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白
隠
の
禅
思
想
と
「
軟
酥
の
法
」

序

江
戸
時
代
の
中
期
、
十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
八
世
紀
後
半
を
生
き
た
白

隠
は
、
既
に
足
利
時
代
の
末
期
か
ら
徳
川
時
代
の
始
め
に
か
け
て
そ
の
生

命
力
を
衰
え
さ
せ
て
い
た
禅
を
、
そ
し
て
檀
家
制
度
の
も
と
で
、
組
織
も

官
僚
的

と
な
っ
て
剛
直
化
し
、
宗
派
と
し
て
の
発
展
も
な
く
、
衰
退
し
つ

つ
あ
っ
た
臨
済
宗
を
復
興
さ
せ
た
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。

本
論
で
は
『
夜
船
閑
話
』
を
中

心
と
し
て
、
そ
こ
で
説
か
れ
て
い
る
呼

吸
法
、
内
観
法
、
軟
酥
の
法
に
関
し
て
考
察
す
る
と
同
時
に
、
こ
れ
を
白

隠
の
禅
、
そ
の
他
の
思
想
的
背
景
と
共
に
捉
え
て
み
た
い
。
そ
し
て
さ
ら

に
、
こ
の
白
隠
禅
お
よ
び
、
白
隠
が
説

い
た
呼
吸
法
、
内
観
な
ど
が
現
代

の
医
学
・
医
療
の
状
況
の
中
で
、
特
に
「
統
合
医
療
」
と
い
う
面
に
お
い

て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持

つ
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

半
　

田
　

栄
　

一

一
　
白

隠
の
禅

修
行
と
禅
病

八
十
四
年
の
白
隠
の
生
涯
の
前
半
は
厳
し
い
修
行
に
貫
か
れ
て
い
た
。

白
隠
は
幼
少
時
よ
り
、
種
々
の
宗
教
的
影
響
を
受
け
て

い
た
。
七
歳
の
頃
、

父
親
の
関
係
の
時
宗
の
念
仏
行
者
か
ら
得
た
「
僧
に
な
る
」
と
い
う
予
言

や
養
生
法
な
ど
、
十
一
歳
の
時
、
母
に
連
れ
ら
れ
て
行
っ
て
聴

い
た
『
摩

訶
止
観
』
の
講
義
や
十
二
歳
の
時
見
た
人
形
芝
居
の
「
鍋
か
ぶ
り
」
の
影

響
で
地
獄
に
対
す
る
強

い
恐
怖
感
を
抱
く
よ
う
に
な
る
と
同
時
に
、
『
法

華
経
』
に
対
す
る
関
心
が
湧
く
な
ど
少
年
期
の
白
隠

が
体
験
し
た
こ
と
は
、

天
性
の
素
地
の
上
に
そ
の
後
の
宗
教
的
な
成
長
発
展
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

や
が
て
強

い
道
心
を
抱
く
よ
う
に
な
り
、
元
禄
十
二
年
、
十
五
歳
で
原

の
松
蔭

寺
、

単
嶺

和
尚

の

も
と
に
出
家

す

る
。
そ

の
後
『
法

華
経

』

二
十
八
品
を
読
み
、
そ
の
大
部
分

が
因
縁
比
喩
で
あ
る
こ
と
を
知
り
失
望
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し
十
九
歳
で
行
脚
に
出

