぞ
）
」
。

師
答
え
て
曰
く

、
「

是
仏
性
（
是
れ
仏
性
ご
。

祖
曰
く
、
「
汝
無
仏

性
（
汝
に
仏
性
無
し
）」
。

師
答
え
て
曰
く

、
「

仏
性
空
故

、
所
以
言
無

（
仏
性
空
な
る
故
に
、
所
以
に
無
と
言
う
）
」
。

祖

、
其
の
法

器
な
る
を
識

っ
て
、
侍

者
た
ら
し

め
て
、
後
に
正

法
眼
蔵
を
付

す
。
黄
梅
東

山
に
居
し

て
、
大
き
に
玄
風
を

振
る
う
。

道
元

は
こ
め

問
答
に
対
し

、
ま
ず

「
汝
何
姓
」

と
は
、
あ

な
た
は

ど
ん
な
姓
か
と

聞
い
た
の
で

は
な
く
、

あ
な
た
は
何

と
い
う
姓
だ

と
肯

定
文
と
し

て
言
っ
た
も

の
だ
と

い
う

。
ま
た

、
「
是
何

姓
」
も

ま
た
、
「
何
は
是

な
り

、
是
を
何

し
き

た
れ
り

。
こ

れ
姓
な
り
」
と

言

っ
て
、
何
と

は
、

い
わ

ば
如

是
の
是

を
指
し
て

い
る
言

葉
な
の
で

あ
り
、
そ

れ
を
姓
と

し
て

い
る
と
言

っ
た
の
だ
と

い
う
（
以
上
、
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八
三
頁
）
。
こ

こ
で
道
元

は

、
是

も
何

も
同

じ
で
、

対
象

的
に
限
定

で
き
な

い
も

の
を
指

し
て

い
る
と

解
し
て

い
る
の
で
あ

る
。
そ

れ

は
、
透
体
脱

落
の
こ
と

と
言

っ
て

よ
い
し
、

ゆ
え

に
仏
性
の
こ

と
と
言

っ
て
よ

い
で

あ
ろ
う
。
つ

ま
り
「
是
何
姓
」

に
お
い
て
、

あ
な

た
は
仏
の
家

柄
の
者
だ
と

、
肯
定
的

に
言
っ
て

い
る
の
だ
と

い
う

の
で
あ

る
。
こ
の
こ

と
は
、

さ
ら
に
超
個

に
裏

づ
け

ら
れ
て
の
個

で

あ
る
と
言

っ
て

い
る
の
と

変
わ
ら

な
い
で
あ

ろ
う
。

道
元

は
こ
こ

で
、
「
姓

は
是
也

、
何
也

な
り
、

こ
れ
を

葛
湯

に
も
点
ず

、
茶
湯
に

も
点

ず
、
家

常
の
茶
飯

と
も
す

る
な
り

」
（
八
ご
丁

八
四
頁
）
と
言
う

。
こ

れ
は

、
超

個

の
個
と
し
て
、

現
実
世
界
に
は

た
ら
く
と
こ

ろ

に
禅
の
世
界

が
あ
る
こ
と
を
示

し
て

い
る
で
あ
ろ
う

。

そ
し
て
、
「
師
答
え

て
曰
く
、
「
是
仏
性

「
是
れ
仏
性
ご
」
の
箇
所

に
対
し
、
次

の
よ
う
に

説
い
て

い
く

。

五
祖

い
は
く

、
「
是

仏
姓
」
。

い
は
く

の
宗
旨

は
、
是

は
仏
性
な
り

と
な
り

。
何

の

ゆ
ゑ
に
仏

な
る
な
り

。
是
は
何

姓
の
み
に

究
取
し
き
た
ら
ん

や
、
是
す
で
に

不

是
の
と
き
仏
姓

な
り

。
し
か
あ
れ

ば
す

な
は
ち
是

は
何
な
り

、
仏
な
り
と

い
へ
ど
も

、
脱
落
し
き

た
り
、
透
脱
し
き
た

る
に
、
か

な

ら
ず
姓
な
り

。
そ
の
姓

す
な
は
ち
周

な
り
。
し

か
あ
れ
ど
も

、
父
に
う
け

ず
祖
に
う

け
ず
、
母
氏

に
相
似
な
ら
ず

、
傍

観
に
斉
肩

な

ら
ん
や
。
（
八
四
頁
）

こ

こ
の
大

意
を

い
え

ば
、

対
象
的
に

限
定
で
き

な

い
（
不
是
）
、
そ
れ

そ
の
も

の
（
是
）
に
お

い
て
脱
落

（
仏
性
・
超
個
）
を

証
し
た

と
き

、
必

ず
現

実
世
界

に
個
と
し

て
（
周
姓
）
生
き

る
の
で

あ
る
と

い
う
こ

と
に

な
る
。

そ
の
こ
と

を
自
覚

・
実
現
し

た
者
は
、

た
だ

の
凡
夫
と

は
異
な

っ
て

い
