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今
日
で
は
芸
術
と

宗
教
と

は
別

個
の
文
化
活
動
で
あ
り
、
互
い
に
通
じ
合

う
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ど
う

か
と
考
え

る
必
要

は
な
い
、
…
…
と
思

っ
て
い
る

人

は
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ

る
。
ま

た
宗
教

心
や
神
秘
的
な
宗
教
体
験
を
持

っ
た
人
の
制

作
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
直
ち
に
宗
教
的
共
感
を
呼
ん

だ
り
、
芸
術
的
に
も
優
れ
た
も
の

に
な
り
や
す
い
、
と
い
う
わ
け
で

も
な
い
。

宗

教
に
お
け
る
究
極
地

（
仏
教
で

は
「
究
竟
位
」
と
い
う
無
上
妙
覚
の
仏
果

が
説
か
れ
る
）
と

は
、
神
や
仏
を
実
感
で
き
た
と
か
、
救
わ
れ
た
と

か
、
悟

り

を
開

い
た
と

か
い
う
よ
う
な
体
験
を
達
成
す
る
こ
と
を
称
し
て
も
よ
い
で

あ

ろ
う
が
、
芸
術
に

お
い
て
は
、
限
り
な
く
高
い
美
的
価
値
が
あ
る
べ
き
だ

と

は
考
え
ら

れ
て
も
、
そ
れ
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
示

す
こ
と

は
で
き

な
い

で
あ

ろ
う

。

し
か

る
に
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
芸
術
の
究
極
地
を
求
め
て

修
練
す

る
に

当
た
り
、
そ
こ
へ
の
到

達
は
仏
教
が
教
え
て

い
る
、
と

く
に
天
台
止
観

に
よ

つ
て
開
示

さ
れ
る
、
と

い
う
思

想
が
あ

っ
た
。
そ

の
最
も
精
密
な
思
索
が
金

春
禅
竹
の
著
述

に
よ
っ
て
示

さ
れ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
の
で
、
本
稿
は
こ

の

こ
と
に
つ
い
て
述

べ
て
み

た
い
。
そ
れ
は
、
今
日

に
お
け
る
芸
術
と
宗
教
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て

の
考
え
方

に
対
し
て
、
問
題

提
起
に
な
る
か
ら
で

も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
元
来

、
芸
術

は
宗
教
的
な
心
情
と
織

り
重
な

っ
て
発

達
し
た
と

い
う
こ
と

は
、
多
く

の
識
者

の
説
く
と
こ
ろ
で

あ
る
。
手
近
な
資
料
と
し
て
、

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
ー
リ
ュ
ッ
ツ
ェ
ラ
ー
が
、
ゲ
ー
テ
の
「
芸
術
は
一
種
の
宗
教

的
意
味

に
、
つ
ま
り
深
遠

な
揺

ら
ぎ
な
い
威
厳

に
、
も
と
づ
い
て
い
る
。
そ

の
故
に
芸
術
は
自
分
か
ら
進
ん
で
宗
教
と
結
合
す
る
。」
と
い
う
箴
言
を
掲

げ

な
が
ら
、
「
人
間
に
は
宗
教
と
芸
術
と
の
共
通

の
地
層
が

あ

る
。
即

ち
太
古

の
体
験
が
そ
れ
で
あ
り
、
人
格
の
か
の
深

遠
な
層
か
ら
夢
や
形
像

や
根
源
的

形
像
や
根
源
的
感
情
が
浮
か
び
出
て
く
る
の
で
あ
る
。」
と

述
べ
て

い
る
が
、



ほ
と

ん
ど
そ

の
ま

ま
肯
定
し
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
宗
教
と
芸

術
と

の
本
質
的
な
親
近
関
係
」

に
も
と

づ
い
て
、
古
来
、
建
築
・
絵
画
・
彫

刻
・
装
飾
・
詩

歌
・

音
楽
・
文
芸

…
…
等
の
諸
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
、
宗
教

的
な
効
果
を
満
た
す
方
向
で

、
美
的
満
足
や
快
美
感
も
認

め
ら
れ
た
。
だ
が
、

そ
の
芸
術
的
側
面

を
い
っ
そ

う
高

め
る
た

め
に
、
人
間
の
興
味
や
欲
望
に
即

応
す

る
よ
う

な
技
法

や
社
会

的
評
判

が
重
ん
じ
ら
れ
る
と
、
い
つ
し
か
人
々

は
俗
悪

な
人
間
性

に
引
き

ず
ら
れ
て

し
ま
い
、
宗
教
上
の
目
的
を
冒
涜
す
る

ケ

ー
ス
が
多
く
な

っ
て

、
そ
の
た
め
に
芸
術
は
宗
教
か
ら
忌
避
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
つ

