
圓
爾
辯
圓

の
自
己
認
識
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史

 
 
 
は
じ
め
に

 
日
本

の
禅
宗
史

に
お
い
て
現
在
の
と
こ
ろ
圓
爾
辯
圓

（
一
二
〇
二
・建
仁
二
〜

一

二
八
〇

・
弘
安
三
）
に
対
し
て
ふ
さ
わ
し

い
場
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ

る
。
そ
れ
に
は
、
日
本
の
仏
教
に
関
す
る
研
究
が
こ
れ
ま
で
は
宗
派
史

の
単
位
で

蛸
壺
式

に
研
究
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
は
じ

め
と
す
る
い
ろ
い
ろ
な
原
因
が
考
え
ら

れ
る
が
、
そ
れ
に
先
ん
じ
て
指
摘
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
ま
ず
当
該
問
題
に
関
し
て
、
と
く
に
他

の
宗
派
の
形
成
に
関
わ

っ
た
人
々
の

場
合
と
比
較
し
て
基
本
的
な
事
実
の
解
明
が
遅
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

従
来

の
禅
宗
史
研
究
に
お
い
て
、
著
名
な
禅
僧

の
思
想
と
か
、
特
定

の
法
系
な
ど

に
関
す
る
研
究
は
蓄
積
さ
れ
て
い
る
が
、
問
題
は
そ
れ
ら
を
含
め
た
基
本
的
事
実

が
中
世
初
期
禅
宗
史

・
中
世
思
想
史

の
問
題
と
し
て
構
造
的
に
再
構
成
さ
れ
て
こ

な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
は
そ
う
し
た
状
況
を
鑑
み
て
、
中
世
初
期

の
禅
宗
史
に
お
い
て
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
物
で
あ
る
圓
爾

の
自
己
認
識

に
関
わ
る
禅
思
想
に
つ
い
て
、
と
く
に
そ

の
他
宗
観
を
て
が
か
り
に
考
察
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本

に
導
入
さ
れ
て
ま
も
な
い
頃
の
禅
宗
が

い
か
に
自
己
認

識
を
獲
得
し
て
い
っ
た
か
、
と
い
う
視
点

に
基
づ
い
て
い
る
。

 
圓
爾
お
よ
び
そ
の
禅
思
想
は
、
そ
の
研
究
史

に
お
い
て
は
大
略

つ
ぎ
の
よ
う
に

評
価
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
の
問
題
点
は
ほ
ぼ
つ
ぎ

の
二
点
に
絞
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
第

一
は
、
圓
爾

の
禅
が

「純
粋
禅
」
か
否

か
、
と
い
う
問
題
。
第
二
は
、

九
条
道
家
に
よ

っ
て
圓
爾

に
付
属
さ
れ
た

と
さ
れ
る
東
福
寺
と
の
関
連
で
あ
る
。

 
第

一
に
関
し
て
は
、
栄
西
や
圓
爾
な
ど
に
よ
る
初
期

の
臨
済
禅
が
、
お
そ
ら
く

後

の
道
元
の
禅
な
ど
を

「純
粋
禅
」
と
す
る
こ
と
を
念
頭

に
お
い
た
う
え
で
、
密

教
や
法
華
な
ど
の
教
宗
と
兼
修
す
る

「兼
修
禅
」
あ
る
い
は

「顕
密
禅
」
な
ど
と

評
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
圓
爾

の
禅
は
、
宋

・
径
山

の
無
準
師
範
由
来
の
、
い

わ
ゆ
る
禅
と
密
教
、
法
華
な
ど
の
教
宗
的
な
諸
要
素
と
が
と
も
に
存
在
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
も
し

「兼
修
禅
」
と
い
う
概
念
を
認
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
圓
爾

や
そ
の
門
下
で
あ
る
聖

一
派
の
、
た
と
え
ば
虎
関
師
錬
な
ど
も
密
教
的
な
傾
向
が

濃
厚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
も
兼
修
禅
と
い

う
の
か
、
ま
た
、
画
僧
と
よ
ば
れ
た
雪
舟
な
ど
の
禅
も
兼
修
禅
と
考
え
る
の
か
、

純
粋
禅
と
の
境
界
線
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
第

一

の
点
は
中
世
の
禅
を
考
え
る
際

に
は
か
な
り
大
き
な
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
な

ろ
う
。

 
第
二
に
つ
い
て
は
、
圓
爾
の
社
会
的
な
側
面
に
つ
い
て
関
説
す
る
論
者
は
必
ず

言
及
す
る
点
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
九
条
道
家
の
処
分
状
な
ど
に
基
づ

い
て
東
福

寺
や
東
福
寺

に
お
け
る
圓
爾

の
位
置
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
道
家
は
東

福
寺
の
全
体
を
圓
爾

に
付
属
し
た
の
で
は
な
い
し
、
鎌
倉
時
代
末
期
に
お
い
て
道

家
の
み
な
ら
ず
、
社
会
の
な
か
で
禅
が
ど
う
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と

に
深
く
関
連
も
す
る
か
ら
、
こ
の
問
題
は
重
要
で
あ
る
。
た
だ
東
福
寺
に
つ
い
て

は
、
「初
め
か
ら
禅
院
と
し
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
天
台
、
真
言

の
寺
と

し
て
建
て
ら
れ
…
…
そ
れ
に
禅
を
加
え
る
に
至

っ
た
」
と

い
っ
た
、
誤
解
を
招
き

か
ね
な

い
理
解
も
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
圓
爾
付
属

に
つ
い
て
の
事
実
認
識
を
確

認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。



 

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
右
の
研
究
史
的
段
階
に
鑑
み
、
直
接
に
は
圓
爾

の
他
宗
観

を
手
が
か
り
に
し
て
禅

・
禅
者
と
し
て
の
自
己
認
識
に
つ
い
て
、
ひ
い
て
は
中
世

思
想
史
に
お
け
る
圓
爾

・
臨
済
禅

の
意
義

に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

 
 
 

一

圓
爾
の
立
脚
点

 

圓
爾
の
思
想
を
考
察
す
る
際

の
基
本
的

な
史
料

の
う
ち
、
右
の
第

一
の
問
題
点

に
関
す
る
も
の
は
、
虎
関
師
錬

の
筆
に
よ
る
伝
記
で
あ
る

『聖

一
国
師
年
譜
』
に

よ
る
と
、

一
二
四
三

（寛
元
元
）
年
の

『九
条
大
臣

に
与
ふ
る
坐
禅
論
』

（『仮
名
法

語
』
）
、

一
二
四
六

（寛
元
四
）
年

の
良
遍

の
著
作

『真
心
要
訣
』
に
付
し
た
跋
文
、

一
二
七
二

（文
永
九
）年
に
開
始
さ
れ
た
大

日
経
の
講
義
ノ
ー
ト

（門
弟

の
痴
兀
大

慧

に
よ

っ
て
筆
記
さ
れ
て

『大
日
経
見
聞
』）
、

一
二
七
五

（建
治
元
）年
の

『十
宗

要
道
記
』
、

一
二
八
〇

（弘
安
三
）年
夏
以
降
、
死
を
迎
え
る
に
際
し
て
の

『東
福

寺
壁
書
』
の
条
々
、
に
い
く

つ
か
の
賛
、

『聖

一
国
師
住
東
福
禅
寺
語
録
』
に
収
め

ら
れ
た
語
録
、
右

の
年
譜
に
は
記
載
は
な

い
が
、
瑜
祇
経
の
講
義
ノ
ー
ト

（や
は

り
痴
兀
大
慧
に
よ

っ
て
筆
記
さ
れ
て

『瑜
祇
経
見
聞
』
）
な
ど
に
す
ぎ
な
い
。
な

お
語
録
、
法
語
を
集
め
た

『聖

一
国
師
住

東
福
禅
寺
語
録
』
も
か
な
り
不
充
分
で
、

多
く

の
漏
れ
が
想
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
ま
た
禅
の
語
録
類
の
通
例

と
し
て
法
語
そ
れ
ぞ
れ
の
係
年
が
不
明
で
あ
る
。

 
第
二
の
問
題
点
に
関
す
る
も
の
は
、
九
条
道
家
の
処
分
状
（『東
福
寺
文
書
』
『鎌

倉
遺
文
』
所
収
）、
東
福
寺

の
年
中
行
事
記
録
で
あ
る
『慧
山
古
規
』
な
ど
で
あ
る
。

な
お
こ
れ
ら
の
第

一
、
第
二
の
関
係
史
料

の
う
ち
お
も
な
も
の
は
白
石
虎
月
編
『東

福
寺
誌
』
に
転
載
さ
れ
て
い
る
。

 
以
下
、
右

の
史
料
に
よ

っ
て
圓
爾
の
思
想

へ
の
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

 
圓
爾
は

一
二
四

一

（仁
治
二
）
年
に
宋

か
ら
帰
国
し
た
あ
と
し
ば
ら
く
博
多
の

承
天
寺

に
住
し
た
が
、

一
二
四
三

（寛
元
元
）
年
正
月
に
湛
慧
に
よ

っ
て
九
条
道

家
に
紹
介
さ
れ
た
。
こ
れ
が
圓
爾
と
道
家

と
の
出
会

い
で
あ

っ
た
が
、
ま
も
な
く

道
家

に
坐
禅
を
説

い
た
も
の
が

『九
条
大
臣

に
与
ふ
る
坐
禅
論
』
で
あ
る
。
そ
の

冒
頭

に

 
 
①
夫
坐
禅
の
宗
門
と
云
ふ
は
、
大
解
脱
の
道
な
り
。
諸
法
は
皆
此
門
よ
り
流

 
 
出
し
、
万
行
も
み
な
此
道
よ
り
通
達
し
、
智
恵
神
通
の
妙
用
も
此
中
よ
り
生

 
 
じ
、
人
天
の
性
命
も
此
中
よ
り
開
け
た
り
。
故
に
諸
仏
す
で
に
此
門
に
安
住

 
 
し
、
菩
薩
も
亦
行
じ
て
此
道
に
入
る
。
乃
至
小
乗
及
び
外
道
も
行
ず
と
い
へ

 
 
ど
も
、
未
だ
正
路
に
か
な
は
ず
。
②
凡
そ
顕
密

の
諸
宗
も
此
道
を
得
て
自
証

 
 
と
す
。
故
に
祖
師

の
曰
く
、
十
方

の
智
者
み
な
此
宗
に
入
る
と
宣

へ
り
。

と
あ
り
、
こ
の
あ
と
に
二
四
の
問
答
が
付
さ
れ
て
い
る
。
右
の
冒
頭

の
文
章
で
重

要
な
部
分
は
、
①
と
②

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
①
は
、
諸
の
仏
法
は
禅
よ
り
派

生
し
て
い
る
、
②
は
禅
宗
以
外
の
顕
密

の
諸
宗
も
こ
の
禅
を

「自
証
」
と
し
て
い

る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
公
家
の
筆
頭
と
い
う

べ
き
九
条
道
家

に
対
し
て
こ
の

法
語
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
こ
の
際
重
要
で
あ
る
。
こ
の
発
想
は
、
仏
法
は
釈

迦
の
教
え
と
し
て
ひ
と

つ
の
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
宗
と
い
う
分
別
を
否
定
し
た

道
元
の
そ
れ
に
近
似
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
①
で
い
お
う
と
し