る
。
さ
ら
に
「
五
家
正
宗
賛
」
に
出
て
く
る
巌
頭

和
尚
の
話
に
よ
っ
て
出
家
や
悟
り
の
功
徳
に
疑
問
を
持
つ
に
至
り
、
そ
の

解
決
の
糸
口
を
詩
文
に
求
め
て
、
四
書
五
経
の
み
で
は
な
く
李
白
、
杜
甫

の
詩
な
ど
、
幅
広
く
学
ん
だ
こ
と
は
後
の
白
隠
の
原
動
力
と
な
っ
た
。
宝

永
元
年
二
十
歳
の
時
白
隠
は
美
濃
の
瑞
雲
寺
に
馬
翁
を
訪

ね
、
そ
こ
で
目

に
し
た
『
禅
関
策
進
』
の
中
の
慈
明
和
尚
の
激
し
い
道
心
に
よ
っ
て
、
ま

た
「
仏
祖
三
経
」
を
聴
い
て
強
く
道
心
を
刺
激
さ
れ
て
禅
修
業
に
専
心
す

る
。二

十
四
歳
の
時
、
越
後
高
田
の
英
巌
寺
に
行
き
性
徹
和
尚

の
「
人
天
眼

目
」
の
提
唱
を
聴
き
、
坐
禅
三
昧
で
あ
っ
た
時
、
暁
に
遠
い
寺
の
鐘
声
を

聞
き
、
そ
の
瞬
間
に
身
心
脱
落
、
大
悟
し
、
慢
心
に
陥

る
。
さ
ら
に
信
州

飯
山
の
正
受
慧
端
を
訪
ね
、
そ
こ
で
の
厳
し
い
修
行
中
に
白
隠
は
公
案
の

心
髄
を
頭
で
は
な
く
身
体
で
悟
り
、
正
受
の
印
可
を
受
け
た
と
さ
れ
る
。

そ
の
後
、
沼
津
に
い
た
、
か
つ
て
の
師
匠
の
息
道
上
人
の
看
病
に
赴
く

が
、
そ
の
看
病
と
飯
山
以
来
の
厳
し
い
修
行
の
連
続
が
元
で
白
隠
は
禅
病

と
な
り
、
同
時
に
肺
結
核
を
も
患
う
。
そ
の
頃
の
厳
し
い
修
行

の
あ
り
方

や
、
症
状
な
ど
に
つ
い
て
、
『
越
お
い
て
牙
関
を
咬
定
し
、
双
眼
晴
を
ト
ウ

開
し
、
寝
食
と
も
に
廃
せ
ん
と
す
。
既
に
し
て
未
だ
期
月
に
亘
ら
ざ
る
に
、

心
火
逆
上
し
、
肺
金
焦
枯
し
て
、
双
脚
氷
雪
の
底
に
浸
す
が
如
く
、
両
耳

渓
声
の
間
を
行
く
が
如
し
。
肝
胆
常
に
怯
弱
に
し
て
、
挙
措
恐
怖
多
く
、

心
神
困
倦
し
、
寝
寤
種
々
の
境
界
を
見

る
。
両
脇
常
に
汗
を
生
じ
、
両
眼

常
に
涙
を
帯

ぶ
。
此
に
お
い
て
、
遍
く
明
師
に
投
じ
、
広
く
名
医
を
探

る

と
云
え
ど
も
、
百
薬
寸
功
な
し
。
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ

て

い
る
症
状

は
の
ぼ

せ
、
発

熱
、

精
神
疲

労
、

幻
覚

、
寝
汗

、
眼

精
疲

労

等
と

い
う

こ
と

が
で

き
、
概

し
て

現
代
で

い
う
と
こ

ろ
の
心

身
症

お
よ

び

神

経
症

（

ノ
イ

ロ

ー
ゼ
）

と
呼
吸
器

病
（
結

核

）

が
合
わ

さ
っ
た

状
態

と

考

え

ら
れ

る
。
諸

方

の
明
眼

の
師
家

を
尋

ね
歩

き
、
ま

た
名
医

と

い
わ

れ

る
人
を

求

め
て
、

多

種
多
様

の
あ

ら
ゆ

る
治

療

を
受

け
て
み

た

が
全

て
治

療

の
効
果

は

な

か
っ

た
。

こ
の
時

、

白
隠

は
二
十

六
歳

で
あ

り
、
鍼

灸
・
医

薬

に
も

見
放

さ
れ
て

生

き

る
希

望

を
失

っ
て

い
た
の

で
あ

る

が
、
万

策
尽

き
た
絶

望

の
中

で
、

京
都

郊
外

の
白

河
山

中

に
厳
居

す

る
「
白

幽
老

人
」

と

い
わ

れ
る
人
物

が

い
る
こ

と

を
知

る
。

そ

こ
で

白
隠

は
白

幽
老

人

を
訪

ね

た

の
で

あ
る

が
、

方

五

、
六
尺

の
岩

窟

の
住

居

に
は
全

く
資

生

の
具

は

な

か
っ

た
。

た
だ
机

の
上
に

は

『
中
庸

』
、
『
老
子
』
、
『
金
剛

般

若
経
』

だ

け

が
置

か

れ
て

い
た

と

い
う

。

こ
の

こ
と

は
、
白
幽

子

の
思
想

の
根
底

が
、
儒
教

、
道
教

、

そ

し

て

仏
教

で

あ

る
と

い
う
こ
と

を
象

徴

的
に
示

し
て

い

る
の
で

あ

る

が
。

同

時
に

こ

れ
は
白

隠
自

身

の
思
想

の
根
底

に
あ

っ
た

も
の

が
、
禅

仏
教

の

み

で
は

な
く

、
儒

教

や
道
教

に
も
よ

っ
て

い
る

こ
と

を
自

ら
標
榜

し
て

い

る
と

い
え

る
で

あ
ろ

う
。
こ

の
白
幽
子

に

つ

い
て

は
諸

説

が
あ
り
、

実
在

し

た
か

ど
う

か
、
白

隠

と
会

っ
て

い
た

か

ど
う

か
断

定

で
き

な

い
。

墓
は

京
都
市

左

京
区

の
吉

田
山

裏

の
墓

地
に

存
在

し
て

い

る
。
事
実

は

い
ず
れ

で
あ

っ
て

も
、

ま
た

現
実

の
白
幽

子

が
い
か

な
る
人

物
で

あ

っ
て
も
白
幽

子
の
言

葉

を
借

り
て

白
隠
自

身

の
思
想

や
健
康
法

を

述

べ
た
と

い
う

の
は

妥

当
で

あ

り
間
違

い
な

い
と
こ
ろ

で
あ

る
。
そ

こ
で
白

幽
老

人
に

教
え
を

乞

い
、
「
内

観
法

」

と

「
軟

酥

の

法

」

に
よ

っ

て
禅

病

と

結

核

を
癒

し

、
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一
命
を
と
り
と
め
る
。

二
　

内
観

と
軟
酥

の
法

「
夜
船
閑
話
」
の
序
の
冒
頭
に
、
『
宝
暦
丁
丑
の
春
、
長
安

の
書
肆
、
松

月
堂
何
某
と
か
や
聞

へ
し
、
遠
く
草
轡
を
裁
し
て
、
吾

が
鵠
林
近
待
の
左

右
に
寄
せ
て
云
く
、
伏
し
て
承
る
、
老
師
の
古
紙
堆
中
、
夜
船
閑
話

と
か

や
云

へ
る
草
稿
あ
り
、
轡
中
多
く
気
を
練
り
、
精
を
養
ひ
、
人
の
営
衛
を

充
た
し
め
、
専
ら
長
生
久
視
の
秘
訣
を
聚
む
。
謂
ゆ
る
神
仙
練
丹
の
至
要

な
り
と
。
」
と
あ
り
、
最
初
に
こ
の
書
の
出
版
の
経
緯
と
共
に
、
こ
れ
が

長
生
の
秘
訣
を
示
し
た

い
わ
ゆ
る
神
仙
練
丹
の
極
意
に
他
な
ら
な

い
こ
と

が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
「
神
仙
練
丹
の
極
意
」
と
は
、
中
国
古
来
の
神
仙

思
想
や
老
荘
思
想
に
関
す
る
語
で
あ
り
、
不
老
長
生
の
健
康
術
で
も
あ
る

と
こ
ろ
の
い
わ
ゆ
る
「
神
仙
練
丹
」
の
こ
と
で
あ
り
、
白
隠
に
お
け
る
医

学
思
想
の
要

と
い
え
る
。
陸
川
堆
雲
は
「
評
釈
夜
船
閑
話
」

の
中
で
、
神

仙

が
不
老
長
寿
の
丹

薬
を
作
ろ
う
と
し
た
練
丹
術
が
丹
薬
を
練

る
こ
と

と
、
内
観
の
秘
法
に
お
い
て
人
体
の
下
腹
に
あ
る
丹
田
を
練
る
と

い
う
こ

と

が
重
ね
ら
れ
て
い
る
等
を
述
べ
て
い
る
が
、
白
隠
は
自
ら
の
体
験
を
通

し
て
こ
れ
を
説
い
た
の
で
あ
る
。

白
隠

が
自
ら
病
を
得
て
、
漢
方
や
鍼
灸
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
医
薬
に
救

