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彫
文
喪
徳
と
琢
磨
増
輝

道
元
に
お
け
る
禅
思
想
の
特
徴
を
彼
の
中
国
禅
僧
お
よ
び
そ
の
思
想
へ
の
理
解
を
通
し
て
探
る
際、

わ
れ
わ
れ
は
そ
の
師
如
浄
に

注
目
す
る
外
に、

か
つ
て
同
じ
く
天
童
山
に
住
錫
し、

天
下
に
名
声
を
馳
せ
た
曹
洞
宗
の
一

代
の
祖
師
宏
智
正
覚
(
1

0
九
一

＼
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一

五
七）

の
存
在
を
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

宏
智
は
如
浄
の
よ
う
に
道
元
に
「
面
授」
を
し
な
か
っ
た
が、

し
か
し
な
が
ら、

宋

代
の
曹
洞
禅
の
集
大
成
者
と
し
て、

彼
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
曹
洞
宗
風
は
道
元
の
師
如
浄
に
受
け
継
が
れ
て
お
り、

道
元
は、

如

浄
の
口
伝
も
し
く
は
そ
の
他
の
書
物
を
通
し
て
こ
の
宏
智
の
存
在
を
知
り、

そ
の
人
格
と
思
想
を
理
解
し
得
た。

道
元
は
そ
の
師
如

浄
を
「
古
仏」

と
仰
い
だ
の
と
同
様
に、

こ
の
宏
智
を
も
「
古
仏」

と
讃
え
た
の
で
あ
る。

し
た
が
っ
て、

道
元
に
と
っ
て、

宏
智

(

2
)
 

さ
て、

道
元
に
お
け
る
宏
智
の
理
解
も
し
く
は
そ
の
影
響
に
つ
い
て、

鏡
島
元
隆
の
『
道
元
禅
師
の
引
用
経
典・
語
録
の
研
究』

が

彫
文
喪
徳
と
琢
磨
増
輝

は
如
浄
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。

一
、

は
じ
め
に

道
冗
に
お
け
る
宏
智
理
解
に
つ
い
て
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世
に
問
わ
れ
、
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』
や
『
永
平
広
録
』
の
中
で
宏
智
の
言
葉
が
多
数
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
以
来
、

こ
の
問
題
に
関
す
る
研
究
は
、
徐
々
に
一
部
の
学
者
の
間
で
注
目
を
集
め
て
き
た
。
そ
の
中
で
、
道
元
の
引
用
し
た
宏
智
の
言
葉
を

(
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)
 

宏
智
の
著
作
に
照
合
し
て
比
較
検
討
し
、
こ
の
課
題
の
研
究
を
さ
ら
に
深
化
さ
せ
た
の
は
、
石
井
修
道
で
あ
る
。
氏
は
そ
の
一
連
の

論
文
の
中
で
、
宏
智
の
多
く
の
言
葉
が
道
元
に
よ
っ
て
改
変
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
、

を
考
察
し
て
、
道
元
に
お
け
る
宏
智
の
言
葉
の
改
変
は
、
道
元
が
宏
智
の
禅
思
想
を
認
め
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
~
倣
し
、

が
っ
て
、
道
元
が
宏
智
の
禅
思
想
の
継
承
で
は
な
く
、

(
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し
て
い
る
。

い
だ
禅
思
想
は
宏
智
と
同
じ
曹
洞
禅
に
属
す
る
も
の
と
は
言
え
、

の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
両
者
の
間
に
思
想
的
違
い
が
見
ら
れ
る
の
は
、

が
果
た
し
て
宏
智
の
言
葉
を
改
変
し
、

そ
の
禅
思
想
の
構
造
の
全
般
に
つ
な
が
る
問
題
で
あ
り
、

そ
れ
を
中
心
に
道
元
禅
と
宏
智
禅
と
の
相
違

そ
の
た
め
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、

し
た

そ
の
葛
藤
・
超
克
の
上
で
道
元
禅
を
成
立
さ
せ
た
も
の
だ
と
の
見
解
を
表
明

結
論
か
ら
言
え
ば
、
筆
者
も
、
道
元
と
宏
智
の
間
の
確
た
る
思
想
的
差
異
を
認
め
る
。
と
い
う
の
は
、
道
元
が
如
浄
か
ら
受
け
継

そ
れ
は
宏
智
が
滅
後
、
半
世
紀
以
上
の
歳
月
を
経
て
変
容
し
た
も

む
し
ろ
当
然
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は
、
道
元

し
か
も
そ
れ
に
よ
っ
て
宏
智
の
思
想
を
超
克
し
、
自
ら
の
思
想
の
特
異
性
を
強
調
し
よ
う
と

し
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
単
に
道
元
と
宏
智
の
間
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
実
は
道
元
に
お
け
る
祖
師
観
や

よ
り
正
確
な
検
討
と
客
観
的
な
把

握
が
要
求
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
道
元
が
宏
智
の
言
葉
を
「
改
変
」
し
た
と
い
う
点
を
不
問
に
付
し
た
ま
ま
で
、
性
急
に

道
元
・
宏
智
の
両
者
の
思
想
を
比
較
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
穏
当
を
欠
く
も
の
だ
と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
道
元
に

お
け
る
宏
智
理
解
の
問
題
に
関
し
て
、
道
元
に
よ
っ
て
改
変
さ
れ
た
と
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
宏
智
の
幾
つ
か
の
語
彙
を
ま
ず
再
検

討
し
、
そ
し
て
次
に
そ
の
中
か
ら
道
元
に
お
け
る
宏
智
理
解
の
仕
方
と
そ
の
特
徴
を
見
出
し
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
「
彫



元
は
そ
れ
を
引
用
し
て
、
自
分
の
「
上
堂
」
の
一
部
と
し
て
い
る
。

に
つ
い
て
検
討
し
、
次
に
後
者
に
つ
い
て
論
述
す
る
。

文
喪
徳
」
と
「
琢
磨
増
輝
」

の
二
句
を
題
名
に
し
て
は
い
る
が
、
単
に
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
合
い
を
論
ず
る
だ
け
で
は
な
く
、
道
元
に

お
け
る
宏
智
の
理
解
の
全
体
を
検
討
す
る
こ
と
が
本
稿
の
狙
い
で
あ
る
こ
と
を
先
ず
断
わ
っ
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

考
察
を
通
し
て
、
道
元
に
お
け
る
禅
思
想
の
特
徴
を
解
明
す
る
こ
と
も
本
稿
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

か
か
る

な
お
、
本
稿
で
用
い
て
い
る
『
宏
智
広
録
』
は
『
大
正
蔵
』
第
四
十
八
巻
に
収
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
『
永
平
広
録
』
は
『
道
元

禅
師
全
集
』
（
大
久
保
道
舟
主
編
、
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
十
五
年
）
に
収
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
引
用
の
際
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
に

道
元
に
よ
っ
て
改
変
さ
れ
た
と
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
宏
智
の
言
葉
の
中
に
は
、
宏
智
の
「
皓
玉
無
瑕
、
彫
文
喪
徳
」
の
語
を
「
皓

玉
無
瑕
、
琢
磨
増
輝
」
に
改
変
し
た
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
も
う
―
つ
は
、
宏
智
の
『
坐
禅
簸
』

道
元
が
自
分
の
『
坐
禅
簸
』

改
め
た
。

の
中
で
、

に
あ
る
「
知
」
と
「
照
」
の
語
を

(
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そ
れ
ぞ
れ
を
「
現
」
と
「
成
」
に
改
変
し
た
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
本
節
で
は
、
ま
ず
前
者

宏
智
の
「
皓
玉
無
瑕
、
彫
文
喪
徳
」
の
語
は
『
宏
智
広
録
』
第
四
の
冒
頭
の
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
上
堂
」
に
見
え
る
が
、
道

宏
智
古
仏
住
天
童
時
、
冬
至
上
堂
云
、
陰
極
而
陽
生
、
力
窮
而
位
転
、
蒼
龍
退
骨
而
駿
、
玄
豹
披
霧
而
変
。
要
将
三
世
諸
仏
獨
艘
、
穿
作
数
珠
子
一

穿
、
莫
道
明
頭
暗
頭
、
真
個
日
面
月
面
。
直
饒
斗
満
秤
平
、
也
輸
我
賣
貴
買
賤
。
諸
禅
徳
、
還
会
度
。
盤
裏
明
珠
不
撥
自
転
。
挙
雪
峰
問
僧
、
甚
処

去
、
僧
云
、
普
請
去
。
雪
峰
云
、
去
。
雲
門
云
、
雪
峰
因
語
識
人
。
宏
智
云
、
莫
動
著
、
動
著
三
十
棒
。
為
什
麿
如
此
。
皓
玉
無
瑕
、
彫
文
喪
徳
。
師

云
、
三
位
尊
宿
雖
痣
麿
道
、
大
仏
老
漢
又
且
不
然
。
大
衆
諦
聴
、
善
思
念
之
。
皓
玉
無
瑕
、
琢
磨
増
輝
。
…
…
当
山
在
北
陸
之
越
、
自
冬
至
春
、
積