て
い
る
の
は
、
坐
禅

の
宗
門
以
外

の
宗
門
・万
行
は
す

べ
て
坐
禅

か
ら
出
て
い
る
、

坐
禅
こ
そ
仏
教
の
唯

一
の
根
源
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
具
体

的
に
い
え
ば
②

の
よ
う
に
当
然
顕
密

の
諸
宗
も
禅
に
依
り
、
禅
に
よ

っ
て
悟
り
を

得
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
圓
爾
は
こ
の
よ
う
な
理
解

に
基
づ

い
た
禅
を
九
条
道

家
に
伝
え
た
。
だ
か
ら
道
家
が
そ
の
禅
理
解
を
圓
爾
に
負

っ
た
と
す
れ
ば
、
道
家

の
捉
え
た
禅
は
、
顕
密
諸
宗
の
根
源

・
根
拠
と
し
て
の
禅
法
と
い
う
も
の
で
あ

っ

た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う

に
考
え
る
と
、
道
家
が
圓
爾
に
付
属
し
た
東
福
寺

の

宗
教
的
な
性
格
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

 
道
家
が
圓
爾
か
ら
坐
禅
論
を
承
け
た
翌
年

に
東
福
寺
に
台

・
密

・
禅
の
三
宗
が

置
か
れ
た
が
、
そ
の
際
の
禅

の
意
味
を
精
査
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

 
東
福
寺
は
、
そ
も
そ
も

一
二
三
六

（嘉
禎
二
）
年
に
道
家
が
瑞
夢
を
得
て
、
東

大
寺
と
興
福
寺

に
亜
ぐ
大
寺
を
建
立
し
よ
う
と
発
願
し
た
こ
と
に
基
づ
く
。
堂
塔

の
整
備
に
は
や
や
時
を
要
し
た
が
、

一
二
四
六

（寛
元
四
）
年
こ
ろ
に
は
、
東
福

寺
が
ま
だ
完
成
に
は
至
ら
な
い
の
で
道
家
は
す
で
に
落
慶
し
て
い
た
東
福
寺
内

の

普
門
寺

（院
）
を
圓
爾

の
住
居
と
し
て
付
属
し
て
い
る
。
東
福
寺
全
体
で
は
な
く



そ
の

一
部
を
付
属
し
た
こ
と
が

一
時
的
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
こ
と
は
、

一
二
五

〇

（建
長
二
）年

一
一
月
付
の

「九
条
道
家
惣
処
分
状
」

（『鎌
倉
遺
文
』
七
二
五
〇

号
）
に
明
白
で
あ
る
。

 
右
の

「九
条
道
家
惣
処
分
状
」
は
、
東
福
寺
を

（狭
義
の
）
「東
福
寺
」
「観
音

堂
」
「光
明
峰
寺
」
な
ど
い
く

つ
か
に
分
け

て
記
し
て
い
る
。
「東
福
寺
」
は
お
そ

ら
く
は
や
く

一
二
三
九
（延
応
元
）
年
の
段

階
で
完
成
し
て
い
た
仏
殿
、
「観
音
堂
」

は
圓
爾

に
付
属
さ
れ
た
普
門
寺
、
「
光
明
峰
寺
」
は
仏
殿
な
ど
東
福
寺

の
中
心
伽
藍

よ
り
東
方

の
東
山
の
山
中

に
建
設
さ
れ
た
道
家
の
持
仏
堂
的
な
性
格

の
堂
で
あ

る
。

 

（狭
義

の
）
「
東
福
寺
」
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
道
家
自
身
が
説
明
し
て
い

る
。

 
 
右
当
寺
者
、
恋
慕
釈
尊
在
世
之
遺
跡
、
欣
求
如
来
滅
度
之
値
遇
、
奉
顕
五
丈

 
 
之
聖
容
建
立
数
箇
之
堂
宇
也
、
…
…
可
令
受
学
戒
定
慧
之
三
門
、
以
大
小
顕

 
 
密
戒
律
為
総
体
、
以
真
言
止
観
宗
門
為
専
宗
、
是
伝
教
大
師
素
願
也
…
…

と
述

べ
た
あ
と
に

「安
然
和
尚
教
時
諍
論
云
」
と
し
て

『教
時
諍
論
』
の
冒
頭
の

「
日
本
国
有
九
宗
教
」
と
い
う

一
節

の
引
用
を
続
け
て
い
る
。

こ
の
説
明
に
よ
れ

ぼ
、

（狭
義

の
）
「東
福
寺
」
は
、
伝
教
大
師
の
素
願
に
基
づ
き
、
釈
尊
在
世
の
遺

跡
を
今

の
日
本

に
再
現
す
る
た
め
の
寺
な

の
で
五
丈

（約

一
五
メ
ー
ト
ル
）
の
大

仏
を
安
置
し
、
住
僧
に
は
戒

・
定

・
慧

の
三
学
を
受
学
せ
し
め
、
大
乗

・
小
乗

・

顕
教
・密
教
な
ど
全
て
の
仏
教
を
お
く
が
、

と
り
わ
け
真
言

（密
教
）
と
止
観

（天

台
）
と
を
専
ら
学
ば
せ
る
施
設

で
あ
る
。

し
た
が

っ
て

（狭
義

の
）
「東
福
寺
」
は

天
台
を
基
本
的
宗
旨
と
し
て
、
総
合
的

に
仏
教
を
学
び
修
す
る
寺
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

 
な
お
、
「安
然
和
尚
」
云
々
の
引
用
部

で
は
、
「夫
我
日
本
国
有
九
宗
教

…

今
依
仏
説
八
宗
道
攝
、
伝
教
大
師
所
承
血
脈
内
証
仏
法
、
乃
有
三
譜
、

一
達
磨
付

法
、
二
天
台
相
承
、
三
真
言
血
脈

…

次
第
以
加
八
宗
、
今
為
九
宗
、
禅
門
、

天
台
、
真
言
備
此
三
法

…

加
之
於
禅
宗
者
、
慈
覚
智
証
門
人
尤
可
習
学
者
歟
」

と
続
く
。
日
本

の
仏
教
は
現
段
階
で
は
九
宗
派
に
発
展
し
て
い
る
が
、
本
来
的

に

は
達
磨
の
付
法

（禅
）、
天
台
お
よ
び
真
言
教
学
の
三
門
に
包
摂
さ
れ
る
、
と
い
う

理
解
が
示
さ
れ
、
こ
う
し
た
仏
教
を
こ
そ

（狭
義
の
）
「東
福
寺
」
が
担
う
と
い
う

の
で
あ
る
。
そ
の
上
に
、
と

の
禅
宗
は
た
ん
に
禅
徒

の
み
な
ら
ず
慈
覚

・
智
証
門

人
な
る
天
台
宗
徒
こ
そ
が
学
ぶ
べ
き
だ
、
と
し
て
天
台
の
側
の
姿
勢
と
し
て
禅
も

併
修
す
る
と
い
う
あ
り
か
た
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す

べ
き
で
あ

ろ

う
。
道
家
に
属
す
る
安
然
由
来
の
こ
の
理
解
は
、
さ
き
の

『九
条
大
臣
に
与
ふ
る

坐
禅
論
』
に
み
え
る
圓
爾

の
禅
の
位
置
づ
け
に
み
ご
と
に
合
致
し
て
い
る
。

 
普
門
寺

（院
）
と
称
さ
れ
た

「観
音
堂
」
に
つ
い
て

「九
条
道
家
惣
処
分
状
」

で
は

 
 
右
件
堂
者
…
…
爰
小
僧
付
属
当
寺
長
老
圓
爾
上
人
、
是
宿
老
住
侶
、
扶
病
身

 
 
修
行
仏
法
住
別
庵
有
便
故
也
…
…
以
首
楞
厳
経
観
音
圓
通
法
門
可
為
所
学

と
記
さ
れ
る
。
処
分
状

に
お
い
て
道
家
が
圓
爾

に
付
属
す
る
と
明
確
に
記
録
さ
れ

た
東
福
寺
内

の
堂
塔
は
こ
の
堂
だ
け
で
あ
る
。
宿
老
な
ど
が
病
後
を
養

い
つ
つ
修

行
を
す
る
場
と
し
て
の

「別
庵
」
的
な
性
格
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
東

福
寺
内

に
お
い
て
は
こ
の
堂
が
最
重
要
の
施
設
で
あ

っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な

い

こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
首
楞
厳
経
云
々
か
ら
、
こ
の
堂
が
宋
由
来
の
禅
を
奉
じ
る

場
と
し
て
設
定
さ
れ
た
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。

 
右
の
こ
と
か
ら
、
九
条
道
家

の
禅
理
解
は
圓
爾
の
思
想
と
基
本
的
な
と
こ
ろ
で

合
致
し
て
お
り
、
道
家
に
よ
る
東
福
寺
建
立

・
造
営
に
か
か
る
意
志
も
圓
爾
の
活

動
に
沿
う
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
で
は
、
圓
爾
は
禅

に
関
し
て
具

体
的
に
ど
の
よ
う
な
自
己
規
定
を
も

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
 
 

二

顕
教
と
密
教

 
圓
爾
は

一
二
七
二
（文
永
九
）
年
の

一
〇
月
六
日
に
東
福
寺
に
お
い
て
大
日
経

の



講
義
を
始
め
た
こ
と
が

『聖

一
国
師
年
譜

』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
講
義
は
受

講
者
の
ひ
と
り
痴
兀
大
慧

に
よ

っ
て
筆
記
さ
れ
て

『大
日
経
見
聞
』
と
な
っ
た
。

ま
た

一
二
七
四
年

に
は
同
じ
密
教
経
典

で
あ
る
瑜
祇
経

の
講
義

も
始
め
た
よ
う

で
、
こ
れ
も
痴
兀
に
よ

っ
て
筆
記
さ
れ
て

『瑜
祇
経
見
聞
』
と
し
て
残

っ
て
い
る
。

一
二
七
二
年
は
圓
爾
が
七

一
歳
、
瑜
祇
経

の
講
義
は
七
三
歳
の
と
き
の
こ
と
で
あ

る
か
ら
、
圓
爾
は
生
涯

に
わ
た
っ
て
密
教

へ
の
厚

い
関
心
を
持
ち
続
け
た
と
考
え

て
よ

い
。
圓
爾
に
お
い
て
は
た
と
え
ば
上
堂
し
て
説
法
を
す
る
と
い
っ
た
禅
的
な

行
動
と
こ
う
し
た
密
教
的
な
修
法
と
は
け

っ
し
て
矛
盾
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
前
節
で
み
た
よ
う
に
、
圓
爾
は

「顕
密
の
諸
宗
」
も
み
な
禅
を

「自
証
」

と
し
て
い
る
と
理
解
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
点
は
、
「は
じ
め
に
」
で

述
べ
た

「純
粋
禅
」
と

「兼
修
禅
」
と
の
区
分
の
妥
当
性
に
も
関
わ
っ
て
い
る
。

 
圓
爾
は
天
台
教
学

に
対
し
て
強
烈
な
対
抗
意
識
な
い
し
関
心
を
も

っ
て
い
る
。

こ
れ
は
彼
が
幼
少
時

に
天
台
宗
寺
院

に
入
り
、
そ
の
後
も
天
台
宗
の
強
い
影
響
下

に
あ

っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
怪
し
む
に
足
り
な
い
こ
と
で
あ
る
。
密
教
経
典
で

あ
る
大
日
経
に
つ
い
て
の
講
義
の
記
録
で
あ
る

『大
日
経
見
聞
』
で
も
し
き
り
に

天
台
に
云
く
、
云
々
と
し
て
天
台
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
『大
日
経
見
聞
』

の
な
か
で
他
宗
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
の
か
。

 

「
天
台
法
華
者
、
其
大
旨
大
分
為
三
、
所
謂
本
、
迹
、
観
心
是
也
、
而
於
此
三

中
何
重
正
同
密
教
乎
」
と
い
う
問
を
設
け

て

「観
心
門
是
也
」
と
答
え
て
い
る
。

問
い
の
意
は
、
天
台
宗

・
法
華
経
は
本
門

（法
華
経

二
八
品
の
う
ち
後
半
の

一
四

品
）
、
迹
門

（前
半

の

一
四
品
）、
観
心
門

（密
教
的
な
修
法
）
の
三
門
に
三
分
さ

れ
る
が
そ
の
な
か
で
何
が
最
も
重
要
か
つ
密
教
と
同
じ
も
の
で
あ
る
か
、
と

い
う

も
の
。
し
た
が

っ
て
す
で
に
問
い
の
中
、

つ
ま
り
圓
爾

の
思
惟
の
根
底
に
密
教
が

天
台

・
法
華
よ
り
優
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
右
の

問

い
に
続
け
て
観
心
門
は
本

・
迹
の
外

に
あ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
義
は
そ

れ
ら
と
は
は
る
か
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
、

つ
ぎ

の
よ
う
に
述

べ
る
。

 
 
本
迹
二
門
者
如
来
成
仏
久
近
也
、
観
心
門
者
収
二
門
所
談
之
法
門
全
為
己
心

 
 

一
念
用
観
、
故
超
如
来
成
仏
之
久
近
、
独
在
己
心

一
念
三
千
也
、
是
以
或
云

 
 
若
悟
心
性
本
迹
倶
説
、
或
云
望
観
属
事
等
、
皆
此
意
也
、
云
々

観
心
門
と
は
法
華
経

の
迹
門
、
本
門
と
全
く
同
じ
で
あ
る

（法
華
経
と
密
教
の
観

心
門
と
は
同
じ
趣
旨

で
は
あ
る
）
が
、
意
義
は
観
心
門

の
方
が
は
る
か
に
重
大
で

あ
る
、
そ
れ
は
法
華

の
本

・
迹
は
如
来
の
成
仏
が
早

い
か
遅
い
か
の
問
題
で
あ
る

が
、
観
心
門
と
は
そ
の
本

・
迹
を
収
め
て

「己
心

一
念
用
観
」
と
な

っ
た
も
の
だ

か
ら
、
如
来
成
仏

の
久
近
な
ど
を
超
越
し
て

「己
心

一
念
三
千
」
に
在
る
も
の
な

の
だ
か
ら
だ
、
と
。
密
教
の
観
心
は
、
本

・
迹
、

つ
ま
り
法
華
経
の
所
説
そ
の
も

の
を
超
越

・
包
含
し
て

「己
心
の

一
念
三
千
」
に
収
斂
さ
せ
て
捉
え
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
の
点
は
自
ら
が
密
教
第