ま
り
芸

術
は
、
人
間

に
宗
教
を
必
要
と
す
る
よ
う
な

。
人
間
の

反

宗
教
性

”
に
も
と

づ
く

も
の
と
見
な
さ
れ
て
、
一
種
の
禁
断
の
木
の
実
と

さ
れ
る
の
で

あ
る
。

そ

れ
ゆ
え

に
、

仏
教
で
言

う
な
ら
ば
、
例
え
ば

『
摩
訶
止
観
』
で
は
、
泥

木
・
彩
画
・
書

な
ど
の
技

能
は
、
生
活
・
人
事
・
学
問
な
ど
と
同
様

に
、
人

の
欲
望
に
も
と
づ
く
か
ら
、
禅
定

の
妨

げ
に
な
る
と
し
て
、
禁
じ
ら

れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
「
愛
が
業
を
潤
お
し
」
。
そ

れ
ゆ
え

に
諸

々
の
縁
務

に
煩
わ
さ

れ
て

禅
を
妨
げ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
求
道
者

は
「
愛
を
断

ず
る
」
こ
と
か
ら

始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
。
つ
ま
り
宗
教

に
と

っ
て

は

″
何
の
た

め
の
芸
術
か
”
が
問
わ
れ
る
の
で

あ

っ
て

、
宗
教
上

の
目
的

に
添

わ
な
い
限

り
芸
術
は
宗
教
の
妨
げ
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
事

は
簡
単
で

も
あ
り
、
そ
こ
で
仏
法

を
讃
え

仏
に
供
養
す
る

た
め
で
あ
れ
ば
、
堂
塔
の
建
立
や
仏
像
仏
具

の

調
進

や

奏
楽
・

歌
唄
・
供

花
・
荘
厳
の
芸
術
的
工
夫
は
大
い
に
認
め
ら
れ
る
、
と

い
う
わ
け
で

あ
る
。

『
法
華
経
』
方
便
品
に
「
法
を
聞
い
て
歓
喜
し
讃
め
て
、
乃
至
一
言
を
発
す

る
と
き

は
、
則

ち
為
れ
已
に
一
切
三
世

の
仏
を
供
養
す
る
な
り
。」
と

あ
る
よ

う

に
、
仏
教
芸
術

の
基
本
は
讃
仏
乗
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
依
り
所
と
し
て

白
楽
天

は
、
八
四
〇
年

、
竜
門
の
香
山
寺
に
詩
集
を
奉
納
し

た

と

き

に
、

「
願

わ

く

ば

今

生

世

俗

文

字

の

業

、

狂

言

綺

語

の

過

ち

を

以

て

、

転

じ

て

将

来

世

々

讃

仏

乗

の

因

、

転

法

輪

の

縁

と

為

さ

ん

。
」
と

祈

願

し

た

。

こ

の

こ

と

が
わ
が
国

に
伝
え

ら
れ
て
、
平

安
時
代
以
降
、
詩
歌
文
芸
は
こ
の
よ
う
な
願

旨

に
よ

っ
て
こ
と

ご
と
く
救
い
上
げ
ら
れ
る
の
だ
、
と
喧
伝
さ
れ
た
。
源
氏

物
語

に
没
頭
し

た
よ
う
な
作
者
も
読
者
も
、
「
値
い
難
き
浄
土
の

諸
法
を

施

こ

さ
れ
頓

に
二
十
五
有

の
苦
海
を
渡
る
」
こ
と
が
で
き
る
、
と

ま
で
言
わ
れ

た
（
『
源
氏
物
語
願
文
』
―
―
安
居
院
澄
憲
作
と
い
わ
れ
る
）
。

し

か
し

、
当
初

か
ら
讃
仏
の
念
に
発
し
て
も
宗
教
的
に
十
分

な
努
力
と
は

称
し
え

な
い
場

合
が
あ
る
の
に
、
仏
の
側
の
転
法
輪
を
心
頼
み
し
て
妄
語
過

誤
を
も
讃
仏
乗
に
転
じ
ら
れ
る
と
願
う
の
は
”
甘
え
”
で
あ
ろ
う
。
「
転
法

論
」
と

は
、
衆
生
が
名
利
や
快
楽
に
執
着
し
て
理
智
に
盲
昧
で
あ
る
こ
と
に

対

し
て

、
世
尊
が
法
輪
を
転
じ
て
仏
乗

を
讃
え
る
よ
う
に
仕
向
け
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
ひ
た
す
ら
、
仏
の
慈
悲
に
よ
る
転
換
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
を

知
っ
た
限
り
は
、
妄
語

戒
を
犯
し
た
こ
と

に
対
す

る
懺
悔
と
、
自
発

的
に
讃

仏
乗
を
完
遂
す
る
た
め
の
芸
術
的
工
夫
が
開
始
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、