彫
文
喪
徳
と
琢
磨
増
輝

二
、
道
元
に
改
変
さ
れ
た
宏
智
の
言
葉
の
再
検
討
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雪
不
消
、
或
七
八
尺
、
或
一
丈
余
、
随
時
増
減
。
又
天
童
有
雪
裏
梅
華
之
語
、
師
常
愛
之
。
故
当
山
住
後
、
多
以
雪
為
語

「
冬
至
」
に
上
堂
す
る
こ
と
は
、
従
来
、
禅
林
の
慣
例
で
あ
り
、
道
元
も
越
前
に
移
住
し
て
、
正
式
な
叢
林
で
あ
る
大
仏
寺
（
永
平

寺
の
前
身
）
を
創
立
し
た
後
、
こ
の
伝
統
を
継
承
し
た
。
世
俗
的
な
祭
日
で
は
あ
る
が
、
従
来
の
禅
僧
は
、
こ
の
「
冬
至
」
を
過
ご

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
禅
意
を
切
瑳
し
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
道
元
は
こ
こ
で
ま
ず
宏
智
の
上
堂
を
原
文
の
ま
ま
引
用
し
、

分
の
上
堂
の
肝
心
な
言
葉
と
し
て
、
「
皓
玉
無
瑕
、
琢
磨
増
輝
」
を
以
て
弟
子
た
ち
に
説
示
し
た
。
道
元
の
言
葉
の
前
に
、

宏
智
の
「
皓
玉
無
瑕
、
彫
文
喪
徳
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
た
め
、
従
来
の
学
者
は
そ
れ
を
宏
智
の
言
葉
に
対
す
る
道
元
の
意
図
的
な

改
変
と
見
倣
し
、
両
者
の
禅
思
想
の
相
違
点
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
宏
智
の
理
解
は
、
も
と
も
と
瑕
の
な
い

珠
に
余
計
な
細
工
を
す
れ
ば
か
え
っ
て
珠
の
持
つ
美
し
さ
が
失
わ
れ
る
と
い
う
道
家
の
無
為
自
然
の
立
場
に
近
い
も
の
で
あ
り
、

方
の
道
元
は
、
宏
智
と
同
じ
よ
う
に
も
と
も
と
珠
に
瑕
の
な
い
こ
と
は
認
め
て
も
、
琢
磨
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
益
々
珠
は
輝
き
を
増

(
7
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す
と
い
う
本
証
妙
修
の
立
場
に
属
す
も
の
で
あ
り
、
宏
智
と
は
同
一
で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

「
彫
文
喪
徳
」
と
「
琢
磨
増
輝
」
と
い
う
二
つ
の
言
葉
だ
け
か
ら
理
解
す
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
相
違
点
が
看
取
さ
れ
う
る
か
も
知
れ

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
全
体
の
文
脈
か
ら
、
或
い
は
筆
者
が
傍
線
を
引
い
た
と
こ
ろ
か
ら
見
れ
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
言
葉
も
し
く
は
禅
語
を
以
て
そ
れ
ぞ
れ
の
禅
的
理
解
を
表
明
す
る
も
の
と
し
て
の
上
堂
で
あ
る
と
理

解
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宏
智
の
上
堂
に
は
宏
智
自
身
の
言
葉
の
外
に
雪
峰
や
雲
門
の
言
葉
も
あ
り
、
中
に
は
雪
峰
の
「
語

に
因
ん
で
人
を
識
る
」
と
の
語
が
あ
る
た
め
、
宏
智
は
「
皓
玉
無
瑕
、
彫
文
喪
徳
」
と
い
う
言
葉
を
以
て
、

そ
の
答
え
と
し
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
自
分
の
答
え
と
し
て
道
元
も
ま
た
「
皓
玉
無
瑕
、
琢
磨
増
輝
」
と
い
う
言
葉
を
提
示
し
た
。
「
三
位

の
尊
宿
、
釦
鮒

v道
う
と
雖
も
、
大
仏
老
漢
は
又
且
つ
然
ら
ざ
な
ん
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
道
元
が
宏
智
一
人
に
対

四

そ
し
て
自

ち
ょ
う
ど



し
て
で
は
な
く
、
雪
峰
、
雲
門
と
宏
智
の
三
人
に
対
し
て
述
べ
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

の
三
人
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
言
葉
を
述
べ
、

と
く
に
雪
峰
が
「
雲
門
、
語
に
因
ん
で
人
を
識
る
」
と
言
っ
て
い
る
以
上
、
道
元
も
何

か
を
述
べ
な
い
と
本
当
の
「
上
堂
」
に
は
な
ら
ず
、

玉
無
瑕
、
琢
磨
増
輝
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
『
永
平
広
録
』
の
編
纂
者
も
そ
う
し
た
意
味
合
い
で
の
道
元
の
表
現
で
あ
る
こ
と
を
よ

く
推
察
し
て
お
り
、

そ
こ
で
彼
が
宏
智
の
「
皓
玉
無
瑕
、
彫
文
喪
徳
」
の
言
葉
に
触
発
さ
れ
て
、
「
皓

そ
の
補
充
説
明
と
し
て
、
「
当
山
は
北
陸
の
越
に
あ
り
、
冬
よ
り
春
に
至
り
積
雪
消
え
ず
、
或
い
は
七
、

を
以
て
語
と
為
す
」
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
間
接
的
な
表
現
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、

編
纂
者
が
わ
ざ
わ
ざ
道
元
の
「
愛
語
」
に
関
す
る
説
明
を
加
え
た
こ
と
は
、

言
葉
が
多
い
の
も
、
天
童
如
浄
に
「
雪
裏
梅
華
」
と
の
語
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

言
葉
で
あ
っ
た
な
ど
と
い
う
理
解
は
、
全
体
の
文
脈
か
ら
、

と
て
も
認
め
難
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

五

八
尺
、

或
い
は
一
丈
余
、
随
時
に
増
減
す
。
又
、
天
童
に
雪
裏
梅
華
の
語
あ
り
、
師
常
に
之
れ
を
愛
す
。
故
に
当
山
に
住
し
て
後
、
多
く
雪

し
か
し
、
こ
こ
で
『
永
平
広
録
』
の

そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
宏
智
と
異

な
っ
た
表
現
を
道
元
が
こ
こ
で
用
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
道
元
に
言
葉
を
愛
す
る
性
癖
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
道
元
に
雪
に
関
す
る

い
ず
れ
に
せ
よ
、
道
元
の
「
皓
玉
無
瑕
、
琢
磨
増

輝
」
と
い
う
語
句
は
、
宏
智
の
思
想
を
認
め
ず
に
そ
の
言
葉
を
変
化
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
か
、
宏
智
一
人
の
み
に
対
し
て
述
べ
た

先
に
引
い
た
宏
智
の
上
堂
を
、
道
元
は
ま
た
『
永
平
広
録
』
第
三
の
中
で
引
用
し
て
お
り
、
宏
智
の
「
皓
玉
無
瑕
、
彫
文
喪
徳
」
の

語
も
原
文
の
ま
ま
で
写
さ
れ
て
い
る
。
先
に
引
い
た
文
と
重
な
る
た
め
、
こ
こ
で
は
、

そ
の
要
領
だ
け
を
引
用
し
て
お
く
。

宏
智
古
仏
住
天
童
、
冬
至
上
堂
云
…
…
（
中
略
）
宏
智
云
、
莫
動
著
、
動
著
三
十
棒
。
為
甚
如
此
、
皓
玉
無
瑕
、
彫
文
喪
徳
。
師
云
、
且
問
大
衆
、
遮

個
宏
智
古
仏
道
、
永
平
老
僧
道
。
若
道
宏
智
古
仏
道
、
一
陽
長
至
、
応
時
慶
祐
。
若
道
永
平
老
漢
道
、
未
免
輿
永
平
老
僧
同
参
。
既
痣
如
此
、
大
衆

要
見
一
陽
長
至
麿
゜
榔
下
柱
杖
云
、
一
陽
佳
節
、
伏
惟
大
衆
、
居
起
満
福

彫
文
喪
徳
と
琢
磨
増
輝

つ
ま
り
、
雪
峰
、
雲
門
と
宏
智



さ
せ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
見
よ
う
。

平
老
僧
（
私
）
の
道
う
か
。
若
し
宏
智
古
仏
の
道
う
と
道
う
な
ら
ば
、

「
皓
玉
無
瑕
、
彫
文
喪
徳
」
と
宏
智
が
こ
う
言
っ
た
の
を
受
け
て
、
道
元
は
「
大
衆
よ
、
こ
れ
は
宏
智
古
仏
の
道
う
か
、
そ
れ
と
も
永

い

わ

一
陽
が
長
く
し
て
至
た
り
、
時
に
応
じ
て
慶
祐
う
べ
し
、
と
。

若
し
永
平
老
漢
の
私
の
道
う
と
道
う
な
ら
ば
、
未
だ
永
平
老
僧
の
私
と
同
参
す
る
こ
と
（
同
じ
レ
ベ
ル
に
居
る
こ
と
）
を
免
れ
な
い
」

（
括
弧
内
は
引
用
者
注
、
以
下
同
様
）
と
言
っ
て
、
宏
智
の
言
っ
た
言
葉
を
全
面
的
に
受
け
取
る
よ
う
修
行
僧
た
ち
に
勧
め
た
。
も
し