一
の
立
場
に
立
ち
、
天
台

・
法
華
な
ど
他

の
教
学
と
比
較

・
対
照
す
る
こ
と
は
、
圓
爾
も
し
ぼ
し
ば
依
拠
す
る
安
然
の
方
法

を
援
用
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
法
華
、
華
厳
、
真
言
の
三
者

に
関

し
て

「所
謂
法
華
極
仏
即
直
密
教
成
仏
因
也
云
々
、
爾
者
仏
華
法
華
極
仏
即
直
密

教
成
仏
因
歟
」

（法
華

の
い
う
極
仏
と
は
即
ち
密
教
で
い
う
成
仏
の
因
な
の
か
）
と

い
う
問
を
設
定
し
て

 
 
約
与
辺
者
、
仏
華
法
華
極
仏
即
直
密
教
成
仏
因
也
、
約
奪
辺
者
、
無
明
辺
域

 
 
非
明
分
位
、
非
明
分
位
故
非
内
証
成
仏
因
也

と
言
う
。
法
華
は
密
教

の
初
心
成
仏

の
因
と
い
う
が
そ
う
な
の
か
、
な
る
問

い
に

対
し
て
、
然
り
と
い
う
与
釈

（肯
定
的
な
解
釈
）
と
と
も
に
、
「無
明
の
辺
域
、
非

明
分
位
」
で
あ
る
、
「非
明
分
位
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に

「内
証
成
仏
の
因
」
と
で
は

な

い
と
い
う
奪
釈

（否
定
的
な
解
釈
）
も
示
し
て
い
る
。
与
釈

の
趣
旨
は
右

の
引

用
な
ど
か
ら
の
直
接
的
連
続
の
も
と
で
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る

が
、
奪
釈
は
天
台

・
法
華
を
低
く
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
華
は

行
者

の

「分
位
」

（状
態
、
変
化
発
展
の
段
階
）
を
明
ら
か
に
し
な

い
の
で
、
自
己

の
内
心
の
成
仏
の
因
に
は
な
ら
な
い
、
と
。
法
華
は
行
者

の
心
的
状
態
を
把
握
し

得
な
い
、
し
た
が

っ
て
そ
れ
を
可
能
と
す
る
真
言

・
密
教
よ
り
劣
る
と
い
う
法
華

評
価

で
あ
る
。
ま
た
、
天
台

に
つ
い
て
は



 
 
如
天
台
教
之
此
是
依
詮
門
意
也
、
廃

詮
門
意
諸
仏
処
、
真
如
随
縁
色
相
法
爾

 
 
恒
有
也
、
云
々
…
…
雖
然
廃
詮
門
故
無
教
説
非
観
境
也
、
云
々

と
い
う
評
価
も
お
こ
な
う
。
天
台
は
依
詮
門
、
つ
ま
り
言
語
を
手
段
と
す
る
法
門
・

顕
教
で
あ
る
。
真
言
は
廃
詮
門
、

つ
ま
り
言
語
に
依
ら
な

い
で
真
理
を
伝
達
す
る

法
門
の
意
は
諸
仏
の
処
で
あ
る
か
ら
「真
如
随
縁
」
（真
如
の
は
た
ら
き
と
し
て
生

じ
る
）
で
あ
り
、
色
相
は
法
爾
と
し
て
恒

有
で
あ
る
、
し
か
し
言
語
を
手
段
と
し

な
い
ゆ
え
に
教
説
が
な
い
の
で
考
察
の
対
象
と
は
な
ら
な

い
、
と
。

 
ま
た
本
門
と
迹
門
と
に
つ
い
て
圓
爾
は
迹
門
を
真
如
随
縁

の
法
と
し
て
評
価
す

る
。
そ
し
て
十
界

の
依
正

（仏
と
仏
国
土
）
に
つ
い
て
は
談
ず
る
が
、
仏
国
土
成

就
の
衆
生

に
つ
い
て
は
不
明

で
あ
る
、
こ

の
点
は
華
厳
の
賢
首
法
蔵
も
同
様
で
あ

る
、
そ
れ
で
は
法
華
の
本
門
と
華
厳
の
毘
盧
遮
那
門
は
「事
成
果
仏
」
「
国
土
成
就

衆
生
」
の
義
を
得
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ

の
両
者
は

「事
理
倶
密
」
（事
象
面
、
理

論
面
と
も
に
具
備
し
た
密
教
）
だ
と
い
う
見
解
を
圓
爾
は
否
定
し
て
い
る
。
し
か

し
そ
の
根
拠
を
語
ら
な

い
。
圓
爾
は
少
な
く
と
も
法
華
と
華
厳
の
両
者
が

「事
成

果
仏
」
「
国
土
成
就
衆
生
」
の
義
を
も
つ
こ
と
は
認
め
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
に
は

「事
理
」
の
う
ち
の

「
理
」
が
具
備
さ
れ

て
い
な
い
、
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
し
て

 
 
華
厳
十
方
三
世
国
土
衆
生
皆
是
仏
身
、

一
一
毛
孔
皆
是
諸
仏
浄
土
、
諸
仏
菩

 
 
薩
皆
住
其
中
等
、
云
々
如
此
明
事
事
円
融
大
宗
、
以
勒
法
華
 
門
事
理
円
融

 
 
大
宗
故
法
華
為
第
八
、
以
華
厳
為
第
九
也

と
述

べ
て
法
華
、
華
厳

の
上
下
関
係
を
確
定
す
る
。
こ
こ
に
い
う

「
事
事
円
融
」

は
事
象
と
事
象
と
が
障
げ
な
く
円
融

の
状
態

に
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
華
厳
を
さ

す
。
「事
理
円
融
」
と
は
理
論
か
ら
生
じ
た
事
象
と
事
象
に
遍
満
す
る
理
と
が
円
融

の
状
態

に
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
密
教
を

さ
す
。
す
な
わ
ち
、
華
厳
と
い
う
大
宗

が
法
華
 
門
と
い
う
大
宗
を
勒

（お
さ
め
と
る
）
し
て
い
る
か
ら
、
弘
法
大
師

の

定
め
た
十
住
心
の
う
ち
法
華
は
第
八
、
華
厳
は
第
九
と
な
る
と
い
う
。
法
華

・
華

厳
と
密
教
と
に
関
し
て
は

「諸
法
実
相
」
を
手
が
か
り
に
し
て

 
 
法
華
華
厳
意
、
真
言
直
変
故
唯
理
秘
密
実
相
也
、
密
教
阿
字
所
変
諸
法
故
事

 
 
理
倶
密
実
相
也
…
…
法
華
華
厳
意
、
十
界
依
正
法
雖
是
真
如

一
理
変
作
、
以

 
 

一
理
随
縁
故
、
於
方
円
三
角
半
月
円
形
形
青
黄
赤
白
黒
色
、
未
判
随
形
随
色

 
 
其
功
徳
道
理
所
為
也
…
…
真
言
密
教
於

一
切
法
、
明
如
此
両
密
、
故
云
事
理

 
 
倶
密
也
、
以
此
両
義
説
、
名
諸
法
実
相
也
、
顕
密
実
相
名
同
義
別
、
不
可
不

 
 
知
、

と
述

べ
る
。
圓
爾
は
天
台
教
学
の
主
た
る
主
張
の
ひ
と

つ
で
あ
る

「諸
法
実
相
」

論
に
つ
い
て
も
、
法
華
や
華
厳
の
そ
れ
と
真
言
密
教
の
そ
れ
と
は
質
的
な
相
違
が

あ
る
と
い
う
。
法
華
、
華
厳
の
法
は

「随
形
」
「随
色
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
真
言

の
法
は

「事
理
倶
密
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
優
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て

「諸
法
実

相
」
と
い
う
名
は
同
じ
で
も
義
は
別

で
あ
る
、
と
。

 
し
か
し
も
ち
ろ
ん
密
教
は
顕
教
に
対
し
て
全
て
に
わ
た

っ
て
無
前
提
的
に
優
れ

て
い
る
等
と
主
張
す
る
の
で
は
な

い
。
い
わ
く

 
 
問
、
密
教
行
者
何
故
於
入
修
行
之
時
、
先
依
教
門
修
有
相
行
乎
、
答
、
密
教

 
 
如
来
内
証
之
縁
起
故
教
門
方
便
而
実
不
虚
、
故
依
行
必
滅
罪
生
善
除
迷
得
悟

 
 
也
、
顕
教
更
非
如
内
証
縁
起
、

密
教
行
者

の
修
行
の
と
き
ど
う
し
て
先
に
教
門
に
依
る
有
相
行
を
修
す
る
の
か
、

と
い
う
問

い
で
あ
る
。
ま
ず
、
方
便

の
有
相
行

に
よ

っ
て
罪
を
滅
し
て
善
を
生
じ

迷
を
除

い
て
お
く
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
密
教
と
て
も
顕
教

・
教
門

を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
教
門
の
有
相
の
行
を
露
払

い
と
し
て
密
教

に
入
る
。

し
た
が

っ
て
顕
教
は
そ
れ
自
体
は
露
払

い
で
あ

っ
て
、
最
終
的
な

「如
来
内
証
之

縁
起
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
圓
爾
は
大
日
経
と
並
ん
で
、
同
じ
密
教
経
典
で
あ
る
瑜
祇
経
の
講
義
を

一
二
七

四

（文
永

一
一
）年

に
行
い
、
や
は
り
痴
兀
大
慧
が
筆
記
し
て

『瑜
祇
経
見
聞
』
と



し
て
遺

っ
て
い
る
。
こ
れ
は

『大
日
経
見
聞
』
と
は
異
な

っ
て
か
な
り
小
部
の
も

の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
七
二
歳
の
圓
爾

の
関
心
も
顕
教
と
密
教
と
の
相
違

・
両

者

の
比
較
対
照

に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
曰
く

 
 

顕
教
断
差
別
妄
情
惑
障
、
帰
入
無
相
唯

一
理
性
。
譬
如
煉
冶
鉱
金
、
成
純
金
。

 
 

以
無
相
唯

一
理
性
、
不
作
加
持
浄
縁
起
内
証
色
相
。
又
例
如
無
工
巧
匠
徳
、

 
 

故
以
純
金
不
成
師
子
象
馬
等
也
。
…
…

 
 

密
教
以
無
相
唯

一
理
性
、
成
加
持
浄
縁
起
内
証
色
相
、
讐
如
有
工
巧
匠
者
、

 
 

去
鉱
成
純
金
已
後
、
復
以
純
金
能
作
師
子
象
馬
等
也
。
…
…

 
 

顕
教
、
以
此
心

（自
性
清
浄
本
心
を

さ
す
）
為
至
極
終
窮
妙
体
。
密
教
於
此

 
 

心
更
発
司
字
門
、
以
為
布
教
本
初
。
若
亦
於
此
本
心
、
未
起

一
字
之
時
、
有

 
 

直
立
宗
摂
機
乎
。
答
、
不
立
文
字
直
指
人
心
者
、
則
此
也
。

な
ど
で
あ
る
。
讐
え
て
い
え
ば
、
顕
教
と
は
鉱
石

（差
別
妄
情
惑
障
）
を
精
錬
し

て
純
金

（無
相
唯

一
理
性
）
を
取
り
出
し

た
が
、
腕
の
よ

い
細
工
師
が
い
な
い
の

で
そ
の
ま
ま
の
状
態

に
な

っ
て
い
る
も
の
、
密
教
と
は
鉱
石
か
ら
精
錬
さ
れ
た
純

金
を
腕
の
よ

い
細
工
師
が
細
工
を
施
し
て
こ
し
ら
え
た
金
の
象
や
馬

（加
持
浄
縁

起
内
証
色
相
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
純
金
と
い
え
ど
も
延

べ
棒

の
ま
ま
で
は
使

い
道
が
な
い
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
顕
教
は

「自
性
清
浄
本
心
」
と

い
う
心
の
あ
り
か
た
を
最
終
的
な
価
値
と
す
る
が
、
密
教
は
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
誕

字
門
に
展
開
し
て
ゆ
く
も
の
だ
、
し
た
が

っ
て
ま
だ
そ
の
前
段
階
で

「自
性
清
浄

本
心
」
が
起
こ
ら
な
い
と
き
に
は

「宗
」
を
立
て
て
機
を
摂
す
る
の
だ
、
そ
の
「宗
」

こ
そ

「
不
立
文
字
直
指
人
心
」
の
禅
宗
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
若
き
日
の
圓
爾