そ
の
よ
う
な
当
然
の
宗
教
的
自
戒
を
欠
如

し
た
者
が
見
受
け
ら
れ
る
。
甚
だ

し
き
は
一
一
六
五
年
八
月

九
日
、
叡
山
の
山
徒
が
清
水
寺
を
攻
め
た
と
き
に
、

東
塔
の
学
匠
仙
性
は
、
「
罪
業
本
よ
り
所

有
な
し
、
妄
想
顛
倒
よ

り

起

る
。
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心
性
源
深
け
れ
ば
衆
生
即

仏
な
り
。
罪
と
し
て

更
に
不

恐

。
本
堂

に

火

を

差
や
差
や
。
」
と
叫
ん
で
、
山
徒
た
ち
を
け
し
か
け
て
本
堂
を
焼
い
て
し
ま
っ

た
、
と

い
う
悪

例
が
あ
る
。
救
い
難
い
人
間
を
救
う
た
め
の
仏
の
教
え

を
、

文
字
面

だ
け
齧

っ
て
、
悪
業
も
許
さ
れ
る
の
だ
と
人
を
そ
そ
の
か
し
た
の
で

あ
る
が
、
狂
言
綺
語
転
法
輪
論
は
、
そ
れ

ほ
ど
悪

用
さ
れ
た
こ
と

は
な
い
も

の
の
、
文
芸
の
存
在
を
支
え
る
一
助
と

さ
れ
て
き
た
。

と
こ

ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
文
芸
と
は
い
か
な
る
作
品

美
に
到
達
せ
ね
ば
な

ら

な
い
の
か
、
歌

の
よ
し
あ
し

は
ど
の
よ
う
に
見
定
め
る
の
か
、
と
い
う
よ

う
な
芸
術

を
究

め
る
た

め
の
本
格
的
追
求

に
応
じ
て
、
そ
れ
は
仏
の
教
え

の

内

に
あ

る
、
と
い
う
見
方
が
語
ら
れ
始

め
た
の
で
あ
る
。
藤
原
俊

成
の
『
古

来
風
躰
抄
』
で
あ
る
。
つ
ま
り
俊
成
は

『
摩
訶
止
観
』

に
見

習
っ
て
、
歴
代

歌
集
の
歌
の
あ
り
さ
ま
に
よ
り
、
「
歌

の
よ
き
あ
し
き
ふ
か

き

心
」

を
思

い

や
る
べ
き
だ
、
と
言
っ
た
。
即
ち
、
法
華
経
に
「
資
生
業
等
皆
順
正
法
」

と

か
普
賢

経
に
「
罪
福
無

主
我
心
自
空
。」
と
か
あ
る
よ
う
に
、
「
歌
の
深

き

道
も
空
仮
中
三
諦

に
に
た
る
に
よ
り
て
」
、
天
台
止
観
を
行

ず

れ

ば
「
や
ま

と
う
た
の
ふ
か
き
義

に
よ
り
て
法

文
の
無
尽
な
る
を
さ
と
る
」

こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
り
、

そ
の
ゆ
え

に
歌
道
は
仏
道

に
通
じ
、
「
あ
ま
ね
く

十
方
の

仏

土
に
往
詣
し
、
ま
づ
は
娑
婆

の
衆

生
を
引
導
」
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
だ
、

と
述
べ
た
の
で

あ
る
。
『
摩
訶
止
観
』

に
言
う
と
こ
ろ
の
円
頓
止
観

と

は
、

す
べ
て

の
も
の
は
初
め
か
ら
実

相
を
現

わ
す
た
め
の
縁
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る

と
こ
ろ
が
中
道
で

あ
っ
て

、
こ
と
ご
と

く
が
真
実
義
に
か
な
い
、
無
明

の
塵

も
煩
悩
も
菩
提
で
あ
り
、
辺
邪
も
中
正
で
あ
り
、
生
死

も
菩

提
で

あ
る
、
と

す
る
。
そ
こ
ま
で
照
し
切

っ
た
止
観
に
お
い
て
こ
そ
、
眼
前

の
光
景
と
自
分

の
生
存
と
の
絡
み
合

い
の
真
義
に
思
い
及

ん
だ
詠
出
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

…
…
こ
の
よ
う
な
俊
成
の
歌
論
は
、
古
今
集
序
の
「
歌
は
人
の
心
を
種
と
す

る
」
と
い
う
恣
意
的
な
心
情

主
義
を
超
脱
し
て
、
人
生
と
自

然
の
存
在
構
造

に
つ
い
て
の
洞
察
か
ら
生
じ

る
詠
嘆
に
こ
そ
「
歌
の
ふ
か
き

義
」
「
も

と

の

心
」
を
見
出
し
た
も
の
で
あ

る
。

こ
の
俊
成
の
「
も
と
の
心
」
の
見
出

し
方
が
そ
の
後

の
歌
道
即
仏
道
論
を

導
く
。
定
家
は
亡
き
父
か
ら

「
世
の
つ
ね
の
も
の
の
道
理
…
…
の
や
う
に
歌

を
取
捨
せ
よ
」
と
教
え
ら
れ
た
、
と
言
う
。
鴨
長
明

は
「
和

歌
は
よ
く
こ
と

は
り
を
極
む
る
道
な
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
せ
て
心
を
す
ま
し
、
世
の
常
な
き
を