道
冗
が
宏
智
の
こ
の
言
葉
の
中
に
内
在
し
て
い
る
思
想
を
認
め
ず
に
「
皓
玉
無
瑕
、
琢
磨
増
輝
」
と
い
う
風
に
変
化
さ
せ
た
と
言
う

な
ら
ば
、
彼
は
こ
こ
で
わ
ざ
わ
ざ
弟
子
た
ち
に
宏
智
の
こ
の
言
葉
を
忠
実
に
受
け
取
る
よ
う
勧
め
な
い
は
ず
で
あ
り
、
更
に
は
引
用

す
ら
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
再
び
そ
れ
を
引
用
し
、

い
と
い
う
こ
と
は
、

し
か
も
『
永
平
広
録
』
の
編
纂
者
も
何
の
説
明
も
つ
け
加
え
て
い
な

や
は
り
宏
智
の
こ
の
言
葉
を
道
元
が
素
直
な
態
度
で
受
け
取
っ
て
い
た
と
認
め
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
道
元
の
「
皓
玉
無
瑕
、
琢
磨
増
輝
」
の
語
は
、
宏
智
の
「
皓
玉
無
瑕
、
彫
文
喪
徳
」
の
語
に
対
す
る
い
わ
ゆ
る
「
改

変
語
」
で
は
な
く
、
雪
峰
や
雲
門
と
宏
智
の
三
人
が
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
た
言
葉
に
応
じ
て
、
特
に
雪
峰
の
「
語
に
因
ん
で
人
を
識
る
」
と

い
う
言
葉
に
応
じ
る
と
い
う
、
特
定
の
文
脈
の
中
で
道
元
自
身
の
言
葉
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
も
そ
の
場
合
、
宏
智
の
言
葉
は
道
元
に
よ
っ
て
改
変
さ
れ
た
と
言
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
道
元
の
自
ら
の
言
葉
を
述
べ

る
た
め
の
示
唆
に
な
っ
た
と
言
っ
た
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
道
元
が
弟
子
た
ち
に
宏
智
の
言
葉
を
忠
実
に
受
け
取
る
よ
う

に
指
示
し
た
こ
と
や
、
『
永
平
広
録
』
の
編
纂
者
が
道
元
に
「
愛
語
」
の
性
癖
が
あ
る
と
補
充
説
明
し
た
な
ど
の
こ
と
か
ら
も
、
道
元

が
宏
智
の
思
想
を
認
め
ず
に
そ
の
言
葉
を
改
変
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
、
宏
智
の
『
坐
禅
蔵
』

に
「
知
」
と
「
照
」
と
あ
る
語
を
、
道
元
が
自
分
の
『
坐
禅
蔵
』
の
中
で
「
現
」
と
「
成
」
に
変
化

＇ ノ‘



そ
し
て
道
元
が
撰
し
た
『
坐
禅
簸
』
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

『
宏
智
広
録
』
巻
八
に
収
録
さ
れ
て
い
る
宏
智
の
『
坐
禅
蔵
』
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

七

仏
仏
要
機
、
祖
祖
要
機
、
不
触
事
而
知
、
不
対
縁
而
照
。
不
触
事
而
知
、
其
知
自
微
。
不
対
縁
而
照
、
其
照
自
妙
。
其
知
自
微
、
曾
無
分
別
之
思
。
其

照
自
妙
、
曾
無
竃
忽
之
兆
。
曾
無
分
別
之
思
、
其
知
無
偶
而
奇
。
曾
無
奄
忽
之
兆
、
其
照
無
取
而
了
。
水
清
徹
底
分
、
魚
行
遅
遅
。
空
闊
莫
涯
分
、
鳥

飛
杏
杏
。
（
『
大
正
蔵
』
第
四
八
巻
、
九
八
頁
上
、
中
）

仏
々
要
機
、
祖
々
機
要
、
不
思
量
而
現
、
不
回
互
而
成
。
不
思
量
而
現
、
其
現
自
親
。
不
回
互
而
成
、
其
成
自
証
。
其
現
自
親
、
曾
無
染
汚
。
其
成

自
証
、
曾
無
正
偏
。
曾
無
染
汚
之
親
、
其
親
無
委
而
脱
落
。
曾
無
正
偏
之
証
、
其
証
無
図
而
功
夫
。
水
清
徹
地
分
、
魚
行
似
魚
。
空
闊
透
天
分
、
鳥

飛
如
鳥

二
つ
の
『
坐
禅
簸
』
を
対
比
す
る
と
、
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
宏
智
の
力
点
が
「
知
」
と
「
照
」
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
道

元
の
力
点
は
「
現
」
と
「
成
」
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

の
中
に
表
明
さ
れ
て
い
る
思
想
を
認
め
ず
に
そ
れ
ぞ
れ
を
「
現
」
と
「
成
」
に
変
化
さ
せ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
道

元
の
『
坐
禅
策
』

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
、
先
と
同
様
に
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
の
出
処
と
全
体
の
文
脈
か
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
正
法
眼
蔵
』

す
な
わ
ち
、

の
力
点
が
単
に
「
現
」
と
「
成
」
の
み
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

の
「
坐
禅
簸
」
巻
は
、
薬
山
弘
道
と
弟
子
と
の
間
に
お
け
る
坐
禅
と
非
思
量
に
関
す
る
会
話
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

一
心
不
乱
に
端
坐
し
て
、
人
は
そ
こ
で
何
を
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
道
元
は
そ
れ
を
い
き
な
り
薬
山
弘

道
の
「
非
思
量
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
示
し
、

が
続
い
て
歴
代
の
祖
師
の
坐
禅
観
を
概
観
し
、
従
来
の
『
坐
禅
銘
』
、
『
坐
禅
儀
』
と

多
く
が
坐
禅
の
何
た
る
か
を
知
ら
な
い
輩
の
作
る
も
の
で
あ
り
、
全
く
取
る
に
足
り
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
、
た
だ
宏
智
禅
師
の
『
坐

彫
文
喪
徳
と
琢
磨
増
輝

し
か
し
問
題
は
、
果
た
し
て
道
元
が
宏
智
の
そ
の
言
葉

し
か
も
こ
の
「
非
思
量
」
の
坐
禅
を
「
正
伝
」
と
見
倣
し
て
い
る
。
そ
し
て
道
元

『
坐
禅
蔵
』
と
称
す
る
も
の
を
評
し
て
、

そ
の



禅
簸
』
の
み
が
仏
祖
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
、
「
か
の
坐
禅
蔵
を
み
て
」
自
分
の
「
坐
禅
蔵
」
を
撰
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

れ
ば
、
道
元
の
「
坐
禅
蔵
」
は
従
来
の
坐
禅
観
や
「
坐
禅
簸
」
を
総
合
的
に
考
量
し
た
上
で
撰
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
そ

の
た
め
、

そ
の
内
容
に
は
、
薬
山
弘
道
の
「
非
思
量
」
の
坐
禅
思
想
も
あ
れ
ば
、

ま
た
初
期
曹
洞
禅
の
「
互
回
」
や
「
偏
正
」
の
坐

禅
思
想
も
あ
る
の
で
あ
る
。
道
元
の
「
坐
禅
蔵
」
に
見
ら
れ
る
「
不
思
量
而
現
」
や
「
不
回
互
而
成
」
等
の
語
句
は
、
正
に
こ
の
こ

と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
特
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
道
元
が
宏
智
の
「
か
の
坐
禅
蔵
を
見
て
」
、
自
分
の
「
坐
禅
簸
」

を
執
筆
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
宏
智
の
『
坐
禅
簸
』
は
、
道
元
が
自
分
の
『
坐
禅
簸
』
を
撰
す
る
際
の
「
改
変
」
の

対
象
と
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
文
章
表
現
の
ス
タ
イ
ル
を
採
用
し
つ
つ
、
自
己
の
坐
禅
観
を
表
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
道
元
が
自
分
の
坐
禅
観
を
表
明
す
る
た
め
に
、
自
ら
の
禅
体
験
と
深
い
認
識
に
基
づ
い
て
、
自
分
の
禅
思
想
と
系
統

を
同
じ
く
す
る
宏
智
に
参
考
に
値
す
べ
き
依
拠
を
見
つ
け
、
自
分
の
『
坐
禅
簸
』
を
著
わ
し
た
の
で
あ
る
。
も
し
宏
智
の
『
坐
禅
蔵
』

と
同
じ
「
知
」
や
「
照
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
な
ら
、

が
存
在
し
な
く
な
る
。
道
元
の
『
坐
禅
蔵
』
の
表
現
が
宏
智
の
そ
れ
と
違
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
、

蔵
』
と
し
て
の
存
在
価
値
が
あ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
恰
も
歴
代
祖
師
の
語
録
は
共
に
「
語
録
」
と
言
い
な
が
ら
、

内
容
な
ど
は
必
ず
し
も
同
じ
で
な
い
と
い
う
こ
と
と
同
様
で
あ
る
。
何
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
道
元
の
『
坐
禅
蔵
』
に
薬
山

