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一
、
問
題
の
所
在

二
、
如
浄
の
修
証
思
想

三
、
道
元
に
お
け
る
如
浄
の
修
証
思
想
の
摂
取

四
、
結
び
に

一
、
問
題
の
所
在

周
知
の
如
く
、
道
元
の
宗
教
に
お
け
る
究
極
的
な
関
心
は
修
・
証
で
あ
り
、
こ
れ
は
当
時
一
般
の
仏
教
者
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
課

題
と
同
様
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
道
元
は
、
こ
の
課
題
の
解
決
を
、
当
時
の
日
本
仏
教
に
求
め
る
こ
と
を
断
念
し
、
万
里
の
波
涛
を
越

え
て
、
は
る
ば
る
宋
朝
中
国
に
渡
航
し
た
。
二
年
間
に
及
ぶ
惨
憎
た
る
修
行
が
実
を
結
び
、

解
決
し
、
「
只
管
打
坐
（
修
）
、
身
心
脱
落
（
証
）
」
と
い
う
禅
の
真
諦
を
悟
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
こ
れ
を
「
正
法
」
と
深
く

信
じ
、
日
本
に
伝
え
た
の
で
あ
る
。

道
元
に
お
け
る
修
証
思
想
の
一
考
察

如
浄
と
の
比
較
を
通
し
て
|
_
ー

道
元
に
お
け
る
修
証
思
想
の

一
考
察

何

つ
い
に
如
浄
の
も
と
で
念
願
の
課
題
を

燕

生



異
な
る
見
解
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
近
年
、
道
元
の
修
証
思
想
に
つ
い
て
、
そ
の
伝
承
問
題
を
め
ぐ
り
、
学
者
の
間
で
議
論
が
活
発
に
交
わ
さ
れ
て
き
た
。
す
な

わ
ち
、
道
元
の
修
証
思
想
は
如
浄
の
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
も
の
か
、
そ
れ
と
も
道
元
の
独
自
の
も
の
か
と
い
う
議
論
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
歴
史
学
者
家
永
三
郎
氏
は
「
道
元
の
宗
教
は
本
来
国
民
的
地
盤
か
ら
遊
離
し
た
大
陸
仏
教
の
機
械
的
移
植
」
で
あ
る

と
し
、
そ
の
論
拠
を
「
正
法
眼
蔵
以
下
に
見
え
る
重
要
な
思
想
の
多
数
が
殆
ど
宝
慶
記
所
見
如
浄
の
教
訓
中
に
そ
の
ま
ま
見
出
だ
さ

(
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れ
る
事
実
」
に
求
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
仏
教
学
者
中
村
元
氏
は
道
元
の
独
自
説
を
認
め
、
「
道
元
の
宗
教
は
大
陸
の
そ
れ
を

忠
実
に
継
受
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
、
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
『
宝
慶
記
』
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
如
浄
の
教
訓
と
、

『
正
法
眼
蔵
』
の
思
想
と
が
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
た
め
の
確
実
な
論
拠
と
は
な
ら
な
い
。
「
宝
慶
記
』
は
道
元
の
著
作
で
あ
っ

て
如
浄
の
著
作
で
は
な
い
故
に
、
そ
こ
に
引
か
れ
て
い
る
如
浄
の
語
に
は
、
道
元
の
希
望
的
解
釈
が
多
分
に
加
わ
っ
て
い
る
お
そ
れ

(
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が
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。

(
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ま
た
最
近
、
大
き
な
反
応
を
引
き
起
こ
し
た
見
解
に
、
高
崎
直
道
氏
の
「
心
塵
脱
落
」
誤
聴
説
が
あ
る
。
高
崎
氏
に
よ
れ
ば
、
『
宝

慶
記
』

の
中
で
最
も
重
要
な
こ
と
は
「
身
心
脱
落
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
禅
宗
で
一
般
に
大
徹
大
悟
と
い
う
も
の
、

(
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当
す
る
体
験
で
あ
る
が
、
こ
の
「
身
心
脱
落
」
は
『
如
浄
語
録
』
で
は
「
心
塵
脱
落
」
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
如
浄
の
嗣
で
あ
る
無

(
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外
義
遠
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
『
永
平
元
禅
師
語
録
』
序
文
に
も
「
心
塵
脱
略
（
落
）
」
と
あ
り
、
中
国
語
の
「
心
塵
」
と
「
身
心
」
の

発
音
が
共
に
シ
ン
ジ
ン
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
聴
き
ち
が
え
た
の
で
は
な
い
か
、
道
元
は
こ
の
「
誤
聴
」
を
通
し
て
、
禅
哲
学

を
深
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
高
崎
氏
の
い
わ
ゆ
る
心
塵
脱
落
誤
聴
説
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
三
氏
の
議
論
の
根
拠
は
い
ず
れ
も
、
如
浄
の
下
で
の
道
元
の
参
問
の
メ
モ

『
宝
慶
記
』

に
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

つ
ま
り
悟
り
に
相



以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
思
想
史
的
立
場
か
ら
『
如
浄
語
録
』
を
徹
底
的
に
研
究
し
た
の
は
鏡
島
元
隆
氏
で
あ
る
。
鏡
島

氏
は
『
天
童
如
浄
禅
師
の
研
究
』
と
い
う
大
著
を
著
し
、
『
如
浄
語
録
』
を
厳
密
に
解
読
し
て
訳
注
を
付
し
た
上
、
如
浄
の
禅
思
想
に

つ
い
て
画
期
的
な
検
討
を
行
な
っ
た
。
鏡
島
氏
に
よ
れ
ば
、
道
元
を
通
し
て
み
た
如
浄
像
と
『
如
浄
語
録
』
を
通
し
て
み
た
如
浄
像

と
が
全
く
違
っ
て
い
る
、
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
『
如
浄
語
録
』
を
通
し
て
み
た
如
浄
は
宋
朝
禅
者
と
し
て
の
面
を
多
分
に
具
え
て
い

る
の
に
対
し
、
道
元
を
通
し
て
み
た
如
浄
は
宋
朝
禅
の
批
判
者
と
し
て
の
面
が
強
く
押
し
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
鏡
島
氏

は
そ
の
相
違
の
原
因
を
追
求
し
、
「
禅
師
（
道
元
）
自
身
は
自
ら
そ
の
師
で
あ
る
天
童
如
浄
の
法
を
忠
実
に
伝
え
る
と
確
信
し
な
が
ら
、

しヽ そ
の
標
榜
す
る
意
識
的
態
度
に
反
し
て
禅
師
自
身
の
し
か
た
に
お
い
て
教
法
を
択
び
と
っ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
を
提
出
し
て

(
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い
わ
ば
上
述
の
中
村
元
氏
と
同
じ
見
解
を
採
っ
た
の
で
あ
る
。

道
元
の
修
証
思
想
に
関
す
る
上
述
の
学
者
の
意
見
を
大
別
す
れ
ば
、
如
浄
か
ら
の
伝
承
説
と
道
元
の
独
自
説
と
の
二
つ
に
な
る
。
そ

れ
ぞ
れ
そ
れ
な
り
の
理
由
を
具
え
て
い
る
が
、
同
時
に
ま
た
検
討
す
べ
き
問
題
点
も
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例

え
ば
、
家
永
、
中
村
、
高
崎
三
氏
が
い
ず
れ
も
論
拠
と
し
て
い
る
『
宝
慶
記
』

で
あ
る
。
こ
の

下
で
の
参
禅
メ
モ
で
あ
り
、
道
元
は
生
き
て
い
る
間
、
公
開
し
な
か
っ
た
も
の
だ
が
、
道
元
の
弟
子
懐
眸
が
遺
物
を
整
理
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
道
元
の
如
浄
に
対
す
る
問
い
を
見
て
も
、
道
元
の
持
っ
て
い
る
仏
教
知
識
は
非
常
に
浅
薄
な
も
の
で
、
『
正
法
眼
蔵
」
の

よ
う
な
高
深
な
哲
学
理
論
が
そ
こ
に
は
み
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

か
に
つ
い
て
は
疑
わ
し
い
も
の
が
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
疑
問
を
支
持
す
る
有
力
な
証
拠
が
い
ま
だ
現
わ
れ
て
い
な

い
現
状
で
は
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
―
つ
の
推
測
に
過
ぎ
な
い
。

道
元
に
お
け
る
修
証
思
想
の
一
考
察

と
き
に
出
て
き
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
『
宝
慶
記
』
が
道
元
の
真
作
で
あ
る
か
ど
う