い

を
求
め
て
も
治
癒
せ
ず
、
た
ど
り
着
い
た
内
観
と
呼
吸
法
、
そ
し
て
軟
酥

の
法
は
原
型
を
呼
吸
法
に
関
し
て
「
治
禅
病
秘
要
法
」
に
お
い
て
既
に
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
同
時
に
気
の
流
れ
の
捉
え
方
、
瞑
想
等
に
関
し

て
は
、
神
仙
道
や
道
教
か
ら
も
学
び
、
導
き
出
し
た
「
健
康
法
」
と
い
え

る
の
で
は
な
い
か
。
伝
統
的
中
国
医
学
は
、
易
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
こ

の
『
夜
船
閑
話
』
、
お
よ
び
『
遠
羅
天
釜
』
は
仏
教
以
外
に
も
易
、
道
教
、

儒
教
、
神
仙
道
等
多
く
の
思
想
や
身
体
論
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
れ
ら
が

圧
縮
さ
れ
、
要
領
よ
く
取
り
ま
と
め
た
形
で
書
か
れ
て
い
る
。

易
に
関
し
て
は
、
「
夫
れ
大
道
分
か
れ
て
両
義
あ
り
。
好
陽
交
和
し
て

人
物
生

る
。
先
天

の
元
気
中
間
に
黙
運
し
て
、
五
臓
列
り
経
脈
行
は
る
。

衛
気
営
血
互
に
昇
降
循
環
す
る
者
昼
夜
に
大
凡
五
十
度
、
肺
金
は
牝
臓
に

し
て
膈
下
に
沈
む
。
…
…
」
と
述

べ
、
漢
方
の
見
地
か
ら
人
の
生
理
を
説

く
が
、
こ
の
古
代
医

学
の
体
系
に
お
け
る
陰
陽
は
、
易
の
「
繋
辞
伝
」
上

に
「
易
に
太
極
あ
り
、
こ
れ
両
義
を
生
ず
」
、
「
太
極
図
説
」
の
「
動
静
二

種
の
活
力
あ
り
之
に
よ
っ
て
陰
陽
の
二
気
生
ず
」
に
基
づ
く
。
こ
の
「
太

極
」
を
白
隠
は
「
大
道
」
と
い
い
、
陰
陽
は
天
地
と
人
間
が
共
有
し
て
お

り
、
陰
陽
の
調
和
に
よ
っ
て
人
の
健
康
は
保
た
れ
、
こ
の
不
調
和
が
病
気

と
し
て
現
れ
て
く
る
と
捉
え
る
。
こ
う
し
た
原
理
は
『
黄
帝
内
経
』
に
お

い
て
、
「
故
に
人
一
呼
す
る
に
、
脈
再
動
し
、
気
行
く
こ
と
三
寸
。
一
吸

す
る
に
、
脈
亦
た
再
動
し
、
気
行
く
こ
と
三
寸
、
呼
吸
定
息
に
、
気
行
く

こ

と
六

寸
。

十

息

に
、

気

行

く

こ

と

六
尺
、

日

行

く

こ

と

二
分
。

二
百
七
十
息
に
、
気
行

く
こ
と
十
六
丈
に
尺
、
気
行
き
て
中
に
交
通
し
、

身
を
一
周
し
、
水
を
下

す
こ
と
二
刻
、
日
行
く
こ
と
二
十
五
分
。
」
と
あ

る
の
で
あ
る
が
、
白
隠
は
こ
れ
を
要
約
し
て
示
し
、
提
唱
す
る
呼
吸
法
の

基
礎
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
呼
吸
法
に
関
し
て
白
隠
は
、
『
夜
船
閑
話
』
の
中
で
天
台
智
頭

の
『
摩
訶
止
観
』
お
よ
び
『
天
台
小
止
観
』
を
本
と
し
て
「
数
息
観
」
を



説
い
て
い
る
が
、
大
森
曹
玄
氏
は
釈
尊
の
説
い
た
呼
吸
法
、
ア
ナ
パ
ー
ナ
・

サ
チ
を
「
大
安
般
守
意
経
」
か
ら
学
び
、
「
安
那
覚
・
般
那
覚
の
二
三
昧
」

を
修
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

白
隠
は
ま
た
、
儒
教
的
な
政
治
倫
理
を
通
し
て
、
人
の
養
生
を
君
主
の

理
想
的
な
政
治
に
た
と
え
て
語
る
。
『
蓋
し
生
を
養
う
事
は
国
を
守

る
が

如
し
。
明
君
聖
者
は
、
常
に
心
を
下
に
専
ら
に
し
、
睛
君
庸
主
は
、
常
に

心
を
上
に
恣
に
す
。
上
に
恣
に
す

る
則
は
、
九
卿
権
に
誇
り
、
百
僚
寵
を

恃
ん
で
、
曾
て
民
官
の
窮
困
を
顧
る
こ
と
な
し
。
…
…
終
に
民
庶
を
塗
炭

に
し
、
国
脉
永
く
断
絶
す
る
に

い
た
る
。
」
君
主

が
上
に
心
を
用
い
て
、

民
の
事
を
顧
み
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
国
が
衰
え
て
し
ま
う
と
同
様
、
人