の
「
不
思
量
」
の
語
や
従
来
の
曹
洞
禅
の
「
回
互
」
の
語
な
ど
が
自
由
自
在
に
使
わ
れ
、

ら
も
、

そ
れ
は
宏
智
の
『
坐
禅
蔵
』

の
全
く
の
ま
る
写
し
と
な
り
、
道
元
の
立
場

そ
こ
に
こ
そ
道
元
の
『
坐
禅

そ
の
表
現
や

ま
た
宏
智
の
坐
禅
蔵
を
モ
デ
ル
に
し
な
が

そ
れ
ら
と
異
な
っ
た
内
容
の
坐
禅
観
も
し
く
は
思
想
体
系
を
構
築
し
た
と
言
う
な
ら
ば
問
題
は
別
で
あ
る
が
、

の
思
想
の
特
異
性
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
、
前
人
の
言
葉
を
改
変
す
る
な
ど
と
言
う
の
は
、
道
元
ら
し
い
や
り
方
で
は
な
か
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
道
元
は
、
特
定
の
師
匠
の
言
語
行
為
に
対
す
る
絶
対
帰
投
や
古
来
の
伝
統
に
対
す
る
尊
重
を
以
下
の

八

し
か
し
自
分



入
仏
道
に
は
、
善
悪
を
分
ち
、
よ
し
と
思
ひ
、
あ
し
し
と
思
事
を
捨
て
て
、
我
が
身
よ
か
ら
ん
、
我
が
心
何
と
あ
ら
ん
、
と
思
ふ
心
を
忘
れ
、
よ

く
も
あ
れ
、
あ
し
く
も
あ
れ
、
仏
祖
の
言
語
行
履
に
順
ひ
行
く
な
り
。
我
が
心
に
善
し
と
思
ひ
、
又
、
世
人
の
よ
し
と
思
事
、
必
ず
よ
か
ら
ず
。

(10) 

然
れ
ば
、
人
目
も
忘
れ
、
心
を
も
捨
て
て
、
只
、
仏
教
に
順
ひ
行
く
也

然
あ
る
に
、
近
代
の
学
者
、
自
ら
が
情
見
を
執
し
て
、
己
見
に
た
が
ふ
時
は
、
仏
と
は
、
と
こ
ぞ
有
る
べ
け
れ
。
又
、
我
が
存
ず
る
様
に
た
が

(11) 

へ
ば
、
さ
は
あ
る
ま
じ
な
ん
ど
と
云
て
、
自
ら
が
情
量
に
似
た
る
事
や
あ
る
と
迷
ひ
あ
り
＜
呈
に
、
を
ほ
か
た
仏
道
の
昇
進
な
き
也

戒
行
持
斎
を
守
護
す
べ
け
れ
ば
と
て
、
又
、
是
れ
を
の
み
宗
と
し
て
是
れ
を
奉
公
に
立
て
、
是
れ
に
依
り
て
得
道
す
べ
し
と
思
ふ
も
、
亦
是
れ

(12) 

非
也
。
只
、
柄
僧
の
行
履
•
仏
子
の
家
風
な
れ
ば
、
従
ひ
行
な
ふ
な
り

衆
に
随
て
行
ぜ
ば
、
道
を
得
べ
き
な
り
。
た
と
へ
ば
舟
に
乗
り
て
行
く
に
は
、
故
事
を
知
ら
ず
、
ゆ
く
様
を
知
ら
ざ
れ
ど
も
、
よ
き
船
師
に
ま

か
せ
て
行
け
ば
、
知
り
た
る
も
、
知
ざ
る
も
、
彼
岸
に
到
る
が
如
し
。
善
知
識
に
随
て
、
衆
と
共
に
行
じ
て
、
私
し
な
け
れ
ば
、
自
然
に
道
人

(13) 

な
り

仏
祖
と
次
元
を
異
に
す
る
我
々
の
見
解
な
ど
を
捨
て
て
、
仏
祖
の
言
語
や
行
履
（
行
い
）

九

に
従
っ
て
修
行
せ
よ
、

と
い
う
こ
と
を

教
え
る
道
元
の
語
句
は
、
道
元
の
す
べ
て
の
著
作
に
散
見
し
て
お
り
、
誠
に
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
右
に
引
い
た
道
元
の
四
つ
の
説
示

か
ら
見
て
も
、
道
元
に
と
っ
て
「
古
仏
」
的
存
在
で
あ
っ
た
宏
智
の
言
葉
を
道
元
が
改
変
し
て
、
彼
自
身
の
禅
思
想
の
特
異
性
を
強

調
す
る
素
材
と
し
た
な
ど
と
言
う
の
は
、
道
元
の
態
度
に
反
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
鎌
倉
時
代
に
輩
出
し
た
い
わ
ゆ
る
新
仏
教
祖
師

た
ち
の
、
特
定
の
個
人
の
権
威
へ
の
強
調
と
特
定
個
人
か
ら
の
師
承
へ
の
尊
璽
と
い
う
一
般
的
傾
向
に
も
相
反
す
る
も
の
と
言
わ
ね

以
上
、
二
つ
の
用
例
を
考
察
し
た
が
、
こ
れ
で
も
判
る
よ
う
に
、
片
言
隻
語
も
し
く
は
断
片
的
な
表
現
の
み
を
取
り
出
し
て
、
道

元
が
宏
智
の
禅
思
想
を
超
克
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
そ
の
言
葉
を
改
変
し
た
な
ど
と
考
え
る
の
は
、
穏
当
を
欠
く
態
度
で
あ
る
と
言

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
が
あ
り
、
あ
る
文
脈
の
中
の
―
つ
の
言
葉
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
に
し

(4) (3) (2) (1) 

彫
文
喪
徳
と
琢
磨
増
輝

ば
な
ら
な
い
。

よ
う
に
説
い
て
い
る
。



て
も
、

受
け
た
り
、

、
道
元
に
お
け
る
宏
智
理
解
の
仕
方
と
そ
の
特
徴

そ
の
全
体
の
文
脈
を
抜
き
に
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
道
元
の
言
葉
を
理
解
す
る
場
合
は
特
に
そ
う
で
あ
る
。
道
元
に

よ
っ
て
改
変
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
て
き
た
宏
智
の
幾
つ
か
の
．
言
葉
を
め
ぐ
っ
て
、

で
は
、
道
元
は
宏
智
の
言
葉
を
改
変
し
な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、

そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
に
即
し
て
考
察
し
て
き
た
限
り

か
え
っ
て
自
分
の
言
葉
を
述
べ
る
時
、
宏
智
の
言
葉
か
ら
示
唆
を

ま
た
自
分
の
著
作
を
執
筆
す
る
際
、
宏
智
の
表
現
の
ス
タ
イ
ル
を
借
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で

で
は
、
道
元
に
お
け
る
宏
智
理
解
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
単
に
い
わ
ゆ
る
師
へ
の
絶
対
的
帰
投
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
、
そ
れ
と
も
宏
智
が
曹
洞
禅
の
大
成
者
で
あ
り
、
道
元
が
如
浄
か
ら
受
け
継
い
だ
禅
法
も
曹
洞
禅
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

い
わ
ゆ
る
道
元
に
お
け
る
宏
智
理
解
の
基
準
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
探
っ
て
み
よ
う
。

道
元
に
お
け
る
宏
智
理
解
の
仕
方
を
探
る
場
合
、
最
も
重
要
な
手
が
か
り
の
―
つ
に
、
「
宏
智
古
仏
」
と
い
う
呼
称
が
あ
る
。
道
元

(14) 

に
お
け
る
「
古
仏
」
の
呼
称
の
用
例
は
、
必
ず
し
も
宏
智
一
人
に
限
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
道
元
の
言
う
所
の
「
古
仏
」
の
意
味
に

(15) 

つ
い
て
は
、
当
然
詳
細
な
解
釈
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
生
涯
に
わ
た
っ
て
「
古
仏
の
ま
ね
び
」
を
し
て
き
た
と
い
わ
れ
る

道
元
は
、
少
な
く
と
も
全
く
無
選
択
的
に
禅
宗
史
上
の
す
べ
て
の
祖
師
を
「
古
仏
」
と
称
し
た
の
で
は
な
い
。
自
ら
の
独
自
な
理
解

も
し
く
は
深
い
洞
察
に
基
づ
い
て
そ
れ
を
用
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
差
し
当
り
私
は
こ
こ
で
、

対
し
て
用
い
た
呼
称
で
あ
り
、

指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
、
道
元
が
強
調
し
た
「
行
仏
」
と
「
全
一
仏
法
」
、

あ
る
。

そ
れ
を
道
元
が
特
定
の
人
物
に

そ
れ
は
そ
の
特
定
の
人
物
の
「
行
」
も
し
く
は
「
法
」
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と

つ
ま
り
「
行
」
の
徹
底
性
（
「
不
曾
汚
染
」
）
と
「
法
」

1
0
 



前
者
を
指
す
の
で
あ
り
、

の
正
当
性
（
「
正
法
」
）

と
い
う
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
う
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
道
元
に
お
け
る
「
宏
智
古
仏
」
と
い
う
呼