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
道
元
の
禅
思
想
を
論
ず
る

し
か
し
そ
の
漠
文
は

『
普
勧
坐
禅
儀
』
な
ど
の
文
章
に
比
べ
る
と
か
な
り
拙
劣
な
も

『
宝
慶
記
』
は
、
も
と
も
と
如
浄
の



は
以
下
の
論
述
で
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

時
、
そ
の
手
が
か
り
と
す
べ
き
諸
文
献
に
つ
い
て
の
資
料
学
的
考
察
の
必
要
性
と
、
道
元
の
禅
思
想
の
巨
視
的
把
握
が
要
求
さ
れ
る

ま
た
道
元
の
独
自
説
を
主
張
す
る
中
村
氏
、
高
崎
氏
、
鏡
島
氏
ら
の
論
考
は
道
元
の
禅
思
想
の
独
自
性
を
強
調
し
過
ぎ
る
あ
ま
り
、

禅
宗
の
最
も
重
視
す
る
と
こ
ろ
の
師
資
相
承
を
軽
視
す
る
面
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
道
元
自
身
は
『
正
法
眼
蔵
』
の
「
嗣
書
」
の

巻
の
中
で
、
「
仏
仏
か
な
ら
ず
仏
仏
に
嗣
法
し
、
祖
祖
か
な
ら
ず
祖
祖
に
嗣
法
す
る
、
こ
れ
証
契
な
り
、
こ
れ
単
伝
な
り
。
こ
の
ゆ
え

に
、
無
上
菩
提
な
り
。
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
道
元
は
無
師
独
悟
を
明
ら
か
に
批
判
し
て
い
る
。
如
浄
の
「
証
契
」
が
な
け
れ
ば
、

道
元
の
「
脱
落
」
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
道
元
の
禅
思
想
の
独
自
性
を
強
調
す
る
場
合
に
も
道
元
の
こ

の
よ
う
な
「
面
授
」
の
意
義
を
考
量
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
「
心
塵
脱
落
」
と
「
身
心
脱
落
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
じ
り
の

ち
が
い
を
強
調
し
て
、
道
元
の
修
証
思
想
が
如
浄
の
そ
れ
を
超
え
た
と
い
う
よ
う
な
性
急
な
評
価
を
下
す
こ
と
も
穏
当
を
欠
く
態
度

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
高
崎
氏
の
「
誤
聴
説
」
に
つ
い
て
も
異
議
が
な
い
と
は
言
え
な
い
。
ま
る
二
年
も
中
国
に
滞
在
し

て
お
り
、
中
国
人
ば
か
り
の
中
に
い
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
重
要
な
点
に
お
い
て
聴
き
ま
ち
が
っ
た
と
す
れ
ば
、
道
元
は
語
学
の
鈍

オ
と
な
る
。
し
か
し
『
正
法
眼
蔵
』
な
ど
を
見
る
と
、
決
し
て
そ
う
と
は
思
え
な
い
。
ま
た
中
国
語
で
は
「
身
心
」
を
S
h
e
n
Xin、

「
心
塵
」
を
X
i
n
C
h
e
n
と
い
い
、
ま
た
「
身
心
」
を
引
っ
繰
り
返
し
て
「
心
身
」
と
い
う
場
合
も
あ
る
の
で
、
「
心
塵
脱
落
」
を
「
心

身
脱
落
」
と
聞
き
違
え
る
可
能
性
は
あ
っ
て
も
、
「
身
心
脱
落
」
と
聞
き
違
え
る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も

如
浄
が
浙
江
省
の
出
身
で
、

し
か
も
南
宋
時
代
の
人
で
あ
る
た
め
、
当
時
ど
の
よ
う
な
発
音
を
し
た
か
に
つ
い
て
は
古
代
方
言
学
と

古
代
音
韻
学
の
角
度
か
ら
研
究
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
研
究
が
本
稿
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
全
く
無
意
味
な
こ
と

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

四



二
、
如
浄
の
修
証
思
想

も
し
道
元
と
の
避
返
が
な
か
っ
た
ら
、
如
浄
と
い
う
人
に
つ
い
て
、
今
日
そ
の
名
を
知
る
人
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
中

国
側
の
灯
史
録
類
な
ど
の
資
料
に
僅
か
に
そ
の
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
詳
細
な
業
績
な
ど
に
つ
い
て
の
記
載
は
ほ
と
ん
ど

(
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見
当
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
六
つ
の
大
寺
院
の
住
職
に
も
勅
請
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
如
浄
が
こ
の
よ
う
な
不
当
な
待
遇
を
与
え
ら
れ

た
の
は
誠
に
不
思
議
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
幸
い
に
『
如
浄
語
録
』
が
現
存
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
嗣
法
の
弟
子
で
あ
る
道
元
の

道
尤
に
お
け
る
修
証
思
想
の
一
考
察

の
同
異
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

五

以
上
考
察
し
て
き
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
道
元
の
片
言
隻
語
、
或
い
は
そ
の
一
部
の
書
物
を
以
て
道
元
の
禅
思
想
の

全
体
的
表
明
と
見
る
こ
と
の
危
険
性
が
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
危
険
を
避
け
る
た
め
に
は
、
道
元
の
言
葉
の
表
面

に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
事
実
の
分
析
を
通
し
て
そ
の
表
現
を
理
論
的
に
探
求
す
る
と
い
う
態
度
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

、7
f

カ
カ
る

探
求
の
対
象
と
し
て
、
私
は
「
只
管
打
坐
（
修
）
」
「
身
心
脱
落
」
（
証
）
と
い
う
表
現
を
と
り
あ
げ
る
と
共
に
、
こ
れ
ら
の
表
現
の
な

か
に
内
在
し
て
い
る
思
想
が
果
た
し
て
如
浄
に
既
に
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
当
面
の
課
題
と
し
た
い
。
あ
る
思
想
の

源
流
を
求
め
る
場
合
、
そ
の
思
想
へ
と
展
開
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、

よ
り
根
源
的
な
理
論
を
探
究
す
る
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
う
し
て
こ
そ
道
元
が
そ
れ
ま
で
の
諸
師
よ
り
も
如
浄
を
高
く
尊
敬
し
、
「
正
師
」
と
仰
い
だ
意
味
も
恐
ら
く
見
出
し
得
る

で
あ
ろ
う
。
従
来
、
道
元
の
修
証
思
想
の
伝
承
問
題
を
め
ぐ
る
種
々
の
研
究
に
そ
の
よ
う
な
方
向
か
ら
の
解
釈
が
薄
弱
で
あ
っ
た
よ

(
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う
に
思
わ
れ
る
。

以
下
こ
の
よ
う
な
研
究
方
針
に
沿
っ
て
、
ま
ず
如
浄
の
修
証
思
想
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
か
ら
道
元
の
修
証
思
想
と
比
較
し
、
そ



著
作
に
も
詳
細
な
記
述
が
残
っ
て
い
る
の
で
、
今
日
我
々
は
彼
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
さ
ら
に
上
述
の
如
く
、
最
近
鏡
島
元
隆
氏

が
『
天
童
如
浄
禅
師
の
研
究
』
と
い
う
大
著
を
世
に
問
い
、
如
浄
の
生
涯
、
禅
思
想
な
ど
に
つ
い
て
系
統
的
な
研
究
を
行
な
っ
た
こ

と
も
相
侯
っ
て
、
今
ま
で
そ
の
名
さ
え
忘
れ
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
如
浄
は
漸
く
世
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
文
献
資
料
と
研
究
に
よ
れ
ば
、
如
浄
は
南
宋
の
紹
興
二
三
年
（
―
-
六
二
）
、
越
州
山
陰
県
の
毛
氏
に
生
ま
れ
た
。
幼
く
し
て
出
家

し
、
十
九
歳
の
時
に
教
学
を
捨
て
て
禅
門
に
入
っ
た
。
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』
「
行
持
」
に
よ
れ
ば
、
如
浄
は
曾
て
大
恵
の
門
下
仏
照

徳
光
に
参
じ
た
が
、
仏
照
の
各
自
理
会
と
貪
名
愛
利
の
禅
に
は
痛
烈
な
批
判
を
持
つ
に
至
っ
た
。
四
十
歳
以
後
に
六
つ
の
名
刹
の
住

職
に
任
命
さ
れ
た
。
道
元
が
如
浄
に
参
ず
る
の
は
明
州
天
童
寺
晋
住
中
の
宝
慶
年
間
(
―
ニ
ニ
五

i
―
ニ
ニ
七
）
の
こ
と
で
あ
る
。
如

浄
は
、
道
元
が
帰
国
し
て
の
一
年
あ
と
に
、
こ
の
世
を
去
っ
た
。
亨
年
六
十
六
歳
で
あ
っ
た
。
『
枯
崖
漫
録
』
（
宋
・
円
悟
著
）
の
如