の
養
生
や
健
康
も
、
「
人
身
も
亦
然
り
。
至
人
は
常
に
心
気
を
し
て
下
に

充
た
し
む
。
心
気
下

に
充
つ
る
則
は
、
七
凶
内
に
動
く
こ
と
な
く
、
四
邪

ま
た
外
よ
り
窺
う
事
能
は
ず
。
営
衛
充
ち
、
心
神
健
か
な
り
。
囗
終
に
薬

餌
の
甘
酸
を
知
ら
ず
、
身
終
に
鍼
灸
の
痛
痒
を
受
け
ず
。
庸
流
は
常
に
心

気
を
し
て
上
に
恣
に
す
。
上
に
恣
に
す
る
則
は
左
寸
の
火
、
右
寸
の
金
を

剋
し
て
、
五
官
縮
ま
り
疲
れ
、
六
親
苦
し
み
憾
む
。
」

と
述

べ
て
、
道
を

達
し
た
人
は
常
に
心
気
を
下
方
に
充
実
さ
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て

病
気
が
身
体
の
内
側
か
ら
も
外
側
か
ら
も
生
じ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、

凡
人
は
常
に
心
気
を
上
方
に
上
げ
た
が
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
五
臓
六
腑

が
衰
え
て
病
に
な

る
と
い
う
の
で
あ
る
。

同
様
の
事
を
「
荘
子
」
を
と
り
上
げ
て
、
『
是
の
故
に
漆
園
日
く
、
真

人
の
息
は
、
是
れ
を
息
す
る
に
踵
を
以
て
し
、
衆
人
の
息
は
、
是
を
息
す

る
に
喉
を
以
て
す
。
許
俊
が
云
く
、
蓋
し
気
、
下
焦
に
有
る
則
は
基
の
息

遠

く

、
気
、
上

焦

に

あ
る
則

は
基

の
息

促

る
。
…

…
大
凡

生

を
養

う
の
道
、

上
部
は
常
に
清
涼
な
ら
ん
こ
と
を
要
し
、
下
部
は
常
に
温
暖
な
ら
ん
こ
と

要

せ

よ
。
」

と
説

い
て

い
る
が
、
真

人
の
呼

吸

は
足

の
踵
で

す
る

の
だ

が
、

凡

俗

の
人
々

の
呼

吸

は
喉
で

す

る
。

気

が
下

焦
、

即
ち
下

腹

部
に
あ

る
と

き
は
、
細
長

く
違

い
呼

吸
と

な
る
と

あ
り
、「
頭

寒

足
熱
」

を

よ

い
と

す
る
。

さ

ら
に

「
孟

子

」

公
孫
中

章

句
上

を

と
り
上

げ
て

、
『
我

善

く
、
我

が

浩

然

の
気

を

養

う
。

敢
て
問

う
、
何

を

か
浩
然

の
気

と
謂

う

や
。

日

く
、

言

い
難

し
、

そ

の
気
た

る
や
、
至

大
至

剛
、

直
を
以

っ
て
養

う
て
害

こ
な

う
無

け

れ
ば

、
則

ち
天
地

の
問

に
塞

が
る
。
」
、
ま

た

『
孟
軻
氏

の
謂

ゆ
る

浩
然

の
気

、

こ
れ

を
ひ

き

い
て

臍
輪
気

海
丹

田
の
間

に
蔵

め
て

、
歳
月

を

重
ね

て
、
是

れ
を
守

一
に

し
て
去

り
、
こ
れ
を

養

い
て

無
適

に

し
去

り
て

、

一
朝

乍
ち

丹
竈

を
愀

翻
す

る
則

は
、
内
外

、
中
間

、

八
紘

、
四
維

、
総

に

是

一

枚

の
大

環

丹
」

と

述

べ
て

い
る

が
、
「
浩

然

の
気

」

を
下

腹
部

気
海

丹
田

に
収

め
、

長
年

月
に

わ
た

っ
て

、

こ
れ

を
養

う
こ
と

に
よ

り
心
身

と

宇
宙

が
一

つ

に
な

っ
た

「
大

環
丹
」

と

な
る

と

い
う
の
で

あ

る
。

白

隠
に

よ

れ
ば
禅

病
に

陥
る

の
は
、
極

め
て
形

式

化
し

た
身
体

の
型

だ

け
に

こ
だ

わ

っ
た
禅

、
即

ち
た
だ

坐
れ

ば

い
い
と

い
う
こ

と
に
偏

っ
た
黙

照

禅

と
、

一
方
公

案

の
追
求

の
た

め
に
、

ひ
た

す

ら
思
考

、
思
念

を
こ

ら

す
、
観
念

化

し
た

看
話

禅

が
原

因
で

あ
る

と

い
う
。
禅

の
修

業
は
本

来
「
身

心

一
如

」

に
お

い
て

な
さ

れ
る

べ
き
も

の
で
あ
り

な

が
ら
、

心
身

の
分
離

に
お

い
て

行

わ

れ

る
こ

と
に

よ

っ
て
、
「
…
…

参
禅

弁

道

の
上

士
、
心

火

逆
上

し

、
身

心
労

疲

し
、
五
大
調

和

せ

ざ
る
事
あ

ら

ん
に
…
…

」

と
い
う

状
態

と
な

り
、

こ

れ

が
白
隠

自
身

の
病

ん
だ

「
禅

病
」

に
他

な
ら
な

い
。
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こ

れ
を
癒

す
こ

と

が
で

き
る

の

が
、
こ

こ
に
示

さ
れ
る

「
仙
人

環

丹
」

の

秘

伝
で

あ
る
。

そ
し
て
、
「
若
し
此
の
秘
要
を
修
せ
ん
と
欲
せ
ぱ
、
且
ら
く
工
夫
を
抛

下

し
、
話

頭

を
拈
放

し

て
、
先

づ
須

ら
く
熟
睡

一
覚

す

べ
し

」