称
を
単
に
一
種
の
敬
称
と
し
て
解
釈
し
て
は
な
ら
ず
、
道
元
の
宏
智
理
解
の
重
要
な
要
素
の
一
っ
と
し
て
受
け
と
め
る
べ
き
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
道
元
が
宏
智
を
「
古
仏
」
と
し
て
理
解
し
た
所
以
は
、
宏
智
の
「
行
」
と
「
法
」
の
い
ず
れ
か
が
裏
付
け
と
な
っ
て
い
た

し
か
し
、
道
元
に
お
け
る
宏
智
へ
の
言
及
と
『
宏
智
広
録
』
か
ら
の
直
接
的
な
引
用
を
併
読
す
る
限
り
、
黙
照
禅
を
特
徴
と
す
る

宏
智
の
禅
法
や
、

そ
れ
を
中
心
に
述
べ
た
『
黙
照
銘
』
を
道
元
が
引
用
し
た
例
は
皆
無
で
あ
り
、
専
ら
宏
智
の
「
行
」
、

つ
ま
り
宏
智

の
坐
禅
修
行
の
意
味
内
実
を
表
明
す
る
「
坐
禅
簸
」
を
集
中
的
に
引
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
道
元
が
宏
智
の
黙
照
禅

に
全
く
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
た
め
で
は
な
く
、
道
元
自
身
の
禅
思
想
の
特
徴
に
よ
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
は
以
下
の

論
述
で
明
ら
か
に
な
る
。

つ
ま
り
、
道
元
に
よ
る
宏
智
の
言
葉
の
引
用
や
言
及
が
、
宏
智
の
「
行
」
の
方
に
傾
斜
す
る
傾
向
性
が
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
道
元
に
お
け
る
宏
智
理
解
は
宏
智
の
「
行
」
を
基
準
と
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
同
時
に
、
道
元
の
禅
思

想
の
根
幹
は
「
修
証
一
等
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
理
解
で
き
よ
う
。

禅
に
お
け
る
「
行
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
修
行
も
し
く
は
弁
道
で
あ
り
、

つ
ま
り
仏
教
の
言
う
究
極
的
な
存
在
で
あ
る
「
さ

と
り
」
へ
と
志
向
す
る
者
（
帰
依
者
）
が
行
な
う
宗
教
的
実
践
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
そ
れ
は
坐
禅
と
い
う
行
為
に
代
表
さ
れ
る
。
ま

た
行
住
坐
臥
の
日
常
生
活
の
す
べ
て
が
仏
道
の
修
行
と
し
て
要
求
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
言
う
宏
智
の
「
行
」
は
、
主
に

つ
ま
り
、
打
坐
も
し
く
は
坐
禅
を
特
徴
と
す
る
宏
智
の
宗
教
実
践
を
意
味
し
て
い
る
。

(16) 

宏
智
の
「
行
業
」
を
伝
え
る
現
存
の
諸
文
献
に
よ
る
と
、
宏
智
は
山
西
省
隔
県
の
李
氏
に
生
ま
れ
、
十
一
歳
で
出
家
し
た
。
河
南
、

湖
北
、
江
西
な
ど
の
地
方
の
寺
院
を
遊
行
し
た
後
、
三
十
四
歳
か
ら
六
十
七
歳
の
示
寂
ま
で
、
あ
わ
せ
て
七
ヶ
所
の
寺
の
住
職
を
歴

彫
文
喪
徳
と
琢
磨
増
輝

の
で
は
な
い
か
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



田
の
「
太
白
之
麓
」
と
は
天
童
山
の
こ
と
で
あ
る
。
天
童
山
晋
住
中
の
宏
智
の
坐
禅
修
行
の
状
況
を
記
し
た
こ
の
一
文
に
よ
る
と
、
宏

智
の
宗
教
実
践
と
し
て
の
「
行
」
は
、
冗
冗
と
し
て
坐
る
こ
と
で
あ
り
、

を
も
っ
て
指
導
し
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
③
は
、
坐
禅
修
行
の
場
と
し
て
の
僧
堂
の
建
立
由
来
を
記
述
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
「
開

鉢
而
飯
、
洗
足
而
坐
」
と
の
言
葉
か
ら
、
宏
智
の
指
導
の
も
と
で
、
天
童
山
の
坐
禅
修
行
は
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ

れ
る
。
新
し
く
建
立
さ
れ
た
僧
堂
は
、
冬
は
暖
か
く
、
夏
は
涼
し
い
。
昼
も
夜
も
絶
え
ず
に
坐
禅
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た

「
耕
牧
」
、

の
師
丹
霞
子
淳

(
1
0六
四

s-
―
―
七
）

る。

(3) (2) (1) 

任
し
た
が
、

そ
の
中
で
、
天
童
山
へ
の
晋
住
（
一
―
二
九
＼
―
-
五
七
）

は
最
も
長
く
、

お
よ
そ
三
十
年
間
で
あ
っ
た
。
世
に
「
天

童
覚
和
尚
」
と
し
て
知
ら
れ
た
如
く
、
宏
智
の
活
動
の
中
心
地
は
天
童
山
で
あ
り
、
彼
の
禅
思
想
や
禅
仏
教
界
に
お
け
る
地
位
も
こ

の
天
童
山
に
お
い
て
育
成
さ
れ
、
樹
立
さ
れ
た
と
言
え
る
。
以
下
の
記
述
は
宏
智
の
「
行
」
の
実
態
を
よ
く
伝
え
て
い
る
と
思
わ
れ

建
炎
末
、
応
縁
補
処
太
白
之
麓
。
海
隅
斗
絶
、
結
屋
安
禅
。
会
学
去
来
、
常
以
千
数
。
師
方
導
衆
以
寂
、
冗
如
枯
株
゜

|
（
『
宏
智
禅
師
語
録
』
巻
第
五
「
小
参
語
録
序
」
）

冬
暖
夏
涼
、
昼
香
夜
灯
、
開
鉢
而
飯
、
洗
足
而
坐
。
耕
牧
其
間
、
警
導
以
寂
゜

|
|
（
右
同
巻
第
八
末
『
僧
堂
記
』
）

蓋
師
初
以
宴
坐
入
道
、
淳
以
空
劫
自
己
示
之
、
廓
然
大
悟
。
其
後
誨
人
専
明
空
劫
前
事
。
唯
師
徹
証
仏
祖
根
源
、
機
鋒
峻
激
、
非
中
下
之
流
所

能
湊
泊
゜
而
昼
夜
不
眠
、
与
衆
危
坐
、
三
輪
倶
寂
、
六
用
不
痕
、
宗
通
説
通
、
尽
善
善
美
。
故
其
持
身
也
厳
、
其
偶
也
文
、
其
荘
厳
仏
事
、
接

引
迷
途
。

（
宋
・
周
葵
撰
『
宏
智
禅
師
妙
光
塔
銘
』
）

ま
た
学
人
を
導
く
方
法
と
し
て
は
、
寂
然
、

つ
ま
り
学
人
を
指
導
す
る
場
合
も
、
宏
智
は
寂
然
た
る
無
言
を
も
っ
て
対
応
し
た
の
で
あ
る
。
③
の
「
淳
」
と
は
、
宏
智

の
こ
と
で
あ
る
が
、
宏
智
は
師
丹
霞
が
「
空
劫
前
自
己
」
を
以
て
示
し
た
と
こ
ろ
、
忽

つ
ま
り
無
言



然
と
し
て
大
悟
し
た
と
い
う
。
こ
の
一
文
の
中
で
特
に
注
意
す
べ
き
表
現
は
、
「
昼
夜
不
眠
、
与
衆
危
坐
」
で
あ
り
、
宏
智
が
そ
の
若

年
の
修
行
期
か
ら
一
貫
し
て
坐
禅
を
根
本
修
行
と
し
て
い
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
徹
底
的
に
坐
禅
修
行
を
実
践
し
て
い
た
宏
智
の
姿
は
、
「
行
」
の
徹
底
性
を
重
ん
じ
る
道
元
に
深
い
感
銘
を
与
え
た
に

違
い
な
い
。
道
元
は
『
正
法
眼
蔵
』

の
『
行
持
』
巻
の
中
で
、
宏
智
の
「
行
持
」
を
次
の
よ
う
に
讃
え
て
い
る
。

太
白
山
宏
智
禅
師
正
覚
和
尚
の
会
に
、
護
伽
藍
上
神
い
は
く
、
わ
れ
き
く
、
覚
和
尚
こ
の
山
に
住
す
る
こ
と
十
余
年
な
り
。
つ
ね
に
寝
堂
に
い
た
り

て
み
ん
と
す
る
に
、
不
能
前
な
り
、
未
之
識
な
り
。

ま
こ
と
に
有
道
の
先
蹂
に
あ
ひ
あ
ふ
な
り
。
こ
の
天
童
山
は
も
と
は
小
院
な
り
。
覚
和
尚
の
住
裡
に
道
士
観
、
尼
寺
、
教
院
等
を
掃
除
し
て
、
い
ま

(17) 