浄
の
伝
に
よ
れ
ば
、
如
浄
の
他
の
禅
者
と
異
な
る
特
色
は
、
道
号
を
用
い
な
か
っ
た
こ
と
と
、
臨
終
の
と
き
に
嗣
法
香
を
焼
い
た
こ

と
で
あ
り
、
こ
れ
は
当
時
の
禅
林
に
あ
っ
て
は
極
め
て
異
例
な
出
来
事
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
『
如
浄
語
録
』
の

呂
澤
の
序
文
は
、
「

．．．． 
唯
天
童
浄
禅
師
は
流
れ
ず
椅
ら
ず
自
ら
一
家
を
成
し
て
八
面
に
敵
を
受
く
」
と
記
し
、
如
浄
は
独
自
の
禅
風

(11) 

を
振
い
、
し
か
も
そ
の
立
場
は
四
方
八
方
か
ら
攻
撃
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
石
井
修
道
氏
の
指
摘
を
借
り
て
言
え
ば
、

道
号
を
用
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
当
時
の
権
力
に
迎
合
せ
ず
に
反
世
俗
の
立
場
を
貫
い
た
こ
と
を
意
味
し
、
ま
た
、
住
持
す
る
と
き

嗣
法
を
公
開
す
る
の
が
当
時
の
入
院
の
形
式
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
行
な
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
如
浄
の
反
骨
精
神
を

示
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
性
格
と
禅
風
を
持
つ
如
浄
は
当
然
当
時
の
禅
林
に
異
端
者
と
し
て

見
倣
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
そ
の
詳
細
な
業
績
が
正
統
な
る
灯
史
録
類
に
載
せ
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
の
一
端
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
な
お
、
『
如
浄
語
録
』
巻
下
に
よ
る
と
、
「
如
浄
行
脚
四
十
年
、
首
到
乳
峰
、
失
脚
堕
於
陥
井
」
と
あ
る
が
、
乳
峰
に
居

＇ ノ‘



い
る
如
浄
の
問
答
を
検
討
し
、
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

七

し
て
、
何
ら
か
の
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
、
失
脚
さ
せ
ら
れ
も
し
た
こ
と
は
、
如
浄
の
権
力
者
と
妥
協
し
な
い
「
豪
爽
」
な
人
格
を
表

わ
す
証
拠
で
あ
り
、
こ
の
非
妥
協
的
、
反
世
俗
的
な
態
度
と
人
格
が
如
浄
を
し
て
、
彼
に
ふ
さ
わ
し
い
地
位
に
巡
り
あ
え
な
か
っ
た

理
由
で
も
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
如
浄
の
示
寂
後
、
そ
の
門
人
が
そ
の
上
堂
、
示
衆
を
集
め
て
、
年
代
順
に
編
纂
し
、
『
如
浄
語
録
』
と
し
た
。
こ
れ
が

如
浄
の
禅
思
想
を
伝
え
る
中
国
側
の
唯
一
の
資
料
で
あ
る
。
そ
の
内
容
を
総
覧
す
る
と
、
如
浄
の
思
想
は
年
月
に
つ
れ
て
変
化
し
て

お
り
、
わ
れ
わ
れ
は
如
浄
の
思
想
を
探
究
す
る
場
合
に
彼
の
晩
年
の
説
法
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
時
期
の
思
想

こ
そ
如
浄
の
成
熟
期
の
思
想
で
あ
り
、
道
元
が
参
問
し
た
の
は
他
な
ら
ぬ
如
浄
の
晩
年
に
当
た
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
の
如
浄
が

修
証
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
唱
え
た
か
、
以
下
ま
ず
『
如
浄
語
録
』
を
考
察
し
、
そ
れ
か
ら
道
元
の
著
作
に
記
さ
れ
て

『
如
浄
語
録
』
の
「
普
説
」
に
お
い
て
は
、
ま
ず
「
喝
」
と
い
う
禅
者
の
特
有
の
修
行
方
法
が
説
か
れ
て
い
る
。
臨
済
宗
で
は
師
家

が
学
人
を
導
く
手
段
と
し
て
こ
の
「
喝
」
が
よ
く
用
い
ら
れ
る
。
有
名
な
の
は
臨
済
の
四
喝
で
あ
る
。
如
浄
は
こ
こ
で
、
当
時
の
禅

林
を
風
靡
し
て
い
る
「
喝
」
を
徹
底
的
に
否
定
す
る
と
共
に
自
ら
の
独
自
の
修
証
思
想
を
説
い
て
い
る
。
紙
面
の
関
係
で
、
こ
こ
で

そ
の
全
文
を
紹
介
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、
そ
の
原
文
を
通
読
す
る
と
、
そ
こ
で
の
如
浄
の
主
な
目
的
は
臨
済
の
「
喝
」
を
否
定

す
る
こ
と
自
体
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
否
定
を
通
し
て
如
浄
の
独
自
の
「
修
」
を
閾
明
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う

こ
と
が
わ
か
る
。
主
と
賓
、
照
と
用
と
い
っ
た
相
対
関
係
を
突
破
し
て
、
再
び
「
威
音
王
未
現
已
前
」
（
父
母
未
生
已
前
）
に
帰
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
、

い
わ
ば
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
あ
り
の
ま
ま
の
姿
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
の
時
に
は
す
で
に
「
二
な
く
、
（
二
）
分
な
く
、
別
な
く
断
な
き
故
な
り
」
の
境
地
で
あ
る
か
ら
、
当

道
元
に
お
け
る
修
証
思
想
の
一
考
察



然
、
身
心
と
い
っ
た
二
元
的
な
相
対
物
も
存
在
し
得
な
い
。
「
本
よ
り
許
多
般
な
し
」
と
い
う
の
は
、

偽
」
の
「
本
来
無
一
物
、
何
処
惹
塵
埃
」
の
禅
的
面
目
に
も
通
じ
、
唐
代
以
来
の
中
国
の
禅
思
想
の
真
諦
を
貫
い
て
い
る
こ
と
が
窺

え
る
。
こ
こ
で
は
如
浄
は
「
悟
後
修
行
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
は
い
な
い
が
、

い
わ
ゆ
る
六
祖
恵
能
の
「
得
法

し
か
し
同
様
の
思
想
構
造
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は

如
浄
が
坐
禅
と
悟
り
の
関
係
を
明
ら
か
に
説
い
た
の
は
、
以
下
の
台
州
瑞
岩
禅
寺
語
録
所
収
の
「
上
堂
」
の
言
葉
で
あ
る
。

「
上
堂
。
今
朝
九
月
初
一
。
板
を
打
し
て
普
請
し
て
坐
禅
す
。
第
一
切
に
忌
む
睛
睡
す
る
こ
と
を
。
直
下
猛
烈
を
先
と
す
。
忽
然
と
し
て
漆
桶
を
爆
破

せ
ば
、
除
な
る
こ
と
雲
の
秋
天
に
散
ず
る
ご
と
し
」
（
原
漠
文
よ
り
筆
者
試
訳
）

こ
こ
で
如
浄
は
猛
烈
な
坐
禅
を
勧
め
る
と
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
を
束
縛
し
て
い
る
「
漆
桶
」
を
「
爆
破
」
す
る
の
が
究
極
的
な
目
的

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
「
直
下
猛
烈
を
先
と
す
」
と
い
う
の
は
、
す
な
わ
ち
道
元
の
『
学
道
用
心
集
』
に
見
え
る
「
直
下
承
当
」
の

意
味
で
あ
り
、
「
只
管
打
坐
」
と
い
う
修
行
思
想
の
原
型
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

の
は
、

ま
た
「
漆
桶
を
爆
破
」
す
る
と
い
う

い
わ
ゆ
る
「
身
心
を
脱
落
せ
し
む
」
と
い
う
表
現
の
置
き
換
え
で
は
な
い
か
。
直
下
猛
烈
に
し
て
坐
禅
し
、
「
物
心
雙
忘
」
の

境
地
に
到
達
す
る
こ
と
こ
そ
如
浄
の
修
証
思
想
の
肝
要
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

上
述
の
天
童
山
の
「
普
説
」

わ
ち
眼
・
耳
．
鼻
・
舌
・
身
・
心
（
或
い
は
意
）

の
中
で
如
浄
は
さ
ら
に
「
六
処
」
に
つ
い
て
独
自
の
解
釈
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
「
六
処
」
す
な

(13) 