と

、
観

念

や

思
慮

分
別
（

思
惟

）

に
よ

っ
て

「
悟

り
」

を
追

い
求

め

る
こ

と
に
疲

れ

た

心
身

の
解

放
を
教

え

て

い
る
。

禅

の
修
行

に

お

い
て
頭

脳

で
思

惟

す

る

こ

と

や
、
身

体

の
型

（

た

だ
坐

る
と

い
う

こ
と
）

に
偏

る

こ
と

が
心
身

の

不

調
を

も
た

ら
す
原

因

と

な
り
、

そ

の
結
果

気

が
上
昇

す

る
こ

と
を
白

隠

は

「
心

火
逆
上

」

と

い
う

の
で

あ

る
が
、

こ
れ

が
の
ぼ

せ

や
発
熱

、
下

半

身

の
冷
え

、
神

経

症

状

な

ど
と

し
て

現

れ

る
の
で

あ

る
。

こ

こ

に
、
「
且

ら
く
工

夫
を

抛
下

し
、

話
頭

を
拈

放

し
て
、

先

づ
須

ら
く
熟

睡

一
覚

す

べ

し

」

と
あ

る

が
、

そ

こ
で
横

た

わ

っ
て

精
神

統
一

し
、
内

観

を

す

る
こ

と

を
説

い
て

い

る
の
で

あ
る

。
思
考

（
思

惟
）

や

観
念

を
止

め
、

そ

れ
に

よ

っ
て
無

念
無

想

の
状

態
、
無
１
:識
に

通
ず

る
心
理

状
態

が
も
た

ら
さ

れ

る
。

こ
の
精
神

統

一
と
内

観

に

お

い
て

次

の
よ

う
に
想

念
せ

よ
と

い
う
。『
一

身

の
元

気

を

し
て
臍

輪
気

海
丹

田
腰

脚

足
心

の
間
に

充
た

し

め
、

時
々

に

此

の
観

を
成

す

べ
し
。
我

が
気

海

丹
田
腰

脚
足

心
、

総
に

是

れ
我

が
本

来

の
面

目

。
面
目

何

の
鼻
孔

か

あ

る
。
我

が
こ

の
気
海

丹
田

、
総

に

是
れ

我

が
本
分

の
家
郷

。
家

郷
何

の
消

息

か
あ

る
。
我

が
此

の
気

海
丹

田

、
総

に

是

れ
我

が
唯

心
の
浄

土

。
浄

土
何

の
正

厳
か

あ

る
。
我

が
此

の
気
海

丹
田

、

総

に
是

れ
我

が
己
身

の
弥
陀

。
弥

陀
何

の
法

を
か

説

く
と
。
打

返

し
、

打

返

し
て

、
常

に
斯

く

の
如

く
妄
想

す

べ
し
。
」

頭
脳

で

は

な
く

、
気

海

丹
田

腰

脚

足
心

（
下

肢

を
含

む
身

体

の
下

部

）

こ
そ
が
「
本
来
の
面
目
」
、
「
仏
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
想
念
（
イ
メ
ー

ジ
）
を
意
識
的
に
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
意
識
下
に
浸
透
さ
せ
る

の
で
あ
る
。
気
海
丹
田
に
気
を
満
た
す
「
丹
田
呼
吸
」
と
、
そ
れ
に
基
づ

い
て
行
う
こ
の
内
観
・
瞑
想
は
神
経
症
等
の
禅
病
か
ら
の
解
放
・
癒
し
を

も
た
ら
し
、
「
本
来
の
悟
り
」
に
至
る
の
だ
と
い
う
。
意
識
の
中
心
を
身

体
の
下
方
、
丹
田
に
置
く
「
丹
田
呼
吸
」
と
「
内
観
」
に
よ
っ
て
心
の
集

中
と
統
御
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
り
、
「
悟
り
」
も
こ
れ
に
基

づ
く
の
で

あ
る
。
こ
の
内
観
に
お
け
る
「
瞑
想
」
は
、
心
・
身
の
一
体
性
と
共
に
意

識
・
無
意
識
の
調
和
と
統
一
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

呼
吸
法
に
関
し
て
は
、
既
に
道
元
が
『
正
法
眼
蔵
』
「
坐
禅
儀
」
や
「
普

勧
坐
禅
儀
」
の
中
で
坐
法
、
呼
吸
法
、
数
息
観
に

つ
い
て
天
台
止
観
に
ふ

れ
て
説
い
た
よ
う
に
、
白
隠

も
天
台
大
師
智
頭
の
『
摩
訶
止
観
』
に
基
づ

い
て
、
「
蓋
し
、
繋
縁
諦
真
の
二
止
あ
り
。
諦
真
は
実
相
の
円
観
、
繋
縁

は
心
気
を
臍
輪
気
海
丹
田
の
間
に
収
め
守

る
を
以

っ
て
第
一
と
す
。
行
者

こ
れ
を
用
ゆ
る
に
大
ひ
に
利

あ
り
。
古
へ
永
平
の
開
祖
師
、
大
宋
に
人
て
、

如
浄
を
天

童
に
拝
す
。
師
、
一
日
、
密
室
に
人
て
益
に
請
ふ
。
浄
日
く
、

元
子
、
坐
禅
の
時
、
心
を
左
の
掌
の
上
に
置
可
し
と
。
こ
れ
即
ち
頭
師
の

謂
ゆ
る
繋
縁
止
の
大
略
な
り
。」
と
、
止
観
に
お
け
る
呼
吸
法
に
お
い
て

心
気
を
気
海
丹
田

の
間

に
収
め
、
そ
の
状
態
を
保
つ
こ
と
が
肝
腎
で
あ
る

こ
と
を
述

べ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
呼
吸
法
と
同
時
に
行
う
「
酥
」
や
「
豆
」
の
「
イ
メ
ー