が
九
条
道
家
に
示
し
た

『坐
禅
論
』
の
冒
頭
に
お
い
て

「凡
そ
顕
密

の
諸
宗
も
此

道
を
得
て
自
証
と
す
」
と
述

べ
た

「此
道

・
自
証
」
が
こ
の
禅
宗

の
謂
い
で
あ
る

が
、

こ
れ
は
多
分
に
諸
宗

に
通
底
す
る

「禅
法
」
と
い
う
意
味
あ
い
が
強
い
も
の

と
思
わ
れ
る
。

 
こ
の
よ
う
に
、
圓
爾
は
密
教
経
典
の
講

義
に
際
し
て
は
、
顕
教
と
密
教
と
の
あ

い
だ
に
ど
ん
な
差
異
が
あ
る
か
、
い
ず
れ
が
優
れ
て
い
る
か
、
と
い
う

〈教
判
〉

に
主
た
る
関
心
を
置
き
、
そ
の
点
を
切
り
口
と
し
て
論
を
進
め
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
の
際
圓
爾
に
お
い
て
は
顕
教
、
密
教
は
明
確
に
後
者
の
優
位
の
も
と
に

弁
別
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼

の
禅
宗
は
行
者
が
顕
教
か
ら
密
教

の
司

字
門
に
至
る
ま
え
に
踏
む
べ
き
道
程

・
方
便
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

 
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
圓
爾
が
真
言

・
密
教
を
最
勝
の
仏
教
と
し
て
位
置
づ
け
、

天
台
法
華
、
華
厳
な
ど
の
顕
教
を
そ
れ
の
下
位

に
位
置
す
る
露
払
い
的
な
法
門
と

捉
え
、
禅
を
そ
れ
ら
の
仏
教
に
通
底
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
が
明
白

と
な
る
。

 
 
 
三

権
教
と
実
教

 
仏
教
に
は
顕
教

・
密
教
と
い
う
区
分
の
他

に
実
教

・
権
教

の
区
分
の
あ
り
か
た

も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
圓
爾
に
と

っ
て
は
実
教
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
真
言
、
法
華
、

華
厳
な
ど
が
と
り
わ
け
重
要
で
あ

っ
た
の
で
、
そ
の
他
の
権
教
が
さ
ほ
ど
重
要
視

さ
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。

 
そ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
三
論
の

「真
如
随
縁
」
に
関
し
て
も

「性
相
別
離
」

と
し
て
否
定
的
に
捉
え
る
。
「性
」
（本
質
）
と

「相
」

（具
体
的
な
あ
り
か
た
）
と

が
乖
離
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

 
法
相
宗

の

「宗
旨
」
に
つ
い
て
は

 
 
自
宗
学
人
雖
云
不
許
此
義
、
見
経
文
既
云
離
二
取
相
、
故
智
都
無
所
得
、
故

 
 
此
宗
又
立
果
上
融
通
也
…
…
法
相
至
地
上
時
智
都
無
所
得
、
量
存
性
相
別
離

 
 
乎
、
三
論
亦
然
…
…
故
名
為
権
教
門
也
、
法
華
華
厳
不
然
、
…

実
教
之
謂

 
 
是
也

な
ど
と
述

べ
る
。
「
二
取
相
」
と
は
認
識
に
お
け
る
対
立
的
な
原
理
、
主
観
と
客
観

の
こ
と
。
法
相
と
自
身
は
、
経
文
に
よ

っ
て
既
に
主
観
と
客
観
と
の
対
立
を
離
れ

た
、
と
い
う
か
ら
得
る
と
こ
ろ
の
智
は
無

い
。
ど
う
し
て
真
如
と
姿
と
が
別
な
ど

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
、
な
ら
な

い
、
法
相
も
三
論
も
権
教
、
法
華
や
華
厳
は



実
教
で
あ
る
、
と
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、

「性
相
別
離
」
如
何
に
よ

っ
て
、
法
相
が

三
論
よ
り
優
れ
る
が
と
も
に
権
教
で
あ
る

こ
と
は
免
れ
な

い
。

 
権

・
実
と
も
に
ひ
ろ
く
他
の
宗
派
に
つ
い
て
論
じ
る
の
は

『瑜
祇
経
見
聞
』
が

成
立
し
た
翌
年
の
『十
宗
要
道
記
』
で
あ

る
。

こ
の
書
で
扱
う
宗
は
、
華
厳
、
律
、

成
実
、
倶
舎
、
三
論
、
法
相
、
真
言
、
天
台
に
浄
土
、
仏
心

の
十
で
あ
る
。
こ
の

十
宗
を
何
通
り
か
の
方
法
に
よ

っ
て
分
類
を
試
み
て
い
る
。

 
古
・今
の
規
準
で
い
え
ば
、
右

の
う
ち
華

厳
か
ら
天
台
ま
で
が

「依
古
」
、
後
の

二
者
が

「依
今
」
と
な
り
、
教

・
律

・
禅

に
三
分
す
れ
ば
、
教
に
は
顕
、
密
、
浄

土
が
、
律
に
は
小
乗
、
大
乗
円
頓
が
入
り
、
禅
は
頓
悟
漸
修
と
頓
悟
頓
修
と
に
分

け
ら
れ
る
。
右

の
顕
教
は
倶
舎
、
成
実
の
小
乗
、
法
相
、
三
論

の
権
大
乗
、
華
厳
、

天
台

の
実
大
乗

に
分
類
さ
れ
る
。
こ
こ
で
小
乗
と
さ
れ
て
い
る
倶
舎
、
成
実
に
つ

い
て
は
こ
れ
以
上
の
記
述
は
な

い
。

 

『十
宗
要
道
記
』
は
表
題
で
は
圓
爾
現
在

に
行
わ
れ
て
い
た
宗
派
の
概
説
と
い

う
こ
と
で
は
あ
る
が
、
実
際

の
圓
爾

の
問

題
関
心
が
こ
れ
ら
全

て
に
満
遍
な
く

あ

っ
た
の
で
は
な
く
て
、
禅
を
除
け
ば
顕
教
と
密
教
と
い
う
枠
組
み
の
み
に
あ

っ

た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。
顕
教
に
分
類
さ
れ
て
い
る
華
厳
と
天
台
に
つ
い

て
は

 
 

華
厳

・
天
台
…
…
不
踰

一
念
、
証
舎

那
業
、
簡
色
相
荘
厳
仏
、
修
習

一
心
三

 
 

観
、
解
多
即
身
成
仏
理
、
証
得

一
体

三
身
仏
也
…
…

（六
）

と
い
う
。
興
味
深

い
の
は
、
華
厳
と
天
台

と
が
と
も
に

「舎
那
業
」
（密
教
）
を
証

し
、
即
身
成
仏
の
理
を
解
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
節

で
は
大

日
経
な
ど
の
密
教
経
典
の
講
義

に
お
い
て
密
教
が
華
厳
や
台
な
ど
の
顕
教

に
優
越

す
る
と
主
張
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、

こ
こ
で
は
そ
の
顕
教
そ
の
も
の

が
密
教
と
同

一
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
華
厳
、
天
台
で
も
即
身
成
仏

の
理
を
内
包
す
る
が
、

 
 

顕
密
豈
同
乎
、
然
真
言
教
即
身
成
仏
宣

一
大
円
教
、
天
台
教
即
身
成
仏
明

一

 
 
乗
円
教
也

（
一
一
）

と
し
て
即
身
成
仏
を
規
準

に
し
て
真
言

の
天
台
に
対
す
る
優
越
を
説
く
。
な
ぜ
な

ら
ば

 
 
心
解
云
、
如
天
台
宗
、
全
無
有
感
得
果
報
、
唯
心
即
顕
大
日
尊
…
…
五
智
究

 
 
竟

一
心
是
大
日
也

（九
）

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
天
台
に
よ

っ
て
は

「唯
心
、

一
心
即
大
日
」
な

る
果
報
を
感
得
で
き
な
い
か
ら
だ
、
と
。

 
天
台
と
真
言
と
の
差
異
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
る
こ
と
で

つ
ぎ
の
よ
う
な
図
式

を
得
る
こ
と
に
な
る
。

真
言
－
第
十
識
に
よ

っ
て

「
一
一
真
如
」
を
明
す

・
門
よ
り
法
を
開
く

（門
の
奥

 
 
に
法
が
在
る
）

 
 
―
「
一
大
円
教
」
の
即
身
成
仏

（全
て
の
法

に
よ
る
）
論
←
勝

天
台
―
第
九
識
を

「
一
心
真
如
」
と
名
づ
け
る

・
法
よ
り
門
を
開
く

（法
よ
り
門

 
 
が
先
験
的
）

 
 
―
「
一
乗
円
教
」
の
即
身
成
仏

（法
華
の
み
に
よ
る
）
論
←
劣

こ
の
よ
う
に
真
言
と
天
台
と
が
ラ
ン
ク
付
け
さ
れ
る
が
、
こ
の
差
、
勝
劣
の
関
係

は
絶
対
的
・決
定
的
な
も
の
と
は
解
さ
れ
な

い
。
「
非

一
門
是

一
門
、
非
聖
意
、
是

他
宗
不
非
自
宗
、
得
益
実
大
甚
也
」

（
一
）
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
圓
爾

の
門
弟
の

無
住

の
説
を
彷
彿
と
さ
せ
る
よ
う
な
こ
の
謂
い
は
、
あ
る
宗
を
是
と
し
、
あ
る
宗

を
非
と
す
る
こ
と
は
仏
意
で
は
な

い
、

い
ず
れ
か
の
宗
旨
を
絶
対
化
す
る
こ
と
を

否
定
す
る
、
と
い
う
趣
旨

に
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ぼ

『十
宗
要
道
記
』

な
ど
に
お
い
て
詳
細
に
諸
宗

の
教
義
を
分
析
し
、
価
値
づ
け
を
試
み
る
こ
と
と
こ

の
よ
う
に
、
全

て
を
仏
説
と
し
て
自
他

の
差
別
を
認
め
ず
、
序
列
づ
け
を
し
な

い

態
度
と
が
矛
盾
し
な

い
も
の
と
し
て
共
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

浄
土
宗
に
対
し
て
も
批
判
は
な
さ
れ
な
い
。
浄
土
に
関
し
て
は

「仏
本
懐
」
と
し



て 
 

一

所
入

一
乗
即
妙
法
蓮
華
也
、
於
此
稼
土
具
縛
凡
夫
、
覚

一
心
理
出
離
生
死
、

 
 

是
名
為
稼
土

一
乗
、

 
 

二

能
入

一
乗
弥
陀
名
号
也
、
於
娑
婆
界
為
不
覚
機
、
乗
弥
陀
本
願
往
生
極
楽
、

 
 

是
為
浄
土

一
乗
也
、

（
一
三
）

と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
専
修
念
仏
流

の
念
仏
理
解
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
の
名

号
と
法
華

一
乗
と
が
関
連
づ
け
ら
れ
、
法
華
や
密
教
に
近
接
さ
せ
た
念
仏
理
解
で

は
あ
る
も
の
の
、
念
仏
に
対
し
て
忌
避
す

る
様
子
は
な

い
。
や
は
り
い
か
な
る
論

理
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
念
仏
を
非
と
す
る
こ
と
は

「聖
意
に
非
」
ざ
る
と
い
う
こ

と
だ
ろ
う
。

 

そ
し
て
機
に
関
し
て
、
大
乗
と
小
乗

（声
聞

・
縁
覚
）
と
は
つ
ぎ

の
よ
う
に
厳

密
に
区
別
さ
れ
る
。

 
 
問
日
、
二
乗
に
も
此
無
心
あ
り
、
菩
提
あ
り
、
涅
葉
あ
り
。
大
乗
に
い
か
ほ

 
 
ど
の
差
別
か
あ
る
や
。
答
日
、
声
聞
縁
覚
の
羅
漢
は
、
初
め
よ
り
身
心
を
煩

 
 
悩
と
思
ひ
て
、
是
れ
を
い
と
ひ
、
身
心
を
滅
し
つ
く
し
て
枯
木
瓦
石
の
如
く

 
 
な
り
。

か
く
の
如
く
行
じ
て
も
、
無

色
界
の
天
人
と
成
る
な
り
。
是
れ
皆
正

 
 
法
に
あ
ら
ず
、
小
乗

の
果
な
り
。
大
乗
の
無
心
に
は
同
じ
か
ら
ず
。

と
述
べ
て
大
乗
と
小
乗
と
の
差
を
強
調
と

い
う
こ
と
で
は
あ
る
が
、
「声
聞
縁
覚
の

羅
漢
」
を
低
く
評
価
し
て
い
る
。
羅
漢
た
ち
は
身
心
と
い
う
存
在
、
動
き
そ
れ
自

体
を
煩
悩
と
観
じ
る
と
こ
ろ
か
ら
発
し
た
か
ら
結
局
の
と
こ
ろ
、
無
色
界
と
い
う

煩
悩
の
世
界
を
出
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
圓
爾
が

こ
の
よ
う
な

〈大
乗
〉
〈小
乗
〉
と
い
う
動

か
せ
な
い
前
提

に
基
づ

い
た
人
間
観
を

も

っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
専
修
念
仏
流

と
は
全
く
異
な
る
思
想
の
体
系
に
属
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
尤
も
、
こ
う
し