観
ぜ
ん
わ
ざ
ど
も
便
り
あ
り

ぬ
べ
し
。」
と
言
い
、
慈

円

は
、
（
真
俗
二
諦
一

如
之
観
」
を
思
い
続
け
、
「
そ
の
道
理
を
歌
に
よ
ま
む
」
と

し

た
。
明
恵
も

聴
聞
し
て
い
た
西
行
の
談
話
は
、
『
虚
空
本
明
ナ
ル
物
非
、
又
イ
ロ
ト
レ
ル

物

ニ
モ
非
。
我
又
此
虚
空
如

ナ
ル
心
上
於
、
種

々
風
情

イ
ロ
ト
ル
ト
雖
、
更

蹤
跡
無
。」
と
い
う
境
涯
に
お

い
て
歌
う
の
だ
か
ら
、
歌
は
仏
像

を
造
り
真
言

を
唱
う
る
の
と
同
じ
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
西
行
と
交
流
の
あ
っ
た

寂

然
は
、
「
教
時
尺
」
（
安
然
の
『
真
言
宗
教
時
義
』
）
の
「
青
々
翠

竹
惣
是
法
身

鬱
々
黄
花
無
不
二
般
若
」
と
い
う
名
句
を
題
と
し
て
和
歌
を
詠
じ
、
す
べ

て

の
草
木
は
仏
性
を
具
え
、
竹
の
緑
は
不
変
真
如
を
示

し
た
本
覚
の
理
で
あ

り
、
女
郎
花
さ
え
も
が
色

香
中
道
の
匂
い
と
し
て
貴
賤
を
隔

て
る
こ
と

は
な

い
、
と
述
べ
て
諸
法
実
相
を
玩
味
し
て
い
た
。
…
…
こ
の
よ
う
に
俊
成
時
代



こ
の
か
た
、
歌
と
は
、
"
そ
の
つ
ど
の
思
い
"
を
歌
う
よ
り
も
、
"
最
後
に
心

の
行
き
つ
く
べ
き
所
"
を
悟
る
が
ゆ
え
の
思
念
を
詠
ず
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。

と
く
に
室
町
時
代
に
な
る
と
、
日
頃
の
心
を
自
ら
乗
り
越
え
て

い
く
よ
う
な

「
も
と
の
心
」

や
「
も
と
の
さ
と
り
」

は
、

己
れ

の
内

に

本
来
具
有
さ
れ
て

い
る
も
の
だ
と
気
づ
い
た
よ
う
な
歌
が
多
く
な
っ
た
。

ま

よ

ひ

初

め

し

心

の
末

に

ひ

か
れ

て

き

て

も

と

の

さ
と

り

に
か

へ

り

か
ね
ぬ
る
（
新
千
載
8
4
8
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
伏
見
院

わ

が

心

も

と

の

さ

と

り

を
忘

れ

つ

つ

う

き

よ
の

な

か
と

何

思

ふ

ら

ん

（
閑
月
集
5
2
8
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
僧
正
了
遍

こ
と

と

は

む

本

の
覚

り

の
都

び
と

う

き

世

に

生

死

あ

り

や

な

し

や

と

（
仏
国
禅
師
集
2
9
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仏
国
禅
師

色

に
そ

む

心

の

花

の

ち
り

て

こ

そ

本

の

覚

り

の

ね

に
帰

り

ぬ
れ

（
新
葉

集
６
２
３
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

守

永

親

王

仏
と

も
法

と

も

し

ら

ぬ
人

に
こ

そ

も

と

の
さ

と

り

は
深

く

み

え

け

れ

（
草
根
集
1
0
4
7
0
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
徹

待

惜

し

み

さ
き

散

る
花

の

ふ
る

郷

や

本

の

さ

と

り

の

都

な

る

ら

ん

（
草
根
集
１
０
１
５
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正

徹

あ

や
し

く

も

い

つ

よ
り

よ
そ

に

な

し

つ

ら

ん

お

の

が

も

の

な

る

本

の

悟

り

を
　

（
雪
玉
集
２
４
９
３
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三

条

西

実

隆

鎌

倉

時

代

か

ら

民

間

に
も

広

が

り

は

じ

め

て

き

た
天

台

本

覚

門

の

談

義

の

感

化

は

、

人

々

に
、

有

為

転

変

の

中

を

生

き

ね

ば

な

ら

な

い

自
分

の

命

の

あ

り

所

を

見

つ

め
さ

せ
、

究

極

の

心

の

お

き
所

を

探

さ

せ

る

の

で

あ

っ
た

。
人

は
、
空
仮
中
三
諦
と
い
う
"
存
在
構
造
の
観
じ
方
"
を
会
得
し
て
こ
そ
、
世

間

相

は

無

常

に

し

て

常

住
、

事

物

は

あ

る
が

ま

ま

に

し

て

真

実

で

あ
る

こ

と

を

悟

り

、

そ

の

自
覚

に

お
い

て

湧
き

出

ず

る
美

的

感

動

が

己

れ

を
而

今

に

安

ら
わ
せ
、
そ
の
表
現
が
人
の
心
を
打
つ
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
…
…
世
阿