の
「
六
根
」
の
慟
き
に
つ
い
て
説
く
と
こ
ろ
は
、
杉
尾
玄
有
氏
の
指
摘
に
よ
る
と
、

ま
さ
に
「
身
心
脱
落
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
「
眼
」
に
つ
い
て
は
、
「
眼
に
在
り
て
は
見
と
曰
う
。
直
に
須

く
眼
睛
を
扶
却
し
週
に
所
見
無
か
る
べ
し
。
然
る
後
、
所
不
見
無
き
、
は
じ
め
て
是
れ
を
見
と
謂
う
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
眼
の
働
き
は
見
る
こ
と
に
あ
る
が
、
「
眼
の
睛
（
た
ま
）
」
を
扶
り
捨
て
て
一
切
見
え
る
も
の
の
な
い
境
地
に
至
っ
て
、

否
定
で
き
な
い
。

八

↓ヽ

し
カ



に
至
っ
て
、

一
切
の
物
は
互
い
に
関
係
し
、
影
響
し
合
っ
て
、

も
同
時
に
立
つ
。
換
言
す
れ
ば
、
「
我
」
が
あ
れ
ば
、
当
然
「
我
所
」
が
生
じ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
相
対
関
係
を
乗
り
越
え
た
境
地

一
切
を
観
察
す
る
時
、

き
、
嗅
ぎ
、
語
る
時
、

は
じ
め
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

九

―
つ
の
定
着
語
と
し
て
、

一
方
を
立
て
る
と
、
他
方

一
切
は
一
切
で
あ
り
、
主
も
客
も
一
如
で
あ
る
。
同
様
に
耳
や
鼻
や
舌
を
断
ち
捨
て
て
後
に
聞

は
じ
め
て
真
に
聞
く
こ
と
、
嗅
ぐ
こ
と
、
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
説
い
た
後
、
さ
ら

「
身
に
在
り
て
は
人
と
曰
う
。
直
に
須
く
四
大
脱
除
し
了
り
て
依
椅
無
か
る
べ
し
。
然
る
後
に
類
に
随
っ
て
形
を
現
ず
。
は
じ
め
て
こ
れ
を
人
と
言
う

べ
し
。
心
に
在
り
て
は
識
と
言
う
。
直
に
須
＜
永
く
攀
縁
を
絶
ち
、
三
祇
劫
空
な
る
べ
し
。
然
る
後
、
起
滅
し
て
停
ら
ず
、
は
じ
め
て
こ
れ
を
識
と

謂
う
べ
し
」
。
（
原
漠
文
よ
り
筆
者
試
訳
）

す
な
わ
ち
現
実
の
わ
れ
わ
れ
の
肉
体
を
構
成
す
る
「
四
大
」
が
脱
除
し
て
し
ま
っ
て
、
こ
れ
に
束
縛
さ
れ
ず
、
肉
体
と
い
う
物
質
を

拠
り
所
と
し
な
い
で
、

い
う
分
別
が
な
い
。

し
か
も
現
実
の
姿
に
お
い
て
働
く
、
そ
れ
で
こ
そ
真
の
人
で
あ
る
。
ま
た
俗
縁
・
俗
事
を
断
絶
し
て
煩
悩
を

離
れ
て
空
に
帰
し
て
お
り
な
が
ら
、
な
お
そ
の
空
な
る
心
が
絶
え
間
な
く
起
滅
し
つ
つ
働
く
時
、
そ
れ
が
真
の
識
で
あ
る
。
こ
の
解

釈
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
如
浄
の
立
場
は
「
身
心
脱
落
」
と
こ
そ
表
現
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
身
心
脱
落
」
と
い
う
思
想
を
『
如
浄
語
録
』
に
求
め
え
た
に
し
て
も
、
「
身
心
脱
落
」
と
い
う
語
そ
の
も
の
は

や
は
り
見
当
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
中
国
の
禅
思
想
の
中
で
「
身
心
」
と
い
う
語
が
一
緒
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
ま

た
「
身
心
脱
落
」
と
同
じ
意
味
の
表
現
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
は
、
中
国
の
禅
籍
を

幡
く
と
、
「
身
心
脱
落
」
と
い
う
言
葉
に
似
た
表
現
は
、
特
に
唐
末
•
五
代
以
後
の
多
く
の
禅
籍
に
見
ら
れ
、

道
元
に
お
け
る
修
証
思
想
の
一
考
察

に
続
け
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

も
一
切
を
見
る
、
そ
れ
で
こ
そ
真
に
見
る
と
言
い
得
る
。

つ
ま
り
、

一
切
の
物
は
本
来
に
お
い
て
、
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
と



（
如
浄
）

（
道
元
）

の
み
に
限
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
は
別
稿
に
譲
り
た
い
。
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禅
僧
ら
に
愛
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
こ
に
任
意
に
幾
つ
を
列
挙
す
る
と
、
「
身
心
本
性
空
」
（
『
伝
灯
録
』
巻
一
「
拘
留

孫
仏
」
条
）
、
「
身
心
倶
定
」
（
『
伝
灯
録
」
巻
二
「
羅
候
羅
多
」
条
）
、
「
身
心
恒
寂
」
（
「
祖
堂
集
』
巻
一

（
『
宏
智
禅
師
広
録
」
巻
四
）
＂
、
「
身
心
息
脚
」
（
『
祖
堂
集
』
巻
十
「
長
慶
和
尚
嗣
霊
峰
」
条
）
な
ど
の
言
葉
が
あ
る
。
明
ら
か
に
、
道

元
の
「
身
心
脱
落
」
と
い
う
表
現
に
似
た
語
句
は
、
す
で
に
如
浄
よ
り
二
百
年
以
上
も
早
く
中
国
禅
僧
の
間
で
広
く
使
わ
れ
、
ま
た

「
身
心
脱
落
」
と
同
じ
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
従
っ
て
、
「
身
心
脱
落
」
を
道
元
の
独
自
な
表
現
と
見
る
よ
り
は
、
中

国
禅
に
お
け
る
一
般
的
な
表
現
で
あ
り
、
こ
れ
を
道
元
も
継
承
し
て
い
る
と
見
る
方
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
な
に
も
道
元
に
聞
き
違
い

ま
で
さ
せ
た
り
、
道
元
の
所
有
物
に
さ
せ
た
り
す
る
必
要
は
な
い
。
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
思
想
を
、
道
元
が
ど
の
よ
う
に
受
け
と

め
た
か
、
さ
ら
に
自
分
の
思
想
構
築
に
ど
う
結
び
つ
け
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
は
、
当
然
、

中
国
禅
の
成
立
時
期
よ
り
如
浄
に
至
る
ま
で
の
思
想
的
展
開
の
過
程
を
辿
る
必
要
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
考
察
を
ひ
と
ま
ず
如
浄

以
上
、
『
如
浄
語
録
』
を
中
心
に
如
浄
の
修
証
思
想
を
表
明
す
る
幾
つ
か
の
言
葉
を
取
り
上
げ
て
、
解
釈
し
て
き
た
が
、
こ
れ
で
わ

か
る
よ
う
に
、
『
如
浄
語
録
』
に
は
「
身
心
脱
落
」
と
い
う
表
現
そ
の
も
の
は
見
ら
れ
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
思
想
が
す
で
に

存
在
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
っ
た
。

た
の
か
、
以
下
そ
の
参
問
メ
モ
で
あ
る
『
宝
慶
記
』
を
中
心
に
考
え
て
み
よ
う
。

『
宝
慶
記
』

で
は
直
接
に
如
浄
に
参
問
し
た
道
元
は
如
浄
の
思
想
を
ど
の
よ
う
に
伝
え

の
中
に
「
身
心
脱
落
」
に
つ
い
て
の
如
浄
と
道
元
の
会
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
原
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

参
禅
と
は
身
心
脱
落
な
り
、
焼
香
、
礼
拝
、
念
仏
、
修
懺
、
看
経
を
用
い
ず
、
只
管
打
坐
な
り
。

身
心
脱
落
と
は
何
ぞ
や
。

「
弘
忍
」
条
）
、
「
身
心
独
脱
」

1
0
 



（
如
浄
）

（
如
浄
）

（
道
元
）

（
道
元
）

道
元
に
お
け
る
修
証
思
想
の
一
考
察

身
心
脱
落
と
は
、
坐
禅
な
り
。
只
管
打
坐
す
る
時
、
五
欲
を
離
れ
、
五
蓋
を
除
く
な
り
。

若
し
五
欲
を
離
れ
、
五
蓋
を
除
く
と
せ
ば
、
乃
ち
教
家
の
談
ず
る
と
こ
ろ
に
同
じ
き
な
り
。
即
ち
大
小
両
乗
の
行
人
と
な
す
者
な
る
か
。