た
小
乗
観
は
、
最
澄
以
来
け

っ
し
て
珍

ら
し
い
も
の
で
は
な
か

っ
た
が
。

 
こ
の
よ
う
に
圓
爾
は
、
諸
宗
派
の
い
ず
れ
を
も
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
「他
宗
を

是
と
し
、
自
宗
を
非
と
せ
」
ざ
る
こ
と
を

そ
の
他
宗
観
の
核
心
と
し
た
。
こ
れ
は

け
っ
し
て

「総
合
主
義
」
あ
る
い
は

「兼
修
禅
」
と
い
う
体
の
も
の
で
は
な

い
こ

と
は
も
は
や
明
白
で
あ
る
。
顕
教
各
宗
派
や
密
教

の
教
え
を
総
合

・
融
合
す
る
こ

と
は
な
く
、
ま
た
、
禅
を
た
と
え
ば
坐
す
と

い
う
行

に
特
化
し
て
、
そ
れ
と
密
教

と
を
兼
ね
修
せ
し
め
た
、
と
い
う
こ
と
で
も
な

い
。
圓
爾
は
密
教

の
圧
倒
的
な
優

位
の
も
と
に
で
は
あ
る
が
、
禅
以
外

の
諸
宗
派
を
並
列
的
に
理
解
し
、
禅
を
諸
宗

派
に
通
底
し
、
か
つ
諸
宗
派
の
本
質
た
る

「禅
法
」
と
し
て
の
意
味
を
重
く
捉
え

た
の
で
あ
る
。

 
そ
れ
で
は
圓
爾
の
こ
の
よ
う
な
他
宗
理
解

に
基
づ
く
禅

の
、
い
わ
ば
重
層
的
な

位
置
づ
け
は
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
検
証
の
た
め
に
虎
関

師
錬
の
場
合
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

 
虎
関
師
錬
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
圓
爾

に
は
じ
ま
る
臨
済
宗
聖

一
派
の
流
れ
の

な
か
で
、
同
じ
く
日
本
仏
教

の
宗
派
に
関
心
を
も

っ
て
そ
の
歴
史
的
展
開
に
関
す

る
著
作
を
も

つ
こ
と
、
に
依
る
。

 
 
 
四

虎
関
師
錬

の
場
合

 
虎
関
師
錬

（
一
二
七
八

・
弘
安
元
〜

一
三
四
六

・
南
：
正
平
元
、
北
：
貞
和
二
）

は
圓
爾

の
法
嗣
で
あ
る
東
山
湛
照
の
法
嗣
で
、
の
ち
彼
自
身
も
東
福
寺
に
第

一
五

世
と
し
て
止
住
し
、
塔
頭
の
海
藏
院

に
没
し
た
。
虎
関
の
伝
記
的
な
事
項
は
門
弟

の
龍
泉

令

淬

の
編
に
よ
る

『海
藏
和
尚
紀
年
録
』
な
ど
に
詳
し
い
が
、
何
よ
り
も

虎
関

の
名
は
、
最
初

の
本
格
的
日
本
仏
教
史

の
叙
述
で
あ
る

『元
亨
釈
書
』
三
〇

巻
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。
虎
関
は
こ
れ
以
外
に
も
音
韻
論

の

『聚
分
韻
略
』、

文
章

の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
『禅
儀
外
文
集
』
、楞
伽
経
の
注
釈
の
『仏
語
心
論
』
、

法
語
の

『虎
関
和
尚
十
禅
支
録
』
、
詩
文
集

の

『済
北
集
』
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
分

野
の
著
作
を
残
し
て
い
る
が
、
禅
宗
史
な
り
仏
教
に
関
す
る
歴
史
叙
述

の
専
著
は

『元
亨
釈
書
』
の
み
で
あ
る
。

 

『元
亨
釈
書
』
は
、
宋
か
ら
渡
来
し
て
き
た

一
山

一
寧
か
ら
、
あ
な
た
は
中
国

の
歴
史
や
仏
教
に
つ
い
て
は
詳
し
い
が
、
日
本

の
仏
教
の
こ
と
に
は
暗

い
と
言
わ

れ
た
こ
と
に
発
憤
し
て
制
作
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
日
本
の
僧
伝
で
あ
る
。
僧
伝
と



い
う
形
式
は
、
梁
の
慧
皎
の

『高
僧
伝
』

以
来
の
伝
統
的
な
仏
教
史
叙
述

の
ス
タ

イ
ル
で
あ
る
。
『元
亨
釈
書
』
は
「伝
智
」
「
慧
解
」
「浄
禅
」
「
感
進
」
「忍
行
」
「
明

戒
」
「
檀
興
」
「方
応
」
「
力
遊
」
「願
雑
」

の
十
科

に
分
類
さ
れ
る
。
以
下
、
虎
関

の
禅
宗
観
を
観
察
す
る
た
め
に
そ
の
な
か

の
達
磨
、
栄
西
、
圓
爾
伝
を
見
て
み
た

い
。
な
お
、
最
澄
伝
、
空
海
伝

に
は
禅
関
係
の
言
及
は
な
い
。

 

『元
亨
釈
書
』
の
冒
頭

（巻
第

一
伝
智

の

一
）

に

「菩
提
達
磨
」

の
伝
が
置
か

れ
て
い
る
。
よ
く
知
ら
れ
た
聖
徳
太
子
が
片
岡
山

で

「飢
人
の
貌
」

の
達
磨
と
出

会

っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
説
話
は

は
じ
め

『日
本
書
紀
』
推
古
紀
に
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
説
話
に
は
達
磨
が
禅

の
祖
師
で
あ
る
こ
と
は
特
に
言
及
さ
れ
て

い
な

い
が
、
こ
れ
が
日
本
で
の
禅
宗
の
は
じ
め
て
の
伝
来
で
あ
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
達
磨
は

「
斯
土
仏
種
萌
芽
之
初
」

と
し
て
記
さ
れ
、
そ
れ
以
来

「五
百
七

十
有
余
年
、
建
久
之
間
、
心
宗
勃
興
、
寛
元
以
降
、
祖
風
発
越
」
と
い
う
。
日
本

仏
教

の
紹
介

の
冒
頭

に
達
磨
を
置
く

の
は
科
立

て
の
事
情
に
よ
る
も

の
と
は
い

え
、
こ
の
意
味
は
小
さ
く
は
な
い
。
十
科

は
価
値
判
断
に
よ
る
も

の
で
は
な
く
、

人
物
を
特
徴
づ
け
る
属
性

で
あ
る
が
、
や

は
り
冒
頭
に
達
磨
が
置
か
れ
て
い
る
こ

と
を
過
小
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

 
巻
第

二

（伝
智

の
二
）

に
は

「建
仁
寺
栄
西
」
の
伝
が
あ
る
。
こ
の
伝
で
は
お

お
む
ね
、
密
教
僧
と
し
て
活
動
し
て
い
た
栄
西
が
入
宋
し
て
明
州
広
慧
寺
で
、
日

本
に
は
禅
が
伝
わ

っ
て
い
る
の
か
と
問
わ

れ
た
栄
西
が
、
伝
わ

っ
て
は
い
る
が
滅

し
て
久
し
く
、
完
全
で
は
な
い
、
と
答
え

た
こ
と
、
帰
国
後
、
朝
廷
に
召
喚
さ
れ

た
栄
西
が
伝
教
大
師
最
澄
が
日
本
に
達
磨
西
来

の
禅
を
伝
え
た
が
、
天
台
宗
内
部

で
そ
の
こ
と
が
理
解
さ
れ
ず
、
か
の
達
磨
宗

の
能
忍
と
同

一
視
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
、
「今

の
学
者
西
を
推
し
て
始
祖
と
為
す
」
嘗
て
栄
西
は
我
が
没
後
五
十
年

に

し
て
禅
宗
が
大

い
に
世
に
興
る
と
予
言
し

た
と
い
っ
た
点
に
ふ
れ
、
た
し
か
に
文

応

・
弘
長
以
降
東
福
寺
に
圓
爾
が
、
建
長
寺

に
蘭
渓
道
隆
が

い
て
、
栄
西
の
こ
と

ば
を
証
明
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

 

こ
れ
に
よ
る
と
栄
西
は
最
澄
段
階
で
す

で
に
日
本
に
は
禅
が
伝
え
ら
れ
て
い
た

と
考
え
て
い
た
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ

の
こ
と
は
虎
関
が
、
宋
朝
禅
―
最
澄
―
栄

西
の
〈連
続
〉、

つ
ま
り
禅
宗

は
能
忍
の
よ
う

に
妄
り
に
禅
宗
を
唱
え
た
の
で
は
な

く
、
正
し
く
勅
許
の
も
と
に
最
澄
が
伝
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
栄
西
没
後
五
十
年
に
禅
宗
が
興
隆
す
る
由
の
予
言
に
つ
い
て

は
、
栄
西
の
没
年
は

一
二

一
五

（建
保
四
）
年
、
そ

の
五
十
年
後
と
は
十
三
世
紀

半
ば
、
東
福
寺

の
落
慶
な

一
二
五
五

（建
長
七
）
年
だ
か
ら
栄
西
は
正
し
く
東
福

寺
、
建
長
寺

の
盛
行
を
言
い
当
て
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
加
え
て
圓
爾
も

蘭
渓
も
と
も
に
建
仁
寺

に
住
し
た
こ
と
が
あ
る
と
言

っ
て
い
る
こ
と
は
、
彼
ら
の

禅
が
栄
西
に
連
続
し
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
圓
爾
、
蘭
渓
も
右
の

〈連
続
〉

に
連
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

 
さ
て
、
巻
第
七

（浄
禅
の
二
）

に

「慧
日
山
圓
爾
」

の
伝
が
置
か
れ
る
。
虎
関

に
と

っ
て
は
聖

一
派

の
直
接
の
祖

で
あ
る
の
で
、
こ
の
箇
所
が
最
も
重
要

で
あ

っ

た
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
巻
第
七
は
圓
爾
伝
だ
け
で
占
め
ら
れ
て
い
て
、
こ
の
叙

述
は
長

い
。
誕
生
以
来

の
伝
記
的
事
績
が
辿
ら
れ
る
。
十
八
歳
で
の
受
戒
後
、
園

城
寺
、
世
良
田
長
楽
寺
な
ど
で
の
研
学
の
途
次
に
長
楽
寺
の
栄
朝

の
も
と
で

「別

伝
之
教
」
を
知
る
。
圓
爾
は
栄
西
の
上
足
で
あ

っ
た
栄
朝
か
ら
虚
庵
懐
傲

（栄
西

の
宋
に
お
け
る
師
）

の
禅
門
大
戒
図
な
る
も
の
と
瑜
伽
三
部

の
灌
頂
を
受
け
た
。

 
そ
の
後
、
鎌
倉
の
寿
福
寺
で
学
ぶ
が
満
足
せ
ず
、

つ
い
に
嘉
禎
元
年

に
入
宋
す

る
に
至
る
。
宋
で
は
痴
絶
道
沖
、
笑
翁
妙
堪
な
ど

の
師
を
経
て

「天
下
第

一
等
宗

師
」
無
準
師
範
に
師
事
し
、
仁
治
二
年
七
月
に
帰
国
し
た
。
帰
国
後
は
九
州
太
宰

府
の
崇
福
寺
、
博
多

の
承
天
寺

に
居
た
。
帰
国
に
あ
た
り
師

の
無
準
は

「密
庵
師

祖
の
法
衣
並
び
に
自
賛
の
頂
相
」
を
与
え
た
と

い
う
。
の
ち
九
条
道
家
が
圓
爾
を

光
明
峰
寺

に
請
じ
て
道
を
問
う
た
こ
と
か
ら
道
家

に

「禅
門
大
戒
兼
秘
密
灌
頂
」

を
授
け
、
道
家
の
子

一
条
実
経
や
亀
山
天
皇
な
ど
貴
顕
に
禅
門
菩
薩
戒
な
ど
を
授

け
る
に
至

っ
た
。

 
鎌
倉
で
は
北
条
時
頼
に
禅
門
菩
薩
戒
を
授
け
、
法
を
説

い
た
。
時
頼
は
こ
れ
ら

を
受
け
、
「
願
は
く
は
弟
子
の
外
護
を
忘
る
こ
と
な
か
れ
」
と
告
げ
、
の
ち
に
兀
庵

普
寧
の
も
と
で
大
悟
す
る
基
礎
を
得
た
。

 
あ
る
と
き
比
叡
山
の
静
明
と
逢
う
。
静
明
は
圓
爾
が
天
台
を
善
く
す
る
の
を
聞

い
て
天
台

の
四
種
三
昧
な
ど
の
教
理
に
つ
い
て
諮

っ
た
。
圓
爾
は
静
明
に
接
し
て

そ
の
理
解

の
ほ
ど
を
知

っ
て

「子
、
未
だ
教
乗
に
委
し
か
ら
ず
、
況
や
我
が
仏
祖



単
伝
の
正
宗

に
お
い
て
を
や
」
と
言
う
。

こ
の
あ
と
両
者

の
関
係
が
あ
り
、
静
明

は
弟
子
の
礼
を
執

っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
は
法
相
の
良
遍

の
場
合
に
も
あ

っ
た
。

 
し
か
し
圓
爾
に
も
死
ぬ
時
が
来
た
。
弘
安
三
年
春
、
微
疾
を
示
し
た
こ
と
に
は

じ
ま
り
、
夏
に
は
重
体
に
な
り
、
十
月
十
五
日
、
普
門
、
慧
暁
、
爾
性

の
三
弟
子

に
灌
頂
を
授
け
た
が
そ
の
翌
日
、
遺
偈
を
述

べ
て
遷
化
し
た
。
以
上
が
虎
関
が
伝

え
た
圓
爾
伝

の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
こ
の
あ
と

「賛
」
と

「論
」
が
付
さ
れ
る
。

 