弥

や

禅

竹

の

求

め

る

申

楽
美

も

、

右

の

よ
う

な

。
止

観

的

美

意

識

”
の

流

れ

に

も
と

づ

い

て

い

る

、

と
考

え

る

こ
と

が
で

き

る
の

で

あ

る

。

世

阿

弥

は

、

申

楽

の
面

白

さ

を

花

の
美

に
た

と

え

、

し

だ

い

に
上

位

の
美

を
昇

り

つ

め

て

、
「
万

徳
了

達

の
妙

花
」

を

開

く

べ

き

だ

、
と

言

っ
た

。

こ

の

「
妙

花
」

の
内

容

は
、

後

に

「
無

文

の
文

」

と

言

わ

れ

た

。
父

観

阿

弥

の

小

曲

舞

（
拍
子
が
強
く
て
小
歌
節
を
交
え
た
謡
い
方
）
に

対

し

て
、

世

阿

弥

は
、

拍
子

で

飾

る
こ

と

な
く

文

句

を

「
た

だ

あ

り

の

ま

ま

に
謡

」

い
、

そ

の

詞

句

の

「

一

句
一

曲
」

に

お

い
て

「

無
文

の
位

よ

り

無

色

の

文

が

を

の

づ
か

ら
出

曲
」

す

る
こ

と

を

よ
し

と

し

た

。

つ
ま

り

「
有

文

の

文

」

で

あ

る
曲

に
対

し

て
、
「
無
色
の
文
」
「
無
文
の
文
」
こ
そ
が
「
妙
」
と
い
う
最
高
の
美
で
あ
る
、

と

し

た

。
為

手

も
見

物

衆

も

、

心
の

持

ち

方

、

美

の
見

方

を
転

換

さ

せ

ね

ば

な

ら

な

い

の
で

あ

る

。
易

の

「
咸
」

は

、

感

情

・

感

覚

の

「
感

」

と

い

う
文

字

か
ら

「
心

」

と

い

う

字
画

を

抜
き

去

っ
た

文

字

で

あ

る

が
、

そ

の

よ

う
な

「
咸

」

に

お

い
て

こ

そ

夫

婦

は
感

応

し

合

い

、

万

物

は
対

応

し

合

う

、
と

い

う

。
そ

の

よ
う

に

「
ま

こ
と

の

か
ん

は

心

も

な

き

際
」

に

あ
る

の

だ

。
そ

れ

ゆ
え
「
無
心
の
能
」
と
は
、
古
今
集
序
の
よ
う
な
”
外
に
表
わ
す
心
“
よ
り

は
、
む
し
ろ
”
外
に
表
わ
さ
な
い
心
”
で
あ
る
こ
と
が
鍵
で
あ
る
。
「
無
心

地班る″に″と諭9
7



の

位

に

て

我

心

を

わ

れ

に

も

隠

す

安

心

」

に

て

、

せ

ぬ

隙

の

前

後

を

綰

ぎ

、

心
を
「
人
に
知
ら
せ
ず
し
て
万
能
を
綰
ぐ
べ
し
」
こ
の
よ
う
な
「
無
心
の
感
、

無
位
の
位
風
の
離
見
こ
そ
妙
花
に
や
有
べ
き
｡
」
「
妙
者
離
二
有
無
亙
有
無
、

無
体
顕
見
風
然
者
非
所
及
褒
美
」
こ
れ
が
「
言
語
道
断
、
不
思
議
、

心
行
所
滅
」
の
「
妙
位
」
「
妙
所
」
で
あ
る
。
…
…

こ
の
よ
う
な
世
阿
弥
の
名
言
に
お
い
て
、
「
無
―
」
と
い
う
否
定
詞
が
多
用

さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
多
く
の
先
学
は
、
”
禅
宗
か
ら
の
感
化
″
と
言
わ

れ

る
が

、

そ

れ

も

あ

る
が

、

私

は

む
し

ろ
こ

れ

は

、

天

台

本

覚

論

の

迹

門

に

お
け

る

「
断

証

次

第

」

と

い
う

。
相

待

妙

を

超

え

て

絶

待

妙

を

体

得

す

る

論

法

”