祖
師
の
児
孫
、
強
い
て
大
小
両
乗
の
説
を
嫌
う
べ
か
ら
ず
。
学
ぶ
者
、
若
し
如
来
の
聖
教
に
背
か
ば
、
何
ぞ
敢
え
て
仏
祖
の
児
孫
な
る
者

ゃ゚近
代
疑
う
者
云
く
、
三
毒
即
ち
仏
法
な
り
、
五
欲
即
ち
祖
道
な
り
、
若
し
彼
等
を
除
か
ば
、
即
ち
是
れ
取
捨
な
り
、
還
た
小
乗
に
同
じ
き

な
り
。

若
し
―
―
―
毒
・
五
欲
等
を
除
か
ざ
れ
ば
、
一
に
瓶
沙
王
国
・
阿
闇
世
国
の
諸
の
外
道
の
輩
の
如
し
。
仏
祖
の
児
孫
、
若
し
一
蓋
一
欲
を
除
か

ば

、

則

ち

巨

益

あ

ら

ん

、

仏

祖

と

相

い

見

え

る

の

時

節

な

り

。

‘

…
…
（
中
略
）
…
…

（
如
浄
）
仏
祖
の
児
孫
、
先
ず
五
蓋
を
除
き
、
後
に
六
蓋
を
除
く
な
り
。
五
蓋
に
無
明
蓋
を
加
え
て
六
蓋
と
為
す
な
り
。
唯
だ
無
明
蓋
を
除
か
ば
、
即

ち
五
蓋
を
除
く
な
り
。
五
蓋
を
離
れ
る
と
雖
も
、
無
明
蓋
未
だ
離
れ
ざ
れ
ば
、
仏
祖
の
修
証
に
到
ら
ざ
ら
ん
。

前
来
未
だ
今
日
の
（
こ
れ
）
を
聞
か
ず
、
こ
こ
の
個
個
、
老
宿
者
年
、
雲
水
兄
弟
、
都
な
知
ら
ず
、
又
た
曾
て
説
か
ず
。
今
日
多
幸
に
し

て
、
特
に
和
尚
大
慈
大
悲
を
蒙
む
り
、
忽
ち
に
未
だ
嘗
て
聞
か
ざ
る
処
を
蒙
む
る
、
宿
殖
の
幸
ぶ
所
な
り
。
但
だ
五
蓋
・
六
蓋
を
除
く
に
、

其
の
秘
術
有
り
や
無
し
や
。

汝
、
向
来
功
夫
を
作
す
、
甚
度
を
作
す
や
。
こ
れ
便
ち
是
れ
六
蓋
を
離
る
法
な
り
。
仏
仏
祖
祖
、
階
級
を
待
た
ず
、
直
指
単
伝
し
て
、
五

欲
・
六
蓋
を
離
れ
、
五
欲
等
を
呵
す
な
り
。
只
管
打
坐
に
功
夫
を
作
し
、
身
心
脱
落
し
来
た
る
、
乃
ち
五
蓋
・
六
欲
等
を
離
る
術
な
り
。
此

の
外
に
別
に
事
無
し
、
渾
と
し
て
一
個
の
事
も
無
し
、
登
に
落
二
落
―
―
一
の
者
有
ら
ん
や
（
原
漠
文
よ
り
筆
者
試
訳
）

こ
こ
で
如
浄
は
明
ら
か
に
「
身
心
脱
落
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
り
、

は
ま
ず
坐
禅
は
身
心
脱
落
で
あ
り
、
そ
れ
は
焼
香
な
ど
を
用
い
ず
、

し
か
も
そ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
解
釈
し
て
い
る
。
如
浄

た
だ
只
管
打
坐
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
す
な
わ
ち

只
管
打
坐
と
い
う
禅
的
行
為
は
仏
法
全
体
の
行
為
と
し
て
の
普
遍
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
焼
香
な
ど
の
一
連
の
行
為
が

こ
の
只
管
打
坐
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
道
元
は
身
心
脱
落
と
は
何
か
と
聞
い
た
。
如
浄
は
身
心

脱
落
が
坐
禅
だ
と
答
え
た
。
す
な
わ
ち
身
心
脱
落
の
た
め
に
坐
禅
す
る
の
で
は
な
く
、
坐
禅
そ
の
も
の
が
身
心
脱
落
だ
と
言
う
風
に

（
如
浄
）

（
道
元
）

（
如
浄
）



表
現
し
て
い
る
。
こ
の
表
現
に
こ
そ
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
如
浄
は
さ
ら
に
「
離
五
蓋
」
・
「
離
六
欲
」
な
ど
の
概
念
に
言
及
し
た

が
、
道
元
は
そ
れ
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
、
教
家
の
言
う
と
こ
ろ
と
同
じ
で
は
な
い
か
、
何
か
秘
術
が
あ
ろ
う
か
と
質
問
し

た
。
如
浄
は
、
君
の
功
夫
（
坐
禅
）
こ
そ
六
蓋
を
離
れ
る
方
法
で
あ
り
、
仏
仏
祖
祖
は
「
階
級
を
待
た
ず
に
」
、
直
下
単
伝
し
て
、
身

心
脱
落
し
た
後
、
五
蓋
を
離
れ
、
六
欲
を
離
れ
る
、
と
答
え
た
。
如
浄
は
自
ら
の
仏
法
を
、
煩
悩
の
段
階
的
滅
除
と
し
て
で
は
な
く
、

直
往
の
禅
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
を
道
元
に
説
き
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
「
功
夫
」
以
外
に
別
に
、
我
が
身
、
わ
が
心

と
い
う
概
念
の
束
縛
か
ら
脱
却
し
、
自
己
を
解
放
す
る
方
法
は
な
い
と
述
べ
た
。
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
、
行
と
し
て
の
只
管
打
坐
は
、

証
と
し
て
の
煩
悩
を
離
れ
る
こ
と
と
同
時
現
成
で
あ
り
、
そ
の
行
の
持
続
性
を
「
只
管
」
の
語
で
表
現
し
、
証
は
そ
の
持
続
性
の
中

に
見
出
だ
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
、
行
と
証
は
不
離
の
存
在
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
見
る
と
、
如

浄
は
ま
さ
に
「
身
心
脱
落
」

の
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
外
、
「
三
性
」
（
善
・
悪
・
無
記
の
三
つ
）

(15) 

釈
な
ど
を
見
て
も
、
同
じ
よ
う
な
思
想
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

で
は
、
な
ぜ
『
如
浄
語
録
』

の
中
に
「
身
心
脱
落
」
と
い
う
表
現
が
な
く
、
道
元
の
著
作
の
み
に
そ
れ
が
見
ら
れ
る
か
が
問
題
と

な
る
が
、
こ
れ
は
上
述
の
道
元
の
「
前
来
未
聞
今
日
…
…
云
云
」
の
言
葉
を
見
れ
ば
わ
か
る
と
思
う
。
身
心
脱
落
と
い
う
問
題
は
、
今

ま
で
誰
も
聞
い
た
こ
と
も
な
く
、
ま
た
誰
も
尋
ね
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、

伝
」
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
宗
教
的
（
或
い
は
禅
的
）
意
味
で
の
「
密
伝
」
で
は
な
く
、

お
り
、
た
ま
た
ま
聞
い
た
だ
け
で
あ
る
こ
と
は
上
述
の
文
脈
か
ら
も
判
る
で
あ
ろ
う
。

に
つ
い
て
の
解

い
わ
ば
如
浄
と
道
元
二
人
だ
け
で
の
「
単

た
だ
道
元
が
そ
れ
に
関
心
を
持
っ
て

し
た
が
っ
て
二
人
だ
け
の
間
で
行
な
わ
れ
た

問
答
は
当
然
、
『
如
浄
語
録
』
に
は
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
祖
師
の
語
録
と
い
う
も
の
は
、
普
通
「
上
堂
」
．

「
示
衆
」
・
「
普
説
」
な
ど
と
い
っ
た
形
で
な
さ
れ
て
お
り
、
祖
師
が
大
衆
を
相
手
に
語
っ
た
言
葉
を
中
心
に
編
纂
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら



た
い
と
思
う
。

、
道
元
に
お
け
る
如
浄
の
修
証
思
想
の
摂
取

で
あ
る
。
『
宝
慶
記
』
に
よ
る
と
、
道
元
は
如
浄
と
筆
談
し
た
こ
と
が
多
く
、
そ
の
筆
談
の
内
容
に
つ
い
て
、
後
の
『
如
浄
語
録
』
の