の
景
徳
寺
と
な
せ
り

す
な
わ
ち
「
宏
智
が
天
童
山
に
住
す
る
こ
と
、
す
で
に
十
余
年
だ
と
聞
い
て
い
る
が
、

う
と
し
て
も
、

ど
う
し
て
も
前
に
進
む
こ
と
が
で
き
ず
、

い
つ
も
、
奥
座
敷
で
お
や
す
み
の
姿
を
見
よ

ま
た
一
度
も
そ
の
姿
を
拝
見
し
た
こ
と
が
な
い
」
と
当
時
一
人
護
伽
藍
神

が
述
べ
た
の
に
対
し
て
、
道
元
は
「
誠
に
そ
れ
は
、
道
を
得
た
る
人
の
優
れ
た
先
例
に
ぴ
た
り
と
遇
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
」
と
讃

え
、
そ
し
て
天
童
山
を
開
山
し
た
宏
智
の
人
生
の
軌
跡
を
述
べ
た
。
こ
の
一
段
の
記
事
は
『
宏
智
禅
師
行
業
記
』
に
見
え
る
た
め
、

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
宏
智
の
「
行
」
に
対
す
る
道
元
の
理
解
と
評
価
は
、
主
と
し
て
彼
の
『
正
法
眼
蔵
』

お

に
収
め
ら
れ
て

い
る
『
坐
禅
簸
』
と
い
う
巻
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
『
坐
禅
簸
』
巻
の
中
で
、
道
元
が
歴
代
の
祖
師
の
坐
禅
観
を
評
価
し
、
私
見

を
述
べ
な
が
ら
、
宏
智
の
『
坐
禅
策
』

の
一
字
一
句
に
対
し
て
懇
切
な
る
評
釈
を
与
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
如
浄
を
含
む
歴
代
の

祖
師
の
書
物
に
対
す
る
彼
の
態
度
の
中
で
も
、
極
め
て
異
例
な
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
道
元
の
『
坐
禅
蔵
』
が
宏
智

の
そ
れ
を
モ
デ
ル
に
し
て
執
筆
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
道
元
に
お
け
る
宏
智
理
解
は
、
宏
智
の
「
行
」
を
基
準
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た

彫
文
喪
徳
と
琢
磨
増
輝

そ
ら
く
道
元
が
そ
こ
か
ら
引
用
し
た
と
思
わ
れ
る
。



智
に
共
鳴
し
た
の
で
あ
る
。

こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
道
元
は
宏
智
の
『
坐
禅
蔵
』
を
通
し
て
、
坐
禅
修
行
を
そ
の
宗
教
実
践
の
究
極
的
な
課
題
と
し
た
宏

宏
智
禅
師
の
坐
禅
簸
、
そ
れ
道
未
是
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
さ
ら
に
か
く
の
ご
と
く
道
取
す
べ
き
な
り
。
お
ほ
よ
そ
仏
祖
の
児
孫
、
か
な
ら
ず
坐
禅
を

(18) 

一
大
事
な
り
と
参
学
す
べ
し
。
こ
れ
単
伝
の
正
印
な
り

道
元
は
、
宏
智
の
『
坐
禅
蔵
』

の
表
現
は
十
全
な
規
範
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
り
、

道
元
の
宏
智
に
対
す
る
理
解
は
、
宏
智
の
『
坐
禅
蔵
』
を
通
し
て
で
あ
り
、

お
よ
そ
仏
祖
の
流
れ
を
汲
む
者
は
、
必
ず
坐
禅

を
一
大
事
と
し
て
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
仏
祖
正
伝
の
印
で
あ
る
こ
と
を
教
え
る
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
は
坐
禅
は
仏
祖
の
「
単
伝
の
印
」
で

あ
る
と
い
う
仏
道
修
行
の
権
威
性
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
。
『
坐
禅
簸
』
巻
に
は
他
に
も
同
様
な
記
述
が
見
え
る
。

坐
禅
簸
は
、
大
宋
国
慶
元
府
太
白
名
山
天
童
景
徳
寺
、
宏
智
禅
師
正
覚
和
尚
の
撰
せ
る
の
み
仏
祖
な
り
、
坐
禅
簸
な
り
。
道
得
是
な
り
。
ひ
と
り
法

界
の
表
裏
に
光
明
な
り
。
古
今
の
仏
祖
に
仏
祖
な
り
。
前
仏
後
仏
、
こ
の
蔵
に
簸
せ
ら
れ
も
て
ゆ
き
、
今
祖
古
祖
、
こ
の
策
よ
り
現
成
す
る
な
り
（
中

略
）
。
宏
智
禅
師
の
坐
禅
簸
…
…
諸
代
の
老
宿
の
な
か
に
、
い
ま
だ
い
ま
の
ご
と
く
の
坐
禅
蔵
あ
ら
ず
。
諸
方
の
臭
皮
袋
、
も
し
こ
の
坐
禅
蔵
の
ご
と

く
道
取
せ
し
め
ん
に
、
一
生
二
生
の
ち
か
ら
を
つ
く
す
と
も
、
道
取
せ
ん
こ
と
う
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
い
ま
諸
方
に
み
え
ず
、
ひ
と
り
こ
の
簸
の
み

あ
る
な
り
。
先
師
上
堂
の
時
、
尋
常
に
云
く
、
「
宏
智
、
古
仏
な
り
」
。
自
余
の
漢
を
痣
麿
い
ふ
こ
と
、
す
べ
て
な
か
り
き
。
知
人
の
眼
目
あ
ら
ん
と

(19) 

き
、
仏
祖
を
も
知
音
す
べ
き
な
り
。
ま
こ
と
に
し
り
ぬ
、
洞
山
の
仏
祖
あ
る
こ
と
を

宏
智
の
『
坐
禅
蔵
』
を
「
仏
祖
な
り
」
、
「
道
得
是
な
り
」
（
そ
の
述
べ
る
と
こ
ろ
は
言
い
得
て
立
派
で
あ
る
）
、
「
今
祖
古
祖
、
こ
の
蔵

よ
り
現
成
す
る
な
り
」
な
ど
の
言
葉
を
以
て
高
く
称
賛
し
た
後
、
「
先
師
上
堂
の
時
、
尋
常
に
云
く
、
宏
智
、
古
仏
な
り
」
と
い
う
如

浄
の
言
葉
を
引
用
し
て
、
師
如
浄
が
宏
智
を
「
古
仏
」
と
讃
え
た
と
同
様
に
、
道
元
も
宏
智
の
こ
と
を
「
ま
こ
と
に
し
り
ぬ
、
洞
山

の
仏
祖
あ
る
こ
と
を
」
と
述
べ
、
自
分
の
『
坐
禅
蔵
』
に
示
さ
れ
て
い
る
坐
禅
修
行
の
思
想
も
そ
の
枠
を
出
て
い
な
い
と
の
認
識
を

表
明
し
た
。
す
な
わ
ち
、
如
浄
の
も
と
で
「
只
管
打
坐
、
身
心
脱
落
」

の
禅
的
真
諦
を
体
得
し
た
道
元
は
、
今
こ
こ
に
そ
の
師
如
浄

一
四



一
五

と
法
系
を
同
じ
く
す
る
宏
智
に
も
坐
禅
修
行
の
理
論
的
根
拠
を
求
め
、
仏
祖
の
「
行
」
と
し
て
の
坐
禅
の
権
威
性
を
再
度
確
認
し
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
道
元
に
お
け
る
宏
智
理
解
の
特
徴
だ
と
言
え
よ
う
。
類
似
の
言
及
は
、

婆
』
巻
に
も
見
え
る
。

宏
智
を
「
古
仏
」
と
理
解
す
る
人
は
、
先
師
如
浄
一
人
の
み
で
あ
る
と
し
、

す
る
者
が
い
る
が
、

ま
た
『
正
法
眼
蔵
』

の
『
王
索
仙
仏
陀

先
師
古
仏
上
堂
の
と
き
、
よ
の
つ
ね
に
い
は
く
、
「
宏
智
古
仏
」
。
し
か
る
を
、
宏
智
古
仏
を
古
仏
と
相
見
せ
る
、
ひ
と
り
先
師
古
仏
の
み
な
り
。
宏

智
の
と
き
、
径
山
の
大
恵
禅
師
宗
呆
と
い
ふ
あ
り
、
南
岳
の
遠
孫
な
る
べ
し
。
大
宋
一
国
の
天
下
お
も
は
く
、
大
恵
は
宏
智
に
ひ
と
し
か
る
べ
し
、
あ

ま
り
さ
へ
宏
智
よ
り
も
そ
の
人
な
り
と
お
も
へ
り
。
こ
の
あ
や
ま
り
は
、
大
宋
国
内
の
道
俗
、
と
も
に
疎
学
に
し
て
、
道
眼
い
ま
だ
あ
き
ら
か
な
ら

(20) 

ず
、
知
人
の
あ
き
ら
め
な
し
、
知
己
の
ち
か
ら
な
き
に
よ
り
て
な
り
。
宏
智
の
あ
ぐ
る
と
こ
ろ
、
真
個
の
立
志
あ
り

ま
し
て
、
大
恵
を
宏
智
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
と
評
価

そ
れ
は
仏
道
の
眼
が
な
く
、
人
を
知
る
力
量
や
自
己
を
知
る
力
量
が
な
い
た
め
だ
と
批
判
し
て
、
道
元
は
、
宏

智
こ
そ
「
真
個
の
立
志
あ
」
る
人
と
理
解
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
師
如
浄
を
通
し
て
、
宏
智
を
「
真
個
の
立
志
あ
り
」
と
理
解
し
た