だ
と

解

釈

し

た
い

。

わ
か

り

や
す

く

言

え

ば

、

そ

れ

は

、

三

界

の
見

惑

や
欲
界
の
思
惑
を
断
じ
て
、
し
だ
い
に
煩
悩
を
な
く
し
て
上
位
の
悟
り
に
進

み
、
つ
い
に
仏
界
の
真
理
に
達
す
る
と
い
う
「
万
法

帰
真
門
」

の
段
階
な
の

で
あ
る
。
世
阿
弥
は
、
無
心
・
無
風
・
無
文
・
無
曲
・
無
感
・
無
体
・
無
位

…
…
と
い
う
よ
う

に
、
人
の
思
う
最
高

段

階

の

心
・
風

・
文
・
曲
・
感
・

体
・
位
を
さ
ら

に
乗
り
越
え
た
と
こ
ろ
に
、
一
切
の
諸
法
が
真
如

の
一
理
に

入

っ
て
仏
法
を

成
ず
る
段
階
が

あ
る
、

と
考
え
た
。

そ
れ
を

本
覚
論
で
は

「
真
如
具
法
門
」
と
い
う

。

そ

の
真
如
を

具
現
す
る
の
が
本
門
で
あ
っ
て
、

そ
こ
で

は
三
千

の
諸
法

は
塵
々
に
至
る
ま
で
常
住
で

あ
り
（
三
千
常
住
門
）
、

お
の
ず
と
法
報
応

の
三
身

が
具
現

さ

れ
る
（
万
法
三
身
門
）
。
つ
ま
り
、
す
べ

て

は
自
性
不
生
の
法
身
で
あ
る
が
、
こ
の
世
に
現

れ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
色
相

を
具
足
し
た
応
身
で
あ
り
、
各

々
が
お
の
が
特
性
を
照
し
出

し
て
分

別
で
き

る
報
身
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え

「
一
切
諸
法
本
是

仏
法
」
と

い
う
在
り
方

を
な
す
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
考
え
方
に
世
阿
弥
が
従
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

『
拾

玉
得

花

』

に

お

い
て

飛

花

落

葉

を

「
常

住

不

滅

」

と

称

し

、
「
万

物

を

遊

楽

の
景

体

と

し

て
、

一

心

を
天

下

の

器

と
な

し

て

、

広

大

無
風

の

空
道

に
安

器

し

て
、

是

得

遊

楽

の
妙

花

に

至
る

べ
き

」

だ

と

述

べ

た

こ

と

が

納
得

で

き

る

の
で

あ

る

。

右
に
お
い
て
世
阿
弥
は
、
俊
成
の
求
め
た
「
も
と
の
心
」
を
ば
、
常
の
心

を
捨
て
去

っ
た
と
こ

ろ
の
「
無
心
」
と
称
し
、
そ
こ
が
心
の
到
達

す
べ
き
境

位
で
あ
り
、
そ
こ

に
お
い
て
こ
そ
芸
の
妙
位
を
得
る
、
…
…
と
考
え

た
の
で

あ
る
が
、
そ
れ

に
よ

っ
て
啓
発
さ
れ
た
の
が
、
女
婿
で
も
あ
る
金
春
禅
竹
の

幽
玄
論
で
あ
り
六
輪
一
露
論
で
あ
る
。
世
阿
弥
に
お
け
る
「
幽
玄
」

は
、
古

来
の
歌
躰
論
の
幽
玄
美
よ
り
は
も
っ
と
理
想
視
さ
れ
て
申

楽
美

の
最
高
位
と

さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
禅
竹
は
、「
幽
玄
」
を
単
な

る

美
的
様
相
の
一

概
念
で
は
な
し

に
、
幽
邃
無
極
な
仏
法

の
あ
り
よ
う
と
結

び

つ

け

て
、
習

道
の
「
理
念
」
と
し
て
説
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
お
の
が
人
生
に
と
っ
て
の
究

極
的
な
意
義
を
も
示
唆
す
る

の
で
あ

っ
た
。

禅
竹

の
申
楽
習
道

の
独
自
性

は
、
六
輪
一
露
の
当
初
の
構
想
で

あ
る
『
私

詞
』
が
、
東
大
寺
戒
檀
院

の
志
玉
に
よ
っ
て
顕
密
の
仏
道
に
通
じ
る
も

の
と

保
証
さ
れ
、
ま
た
関
白
一
条
兼
良
に
よ
っ
て
孔
老
二
教
の
道
理
を
顧
慮
す
れ

ば
さ
ら
に
充
実
す
る
と
助
言
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
神
道
に
も
影