る
、
と

い
う
こ
と

と
な
ろ
う

。
こ

こ
に
も

、
明

ら
か

に
超

個

の
個
と
し
て

の
自
己

の
あ
り
方

が
示

さ
れ
て

い

る
。も

う
一

つ
見
て

お
く
と
、
道
元

は
、
六
祖

慧
能
が
門
人

・
行
昌
に
言

っ
た
「
無

常
は
即
ち

仏
性
な
り

、
有
常
は
即

ち
善
悪
一
切

諸
法

分
別

心
な
り
」

と

の
句
を
採

り
上

げ
て
、

ま
た
し

て
も

独
特

の
読
み
を

開
陳
し

て

い
く
（
九
〇
頁
）
。
こ

こ
で

「
無
常

は
即

ち
仏

性
な
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り
」

と
あ

る
か
ら
と

い
っ
て
、
ま

ず
仏
性
と

い
う
も
の

が
あ

る
と
考
え

、
そ

れ
が
無
常
で

あ
る
と
考
え

る
よ
う
な
ら
、
け
っ
し
て

道
元

の
真

意
に
は
到

達
し
え

な
い
で

あ
ろ
う

。
道
元
は

、
「
い
は

ゆ
る
六
祖

道
の

無
常
は
、

外
道
二
乗

等

の
測

度
に

あ
ら

ず
。
二

乗
外

道
の

鼻
祖

鼻
末
、
そ

れ
無
常
な
り
と

い
ふ
と

も
、
か
れ

ら
究
尽

す

べ
か
ら
ざ

る
な
り
」
（
九
〇
～
九
一
頁
）
と

釘
を
刺
し
て
い

る
。
無
常

と

い

う
言

葉
に

、
た
だ
直
線
的
な
時
間

の
変
化
を
思
う
だ
け

な
ら
、
六
祖

の
言
葉
の
真
意
を
理
解
す

る
こ
と
は
で
き

な
い
と

い
う

の
で

あ
る
。

で
は

、
そ
れ
は
ど

の
よ
う

な
こ
と

か
。
道
元

は
、
次
の
よ
う

に
示

す

。

し

か
あ
れ

ば
、

無
常
の
み

づ
か
ら
無
常

を
説
著
、
行

著
、
証

著
せ
ん
は

、
み
な
無
常

な
る

べ
し

。
今

、
自
身
を
現
ず

る
を
以

っ
て

得

度
す

べ
き
者
に

は
、
即
ち
自

身
を
現
じ

て
而

も
為

に
法

を
説
く

な
り

。
こ

れ
仏
性
な
り

。
さ
ら

に
或

現
長
法
身
、
或
現

短
法

身
な

る
べ
し

。
（
九
一
頁
）

無

常
が
自

ら
無
常
を
行

ず
等
と

は
、

自
己

が
自

ら
自
己

を
行

ず
る
と

い
う
こ
と

に
ほ

か
な
ら
な

い
。
「
白
身
を
現

じ
て
而
も
」

云

々

と

い
う

と
こ
ろ
は
、
『
法
華

経
』
「

観
世
音
菩

薩
普
門
品
」

の
、
観

世
音
菩

薩
が
三

十
三
に

身
を
分

か
っ
て
相
手
に
も
っ
と
も

ふ
さ
わ
し

い
姿
を
現

じ
て
済
度
す

る
と

い
う
文

言
を
「

自
身
」
に

変
更

し
て

述
べ
た

も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
言

お
う
と
す

る
と
こ

ろ
も

、
自
己

が

自
ら
自
己

を
行
ず

る
と

い
う
こ
と
に

は
か
な

ら
な

い
で
あ

ろ
う
。

自
己

が
自
己

を
な

ら
い
、
自
己

に
な
り
尽
く
す

（
透
体
脱
落
）
と
き

に
、
む
し

ろ
自
己
の
根
源

と
し
て

の
仏
性
に
出
会
う
。
そ

れ
は
、

対
象
的

に
で
は
な
く

、
自
己
が
自
己

を
な
ら

っ
て
自
己
を
忘

れ

る
こ

と
に

お
い
て
で
あ

る
。
し

か
し
こ

の
と
き
、
か
け

が
え

の
な

い
自

己

を
失
う

の
で

は
あ
り
え

な

い
。
そ
こ

が
、
人
そ
れ

ぞ
れ
に
、
或
は
長

法
身
を
現
じ
、
或
は

短
法

身
を
現

ず
と
い
う
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
。

そ
れ

ゆ
え

、
こ

こ
に
も
ま

た
、
超
個

に
お

い
て

の
個