ジ
」
を
使
用
し
た
瞑
想
に
よ

っ
て

『
心
火
』
を
下
降
さ
せ
、
気
を
丹
田
お

よ
び
足
心
に
収

め
る
こ
と
に
よ
り
病
を
癒
す
「
軟
酥
の
法
」
に
つ
い
て
述



べ
て
い
る
。
「
仏
の
云
く
、
心
を
足
心
に
お
さ
め
て
、
能
く
百
一
の
病
を

治
す

と
。

阿
含

に
酥

を
用

ゆ

る
法

あ
り

。
心

の

労
疲

を
救

ふ
事
尤

な
妙

な

り
。
天

台

の
摩
訶

止

観
に

、
病
因

を
論

ず

る
こ

と
甚

だ
尽

く
せ
り

。
治
法

を
説

く
事

も
亦

甚
だ

精
密

な
り

。
十
二

種

の
息

あ
り
、
よ

く
衆
病

を
治

す
。

臍

輪

を
縁

し

て
豆

子

を

見

る
法

あ
り

。
そ

の
大

意

、
心

火

を
降

下

し
て

、

丹

田
及

び
足

心

に
収

む
る

を
以
て
至

要

と
す

。
但

だ
病

を
治

す

る
の
み

に

あ

ら
ず

。
大

ひ

に
禅
観

を
助

く
。
」

こ
の
呼

吸
法

と

瞑
想

は
、

白
隠

の
説

く

「
軟

酥

の
法

」
で

あ
る

が
、
白

幽
子

に
習

っ
た

も
の
と
書

か

れ
て

お
り
、

現
代

に

お

い
て
も

呼
吸
法

に
伴

っ
た

内
観

・
イ

メ

ー
ジ
療

法

と
し
て

伝
え

ら

れ
、
各

種

の
民
間

療
法

と
し

て
行

わ

れ
て

い
る

の
で

あ
る
。
「
幽

が
日

く
、
行

者
定
中

、
四

大
調

和

せ
ず
、

身

心

と
も

に
労
疲

す

る
事

を
覚
せ

ば

、
心

を
起

し
て
、

応

さ
に
此

の
想

を

成

す

べ
し

。
昔

へ
ぱ

、
色

香

清
浄

の
軟

酥
鴨

卵

の
大

さ

の
如

く

な
る

者
、

頂

上

に
頓

在
せ

ん
に

、
其

の
気
味

微
妙

に

し
て
、

遍

く
頭

顱

の
間

を

う
る

ほ
し

、
浸

々

と

し
て

潤
下

し

来
て

、
両

肩
及

び
雙

臂

、
両

乳

胸
膈

の
間

、

肺

肝

腸
胃

、
脊

梁

脊

骨
、

次

第
に

沾
注

し

将

ち
去

る
。
此

の

時

に
当
て

、

胸
中

の
五

積

六
聚

、
疝

癖
塊

痛
、

心
に

随
て
降

下

す

る
こ
と

、
水

の
下

に

つ
く

が
ご
と

く
、

歴
々

と
し

て
声

あ
り

。
遍
身

を
周

流

し
、

雙
脚

を
温
潤

し

、
足
心

に
至

り
て

即

ち
止

む
。
行

者
再

び
応

さ
に

此

の
観

を
成

す

べ
し

。

彼

の
浸

々

と
し

て
潤

下

す

る
所

の

余
流

、
積

も

り
湛

へ
て

暖

め
煎

す
事

、

恰

も
世
の
良

医

の
種

々
妙

香

の
薬
物

を
集

め
、

是

れ
を
煎

湯

し
て
、

浴
盤

の
中

に
盛

り
湛

へ
て

、
我

が
臍

輪
已
下

を
漬

け
蕪

す
が
如

し
。
」

軟
酥

の
法

も
内

観

と
同

じ

く
丹
田
呼

吸

と
共

に
行

う
の

だ

が
、
頭

か
ら

足
へ
、
上
半
身
か
ら
下
半
身
へ
と
、
頭
上
に
哉
せ
た
軟
酥
か
ら
流
れ
る
気

を
イ
メ
ー
ジ
す
る
、
即
ち
自
己
暗
示
・
自
己
催
眠
法
で
あ
る
。
心
身
、
意

識
と
無
意
識
の
調
和
と
統
一
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
癒
し
な
の
で
あ
り
、
こ

こ
に
「
但
だ
病
を
治
す
る
の
み
に
あ
ら
ず
。
大
ひ
に
褝
観
を
助
く
。
」
と

あ
る
が
、
軟
酥
の
法
は
た
だ
の
癒
し
で
は
な
く
、
悟
り
に
通
ず
る
も
の
と

い
え
る
。

三
　

白

隠
に
お
け
る
癒
し

と
宗
教

こ
こ
で
と
り
上
げ
た
内
観
法
と
軟
酥
の
法
は
、
共
に
白
隠
自
身
が
「
禅

病
」
を
癒
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
編
み
出
し
た
方
法
（
癒
し
の
道
）
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
但
だ
病
を
治
す
る
の
み
に
あ
ら
ず
。

大
ひ
に
禅
観
を
助
く
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ま
た
「
師
の
日
く
、
ジ
が
輩
、

心
病
全
快
を
得
て
以

っ
て
足
れ
り
と
す

る
こ
と
な
か
れ
。
転
々
治
せ
ば

転
々
参
せ
よ
。
転
々
悟
ら
ば
転
々
参
せ
よ
。
転
々
悟
ら
ば
転
々
進
め
。
」

そ
し
て
さ
ら
に
「
禅
病
を
治
し
労
疲
を
救
う
の
み
に
あ
ら
ず
。
禅
門
向

上
の
事
に
至
お
り
て
、
年
来
疑
団
あ
ら
む
人
々
は
大
き
く
手
を
拍
し
て
大

笑
す
る
…
…
」
と
、
序
の
締
め
く
く
り
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
白

隠
に
お
い
て
内
観
も
軟
酥
の
法
も
、
単
な
る
治
療
法
で
は
な
く
、
禅
修
行

の
一
部
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
心
身
の
調
和
と
一

体
性
に
根
ざ
し
た
禅
道
に
お
い
て
、
本
来
釈
尊
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た

よ
う
に
、
「
悟
り
」
と
「
癒
し
」
の
一
致
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
本

来
の
癒
し
は
、
単
に
症
状
を
取
り
除
き
、
病
気
を
治
す
こ
と
に
止
ま
る
も

の
で
は
な
く
、
よ
り
良
く
生
き
る
こ
と
、
Ｑ
Ｏ
Ｌ
を
超
え
て
、
悟
り
、
宗

｜　白隠の 禅思想と「軟酥の法」53



教
的
真
理
に
近
づ
く
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
故
、
『
わ
が
此
の
気
海
丹
田
、
腰
脚
足
心
、
総
に
こ
れ
我
が
本
来