編
纂
者
は
知
り
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
『
如
浄
語
録
』

の
完
成
は
道
元
が
帰
国
し
て
一
年
後
の
こ
と
で
あ
り
、
当
然
道
元

の
意
見
は
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
、
両
者
の
間
に
ズ
レ
が
出
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
、
『
如
浄
語
録
』
と
道
元
の
『
宝
慶
記
』
を
通
し
て
如
浄
の
修
証
思
想
を
見
て
き
た
が
、
す
で
に
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
『
如

浄
語
録
』

に
は
「
身
心
脱
落
」
と
い
う
表
現
こ
そ
存
在
し
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
よ
う
な
思
想
が
確
か
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
否

定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。

そ
し
て
『
宝
慶
記
』

摘
し
た
。

し
か
も
「
身
心
脱
落
」
と
い
う
思
想
は
道
元
独
自
の
も
の
で
は
な
く
、
中
国
の
禅
界
に
お
け
る
一
般
的

な
思
想
で
あ
り
、
宋
の
時
代
で
は
、
相
似
た
表
現
が
す
で
に
―
つ
の
定
着
語
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

に
お
け
る
如
浄
の
身
心
脱
落
論
に
関
し
て
は
、
従
来
の
学
者
と
は
や
や
異
な
る
結
論
を
得
た
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
身
心
脱
落
の
語
を
め
ぐ
る
『
如
浄
語
録
』
と
『
宝
慶
記
』

の
ズ
レ
の
原
因
を
祖
師
語
録
の
性
格
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
も
指

で
は
、
こ
の
よ
う
な
如
浄
の
教
訓
に
お
け
る
「
只
管
打
坐
、
身
心
脱
落
」
の
思
想
を
、
道
元
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
か
、
そ

し
て
自
分
の
思
想
構
築
に
ど
う
結
び
つ
け
て
行
っ
た
の
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
以
下
い
く
つ
か
の
事
例
を
取
り
上
げ
て
考
え
て
み

如
浄
の
も
と
で
「
只
管
打
坐
、
身
心
脱
落
」
の
禅
的
真
諦
を
大
徹
大
悟
し
た
道
元
は
、
帰
国
後
直
ち
に
漠
文
で
『
普
勧
坐
禅
儀
』
を

著
わ
し
、
自
分
の
禅
的
立
場
を
宣
言
し
た
。
「
自
然
身
心
脱
落
、
本
来
面
目
現
前
、
欲
得
侶
度
、
急
務
座
禅
」
と
の
言
葉
か
ら
わ
か
る

よ
う
に
、
道
元
は
専
ら
坐
禅
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
四
年
後
に
『
弁
道
話
』
を
撰
し
、
後
の
『
正
法
眼
蔵
』

道
元
に
お
け
る
修
証
思
想
の
一
考
察

の
「
序
」
と



る。

「
宗
門
の
正
伝
に
い
わ
く
、
こ
の
単
伝
正
直
の
仏
法
は
、
最
上
の
な
か
の
最
上
な
り
、
参
見
知
識
の
は
じ
め
よ
り
、
さ
ら
に
焼
香
・
礼
拝
・
念
仏
・
修

懺
・
看
経
を
も
ち
い
ず
、
た
だ
し
打
坐
し
て
身
心
脱
落
す
る
こ
と
を
え
よ
。
」

と
述
べ
た
。
こ
の
内
容
よ
り
み
れ
ば
、
前
述
の
如
浄
が
教
訓
し
た
と
こ
ろ
の
、
「
焼
香
な
ど
を
用
い
ず
、
只
管
打
坐
す
る
の
み
」
を
そ

の
ま
ま
引
用
し
て
お
り
、
只
管
打
坐
は
仏
法
全
体
の
行
為
と
し
て
の
普
遍
的
意
義
を
も
っ
と
い
う
如
浄
の
教
訓
を
そ
の
ま
ま
継
承
し

『
学
道
用
心
集
」

の
中
で
、
道
元
は
見
、
聞
、
覚
、
知
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

「
師
に
参
じ
法
を
聞
く
時
は
、
身
心
を
浄
め
、
眼
耳
を
静
め
、
唯
だ
仏
法
聴
受
し
、
更
に
余
念
を
交
え
ず
。
身
心
一
如
に
し
て
而
も
水
の
器
よ
り
潟
る

る
が
如
し
。
…
…
参
学
は
識
る
べ
し
、
仏
道
は
思
量
、
分
別
、
卜
度
、
観
想
、
知
覚
、
慧
解
の
外
に
あ
る
を
。
若
し
此
等
の
際
に
あ
れ
ば
、
生
来
常

に
此
等
の
中
に
あ
り
て
、
常
に
此
等
を
も
て
翫
ぶ
に
、
何
の
故
か
今
に
於
い
て
仏
道
を
覚
ら
ざ
ら
ん
や
。
道
を
学
ぶ
者
は
思
量
、
分
別
等
の
事
を
用

い
る
べ
か
ら
ず
。
…
…
」

さ
ら
に
興
聖
禅
寺
で
の
語
録
の
中
で
、
道
元
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。

「
昔
日
、
法
眼
、
僧
の
声
色
両
字
に
、
如
何
に
透
得
す
る
か
を
問
ふ
る
に
因
み
て
、
法
眼
云
く
、
大
衆
、
若
し
這
の
僧
の
問
ふ
処
を
会
せ
ば
、
声
色
を

透
す
や
難
か
ら
ざ
ら
ん
。
這
の
一
段
の
因
縁
、
如
何
が
参
究
せ
ん
。
耳
聴
く
に
絃
琴
没
し
、
眼
見
る
に
影
樹
無
し
、
危
慶
の
道
理
を
、
大
家
知
了
や
。

更
に
委
悉
を
用
い
る
処
有
り
て
、
耳
聴
く
に
絃
琴
有
り
、
眼
見
る
に
影
樹
有
り
。
既
に
任
心
歴
を
得
た
り
、
且
つ
大
衆
に
問
う
て
、
什
度
を
喚
ん
で
声

色
と
作
す
か
、
声
色
而
ち
今
什
慶
の
処
に
あ
り
や
と
。
上
堂
云
く
、
直
に
道
え
、
本
来
一
物
無
し
、
還
た
遍
界
に
曾
て
蔵
さ
ざ
る
を
看
よ
。
下
座
。
」

（
『
道
元
和
尚
広
録
』
第
一
）

こ
の
二
箇
所
に
お
け
る
道
元
の
説
示
を
総
覧
し
て
み
る
と
、
道
元
は
、
本
当
の
仏
道
（
仏
道
の
修
行
）
と
は
、
通
常
凡
夫
が
思
量

し
た
り
、
分
別
し
た
り
、

卜
度
し
た
り
、
知
覚
し
た
り
、
慧
解
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
も

て
き
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

し
た
が
、
そ
の
中
で
道
元
は

ま
た

一
四



そ
し
て
修
証
の
関
係
に
つ
い
て
、
道
元
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

の
で
あ
る
と
し
、
し
た
が
っ
て
、
凡
夫
に
お
い
て
は
、
「
耳
聴
没
絃
琴
」
「
眼
見
無
影
樹
」
で
あ
る
が
、
し
か
し
「
身
心
一
如
」
し
た

境
涯
で
は
、
「
耳
聴
有
絃
琴
」
「
眼
見
有
影
樹
」
で
あ
る
と
す
る
。
聴
く
も
の
と
聴
か
れ
る
も
の
、
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
が
無

い
（
「
直
道
本
来
無
一
物
」
）
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
な
お
一
切
を
見
、

一
五

処
」
に
つ
い
て
の
解
釈
に
相
い
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
如
浄
も
「
六
処
」
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

夫
の
通
常
の
認
識
作
用
な
ど
を
否
定
し
つ
つ
、
そ
の
上
で
本
来
何
も
な
い
人
間
本
来
に
お
い
て
は
、
「
本
よ
り
許
多
般
な
し
」
、
「
身
心

一
如
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
あ
る
べ
き
姿
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
道
元
の
こ
こ
で
の
「
浄
身
心
」
「
静
眼
耳
」
な
ど
に
つ
い
て
の

教
説
は
、
如
浄
の
そ
う
い
っ
た
認
識
論
を
受
容
し
、
さ
ら
に
異
な
っ
た
形
で
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。

「
そ
れ
、
修
証
は
ひ
と
つ
に
あ
ら
ず
と
お
も
え
る
、
す
な
わ
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
が
ゆ
え
に
、

初
心
の
弁
道
す
な
わ
ち
本
証
の
全
体
な
り
。
か
る
が
ゆ
え
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
お
し
ふ
、