響
し
た
ほ
ど
盛
ん
に
流
布
さ
れ
て
い
た
天
台
本
覚
思
想
を
咀
嚼
し
な
が
ら
、

ひ
た
す
ら
思
索
を
進
め
た
点
に
あ
る
。
そ
れ
が
明
確
に
な
る
の
は
、
一
四
五

Ｑ
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六
年
作
の

『
六
輪
一
露
之
記
注
』
以

後
の
作
と

見

ら

れ

る

『
六
輪
一
露
大

意
』

に
お

い
て
、
寿
竪
住
の
上
三
輪
に
空
中
仮
の
三
諦
を
配
当
す
る
と
と
も

に
、
一
露
を
も
「
空
仮
中
之
三
諦
安
心
決
定
帰
入
一
心
」
と
説
明
し
た
時
か
ら
で
あ
る
。
そ

し
て
一
四
六
五
年
の

『
六
輪
一
露
秘
注
（
寛
正
本
）』
と

そ
の
紙
背

に
記
さ
れ

た
小

篇

『
六
輪
灌
頂
秘
記
』
、
一
四

六
六
年

作

の

『
六
輪
一
露
秘
注
（
文
正

本
）』
、
一
四

六
八
年

迄
の
作

『
至
道
要

抄
』
以

上
の
四
著
に

お
い
て
。
本
覚

論
の
要
句
を
駆
使
し
た
六
輪
一
露
説
が
展
開

さ
れ

る
。
今

は
諸
著
を
総
合
し

な
が
ら
禅
竹
の
思

想
上
の
要

点
を
見
究

め
つ
つ
、
私

の
注
目
点
を
述

べ
る
こ

と
に
し
た
い
。

禅
竹
の
六
輪
一
露
説
の
基

本
は
、
最
初

の

『
私
詞
』
に

お

い

が

）
古
来

”
歌
舞
の
根
源
”
と
さ
れ
て
き
た
「
心
」
を
、
「
本
来
無
主
無
物
之
妙
用
」
と

称
し

た
点

に
あ
る
、
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
古
今
序
以

来
の
だ
れ
に
も
自

覚
さ
れ
る
”
情
感
と
し
て
の
心
”
で
は
な
く
て
、
か
の
天
の
岩
戸
開
き
に
お

け
る
「
ほ
の
ぼ
の
と
明
そ
め
け
る
妙
心
…
…
心
行
所
滅
の
黠
」
に
通
ず
る

で
あ

ろ
う

。
そ
れ

は
闇
に
あ
る
限
り
は
何
物
で
も
な
く
、
心
行
所
滅

の
「
無

心
」
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
作
動
し
始
め
る
と

い
う
「
妙
位
」

に
あ
る
。
…
…

こ
れ

は
禅
竹
が
、
世
阿
弥
の
い
う
「
無
心
」

を
ば
、
お
の
が
理
論
の
出
発
点

と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て

、
そ

の
「
無

主
無
物
之
妙
用
」

を
「
仮

に
」

七
段
に
析
出
す
る
が
、
禅
竹
は
、
最
初
の
寿
輪
を
”
そ
こ
に
お
い
て
感
が
生

ず
る
と
こ
ろ
の
器
″
と
し
、
さ
ら
に
最
後
の
一
露
を
”
こ
の
無
上
の
も
の
の

重
位
″
と
し
た
。
そ
の
よ
う
な
『
私
詞
』
の
短
い
説
明
が
、
後
に
、
一
露
に

つ
い
て

は
、「
寿
輪

い
ま
だ
あ
ら
は
れ
ざ
る
時
よ
り
の
性
劔
。
円
相
根
本
の
性

躰
、

…
…
無
我
無
相
、
天

真
独
朗
之
所
、

…
…
無
相
に
し
て
実
相
也
。」
と
補

足
さ
れ
、
そ
の
「
か
り
に
あ
ら
は
る
る
を
寿
輪
と
云
。
」
と
記
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
こ
が
禅
竹
理
論
の
根
本
を
な
す
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
寿
輪
は
、
こ
れ
と
い
う

「
物
」

で
は
な
い
が
、
そ
こ
に
お
い
て
す

べ
て
を
あ
ら
し
め
る
「
命
」
で
あ
り
、
そ
う
い
う
能
動
性
と
し
て
「
シ
バ

シ

モ

ヤ
マ
ズ

メ
グ
リ
動
ズ
ル
心
」
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
天
地
未
分

の
段
階
に

お
け
る

「
万
物
ヲ
生
ル
ウ
ツ
ワ
モ
ノ
」

な
の
で
あ
り
、
そ
の
ゆ
え
に
「
幽

玄

ノ
根
源
」
と

称
し
う
る
。
そ
の
寿
輪
を
も
と
と
し
て
万
物
が
生
起
し
始
め
る

一
気
が
、
竪
輪
と

い
う
位
で
あ
り
、
万
物
が
生
じ
て
落
ち
つ
い
た
と
こ
ろ
の

位
が
、
住
輪
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
上
三
輪
は
”
存
在
の
最
初
の
あ
り
所
”

で
あ
る
か
ら
、
「
無
上
之
位
」
で
あ
る
。
し
か
し
寿
輪
は
”
能
動
性
”
で
は
あ

る
が
、
ま

だ
作
動
し
て
は
い
な
い
。
作
動
さ
せ
る
の
が
一
露
で
あ
る
。
万
物

を
あ
ら
し

め
る
と
こ
ろ
の
「
万
物
出
生

ノ
精
魂
」

が
一
露
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
、
像
輪
は
森
羅
万
像
を
あ
ら
た
め
て
捉
え

直
す
位
で
あ
り
、
ま
た
破

輪

は
異
相
の
形
を
試
み

る
位
で
あ
る
が
、
共
に
上
三
輪
の

「
幽
旨
」

に
も
と

づ
い
た
努
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
最
後
に
、
空
輪

は
す
べ
て
を
空
じ
て
元

初
に
帰
す
る
位
で
あ
り
こ
の
よ
う
に
し
て
六
輪
一
露

の
「
円
相
」

が
保
た
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
が
申
楽
の
一
音
一
舞
一
躰
、
あ
ら
ゆ
る
芸
態
の
、