の
面
目
…
…
我
が
己
身
の
弥
陀
、
弥
陀
何
の
法
を
か
説
く
。
」
と
い
う
箇

所
も
、
思
念
や
思
考
に
よ
っ
て
悟
り
や
仏
を
捉
え
て
、
他
所
に
求
め
る
の

で
は
な
く
、
ま
さ
に
こ
の
『
気
海
丹
田
（
身
体
）
」
即
「
仏
」
で
あ
り
「
浄

土
」
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。
即
ち
『
坐
禅
和
讃
』
に
「
こ
の
身
即
ち
仏
な

り
、
水
と
氷
の
ご
と
く
な
り
…
…
」
と
あ
る
よ
う
に
、
軟
酥
の
法
に
よ
り
、

そ
の
霊
薬
で
浄
化
さ
れ
、
元
気
に
満
ち
た
自
ら
の
身
体
そ
の
も
の
が
「
仏
」

で

あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
の
で
あ
り
、
「
悟
り
の
姿
」
に
他
な

ら
な

い
。

こ
の
よ
う
に
捉
え
る
と
、
白
隠
の
健
康
法
は
心
身
の
一
体
性
に
基
づ
い
た

修
証
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
禅
道
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な

い
の
で
あ
る
。

「
…
…
且
つ
又
我
が
形
模
、
道
家
者
流
に
類
す
る
を
以
て
、
大
い
に
禅

に
異
な
る
も
の
と
す

る
か
、
こ
れ
禅
な
り
。
他
日
打
発
せ
ば
大
い
に
笑
つ

べ
き
の
事
あ
ら
ん
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
軟
酥
の
法
は
一
見
、
道

家
や
神
仙
の
健
康
術

の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実

は
こ
れ
は
禅
に
他
な
ら
な

い
と
い
う
。
軟
酥
の
法
は
、
そ
の
基
底
に
様
々
な
宗
教
や
思
想
を
要
素
と

し
て
含
み
「
習
合
的
」
と
も
い
え
る
。
既
述
し
た
よ
う
に
、
白
隠
は
修
行

中
に
諸
子
百
家
や
多
く
の
詩
文
等
を
学
ん
で
お
り
、
ま
た
禅
病
を
治
そ
う

と
し
て
求
め
て

い
っ
た
漢
方
医
学
と
鍼
灸
、
医
薬
の
師
、
成
育
の
過
程
で

触
れ
た
禅
以
外
の
仏
教
と
し
て
法
華
経
、
浄
土
信
仰
、
山
岳
信
仰
（
修
験

を
含
む
）
、
神
道
な

ど
実
に
多
様
な
要
素
を
吸
収
し
て
い
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。

白
隠
の
心
身
論
（
健
康
法
）
は
、
儒
教
、
道
教
、
仏
教
の
み
で
は
な
く
、

神
仙
道
や
修
験
道
等
に
お
け
る
治
療
法
の
影
響
は
大
き
い
。
特
に
病
を
得

た
後
に
『
黄
帝
大
経
』
を
含
む
医
学
的
原
理
に
つ
い
て
学
び
、
お
そ
ら
く

そ
の
時
期
に
自
ら
深

め
た
で
あ
ろ
う
易
、
老
荘
、
神
仙
等
の
思
想
の
影
響

は
『
夜
船
閑
話
』
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
禅
の
修
行
を
軸
と

し
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
多
様
な
宗
派
や
諸
思
想
に
通
底
す
る
呼
吸
法
や
「
気
」

の
捉
え
方
、
瞑
想
法
等
を
実
践
的
に
学
ん
で
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

こ
で
、
宗
派
や
実
践
的
要
素
（
修
行
）
の
違
い
を
超
え
て
、
そ
の
基
底
に

禅
に
お
け
る
体
験
と
相
通
ず
る
と
こ
ろ
を
捉
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

白
隠
の
持

つ
こ
の
多
様
な
要
素
は
、
単
な
る
習
合
に
止
ま
る
も
の
で
は

な
く
、
こ
こ
か
ら
学
ん
だ
身
体
的
な
実
践
、
技
法
を
通
し
て
、
白
隠
自
ら

が
そ
の
内
観
法
、
お
よ
び
軟
酥
の
法
を
確
立
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
剛
直
化

し
、
偏
っ
た
禅
の
あ
り
方
を
変
え
、
本
来
の
禅
を
回
復
さ
せ
て
豊
か
な
禅

の
可
能
性
を
拓
く
に
至
る
不
可
欠
の
要
素
で
あ
っ
た
。

白
隠
自
身
の
禅
病
の
原
因
も
、
身
体
や
呼
吸
の
あ
り
方
を
軽
視
し
た
黙

照
禅
、
公
案
に
対
す
る
思
弁
、
思
考
に
偏
る
公
案
禅
（
看
話
禅
）
に
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
本
来
は
「
身
心
一
如
」
の
立
場
で
「
修
証
」
を
説
く
べ
き

禅
が
「
身
心
」
や
「
全
体
と
し
て
の
生
理
」
を
無
視
し
た
坐
禅
に
堕
し
、

身
体
性
を
無
視
し
観
念
化
し
た
公
案
禅
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
禅
の
あ

り
方
へ
の
批
判
と
反
省
、
そ
し
て
自
ら
の
禅
病
の
克
服
を
通
し
て
見
出
し

た
呼
吸
法
や
内
観
法
等
が
、
そ
の
後
の
白
隠
に
お
い
て
新
た
な
禅
の
創
造

へ
と
つ
な

が
っ
た
と
い
え
る
。



む
す
び

以
上
述
べ
た
点
に
お
い
て
、
白
隠
に

お
け

る
医
療
と
宗
教
・
ス
ピ
リ
チ

ュ
ア
リ
テ
ィ
の
相
即
・
一
致
と
い
う
こ
と
が
い
い
う
る
の
で
あ
る
が
、
近

現
代
に
お
い
て
は
、
医
療
と
宗
教
、
信
仰
は
異
質
な
も
の
、
次
元
を
異
に

す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
科
学
主
義
的
態
度
と
し
て

前
提
さ
れ
、
医
療
は
生
き
る
た
め
の
手
段
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
現
代
医
学