直
指
の
本
証
な
る
が
ゆ
え
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
」
（
同
上
『
弁
道
話
』
）

こ
こ
で
道
元
は
修
と
証
と
を
区
別
す
る
見
解
、
す
な
わ
ち
修
を
手
段
、
証
を
目
的
と
考
え
る
立
場
を
外
道
の
見
解
だ
と
指
摘
し
た
。
坐

禅
で
あ
る
修
は
単
に
身
心
脱
落
す
る
た
め
の
手
段
で
は
な
く
、
「
証
上
の
修
」
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

「
弁
道
」
の
中
に
「
本
証
の
全
体
」
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
前
述
の
如
浄
の
「
仏
仏
祖
祖
不
待
階
級
、

直
指
単
伝
、
離
五
蓋
・
六
欲
…
…
身
心
脱
落
来
、
乃
離
五
蓋
・
五
欲
等
之
術
也
」
と
い
う
言
葉
に
示
す
立
場
と
全
く
同
じ
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
前
述
の
如
く
、
如
浄
は
自
ら
の
仏
法
を
、
段
階
を
待
た
ず
直
指
し
て
身
心
脱
落
（
証
）

の
過
程
が
目
的
の
証
で
あ
り
、
そ
の
修
の
過
程
の
中
に
証
の
全
体
が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
身
心
脱
落
（
証
）
し
て
、

道
元
に
お
け
る
修
証
思
想
の
一
考
察

し
た
が
っ
て
直
下
の

で
あ
る
と
し
、

い
わ
ば
修五

一
方
で
凡

一
切
を
聴
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
上
述
し
た
如
浄
の
「
六



蓋
・
六
欲
を
離
れ
る
（
修
）

―
つ
の
体
系
的
思
想
に
整
合
し
た
と
理
解
し
て
良
い
。

の
で
あ
る
と
し
た
。
道
元
は
こ
れ
を
「
証
上
の
修
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
修
証
理
論
を
道
元
の
別
の
言
葉
を
借
り
て
い
え
ば
、
「
自
己
を
は
こ
び
て
万
法
を
修
証
す
る
」
と
こ
ろ
か
ら
「
万
法
す
す
み
て
自

己
を
修
証
す
る
」
と
こ
ろ
へ
の
質
的
飛
躍
転
換
の
過
程
で
あ
る
。

ま
た
道
元
は
こ
の
修
証
理
論
を
「
行
持
道
環
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。
『
正
法
眼
蔵
』
「
行
持
」

の
冒
頭
で
は
次
の
よ
う

「
仏
祖
の
大
道
、
か
な
ら
ず
無
上
の
行
持
あ
り
。
道
環
し
て
断
絶
せ
ず
、
発
心
、
修
行
、
菩
提
、
涅
槃
、
し
ば
ら
く
の
間
隙
あ
ら
ず
、
行
持
道
環
な
り
。

こ
の
ゆ
へ
に
、
み
、
‘
つ
か
ら
の
強
為
に
あ
ら
ず
、
他
の
強
為
に
あ
ら
ず
、
不
曾
汚
染
の
行
持
な
り
」

道
元
の
「
行
持
」
に
は
「
修
行
者
の
行
」
と
「
仏
の
行
」
と
の
二
重
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
行
持
は
「
法
輪
」
の

よ
う
に
常
に
回
り
続
け
て
い
る
。
始
め
も
な
け
れ
ば
終
わ
り
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
発
心
か
ら
涅
槃
ま
で
、
涅
槃
か
ら
発
心
ま
で
、
一

寸
の
間
隙
も
な
い
。
こ
れ
が
仏
の
「
大
道
」
で
あ
り
、
無
上
の
行
持
で
あ
る
。
道
元
の
こ
の
よ
う
な
「
行
持
道
環
」
の
解
釈
が
前
述

の
如
浄
の
「
仏
仏
祖
祖
不
待
階
級
…
…
云
云
」
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
た
立
場
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
は
贅
言
を
要
し
な
い
。
そ
し

て
「
不
曾
汚
染
の
行
持
」
と
い
う
の
も
、
如
浄
の
「
打
不
汚
染
」
の
修
行
精
神
に
由
来
す
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
如
浄
が
雪
賓
智

鑑
の
も
と
で
修
行
し
て
い
る
と
き
、
進
ん
で
「
浄
頭
」
（
禅
宗
寺
院
に
お
け
る
不
浄
処
の
清
掃
を
担
当
す
る
役
職
）
を
志
願
し
た
が
、

智
鑑
は
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
。
智
鑑
は
、
汝
に
堪
え
う
る
職
で
な
い
、
ま
だ
早
い
、
と
い
う
主
旨
で
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と

い
う
の
は
、
如
浄
が
い
ま
だ
不
浄
の
浄
化
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
後
に
「
打
不
汚
染
処
（
汚
染
処
に
お
け
る
修
行
）
」
に
徹
底

(18) 

し
た
と
き
、
は
じ
め
て
浄
頭
を
許
可
さ
れ
た
。
こ
れ
が
如
浄
の
「
不
汚
染
の
修
証
」
で
あ
る
。
道
元
は
そ
れ
を
受
け
つ
い
で
、
「
不
曾

汚
染
の
行
持
」
や
「
証
上
の
修
」
と
表
現
し
、

に
記
さ
れ
て
い
る
。

一
六



一
七

以
上
僅
か
な
例
し
か
取
り
上
げ
な
か
っ
た
が
、
す
で
に
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
道
元
は
常
に
自
分
の
師
如
浄
の
こ
と
を
意
識
し
、

そ
の
思
想
を
自
ら
の
言
葉
で
表
現
し
、
更
に
そ
れ
を
自
分
の
拠
り
所
と
し
て
「
嫡
嫡
相
承
」
し
て
い
る
。
天
賦
の
言
葉
と
敏
捷
な
る

思
惟
の
両
翼
を
備
え
た
道
元
は
、
や
が
て
天
空
に
大
き
く
羽
ば
た
き
、
そ
れ
を
―
つ
の
体
系
的
思
想
に
展
開
し
、
「
本
証
妙
修
」
と
い

わ
れ
る
思
想
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
道
元
の
修
証
思
想
の
日
本
的
展
開
と
い
わ
れ
る
も
の
は
こ
こ
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

日
中
仏
教
交
流
史
上
に
お
い
て
、
道
元
は
特
筆
す
べ
き
人
物
で
あ
る
。
彼
は
当
時
の
日
本
仏
教
の
す
べ
て
を
不
適
切
と
考
え
、
そ

れ
を
捨
て
て
、
「
正
法
」
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
て
宋
朝
に
渡
っ
た
。
そ
の
念
願
が
つ
い
に
如
浄
禅
師
の
指
導
の
も
と
で
実
現
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
を
「
直
承
諸
仏
祖
の
仏
法
」
と
仰
ぎ
、
坐
禅
が
釈
迦
、
達
磨
よ
り
以
来
中
国
禅
宗
各
派
の
伝
統
的
「
正
伝
仏

法
」
で
あ
る
と
強
調
し
た
。
し
か
し
彼
は
「
禅
宗
」
と
い
う
名
称
を
拒
否
し
た
た
め
、
「
曹
洞
宗
」
と
い
う
名
称
も
い
う
ま
で
も
な
く

用
い
な
か
っ
た
。
道
元
は
あ
く
ま
で
も
「
正
法
」
を
重
視
し
、
「
坐
禅
」
を
「
正
伝
」
と
見
倣
し
た
だ
け
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
自
ら
を

「
入
宋
伝
法
沙
門
」
と
称
し
、
自
分
が
仏
仏
相
承
の
「
正
法
」
を
求
め
得
た
と
の
自
信
を
も
っ
て
、
そ
れ
を
日
本
に
伝
え
る
べ
き
だ
と

痛
感
し
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
達
磨
が
禅
を
中
国
に
伝
え
た
と
同
様
に
、
道
元
は
禅
を
日
本
に
伝
え
た
と
い
え
よ
う
。
道
元
は
生
涯

に
わ
た
っ
て
尊
敬
し
て
い
た
師
如
浄
の
指
導
の
も
と
で
「
正
法
」
を
悟
り
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
日
本
に
伝
え
た
い
と
考
え
た
の
で
あ

る
。
そ
の
際
、
彼
は
師
の
思
想
を
機
械
的
に
移
植
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
自
ら
の
言
葉
で
表
現
し
、

事
に
結
実
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
他
の
仏
教
思
想
に
対
す
る
彼
の
理
解
も
こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
（
例
え
ば
「
仏
性
」
、
「
有