と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
道
元
自
身
が
自
ら
の
認
識
と
体
験
に
基
づ
い
て
理
解
し
得
た
と
言
っ
た
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ

の
価
値
判
断
の
基
準
と
な
っ
た
も
の
は
、
修
行
者
と
し
て
の
道
元
の
主
観
の
う
ち
に
お
け
る
普
遍
的
禅
意
の
「
道
得
」
或
い
は
体
験

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
道
得
」
も
し
く
は
体
験
に
基
づ
い
て
、
道
元
は
、
自
分
の
発
し
た
言
葉
が
宏
智
の
そ
れ
と
相
違
し
な
い
と

繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
永
平
広
録
』
第
四
で
は
、
次
の
よ
う
な
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。

解
夏
上
堂
云
、
宏
智
禅
師
住
天
童
時
、
解
夏
上
堂
云
…
…
（
中
略
）
先
行
不
到
猶
迷
己
、
末
後
オ
過
又
借
功
。
師
云
、
這
個
是
宏
智
古
仏
解
夏
底
句
。

永
平
柳
有
同
声
相
応
底
句
、
大
衆
要
聴
度
。
良
久
云
、
従
来
汗
馬
無
人
識
、
只
要
重
論
蓋
代
功
。
這
個
是
与
宏
智
古
仏
同
声
相
（
応
）
底
句
、
法
歳

（
＇
一

（
蔵
？
）
周
円
底
句
1

括
弧
内
・
傍
線
は
引
用
者

わ
ず
か

宏
智
が
「
先
行
は
到
ら
ざ
る
に
、
猶
己
を
迷
い
、
末
後
は
オ
に
過
ぎ
て
、
又
功
を
借
り
る
」
と
述
べ
た
の
に
対
し
て
、
道
元
は
、
「
従

彫
文
喪
徳
と
琢
磨
増
輝



へ
の
理

来
の
汗
馬
、
識
る
人
無
し
、
只
要
す
、
蓋
代
の
功
を
重
論
す
る
こ
と
を
」
と
述
べ
、
宏
智
の
そ
れ
と
「
同
声
相
応
の
句
」
で
あ
る
と

い
う
認
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
話
題
は
、
前
人
の
修
行
の
功
徳
を
正
し
く
認
識
す
べ
き
だ
と
い
う
意
味

で
、
前
掲
し
た
「
皓
玉
無
瑕
、
彫
文
喪
徳
」
と
「
皓
玉
無
瑕
、
琢
磨
増
輝
」
の
そ
れ
と
は
、
明
ら
か
に
異
な
る
が
、
し
か
し
宏
智
の

言
葉
お
よ
び
そ
の
言
葉
の
中
に
表
明
さ
れ
て
い
る
修
行
の
態
度
や
認
識
の
方
法
に
対
す
る
道
元
の
受
け
と
め
方
や
道
元
の
主
観
に
お

け
る
理
論
的
考
察
の
働
き
と
い
う
点
で
は
、
変
わ
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
道
元
に
お
け
る
宏
智
の
「
行
」

解
は
、
単
に
「
師
へ
の
従
順
」
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
図
式
の
下
で
な
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
主
体
的
か
つ
積
極
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ

の
も
と
で
そ
の
内
面
世
界
に
お
け
る
主
体
的
且
つ
整
合
的
な
認
識
作
業
を
経
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
道
元
に
お
け
る
宏
智

理
解
の
仕
方
と
特
徴
だ
と
言
え
よ
う
。

特
定
の
歴
史
的
人
物
へ
の
理
解
を
「
行
」
を
基
準
と
し
て
行
な
う
こ
と
は
、
道
元
の
首
尾
一
貫
し
方
法
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
道
元
は
あ
ら
ゆ
る
人
生
の
苦
悩
を
重
ね
、
当
時
の
日
本
仏
教
界
に
お
け
る
「
行
」
の
現
状
に
絶
望
の
念
を
抱
き
、
遥
々
宋
朝
に

渡
航
し
た
の
も
、
こ
の
「
行
」
の
精
髄
に
徹
証
し
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
中
国
の
如
浄
の
指
導
の
下
で
「
行
」
の
真

諦
を
悟
っ
て
日
本
に
帰
国
し
た
後
、
続
々
と
執
筆
し
た
『
普
勧
坐
禅
儀
』
や
『
弁
道
話
』
な
ど
の
エ
ッ
セ
ー
も
、
専
ら
こ
の
「
行
」
の

普
遍
性
と
確
実
性
の
聞
明
の
た
め
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
「
仏
家
に
は
教
の
殊
劣
お
（
を
）
対
論
す
る
こ
と
な
く
、
法
の
浅
深
を
え
ら
ば

(22) 

ず
。
た
だ
し
修
行
の
真
偽
を
し
る
べ
し
」
と
さ
え
極
言
し
て
、
徹
底
的
に
「
行
」
を
重
要
視
し
、
か
つ
自
ら
そ
れ
を
実
践
し
た
。
ま

た
歴
代
の
禅
宗
の
祖
師
の
「
行
」
を
「
行
持
」
と
意
味
付
け
、

て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
道
元
の
一
生
に
お
い
て
、

い
得
る
）

そ
れ
ぞ
れ
の
「
行
」
の
徹
底
性
を
讃
え
て
、
『
行
持
』
の
巻
を
執
筆
し

そ
の
説
く
と
こ
ろ
と
行
な
う
と
こ
ろ
は
、
す
べ
て
こ
の
「
行
」
の
「
道
得
」
（
道

と
実
践
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
彼
は
教
え
も
し
く
は
禅
法
を
軽
視
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な

一
六



四

、

結

び

に

原
風
景
の
一
端
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

の
如
何
を
問
わ
ず
に
、
専
ら
「
証
」
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
、

つ
ま
り
「
行
」

一
七

の
連
続
性
を
重
ん
じ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

そ
の
場
合

い
。
彼
は
あ
く
ま
で
も
「
修
証
一
等
」
と
い
う
基
本
原
則
に
立
っ
て
、
こ
の
「
行
」
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
理
論
に
従
え
ば
、

「
行
」
の
過
程
は
「
証
」
の
全
体
で
あ
り
、
今
の
「
行
」
は
「
悟
っ
た
」
う
え
で
の
「
行
」
で
あ
る
と
い
う
。
道
元
は
「
証
」
の
結
果

の
決
定
的
な
条
件
は
、
「
正
師
」
に
「
出
会
う
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
正
師
」
に
「
遡
垣
」
す
る
に
よ
っ
て
「
正
法
」
を
体
得

し
、
そ
し
て
そ
れ
へ
の
「
正
信
」
（
正
し
く
帰
投
す
る
こ
と
）
を
確
定
し
た
上
で
、

彼
の
動
態
的
な
修
行
理
論
に
よ
る
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
上
見
て
き
た
彼
の
宏
智
理
解
は
、
正
に
そ
の
よ
う
な
修
行
理
論
の

以
上
、
道
元
に
お
け
る
宏
智
理
解
の
問
題
に
つ
い
て
、

を
め
ぐ
り
、

の
言
葉
を
改
変
し
た
の
で
は
な
く
、

そ
れ
を
正
し
く
実
践
（
正
行
）
し
て
い
く
と
い
う

ま
ず
道
元
が
改
変
し
た
と
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
宏
智
の
幾
つ
か
の
言
葉

そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
の
出
現
す
る
原
文
を
全
体
の
文
脈
に
即
し
て
検
討
し
、

そ
し
て
次
に
道
元
に
お
け
る
宏
智
理
解
の
仕

方
と
そ
の
特
徴
を
論
じ
て
き
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
自
分
の
思
想
の
特
異
性
を
強
調
す
る
た
め
に
宏
智

む
し
ろ
自
分
の
言
葉
を
述
べ
る
際
に
、
道
元
が
宏
智
の
言
葉
か
ら
示
唆
を
受
け
た
り
、
宏
智
の

言
葉
を
弟
子
た
ち
に
忠
実
に
受
け
取
る
よ
う
勧
め
た
り
さ
え
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
道
元
の
言
葉
の
中
に
宏
智
の
そ
れ
と
類
似
し
た

表
現
法
が
看
取
さ
れ
う
る
の
は
、
正
に
両
者
の
緊
密
な
思
想
関
係
を
物
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、

彫
文
喪
徳
と
琢
磨
増
輝

ま
た
道
元
の
言
葉
の
中
に
宏
智

の
そ
れ
と
異
な
っ
た
表
現
の
仕
方
が
見
ら
れ
る
の
は
、
他
な
ら
ぬ
道
元
の
言
葉
と
し
て
の
、
延
い
て
は
道
元
の
禅
思
想
と
し
て
の
存

在
価
値
が
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
道
元
に
お
け
る
禅
思
想
の
特
徴
が
彼
の
宏
智
の
言
葉
に
対
す
る
受
け
と
め
方
と



註 い
う
点
に
お
い
て
も
現
わ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
道
元
が
主
に
宏
智

の
「
行
」
を
表
明
す
る
語
彙
に
集
中
的
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
道
元
の
宏
智
理
解
は
、
宏
智
の
行
業
や
『
坐
禅
簸
』
を
通
し