の
こ
と

が
説
か

れ
て

い
る
と
見

な
し
う

る
。

こ
こ
で

『
弁
道
話
』

の
次
の
一
節

が
思

い
合

わ
さ
れ

る
。
法
眼

禅
師
の
門
下

の
則
公
監

院
と

い
う

僧
は
、

か
つ
て
青

峰
禅
師
に
「

い

か
な

る
か
学
人

の
自
己
な

る
」
と
問

い
、
そ

の
答
え

と
し

て
「
丙

丁

童
子
来
求

火
」
の
句

を
示

さ

れ
た
。
則
公
は
こ

の
語
を

「
丙

丁
は
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火
に
属
す
。
火
を
も
て
さ
ら
に
火
を
も
と
む
。
自
己
を
も
て
自
己
を
も
と
む
る
に
に
た
り
」
と
理
解
し
て
い
た
。
し
か
し
法
眼
は
、
そ

れ
で
は
分
か
っ
て
い
な
い
と
言
う
。
そ
こ
で
則
公
は
、
法
眼
禅
師
に
あ
ら
た
め
て
「
い
か
な
る
か
学
人
の
自
己
な
る
」
と
問
う
と
、
法

眼
禅
師
は
、
「
丙
丁
童
子
来
求
火
」
と
答
え
る
の
で
あ
っ
た
。
則
公
は
そ
の
語
に
「
お
ほ
き
に
仏
法
を
さ
と
」
つ
た
と
い
う
。
こ
の
話

に
対
し
、
道
元
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

あ
き
ら
か
に
し
り
ぬ
、
自
己
即
仏
の
領
解
を
も
て
仏
法
を
し
れ
り
と
い
ふ
に
は
あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
を
。
も
し
自
己
即
仏
の
領
解

を
仏
法
と
せ
ば
、
禅
師
さ
き
の
こ
と
ば
を
も
て
み
ち
び
か
じ
、
又
か
く
の
ご
と
く
い
ま
し
む
べ
か
ら
ず
。
た
だ
ま
さ
に
、
は
じ
め
善

知
識
を
み
む
よ
り
、
修
行
の
儀
則
を
恣
問
し
て
、
一
向
に
坐
禅
弁
道
し
て
、
一
知
半
解
を
心
に
と
ど
む
る
こ
と
な
か
れ
。
仏
法
の
妙

術
、
そ
れ
む
な
し
か
ら
し
。（
四
四
頁
）

興
味
深
い
こ
と
だ
が
、
こ
の
道
元
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
火
を
も
て
火
を
求
め
、
自
己
を
も
て
自
己
を
求
め
る
と
こ
ろ
は
、
自
己
即
仏

の
こ
と
に
も
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
無
常
が
自
ら
無
常
を
行
ず
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
は
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
問
題
は
そ
の
領
解
の
み
で
は
、
そ
の
本
来
の
自
己
が
実
現
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
真
に
自
己
が
自
己
に
な
る
に
は
、
知
的
了

解
を
超
え
て
、
一
向
に
坐
禅
弁
道
し
て
い
く
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
結
局
、
道
元
の
禅
は
、
只
管
打
坐
に
極
ま
る
の
で
あ

る
。

「
仏
性
」
の
巻
で
は
、
こ
の
よ
う
な
所
論
を
ふ
ま
え
て
の
ち
、
以
下
の
こ
と
が
説
か
れ
る
。

し
か
あ
れ
ば
、
草
木
叢
林
の
無
常
な
る
、
す
な
は
ち
仏
性
な
り
。
人
物
身
心
の
無
常
な
る
、
こ
れ
仏
性
な
り
。
国
土
山
河
の
無
常

な
る
、
こ
れ
仏
性
な
る
に
よ
り
て
な
り
。
阿
桁
多
羅
三
貌
三
菩
提
こ
れ
仏
性
な
る
が
ゆ
ゑ
に
無
常
な
り
、
大
般
涅
槃
こ
れ
無
常
な
る

が
ゆ
ゑ
に
仏
性
な
り
。
も
ろ
も
ろ
の
二
乗
の
小
見
お
よ
び
経
論
師
の
三
蔵
等
は
、
こ
の
六
祖
の
道
を
驚
疑
怖
畏
す
べ
し
。
も
し
驚
疑