「賛
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
栄
西
の
臨
済
禅
の
招
来
が

「濫
觴
」
に

過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
蘭
渓
道
隆
が
鎌
倉

で
禅
を
唱
え
、
都
に
は
至
ら
な
か

っ

た
が
、
圓
爾
が
京
都
に
お
い
て
説

い
た
道

が
公
家
に
協

っ
て
そ
の
化
が
畿
内

に
及

ん
だ
。
彼
ら
の
努
力
に
よ

っ
て
禅
宗
に
対

す
る
外
侮
を
回
避
し
、
「教
網
を
整
え
て

禅
綱
を
提
」
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
ま

こ
と
に

「祖
道
の
時
を
得
る
」、
す
な
わ

ち
禅
宗
を
充
分
に
世
に
知
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
、
と
。

 

こ
の
あ
と
の

「
論
」
に
お
い
て
虎
関
は

『仏
法
大
明
録
』
に
関
す
る
痛
烈
な
批

判
を
展
開
し
て
い
る
。
『仏
法
大
明
録
』
二
十
巻
と
は
宋
紹
定
二
年

（
一
二
二
九
）

の
自
序
を
も
つ
圭
堂
な
る
俗
人
の
、
禅
の
立
場
か
ら
の
三
教

一
致

の
思
想
を
も
つ

著
作
で
あ
る
。
こ
の
書
物

に
表
さ
れ
た

「
真
空
」
の
概
念

の
誤
り
、
天
台
教
学

へ

の
無
理
解
、
首
榜
厳
経
の
中

の

「大
仏
」

の
語
の
解
釈
の
錯
誤
な
ど
の
点
を
挙
げ

て
著
者
圭
堂

の
思
想
を
痛
烈
に
批
判
し
て

い
る
。

 

「論
」

に
引
用
さ
れ
た

『仏
法
大
明
録
』
の
論
点
は
、
大
き
く
は
①
巻
五

「入

理
章
」
の

「真
空

・
頑
空
」
論
が
誤
解

で
あ
る
こ
と
、
②
巻
七

「
工
夫
章
」
か
ら

圭
堂
が
天
台
教
学
に
暗

い
こ
と
、
③
巻

二
十

「雑
記
」
の
首
楞
厳
経

の

「大
仏
」

の
二
字
の
解
釈
が
誤

っ
て
い
る
こ
と
、
④

巻
二
十

「
巧
行
章
」
の
圭
堂
の
禅
理
解

が
誤

っ
て
い
る
こ
と
、
⑤
巻
十
六

「度
人
章
」
の
、
禅
宗
の
う
ち
臨
済
宗
の
位
置

づ
け
を
誤

っ
て
い
る
こ
と
、
の
五
点

で
あ

る
。

 

①
に
つ
い
て
。
圭
堂
は
成
住
壊
空
の
四
劫
以
前
を

「真
空
」
と
解
す
る
誤
り
を

犯
し
て
い
る
。
我
が
禅
宗
で
は

「
一
念
未
生
時
」
を

「空
劫
以
前
」
あ
る
い
は

「威

音
那
畔
」
と
言
い
、
「真
空
」
と
は
如
来
蔵

の
こ
と
を
指
す
と
い
う
。
②

に
つ
い
て

圭
堂
が
自
ら

「止
観
」
の
法
を
知
ら
な
い
と
言

っ
て
い
る
の
は
言
語
道
断
。
「狗
子

話
」

つ
ま
り
、
犬
や
猫
の
よ
う
に
物
の
道

理
を
知
ら
な
い
人
の
よ
う
な
低
い
段
階

か
ら
入

っ
て
高
い
程
度
の
天
台
止
観
に
至
る
と
い
う
、
も
の
に
は
順
序
が
あ
る
、

と
い
っ
た
圭
堂
の
発
言
を
禅
と
言
い
つ
つ
禅
を
知
ら
な

い
謂

い
だ
、
と
い
う
。
問

題
は

「狗
子
」
の
話
題
で
も
な
く
、
「鉄
薇
子
」
の
こ
と
で
も
な
い
、
高
下
の
分
別

そ
れ
自
体
が
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
、
し
た
が

っ
て
、
圭
堂
は
禅

の
み
な
ら
ず
天
台
に
も

暗
い
の
だ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
③
は
、
圭
堂
は
首
楞
厳
経
に
い
う

「
大
仏
」
の

二
字
の
表
現
す
る
と
こ
ろ
は
、
広
大
洞
明
で
あ
る
の
に
諸
家
は
こ
れ
に
注
目
し
て

い
な

い
の
は
不
審
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
同
経
の
文
言

の
誤
解
で
あ

っ

て
、
圭
堂

の
い
う
よ
う
な
意
味

に
は
読
め
な
い
、
と
虎
関
は
言
う
。

 
問
題
は
こ
の
つ
ぎ
の
④
で
あ
る
。
「度
人
章
」
に
は

「五
家
宗
派
、
漉
仰
独
未
幾

而
無
後
、
迄
今
天
下
疑
其
故
、
蓋
偽
仰
之
大
機
圓
相
…
…
夫
是
以

一
宗
亘
天
下
而

独
盛
」
と
い
う

一
節
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
圭
堂
の
こ
と
ば

に
接
し
て
、
虎
関
は
嘲

笑
を
通
り
こ
し
て
哀
れ
み
さ
え
覚
え
る
と
言
い
、
「夫
以
臨
済
為
小
乗
辺
事
而
不
知

大
乗
、
亦
以
其
宗
派
繁
衛
、
為
巴
人
下
里
、
天
下
和
多
、
以
偽
仰
早
泯
」
と
断
じ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
宋
代
の
禅
宗
の

「五
家
」
の
な
か
で
偽
仰
は
大
機
圓
相

（す

ぐ
れ
た
人
材
を
養
成
す
る
立
派
な
あ
り
か
た
）
で
あ

っ
た
か
ら
こ
の
宗
派
だ
け
が

さ
か
ん
で
あ

っ
た
、
と
い
う
圭
堂
の
説
に
対
し
て
痛
烈
に
批
判
を
寄
せ
、
臨
済
は

小
乗
で
あ

っ
て
大
乗
を
知
ら
な

い
な
ど
と
言

っ
た
り
、
偽
仰
宗
が
繁
栄
し
た
と

い
っ
て
も
早
く
滅
し
て
し
ま

っ
た
で
は
な
い
か
と
虎
関
は
さ
ら
に
言
い
立
て
る
。

 

こ
の
あ
と
も
、
「如
堂
之
言
、
臨
際

一
宗
説
小
乗
事
、
天
下
尤
盛
者
臨
済
也
」
（圭

堂
は
臨
済
宗
は
小
乗
を
説

い
て
い
る
と
い
う
が
、
天
下
で
最
も
盛
ん
で
あ
る
の
は

臨
済
宗
だ
）
と
か
、
臨
済
宗
は
独
り

「福
」
と

「智
」
と
を
兼
ね
備
え
て
い
る
故

に

「
是
臨
済
独
受
茲
称
焉
」
な
ど
と
述

べ
、
偽
仰
宗
と
比
較
す
る
こ
と
を
通
し
て

臨
済
宗
を
際
だ
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
か
く
し
て
虎
関
の

「論
」
の
意
図
の
中

心
は
こ
の
④
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
①
〜
③
は
圭
堂
の
禅
理
解

の
浅
さ
や
誤
り
を

指
摘
す
る
こ
と
に
尽
き
る
の
だ
が
、④
は
そ
れ
と
は
趣
旨
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。

「偽
仰
、
臨
済
、
曹
洞
、
雲
門
、
法
眼
」
の

「五
家
」

の
う
ち
、
偽
仰
宗
を
引
き

合
い
に
出
す
こ
と
で
臨
済

の
名
を
し
ば
し
ば
称
揚
し
て
、臨
済
宗
が
よ
り
繁
栄
し
、

よ
り
豊
か
な
思
想
内
容
を
持

っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
臨
済

「宗
」
を
肯
定
的

に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
虎
関
の
意
図
は
明
瞭
で
あ
る
。



 
圓
爾
と
虎
関
と
の
あ
い
だ
に
は
、
京
都

の
東
福
寺
と
鎌
倉
の
建
長
寺
と
が
そ
れ

ぞ
れ
公
家
、
武
家
の
政
治
権
力

に
禅
の
立

場
か
ら
奉
仕
す
る
と
い
う
政
治
と
宗
教

（禅
）
と
の
関
係
の
構
想
を
も

っ
て
い
た
と
い
う
共
通
点
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

両
者
を
取
り
囲
む
公
家
や
武
家
に
か
か

わ
る
歴
史
的
条
件
は
全
く
異
な

っ
て
お

り
、
東
福
寺
や
建
長
寺
そ
の
も

の
さ
え
そ
の
成
立
や
周
囲
の
事
情
は
異
な

っ
て
い

た
。
た
と
え
ば
、
東
福
寺
に
つ
い
て
言
え
ば
圓
爾
時
点
で
の
東
福
寺
は
創
建
か
ら

間
も
な

い
時
期
で
い
わ
ゆ
る
聖

一
派
そ
れ
自
体
も
ま
だ
実
体
的
な
も
の
と
は
な

っ

て
い
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
虎
関
が
活
躍

し
た
南
北
朝
期

で
は
、
す
で
に
禅
宗
が

社
会
的
に
認
知
さ
れ
、
臨
済
宗

の
な
か
で
の
聖

一
派
も
社
会
的
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
お
り
、
虎
関
ら
聖

一
派
の
人
々
の
あ

い
だ
に
は
そ
の
法
系

へ
の
帰
属
意
識
そ
し

て

「宗
」

の
意
識
が
濃
厚
に
な

っ
て
い
た
。

 
そ
し
て
虎
関
は
じ
つ
は
圓
爾
が
親
し
ん
だ

『仏
法
大
明
録
』
の
論
を
批
判
す
る

こ
と
を
通
し
て
、
諸
宗
派
を
並
列
的
に
並

べ
つ
つ
、
そ
の
な
か
で
も
禅
を
、
そ
し

て
禅
の
な
か
で
も
臨
済
宗
を
前
面

に
出
し
て
い
る
。
『元
亨
釈
書
』
自
体
、
僧
伝
の

集
成
と

い
う
形
式
で
叙
述
さ
れ
た
か
ら
表
面
的
に
は
宗
派
が
い
く

つ
も
存
在
し
て

い
る
と

い
う
社
会
的
、
歴
史
的
現
実
を
そ
の
ま
ま
仏
教
史
叙
述
の
な
か
に
残
す
こ

と
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
叙
述
の
細
部
に
は
こ
の
よ
う
な
自
宗
を
是
と
し
て
そ
の

正
統
性
や
存
在
意
義
を
称
賛
す
る
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。

 
右
の
よ
う
に
虎
関
は
圓
爾
が

『仏
法
大
明
録
』
を
肯
定
的

に
評
価
し
て
い
た
こ

と
を
意
図
的

に
隠
し
た
。
こ
の
書
は
三
教

一
致
的
、
い
わ
ゆ
る
兼
修
禅
的
な
性
格

が
顕
著
で
あ

っ
た
か
ら
論
理
的
に
い
え
ば
、
虎
関

の
意
図
は
、
け

っ
し
て
〈選
択
・

専
修
〉
的
な
方
法
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
禅
宗
を
含
む
諸
宗
派
の
な
か
で
臨
済
宗