て
、
坐
禅
を
宗
教
実
践
と
し
て
徹
底
し
た
宏
智
の
「
行
」
に
共
鳴
し
、

を
そ
の
理
解
の
基
準
と
し
た
の
は
、
宏
智
の
「
法
」

存
在
で
あ
っ
た
宏
智
の
思
想
や
そ
の
全
人
格
に
「
遡
逗
」
し
う
る
と
い
う
、
道
元
の
独
特
な
修
行
理
論
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

自
分
の
思
想
が
師
資
相
承
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
自
称
し
な
が
ら
も
、

論
形
態
を
呈
し
て
い
た
の
は
、
道
元
の
禅
思
想
の
特
徴
で
あ
り
、

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
道
元
・
宏
智
．
禅
思
想
の
理
解

そ
れ
を
基
準
と
し
た
こ
と
が
判
る
。
し
か
し
、
宏
智
の
「
行
」

へ
の
軽
視
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
行
」

へ
の
理
解
を
通
し
て
、
「
古
仏
」
的
な

そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
の
行
間
に
従
来
と
は
異
な
っ
た
理

そ
の
独
自
性
で
も
あ
ろ
う
。

(
1
)

道
元
に
お
け
る
禅
思
想
の
特
徴
を
彼
の
中
国
禅
僧
に
対
す
る
理
解
を
通
し
て
探
る
こ
と
は
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
行
な
っ
て
き
た
道
元
研
究
の

方
法
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
、
道
元
の
禅
思
想
を
よ
り
客
観
的
に
解
明
し
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
最
初
の
成
果
の
―
つ
は
本
誌
第
十

九
号
に
発
表
し
た
「
道
元
に
お
け
る
修
証
思
想
の
一
考
察
ー
—
—
如
浄
と
の
比
較
を
通
し
て
ー
」
で
あ
り
、
本
稿
は
そ
の
続
編
で
あ
る
。

(
2
)

鏡
島
元
隆
著
『
道
元
禅
師
と
引
用
経
典
・
語
録
の
研
究
」
、
木
耳
社
、
昭
和
四
九
年
。

(
3
)

石
井
修
道
著
『
宋
代
禅
宗
史
の
研
究
』
、
大
東
出
版
社
、
昭
和
六
二
年
、
三
五
五
＼
三
八
三
頁
。
同
著
『
道
元
禅
の
成
立
史
的
研
究
』
（
大
蔵

出
版
社
、
一
九
九
一
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
宋
代
禅
宗
史
よ
り
見
た
る
道
元
禅
の
位
置
」
、
「
『
宏
智
録
』
の
歴
史
的
性
格
」
と
「
宏
智
正
覚

と
天
童
如
浄
」
の
諸
論
文
で
あ
る
。

(
4
)

前
掲
石
井
「
宋
代
禅
宗
史
の
研
究
』
、
三
七
七
頁
参
照
。

(
5
)

こ
こ
で
言
う
従
来
の
研
究
と
は
主
に
石
井
修
道
の
論
考
を
指
す
。

一
八



彫
文
喪
徳
と
琢
磨
増
輝

透
他
編
『
道
元
』
上
、

一
七
＼
一
八
頁
。

一
九

(
6
)

『
永
平
広
録
』
。
『
道
元
禅
師
全
集
』
下
巻
三
三
＼
三
四
頁
。

(
7
)

石
井
修
道
『
宋
代
禅
宗
史
の
研
究
』
、
三
六
八
＼
三
六
九
頁
参
照
。

(
8
)

『
道
元
禅
師
全
集
』
五
三

S
五
四
頁
。

(
9
)

寺
田
透
他
編
『
道
元
』
、
日
本
思
想
大
系
本
、
一
三
九
頁
。

(10)

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
三
。
本
稿
は
、
山
崎
正
一
校
注
『
現
代
語
訳
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
（
講
談
社
文
庫
、

同
じ
。

(11)

右
同
、
二
。
八
六
頁
。

(12)

右
同
、
二
。
五
五
頁
。

(13)

右
同
、
一
。
三

0
頁。

(14)

『
正
法
眼
蔵
』
の
『
古
仏
心
』
巻
で
は
、
「
古
仏
」
や
「
古
仏
心
」
の
意
味
合
い
に
つ
い
て
詳
細
に
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
「
行
持
」
の
巻
で

は
、
「
正
法
正
伝
せ
り
、
諸
人
こ
れ
を
古
仏
と
い
ふ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
石
井
修
道
の
論
考
に
よ
る
と
、
道
元
が
他
に
『
正
法
眼
蔵
』
で
「
古

仏
」
と
称
し
た
例
は
、
天
童
如
浄
、
薬
山
惟
徽
、
香
厳
智
閑
、
長
沙
景
琴
、
黄
槃
希
運
、
光
宅
慧
忠
、
趙
州
従
念
、
園
悟
克
勤
の
み
で
あ
る
と

い
う
（
前
掲
同
氏
著
『
道
元
禅
の
成
立
史
的
研
究
』
四
一

0
頁
注
⑥
を
参
照
）
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
人
物
は
、
必
ず
し
も
同
じ
く
曹
洞
禅
の
実

践
者
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
道
元
が
こ
の
「
古
仏
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
た
の
は
道
元
の
独
特
な
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、
こ
の
問
題
は
本
稿
の
論
旨
か
ら
す
こ
し
外
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
そ
れ
を
深
く
追
求
し
な
い
こ
と
に
す
る
。

(15)

高
崎
直
道
と
梅
原
猛
は
『
古
仏
の
ま
ね
び
〈
道
元
〉
』
（
角
川
書
店
、
昭
和
四
四
年
）
と
題
す
る
著
を
撰
し
て
あ
る
。
そ
の
内
容
は
と
も
か

く
と
し
て
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
古
仏
を
模
倣
し
て
い
た
道
元
の
性
格
を
書
名
と
し
て
用
い
た
と
い
う
点
は
、
卓
見
で
あ
る
。

(16)

宏
智
の
伝
記
資
料
に
つ
い
て
の
文
献
学
的
研
究
に
は
、
石
井
修
道
の
力
作
が
あ
る
。
本
稿
の
宏
智
の
「
行
業
」
に
関
す
る
資
料
は
、
主
に
そ

れ
を
参
照
し
た
。
同
著
『
宋
代
禅
宗
史
の
研
究
』
二
九
五

S
三
三

0
頁
を
参
照
。

(17)

前
掲
寺
田
透
他
編
『
道
元
』
上
、
一
八

0
頁。

(18)

右
同
、
一
四

0
頁。

(19)

右
同
、
一
三
五
＼
一
三
九
頁
。

(20)

右
同
『
道
冗
』
下
、
二
九
四
＼
二
九
五
頁
。

(21)

『
道
冗
禅
師
全
集
』
巻
下
、
八
二
頁
。

(22)

『
正
法
眼
蔵
』
・
『
弁
道
話
』
。
前
掲
寺
田

一
九
八
九
年
）
を
用
い
た
。
以
下



The Comprehension of Dagen (道元） on 

the Zen Thinking of Hongzhi (宏智）

HE Yansheng 

A lot of research has been done recently by a number of scholars on 
恥gen's comprehension of Hongzhi's Zen Thinking. One of the most 

influential scholars, in my view, is Professor Ishii Shudo (石井修道）• In his 
series of thesis, Professor Ishii made comparisons on the literal language of 

both Hongzhi and Dagen. He points out that Dagen had made a lot of changes 

and interpretations on the language of Hongzhi when he quoted the latter's 

remarks. These changes and interpretations, according to Professor Ishii, 
were made due to the fact that Dagen did not recognize Hongzhi's Zen 

Thinking. Therefore, Ishii concludes that Dagen's Zen Thinking has surpassed 
that of Hongzhi's and is thus unique and has no relationship with Hongzhi. 

Professor Ishii's point of view has since dominated Japan's academic circles and 

seemed to have been accepted as a final conclusion. No one has ever raised 

any objections to it. 

This article, however, has put forward a different point of view regarding 

Professor Ishii's research. The article is made up of two sections. The first 
one is composed of a re-observation on Ishii's research. By observing the 

Eiheikoroku (永平広録）， the author states that Dagen did not change the 

language of Hongzhi, on the contrary, he had gained a lot of inspiration out of 
Hongzhi's language when stating his own remarks. The reason that has led to 

Ishii's conclusion is that he only found out a few language differences between 

the two, but he neglected the whole sequence of ideas in the whole article. The 

second section discusses the characteristic of Dagen's comprehension of Hongz
hi's Zen Thinking from the angle of ideology. In his books, Dagen often 

showed his respect to Hongzhi by calling him Kobutsu (古仏）• When he inter

prets Hongzhi's thoughts, Dagen loves to narrate in his own words while 
disdaining the language of his predecesors. This shows Dagen has a special 

keenness about the language. The author then holds that Dagen's keenness 

about language makes up an important characteristic of his Zen Thin�ing. If 

we 're unaware of this characteristic, we would be misled by the difference of 

language between Dagen and Hongzhi and would hardly grasp the essence of 

Dagen's Zen Thinking. 