せ
ん
こ
と
は
魔
外
の
類
な
り
。（
九
一
～
九
谷
頁
）

-

54
-



こ
こ

を
現
象
は
本

性
と
一

つ
だ

と
読
む

の
も
間
違

い
で
は
な

い
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し

そ
れ
ま

で
の
論
旨
を
追

っ
て
く

れ
ば
、
草

木
叢
林

や
国
土
山
河

と
あ

ろ
う
と

も
、
そ

れ
は
個
そ
の

も
の
の
こ
と
で

あ

る
こ

と
を
見
失
う

べ
き
で

は
な

い
で

あ
ろ
う

。
こ

の
国
土
山

河
等

は
、
『
正

法

眼
蔵
』
「
山
水

経
」

の
巻
に

、
「
而

今
の

山
水

は
古

仏
の
道

現
成
な
り

」
と

言
わ
れ

る
よ
う

な
山
水
に
も
等
し

い
も
の

で

あ
ろ
う

。
そ

れ
は

、
た
だ
ち

に
「
空
劫
以

前
の
消
息

な
る

が
ゆ
ゑ
に
、
而
今

の
活
計
な
り

。
咲
兆
未

萌

の
自
己
な

る
が
ゆ
ゑ
に
、
現

成

の
透
脱
な
り

」
と

言
わ

れ
る
（
前
掲
『
正
法
m

蔵
』
（
一
。）
、
一
八
四
頁
）
。
草
本

叢
林
に
せ

よ
、

人
物
身

心
に
せ

よ
、
国
土

山
河
に
せ

よ
、
阿

桁
多
羅
三
貌
三

菩
提
・
大

般
涅
槃

に
せ

よ
、

い
ず
れ
も
、
自
己

が
自
己

で
あ

る
と
こ

ろ
を
指
し

て

の
言
葉
な

の
で
あ
り
、
そ

の

只

中

に
、
無
常
に
し

て
仏
性
で
あ

る
端
的
、

個
に
し
て
超
個

で
あ

る
端

的
を
指
示
し

て

い
る
の
で
あ

る
。

「
仏

性
」

の
巻
は

大
変
長
く
、
そ

の
全
体

を
つ

ぶ
さ

に
見

る
こ
と
は

、
小
稿

で
は
不
可

能
で
あ

る
。
今

、
見

て
き

た
中
に
も
、
道
元

が
「
悉

有
は
仏
性
な
り

」
で
言

お
う

と
し
て

い
た
こ
と

は
、
個
と
超

個
と

が
矛

盾
的
に
同

一
で
あ

る
こ

と
に

ほ
か
な

ら
な
か
っ
た
こ
と

が
知

ら
れ
た
で
あ

ろ
う

。

む
す
び

西
田
寸
心
は
、
見
性
と
は
、
「
か
か
る
矛
盾
的
自
己
同
一
の
張
板
に
徹
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
た
。
そ
の
矛
盾
し
か
つ
同

一
で
あ
る
も
の
と
は
、
結
局
、
自
己
と
自
己
を
超
え
る
も
の
、
佃
と
超
個
の
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
見
方
は
、
大
拙
と
も
共
通
の

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
一
般
の
禅
理
解
と
は
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
一
般
に
は
、
禅
の
悟

り
は
、
単
に
主
客
未
分
の
よ
う
な
、
あ
る
い
は
真
如
・
法
性
の
よ
う
な
世
界
を
自
覚
す
る
こ
と
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
は
た
し
て
寸
心
の
主
張
は
正
し
い
と
い
え
る
の
か
、
古
来
の
禅
思
想
史
の
中
に
検
証
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
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小
稿

で
は
、
道
元

の
思
想

の
中
に
そ

の
こ

と
を
検
証
し

て
み
た

。
少

な
く
と
も

『
弁
道
話
≒

『
正

法
眼

蔵
』
「
現
成
公
案
」
、
同

「
仏

性
」

の
文
献
に
見

る
か
ぎ
り
、

個
と
超
個
と

が
分
か

れ
つ
つ
一

つ
で
あ
る
と

い
う
事

態
は
、

常
に
語
ら
れ

て
い
た
と

い
え
よ
う

。
と
り

わ
け

、
「
現

成
公
案
」

に

説
か
れ

る
魚
・
鳥

と
水

・
空
の
喩
え

は
、
こ

の
こ
と

を
明
瞭

に
示

し
て

い
る

。
そ
の
他
に
も
、

い
く

つ
も
同

趣
旨

の
こ

と
が
説

か
れ
て

い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
ら
に

よ
っ
て
、
寸

心
の
言
お
う

と
し

て

い
た
こ

と
は
十

分
に
裏
づ
け
ら
れ
て

い
る
と

言
え
よ
う

。

今
回

は
、
限
ら

れ
た

文
献

の
中
で
の
検

証
で
あ
っ
た
。
今
後
、

さ
ら
に
道
元

の
他
の
文
献

な
い
し
他
の

禅
の
祖
師
ら
の
語
録
等

の
文

献
に
拡
大
し

て
、
こ

の
問
題
の
検

証
を
試
み
て

い
き
た

い
と
思
う
。

（
了
）
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