時
」
等
）
。
伝
統
仏
教
の
思
想
に
対
し
て
敢
え
て
自
分
の
言
葉
で
表
現
し
、
し
か
も
自
分
の
宗
教
的
体
験
と
深
い
涸
察
に
基
づ
き
、

道
元
に
お
け
る
修
証
思
想
の
一
考
察

四

、

結

び

に

―
つ
の
体
系
的
思
想
に
見



注 つ
の
体
系
あ
る
思
想
を
形
成
し
た
点
に
お
い
て
、

日
本
仏
教
史
上
、
道
元
は
空
海
に
匹
敵
す
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
日
本

仏
教
諸
祖
は
依
然
と
し
て
漠
文
で
重
要
な
著
作
を
著
わ
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
道
元
は
和
文
で
主
著
で
あ
る
『
正
法
眼
蔵
』
を
著

わ
し
た
。
彼
は
漠
文
の
仏
教
用
語
を
随
意
に
入
れ
な
が
ら
、

ロ
語
の
形
で
、
彼
の
母
語
に
よ
っ
て
自
分
の
体
験
し
た
仏
法
世
界
を
表

現
し
、
人
々
に
伝
え
た
の
で
あ
る
。
彼
の
日
本
語
の
著
作
が
非
常
に
理
解
し
難
い
原
因
は
、
彼
が
自
ら
の
体
験
を
表
す
と
き
、
従
来

の
術
語
を
使
わ
な
い
で
、
自
ら
の
生
き
生
き
と
し
た
体
験
に
基
づ
い
で
表
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
仏

法
に
対
す
る
探
求
と
証
悟
、
及
び
そ
れ
に
対
す
る
思
惟
と
表
現
は
道
元
の
身
上
に
お
い
て
見
事
に
統
合
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(
1
)

家
永
三
郎
著
『
中
世
仏
教
思
想
史
研
究
』
（
法
蔵
館

(
2
)

右
同
五
―
―
一
頁
。

(
3
)

中
村
元
著
『
東
洋
人
の
思
惟
方
法
』
第
二
部
、
（
春
秋
社
）
一
七
二
頁
。

(
4
)
高
崎
直
道
・
梅
原
猛
著
『
仏
教
の
思
想
ー
~
古
仏
の
ま
ね
び
「
道
元
」
』
（
角
川
書
店
、
四
四
年
）
。
同
書
で
は
「
心
塵
脱
落
誤
聴
説
」
と

い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
な
い
が
、
便
宜
上
、
こ
の
よ
う
に
称
す
る
こ
と
に
す
る
。

(
5
)

『
如
浄
語
録
』
巻
下
（
大
正
大
蔵
経
・
四
八
）
。
な
お
詩
の
全
体
の
文
脈
か
ら
読
む
と
、
如
浄
は
観
音
の
「
妙
相
」
を
頭
、
脚
、
身
、
心
の
四

つ
に
分
け
て
、
讚
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
な
に
も
心
の
み
を
讚
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
な
お
こ
の
詩
の
「
天
之
敬
…
…
」
以
下
の
文
の
旬
読

点
に
つ
い
て
は
、
『
大
正
大
蔵
経
』
で
は
、
「
天
之
敬
龍
之
恭
不
以
為
喜
。
安
然
中
咄
更
薦
海
涛
翻
黒
風
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
間
違
い

で
あ
る
。

(
6
)

『
道
元
禅
師
全
集
』
収
録
。
な
お
、
原
文
で
は
「
心
塵
脱
略
」
と
な
っ
て
い
る
。

(
7
)

鏡
島
元
隆
著
『
天
童
如
浄
禅
師
の
研
究
』
（
大
蔵
出
版
一
九
八
三
年
）
―
二
七
頁
。

(
8
)

石
附
勝
龍
「
道
元
禅
師
に
お
け
る
本
証
妙
修
思
想
の
展
開
」
上
、
下
（
『
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
三
二
号
〔
昭
和
四
九
年
〕
と
三
七

号
〔
昭
和
五
四
年
〕
に
収
録
）
。
氏
は
道
元
の
本
証
妙
修
思
想
と
、
宋
朝
の
曹
洞
宗
の
曹
山
と
洞
山
の
二
人
の
思
想
と
を
理
論
的
に
比
較
し
て
い

る
が
、
如
浄
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

昭
和
二
二
年
）
六
一
頁
。

一
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(
9
)

如
浄
の
伝
記
に
関
す
る
文
献
記
述
は
宋
・
円
悟
著
『
枯
崖
漫
録
』
が
最
も
古
い
。
そ
の
外
に
ま
た
『
五
灯
会
元
続
略
』
巻
一
、
『
五
灯
厳
灯
』

第
一
四
、
『
続
伝
灯
録
』
第
三
三
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
『
如
浄
語
録
』
に
依
っ
た
と
こ
ろ
が
多
い
。

(10)

『
枯
崖
漫
録
』
の
如
浄
伝
に
よ
る
と
、
如
浄
は
「
欣
然
豪
爽
、
叢
林
号
曰
浄
長
」
と
さ
れ
て
お
り
、
如
浄
の
性
格
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

(11)

石
井
修
道
著
『
道
元
禅
の
成
立
史
的
研
究
』
（
大
蔵
出
版
一
九
九
一
年
）
四

0
八
頁

(12)

『
如
浄
語
録
』
巻
下
末
。
な
お
本
稿
で
扱
わ
れ
て
い
る
『
如
浄
語
録
』
は
『
大
正
大
蔵
経
』
四
八
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

(13)

杉
尾
玄
有
「
道
元
」
（
『
講
座
仏
教
思
想
』
第
六
巻
に
収
録
二

0
六
頁
）
。
氏
は
道
元
の
人
生
観
を
中
心
に
論
じ
て
い
る
が
、
身
心
脱
落
に
つ

い
て
の
論
述
は
筆
者
に
示
唆
を
与
え
て
く
れ
た
。

(14)

本
稿
に
列
挙
し
た
も
の
以
外
に
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
「
身
心
」
の
場
合
は
、
「
身
心
本
来
是
道
」
（
『
景
徳
伝
灯
録
』

巻
五
「
司
空
山
本
浄
禅
師
」
条
）
や
「
身
心
一
如
」
（
『
祖
堂
集
』
巻
―
―
-
「
南
陽
恵
忠
国
師
語
録
）
、
そ
し
て
「
身
心
快
楽
」
（
『
景
徳
伝
灯
録
』
巻

二
九
「
誌
公
和
尚
十
四
科
頌
」
）
や
「
身
心
不
起
」
、
「
身
心
倶
断
」
（
『
黄
槃
断
際
禅
師
宛
陵
録
』
）
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
「
脱
落
」
の
場
合
も
、
「
脱

却
根
塵
」
（
『
伝
灯
録
』
巻
二
五
・
「
常
州
正
勤
院
希
奉
禅
師
」
条
と
、
巻
二
九
・
「
明
道
頌
一
首
」
条
）
や
「
一
切
脱
落
」
（
『
宏
智
禅
師
広
録
』
巻

五
・
『
大
正
大
蔵
経
』
四
八
）
な
ど
が
あ
る
。

(15)

船
岡
誠
氏
著
『
道
元
と
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
（
日
本
人
の
行
動
と
思
想
二
三
、
評
論
社
昭
和
五
五
年
）
七
二
頁
を
参
照
。

道
元
に
お
け
る
修
証
思
想
の
一
考
察

一
九



A Study of Practice (修） and Enlightenment (証） in 

Dagen (道元）

: in Comparison with Rujing (如浄）

He Yen Sheng (何 燕 生）

In this paper I intend to ascertain whether Dogen's view of Practice and 
Enlightenment is of his own creation or it is taken over from Rujing, Dogen's 
Zen Master in China. This subject is considered in the following order. In the 
first place, I arrange some preceding scholars' theories of this subject, while 
showing questions about every theory, and I offer my own research study. In 
the next place, according to my research study, I grasp the whole of Rujing's 
thought by an examination of his thought shown in his Analects and reported 
in Dogen's writings. Then I compare Rujing's and Dogen's thought. 

The conclusion drawn by taking these steps is as follows : Dogen's view of 
Practice and Enlightenment is not so much of his own creation as a view taken 
over from his Master Rujing, because the same view can be found in Rujing's 
thought. 

1'.urther I add the following. Terms similar to "casting off body and 
mind" C「身心脱落」） as the essence of Dogen's thought can be found in many 
Analects of Zen Masters at Tang (唐） period. This fact means that these 
idiomatic terms was prevail in Zen Masters from early on. 