の
心
身
二
元
論
的
考
え
方
、
機
械
論
的
心
身
観
の
行
き
詰
ま
り
と
限
界

が

指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
克
服
の
道
と
し
て
「
心
身
の
一
体
性
」

と
い
う
観
点
か
ら
心
と
体
の
両
面
に
お
い
て
捉
え
る
「
心
身
医
学
」
や
「
心

療
内
科
」
の
発
達

が
み
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
医
療
の
流
れ
の
中
で
「
全
人
的
医
療
」
と
い
う
点
に
お
い
て
、

『
心
身
の
一
体
性
・
相
関
性
』
、
「
気
」
に
よ
る
人
体

や
宇
宙
の
捉
え
方
と

実
践
、
即
ち
現
代
の
統
合
医
療
に
お
い
て
気
や
経
絡
、
ま
た
医
療
に
お
け

る
宗
教
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
、
白
隠
は
大
き
な
影
響
を
持

つ
。
心
身
一
体
の
「
ホ
ロ
ス
・
全
体
」
と
し
て
の
生
命
や
「
気
の
流
れ
」
、

呼
吸
・
意
識

が
心
身
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
、
そ
こ
で
働
き
出
て
く
る
自

然
治
癒
力
、
自
然
・
宇
宙
と
一
な
る
生
命
（
「
大
環
丹
」
）
と
い
う
点
か
ら

現
代
西
洋
医
学
を
含
む
全
医
療

を
捉
え
な
お
す
視
点
で
あ
る
。
宗
教
や
思

想
の
流
れ
の
違

い
を
超
え
た
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
も
含
む
心
身
の
一

体
性
と
い
う
点
に
お
い
て
、
白
隠
の
こ
の
軟
酥
の
法
や
内
観
は
現
代
の
統

合
医
療
の
志
向
す
る
「
全
人
性
」
、
「
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
生
命
観
」
の
源

流
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

内

観

法

や

軟

酥

の

法

は

、
現

代

の

イ

メ

ー

ジ

療

法

に

通

う

も

の

で

あ

り

、

現

在

も

呼

吸

法

と

共

に

引

き

継

が

れ

、

生

か

さ

れ

て

い

る
。
「
調

和

道

」

を

説

い

た

藤

田

霊

斎

、

ま

た

「

ホ
リ

ス
テ

ィ

ッ

ク

医

学

」

を

提

唱

、

発

展

さ

せ

た

帯

津

良

一

等

に

よ

っ

て

咀

嚼

、

吸

収

さ

れ

て

現

代

人

の

た

め

の

健

康

法

や

西

洋

医

学

が

主

流

を

し

め

る

現

代

の

医

学

・

医

療

の

中

に

位

置

づ

け

ら

れ

つ

つ
脈

々

と

し

て

生

き

続

け

て

い

る
。

信

仰

や

行

的

体

験

を

心

身

の

治

療

に

取

り

入

れ

る

こ

と

が
試

み

ら

れ

つ

つ

あ

る

現

在

、

呼

吸

と

瞑

想

を

介

し

て

、

意

識

と

無

意

識

の

統

合

と

調

和

を

め

ざ

す

道

と

し

て

の

軟

酥

の

法

や

内

観

は

、

自

我

の

解

放

と

真

の

自

己

の

自

覚

と

創

造

に

導

く

の

で

あ

り

、

特

に

精

神

療

法

の

可

能

性

を

考

え

る
上

に

お

い
て

は

大

き

な

意

味

を

持

つ

も

の

と

い

え

る

。

（
１
）
　
白
隠
の
経
歴
・
事
績
に
関
し
て
は
天
岫
接
三
『
白
隠
禅
師
坐
禅
和
讃
』
「
白
隠

禅
師
年
譜
」
佛
教
年
鑑
社
、
一
九
三
四
年
に

よ
る
。

（
２
）
　
鎌
田
重
雄
『
白
隠
　
夜
船
閑
話
・
遠
羅
天
釜
・
薮
柑
子
』
講
談
社
、

一
九
九
四
年
、
六
三
一
六
四
頁
。
以
下

『
夜
船
閑
話
』

の
引
用

は
全

て
同
書
に

よ

り
、
＊
を
付
し

た
。

（
３
）
　
陸
川
堆
雲
『
評
釈
夜
船
閑
話
』
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
八
二
年
、
一
二
―

一
三
、
二

四
頁

。

（
４
）
　
『
新
国
訳
大
蔵
経
』
巻
上
、
七
一
九
頁
。

（
５
）
　
石
田

秀
美
・
白
杉
悦
雄

監
訳
『
現
代
語
訳

・
黄
帝
内
経
霊

枢
』
上
巻
、
東
洋

学
術
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
一
五
頁
。

（
６
）
　
鎌
田
、
前
掲
書
、
三
五
〇
頁
。

（
７
）
　
天
岫
接
三
『
白
隠
禅
師
坐
禅
和
讃
』
佛
教
年
鑑
社
、
一
九
三
四
年
、
二
三
頁
。

（
８
）
　
賛
に
お
い
て
「
野
狐
禅
」
堕
し
た
黙
照
禅
を
「
千
仏
場
中
　
千
仏
の
嫌
う
と

こ
ろ
と

な
り
　

群
魔
隊
裡
　

郡
魔

の
憎

む
と
こ
ろ
と

な
る
。
今
時
黙
照
の
邪
党

｜　白隠の 禅思 想と「軟酥の法」55



を
挫
き
近
代
醜
悪
の
破
瞎
禿
　
醜
上
醜
を
添
う
、
ま
た
一
層
」
と
手
厳
し
く
批

判
し
て
い
る
。

（

は
ん

だ
・

え

い
い

ち
、
日

本
倫
理

思
想

史

、
生

命
倫

理
学

、

元

嘉
悦

大
学

非
常

勤
講

師
）
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