こ
そ
兼
修
的
な
傾
向
が
希
薄

で
あ
り
大
乗

そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
今
繁
栄
し

て
い
る
と

い
う
点
や
栄
西
を
天
台
の
法
系

に
連
な
る
も
の
と
し
て
最
澄
以
来
の
古

い
伝
統
を
も

つ
宗
派
で
あ
る
こ
と
な
ど
を

ア
ピ
ー
ル
す
る
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
。

 
か
く
し
て
虎
関
は
、
三
教

一
致
的
、
そ
し
て

〈
雑
多
〉
な
思
想
的
要
因
を
も
た

な

い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
新
た
に
つ
く
る

こ
と
で
聖

一
派
の
祖
師

で
あ
る
圓
爾
の

伝
記
と
し
た
。
そ
の
と
き
、
歴
史
的
現
実

と
し
て
は
歴
然
と
し
て
存
在
し
て
い
た

諸
宗
派
を
明
示
的
に
記
す
こ
と
は
し
な
い
僧
伝
の
形
式
を
執

っ
た
。
日
本
の
仏
教

を
、
諸
宗
派
を
形
成
し
、
発
展
さ
せ
て
き
た
僧
ひ
と
り
ひ
と
り
に
分
解
し
て
そ
れ

ら
を
集
成
す
る
こ
と
で
禅
宗
史
を
も
含
む
日
本
仏
教
史
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
た

が

っ
て

『元
亨
釈
書
』
を
読
む
か
ぎ
り
、
奈
良
あ
る
い
は
平
安
仏
教
の
各
宗
派
と

専
修
念
仏
や
禅
な
ど
の
後
発

の
宗
派
と
の
あ
い
だ
の
葛
藤
、
抗
争
な
ど
は
直
接

に

は
見
え
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
人
物
の
み
を
も

っ
て
歴
史
を
叙
述
す

る
し
か
た
の
最
も
大
き
な
問
題
、
あ
る
い
は
欠
陥
で
あ
ろ
う
。
人
物
を
並
列
的

に

列
挙
す
る
こ
と
の
み
に
よ

っ
て
は
時
代
を
支
配
し
た
暗
雲
や
人
々
が
漠
然
と
抱

い

た
希
望
や
不
安
な
ど
を
叙
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

 
ま
た
禅
宗
の
な
か
に
も
臨
済
宗
以
外
の
宗
派
が
あ
り
、
ま
た
達
磨
宗

に
対
し
て

も
ま
だ
批
判
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
状
況
下
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る

が
、
多
く
の
宗
派
が
存
在
し
て
い
わ
ば
競
合
し
て
い
る
現
実

の
な
か
で
、
そ
の
現

実
を
大
前
提
と
し
て
あ
え
て
叙
述
し
な
い
で
よ
い
か
た
ち

（
つ
ま
り
、
僧
伝
）
で

仏
教
史
を
い
わ
ば
横
断
的
に
見
よ
う
と
し
た
、
し
た
が

っ
て
圓
爾
の
よ
う
に
、
教

宗
と
禅
宗
と
の
あ

い
だ
を
教
学
的

に
い
か
に
関
係
づ
け
る
か
と
か
、
独
自
の
教
相

判
釈
を
模
索
す
る
必
然
性
も
な
く
、
ひ
た
す
ら
禅
独
自
の
語
彙
、
概
念
を
も

っ
て

自
己

の
主
張
を
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

 
 
 
五
 
圓
爾
の
自
己
認
識

 
前
節

に
お
い
て
圓
爾
に
は
じ
ま
る
臨
済
宗
聖

一
派
の
末
喬

で
あ
る
虎
関
師
錬
の

自
己
認
識

の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
他
宗
理
解
に
依

る
自
己
認
識
に
関
わ
る
両
者
間

に
は
さ
ほ
ど
の
類
似
は
見
ら
れ
な
か

っ
た
。
そ
の

理
由
は
、
す
ぐ
れ
て
両
者
の
生
き
た
時
代
の
差
異
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
一
三
世
紀
後
半
と

一
四
世
紀
前
半
と
の
思
想
史
的
状
況
の
違

い
で
あ
る
。

 
こ
の
百
年
足
ら
ず
の
時
間
は
、
禅
を
日
本
に
根
づ
か
せ
る
た
め
に
禅
以
外
の
教

宗
と
禅
と
の
関
係
付
け
に
腐
心
し
、
禅
が
政
治
権
力
に
対
し
て
奉
仕
し
得
る
こ
と

を
宣
伝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
圓
爾
の

＝
二
世
紀
と
、
諸
宗
の
並
列
的
存
在

を
大
前
提

に
し
た
上
で
、
臨
済
禅

の
な
か
で
の
正
統
性
の
確
保

に
急
で
あ

っ
た
虎



関

の

一
四
世
紀
と
の
相
違
を
意
味
し
て
い
る
。

 

さ
き
に
圓
爾

の
他
宗
観
に
つ
い
て
つ
ぎ

の
よ
う
に
述

べ
た
。
す
な
わ
ち
、
圓
爾

は
諸
宗
派
の
い
ず
れ
を
も
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
「他
宗
を
是
と
し
、
自
宗
を
非
と

せ
」
ざ
る
あ
り
か
た
、
密
教

の
圧
倒
的
な
優
位

の
も
と
で
、
禅
以
外
の
諸
宗
派
を

並
列
的
に
理
解
し
、
禅
を
諸
宗
派
に
通
底

し
、
か

つ
諸
宗
派
の
本
質
た
る
「禅
法
」

と
し
て
捉
え
た
、
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
密
教
の
圧
倒
的
な
優

位

の
も
と
、
諸
宗
が
併
存
し
て
い
る
、
そ

の
諸
宗
は
禅
に
よ
っ
て
束
ね
る
こ
と
が

で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
圓
爾
自
身
と
、
時
代
を
異
に
し

か
つ
聖

一
派

へ
の
帰
属
意
識
を
強
く
も

つ
虎
関
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
圓
爾
の

自
己
認
識
の
性
格
を
明
確
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 

お
よ
そ
仏
教
で
は
、
自
己
の
思
想
的
立
場
を
正
当
化
す
る
た
め
に
「教
相
判
釈
」

な
る
手
続
き
を
践
む
の
が
通
例
で
あ
る
。
教
相
判
釈
と
は

「釈
尊

一
代
の
説
教
を

分
判
類
従
す
る
」
こ
と
で
、
具
体
的
に
は
、
仏
教

の
諸
教
説
の
な
か
に
自
己
の
思

想

・
宗
教
的
立
場
を
位
置
づ
け
、
他

の
立
場
よ
り
優
れ
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
来
的
に
仏
教
は
す

べ
て
釈
迦

一
代
の
教
説

（
の
ど
れ

か
、
ど
こ
か
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
以
上
、
自
己
を
絶
対
化
し

・
他
者
を

否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

い
か
な
る
立
場
も
全
て
釈
迦
の
金

口
に
依

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
圓
爾
は
、
そ
う
し
た
状
況
下
に
お
い
て
、
積
極

的
な
教
相
判
釈
に
依
ら
ず
、
「凡
そ
顕
密

の
諸
宗
も
此
道
を
得
て
自
証
と
す
」
と
言

い
つ
つ
、
は
じ
め
に
密
教
を
優
位
に
置

い
た
上
で
禅
と
い
う
自
宗
を
諸
宗

に
通
底

す
る

〈禅
法
〉
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と

で
自
ら
の
存
在
意
義
を
獲
得
し
た
。
こ

れ
に
よ
る
と
、
諸
宗
は

「坐
禅

の
宗
門
」

の

一
環
と
し
て
顕
も
密
も

（高
下
の
違

い
は
あ

っ
て
も
）
同
じ
仏
教
と
し
て
同
じ
よ
う
な
意
義
を
も

っ
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
圓
爾
禅

の
あ
り
か
た
は

〈兼
修
禅
〉
と
い
う
語
彙
あ
る

い
は
概
念

に
よ

っ
て
は
正
確
に
は
表
現
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
あ
る
も
の
と
別
の

あ
る
も
の
と
を
兼
ね
て
修
す
る
な
ら
ば
兼
修
で
あ
る
が
、
諸
宗

に
通
底
し
諸
宗
を

そ
れ
に
よ

っ
て
包
括
的
に
把
握
す
る
と
い
う
禅
を
修
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
兼

修
で
は
あ
り
得
な
い
。
ま
し
て
や

〈
顕
密
禅
〉
で
は
な
お
さ
ら
あ
り
得
な
い
。
圓

爾
の
よ
う

に
、
十
三
世
紀
日
本
の
固
有

の
状
況
の
も
と
で
或
る
思
想
的
な
操
作
を

経
て
思
想
形
成
が
な
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
宋
代
の
禅
の
そ
の
ま
ま
の
移
入
で
は

な

い
し
、
ま
た
あ
る
規
準
の
下
で
の
教
と
禅
と
の
習
合
と
い
う
も
の
で
も
な
か

っ

た
。 
「
は
じ
め
に
」
に
提
示
し
た
第

一
の
問
題
点
の
ゆ
く
え
は
こ
れ
に
尽
き
る
。

 
京
都

の
圓
爾
は
、
関
東
に
お
け
る
蘭
渓
と
と
も
に
、
禅
の
担

い
手
と
し
て
こ
の

よ
う
な
諸
宗
を
束
ね
る
禅
と
い
う
仏
教
に
よ

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
権
力
を
支
え

よ
う
と
し
た
の
で
は
な

い
か
。
圓
爾
の
禅
は
全
仏
教
を
あ
る
程
度
包
括
的

に
束
ね

た
仏
教
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
圓
爾
に
と

っ
て
問
題
で
あ

っ
た
の
は
、
禅

の
理
解

に
つ
い
て
は
九
条
道
家
と
圓
爾
と
の
あ
い
だ

に
は
さ
ほ
ど

の
差
異
は
な

か

っ
た
け
れ
ど
も
、
道
家
に
よ
る
政
治
の
構
想
は
必
ず
し
も
圓
爾
や
そ
の
禅
を
必

要
と
し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
お
わ
り
に

 
以
上
、
圓
爾
辯
圓
の
禅

・
禅
者
と
し
て
の
自
己
認
識
に
つ
い
て
、
そ
の
他
宗
観

の
側
面
か
ら
考
察
し
た
。

 
圓
爾
の
時
代
は
、
禅
宗
の
側
か
ら
は
宋
か
ら
の
渡
来
僧
で
あ

っ
た
蘭
渓
道
隆
と

と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
公
家
政
権
、
武
家
政
権
と
の
あ
い
だ
に
緊
密
な
関
係
を
模
索

し
て
い
た
。
そ
う
し
た
動
き
に
応
え
て
、
た
と
え
ば
鎌
倉
幕
府

の
第
五
代
執
権
で

あ

っ
た
北
条
時
頼
は
自
ら
禅
に
励
み
、
兀
庵
普
寧

に
よ
う
て
印
可
ま
で
得
る
ほ
ど

の
水
準
で
あ

っ
た
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
時
頼
が
各
地
の
天
台
宗
な
ど
の
寺
院
を
臨

済
宗
に
改
宗
さ
せ
る
こ
と
を
通
し
て
得
宗
家
領
、
幕
府

の
勢
力
を
拡
大
さ
せ
て

い
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
こ
と
は
あ
く
ま
で
も

幕
府
の
宗
教
政
策

の
問
題
で
あ
り
、
禅
宗

の
側
の
圓
爾
や
蘭
渓
な
ど
の
思
想

の
政

治
面
で
の
機
能
と
し
て
現
実

の
幕
府
や
公
家

の
政
治
に
実
体
的
に
関
与
し
得
た
と

い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
は
措

い
て
も
、
圓
爾
ら
が
積
極

的
に
政
治
に
関
与
し
よ
う
と
し
た
意
図
は
確
認
で
き
る
。

 
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
叡
山
や
南
都
等

の
旧
勢
力
か
ら
の
圧
迫
の
こ
と
を
考

慮
す
れ
ば
、
そ
の
圧
迫
を
可
能
な
か
ぎ
り
排
除
し
得
る
内
実
を
備
え
た
仏
教
を
構

築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
は
当
然

で
あ
る
。
と
く
に
圓
爾
の
場
合
、
摂



関
家
九
条
家
の
家
寺
と
し
て
東
福
寺
が
造
営
さ
れ
、
そ
の
開
山
に
模
せ
ら
れ
る
と

す
れ
ば

こ
と
は
急
を
要
す
る
。
す
な
わ
ち
公
家
政
権
に
と

っ
て
不
都
合

の
な

い
「禅

宗
」
が
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
課
題
は
解
決
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
圓
爾
に
と

っ
て

「台

・
密

・
禅
」
を
修
す
る
と
い
わ
れ
た
東
福
寺
は
そ
の

独
自
な
禅

の
容
れ
も
の
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し

い
も
の
で
あ

っ
た
の
か
、
ど
う
か
。

「台
・密
・禅
」
の
相
互
の
関
係
が
圓
爾

の
構
想
し
た
と
お
り
に
受
容
さ
れ
て
い
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

 
従
来

の
研
究
史
に
お
い
て
圓
爾
の
禅
が
兼
修
禅
あ
る
い
は
顕
密
禅
な
ど
と
称
さ

れ
た
こ
と
は
冒
頭
に
紹
介
し
た
が
、
こ
う
し
た
位
置
づ
け
は
じ
つ
は
圓
爾
自
身
の

論
理
に
即
し
て
は
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
圓
爾
に
と

っ
て
禅
は
あ
く
ま
で
も
禅

で
あ

っ
て
、
禅
と
何

か
を
兼
ね
て
修
す
る
と
い
う
体

の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

 
中
世
思
想
史
に
と

っ
て
圓
爾

の
禅
の
思
想
は
鎌
倉
仏
教
の
評
価

の
問
題
と
し
て

も
重
要
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
圓
爾
が
い
か
に
宋
朝
禅
に
負

っ
て
い

る
の
か
と
い
う
点
ひ
と

つ
を
と

っ
て
も
ま
た
単
純
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら

の
問
題

に
つ
な
が
る
端
緒
と
し
て
圓
爾

の
自
己
認
識
を
確
認
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

 
 

註

 

1
 
た
と
え
ば
辻
善
之
助

『日
本
仏
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史
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れ
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。
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。
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。
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「
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相
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詮

・
華

厳

果
分

・
法
華
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門
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是

如

 

 

来
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証

之
境
界

、
本
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自

証
之

仏
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也
、

更
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迷
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成

仏
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独
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述
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独
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。
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華
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華
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論

と
し

て

「華

厳

…
…
十

仏
盧

 

 

遮

那
之
身

与
法

華

…
…

三
身

即

一
之
身
、

是

一
非

二
」

 

 

す

な
わ

ち
、
仏

身
説

に
お

い
て
華
厳

と
法

華

と

で
は
同

じ
と

い
う
言

辞

も
あ

る
。

23
 

二
六
―
三
四

六

24
 

二
六
―
三
四

六

25
 

『禅

宗

』

二

一
〇

号
、

一
九

二

二
、
所
収

。

以
下

ペ
ー
ジ
数

の
み
。

た
だ
し

一

 

 

部

分
が

『東
福

寺

誌
』

に
も

収
載

さ

れ

て

い
る
。

26
 

な
ぜ

真

言
を

「
一
大

円
教
」

と

い
う

か

に

つ
い
て
は
、

安
然

の

『
菩
提

心
義

』

 

 

の
「
法
華

浬
薬

会

の
三

の

一
乗

皆

不
動

明
王

の
三
摩

耶

に
入

る
が

故

に
」
（
一
四
）

 

 

に
よ

る
と
説

明

す
る
。

27
 

『九
条
大
臣
に
与
ふ
る
坐
禅
論
』
の
第

一
二
番
目
の
問
答
。

28
 
禅
と
密
教
と
の

「兼
修
禅
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
理
念
型
と
し
て
の

 
 
禅
が
あ
り
、
そ
れ
と
密
教
の

（な
ん
ら
か
の
修
法
）
と
を
兼
ね
修
す
る
、
と
い

 
 
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
「兼
修
禅
」と
対
立
す
る
も
の
と
し
て

 
 
従
来
理
解
さ
れ
て
き
た

「純
粋
禅
」
の
う
ち
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
、
渡
来
禅

 
 
僧
の
禅
に
も
実
は
、
陀
羅
尼
を
読
講
す
る
な
ど
の
密
教
的
な
要
素
が
少
な
か
ら

 
 
ず
存
在
す
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
密
教
的
な
要
素
を

 
 
も
つ
こ
と
が

「兼
修
禅
」
な
ら
ば
渡
来
禅
僧
の
禅
も
、
宋
の
禅
も

「兼
修
禅
」

 
 
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
か
ら
も
、
禅
を
「純
粋
禅
」
と
「兼

 
 
修
禅
」
と
に
二
分
す
る
こ
と
に
は
建
設
的
な
意
味
は
無
い
。
密
教
的
な
も
の
や

 
 
教
宗
的
な
も
の
を
い
ろ
い
ろ
併
せ
持
ち
、
坐
禅
を
修
し
、
独
特
な
言
語
的
手
段

 
 
を
も
っ
て
法
を
表
現
す
る
仏
教
が
禅
で
あ
る
、
と
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

29
 
圓
爾
や
蘭
渓
に
お
け
る
京
都
の
東
福
寺
と
鎌
倉
の
建
長
寺
の
重
要
性
の
認
識
に

 
 
つ
い
て
は
、
市
川
『吾
妻
鏡
の
思
想
史
―
北
条
時
頼
を
読
む
―
』
（吉
川
弘
文
館
、

 
 
二
〇
〇
二
）
m
に
詳
論
し
た
。

30
 
園
心
の
編
に
よ
る

『東
福
聖

一
国
師
年
譜
』
（『大
日
本
仏
教
全
書
』
九
五
）
で

 
 
は
、
無
準
は
別
れ
に
あ
た
っ
て

「楊
岐
法
衣
並
び
大
明
録
」
を
付
し
た
こ
と
に

 
 
な

っ
て
い
る
が
、
虎
関
は
こ
の
点
を

〈編
集
〉
し
て
、
無
準
が
大
明
録
を
与
え

 
 
た
こ
と
を
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

 
 
 
こ
う
し
た
点
に
関
し
て
、
荒
木
 
浩

「無
住
と
円
爾
―
『宗
鏡
録
』
と

『仏
法

 
 
大
明
録
』
の
周
辺
―
」
（『説
話
文
学
研
究
』
三
五
へ
二
〇
〇
〇
）
が
興
味
深
い

 
 
論
述
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
『仏
法
大
明
録
』
に
関
係
し
て
は
、
虎
関
は
あ

 
 
る
時
期
は
こ
の
書
を
肯
定
的
に
受
容
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
あ
る
時
期
か
ら

 
 
は
批
判
に
転
じ
て
、
『元
亨
釈
書
』
の
圓
爾
伝
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
無
準
が
こ

 
 

の
書
を
圓
爾
に
付
属
し
た
こ
と
さ
え
否
定
す
る
に
至

っ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
、

 
 

と
。
本
稿
は
虎
関
に
お
け
る

『仏
法
大
明
録
』
の
受
容
相
如
何
が
主
題
で
は
な

 
 

い
の
で
詳
論
す
る
こ
と
は
避
け
る
が
、
虎
関
、
あ
る
い
は
聖

一
派
の
諸
師
の
思

 
 
想
を
、
と
く
に

〈兼
修
禅
〉
あ
る
い
は

〈教
禅

一
致
〉
的
な
捉
え
方
か
ら
見
る

 
 

と
き
、
看
過
で
き
な
い
書
物
で
あ
る
。

31
 
 
『禅
学
大
辞
典
』
に
ょ
る
。

32
 
な
お
、
『仏
法
大
明
録
』
に
対
す
る
虎
関
師
錬
の
本
格
的
な
批
判
は
、
『済
北
集
』

 
 
巻
第

一
七
お
よ
び
巻
第

一
八
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。



33
 

一
般
に
禅
宗
で
は
、
「空
劫
以
前
」
は
、
天
地
未
開
以
前
の
こ
と
を
指
し
、

一
切

 
 
の
差
別
、
分
別
が
生
起
す
る
以
前
の
絶
対
的
存
在
の
こ
と
を
言
い
、
法
と
し
て

 
 
は
本
来
の
法
性
、
自
己
と
し
て
は
父
母
未
生
以
前
の
本
来
の
面
目
の
こ
と
を
い

 
 
う
（『禅
学
大
辞
典
』）。
た
し
か
に
そ
の
意
味
で
は
、
虎
関
の
言
う
よ
う
に
こ
れ

 
 
を

「真
空
」
と
解
す
る
圭
堂
の
説
は
肯
定
で
き
な
い
。

34
 
 
『十
宗
要
道
記
』
は
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
ろ
う
。

35
 
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
な
か
に
は
、
市
川
「虎
関
師
錬
の
思
想
」
（『日
本
思
想
史
学
』

 
 
第

一
九
号
、

一
九
八
七
）
に
述
べ
た
、
虎
関
の

「禅
宗
中
心
主
義
」
の
立
場
が

 
 
含
ま
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
『元
亨
釈
書
』
の
冒
頭
に
達
磨
の
伝
を
置
い
た
り
、

 
 
圓
爾
伝
の
な
か
で
天
台
の
静
明
や
法
相
の
良
遍
が
圓
爾
に
師
事
し
た
由
の
言
及

 
 
が
あ
る
こ
と
は
そ
の
証
左
で
あ
る
。

36
 
顕
密
体
制
論
で
は
、
九
世
紀
な
い
し
十
世
紀
に
密
教
に
よ
る
諸
宗
教

・
宗
派
の

 
 
統
合
が
進
ん
だ
と
い
う

（黒
田
俊
雄

「中
世
に
お
け
る
顕
密
体
制
の
展
開
」
同

 
 

『日
本
中
世
の
国
家
と
宗
教
』岩
波
書
店
、

一
九
七
五
、
第
三
部
）。
こ
れ
は
右

 
 
に
述
べ
た
圓
爾
の
、
諸
宗
派
が
禅
の
も
と
に
束
ね
ら
れ
る
と
い
う
図
式
に
類
似

 
 
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
禅
に
は
古
代
な
い
し
中
世
の
密
教
ほ
ど
の
総
合
性
、
包

 
 
括
性
は
な
い
。
な
お
、
顕
密
体
制
論
で
は
圓
爾
な
ど
の
臨
済
禅
は
顕
密
仏
教
で

 
 
は
な
く
、
「異
端
＝
改
革
運
動
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

37
 
望
月
信
亨

『仏
教
大
辞
典
』

38
 

『九
条
大
臣
に
与
ふ
る
坐
禅
論
』
冒
頭

39
 
荒
木
見
悟

「教
禅

一
致
」
（同

『仏
教
と
儒
教

中
国
思
想
を
形
成
す
る
も
の

』

 
 

（平
楽
寺
書
店
、

一
九
七
六
、
第
二
章
第
四
節
）
は
、
通
途
の
禅
家
に
お
い
て

 
 
は
経
典
を
説
法
教
授
の
た
め
に
依
用
す
る
こ
と
は
諦
法
堕
罪
の
そ
し
り
を
免
れ

 
 
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
圭
峰
宗
密

（七
八
〇
〜
八
四

一
）
が
な
ぜ
教
禅

 
 

一
致
を
説
い
た
か
、
に
つ
い
て
つ
ぎ

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
即
心
即
仏
に
偏

 
 
し
て
経
論
に
添
う
修
証
を
蔑
視
す
る
禅
家
と
、
経
論
の
文
字
に
滞

っ
て
之
を
心

 
 
魂
に
引
き
あ
て
て
味
読
す
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
教
家
と
の
対
立
」
と
い
う
教
界
の

 
 
混
乱
と
そ
の
弊
害
と
を
匡
正
す
る
た
め
に
、
宗
密
は
両
者
の
結
合
に
よ
っ
て
仏

 
 
教
の
帰

一
点
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て

「経
と
心
と
の
緊
密
な

一
致
を
主
張
す
る

 
 
に
至

っ
た
」
（傍
点
は
荒
木
）
と
述

べ
て
い
る
。
宗
密
に
関
す
る
荒
木
の
見
解
は

 
 
圓
爾
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る

〈兼
修
禅
〉
な
る
禅
の
あ
り
よ
う
を
考
え
る
と
き
の

 
 
重
要
な
ヒ
ン
ト
に
な
る
。

 
右
の
荒
木
説
の
趣
旨
は
、
宗
密
の
教
禅

一
致
と
い
う
思
想
的
立
場
の
形
成
の

背
後
に
は
、
教
家
と
禅
家
と
の
対
立
と
い
う
同
時
代
的
背
景
が
存
在
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
圓
爾
の
場
合
、
禅
を
め
ぐ
る
、
宗
密
の
よ
う
な
同
時
代

的
な
思
想
的
葛
藤
は
み
ら
れ
な
い
。も
し
葛
藤
ら
し
き
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

「
は
じ
め
に
」
に
述
べ
た
第
二
の
問
題
点
に
関
わ
る
圓
爾
の
社
会
的
な
側
面
の

問
題
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
社
会
の
な
か
で
禅
、
具
体
的
に
は
東
福
寺
の
禅

が
い
か
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。