中
心
軸
で
あ
る
。
…
…
こ
の
よ
う
に
禅
竹
は
考
え
る
。

だ
か
ら
右
の
六
輪
一
露
は
、
世
阿
弥
の
「
無
心
」
の
ご
と
き
”
も
と
の
心
”

が
、
習
道
者
の
”
芸
の
心
”
と
な
っ
て
作
動
し
、
究
極
の
妙
所
を
具
現
し
て

い
る
境
位

を
示
し
て
い
る
。
意
識
的
な
努
力
と
し
て
は
各
自

は
像
輪
を
手
掛

圸極究るけおに教宗と皿9
9



け
る
わ
け
で
あ
り
、
天
地
人
三
才
の
森
羅
万
象
の
「
ソ
ノ
物
ソ
ノ
物
ニ
シ
タ
ガ

イ
歌
舞
ヲ
ト
ト
ノ
ヱ
ヲ
サ
ム
ル
」
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
上
三
輪
の
”
も
と

の
心
の
作
き

始
め
の
所

″
を
忘

れ
た
の
で
は
各
自
の
恣
意
的
な
心
で
し
か
な

い
。
だ
か
ら
像
輪
は
、
「
心
ノ
マ
マ
ニ
フ
ル

マ
ウ
」
と
こ

ろ

の
破
輪
と
同
様

に

、

上

三

輪

を

離

れ

な

い

た

め

に

は

、
み

ず

か

ら
空

輪

に

お
け

る

。
空

ず

る

作
き
”
（
「
空
而
又
空
ズ
。
」
―
―
志
玉
注
）
に
よ
っ
て
も
と
の
寿
輪
に
帰
ろ
う
と

す

る

の
で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

つ

ま

り

は
、

先

述

の

よ
う

な

「
寿

輪

い
ま

だ

現

れ

ざ

る

時

よ

り

の

性

劔

」

が

、

す

べ
て

の
も

の
を

「
無

相

に
し

て
実

相

」

た
ら

し

め
る

と

こ

ろ

の

「
空

仮

中

之

三
諦

」

と

し

て
作

く

こ
と

に

よ

っ

て

、

六

輪

の

「
諸

法

」

を

す

べ

て

保

ち

、
何

物

に
も

汚

さ
れ

な

い

よ
う

な

、

つ

ま

り

「

一
塵

の

曇

な

く

し

て

又

一

塵

を
も

離

れ
ざ

る
氈

」

と

い
う

境

位

を

具

現

す

る

の
で

あ

る
。

一
露

の

一

劔

は

、
そ

の

よ
う

な

「
無

極

」

に

お
け

る

「
安

心

決

定

帰

入

之

一
心

」

で

あ

る

。

こ

の

よ
う

な

究

極

地

は

、
「
色

心

不

二

」

と
称

し

て

も

よ

い

。
「
凡

、

歌

舞

諸

体

之
万

曲

、

心

念

を
も

て
宗

と

す

る
事

、

万

道

の

な

ら

ひ
」

で

あ

る

が

、

右
の
よ
う
な
六
輪
一
露
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
心
念
声
に
あ
ら
は
る
る

事

、

姿

に
和

合

し

、

五
躰

柔

和

に
う

つ
く

し

き

を

極

と

す

。

す

が

た

地

水

火

風

空
の
五
大

を
備
れ
ば
、
心
ま
た
五
大
を
そ
な
ふ
。
其
心
の
五
大
を
も
て
姿

を
う
づ
め
ば
、
色
躰
か
く
る
所
な
く
、
一
心
に
成
て
、
色
心
不
二
に
し
て
幽

也
。
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
こ
の
色
は
ま
ぎ
れ
も
な
き
声
・
曲
・
姿
・

態
で
あ
り
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て

心
の
現

れ
で
あ

る
わ
け

だ
け
れ
ど
も
、

じ
つ
は
「
無
我
無
相
」
で
あ
り
、
じ
つ
は
「
諸
法
実
相
の
道
理
」
を
体
現
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
「
諸
人
の
見
聞
こ
こ
に
成
ず
」
る

な

ら

ば

、

そ

の

と

き

「
色

心

不

二
、

幽

玄

之

覚

躰

、

歌

舞
之

寿

命

」

が
達

成
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
が
禅
竹
の
”
究
極
地
”
で
あ
る
。

「
色

心
不

二

」

と

は
周

知

の

よ

う

に
、
『
法

華

玄

義

』
に

お

い
て

迹

門

の

十

妙

か

ら
本

門

の
千

妙

に
進

む

べ

き

こ

と

を
説

明

す

る

た

め

に

、
荊

渓

湛

然

が

説

い

た
と

こ

ろ

の
十

不

二
門

（
即

ち

色

心

、
内

外

、

修

性

、

因
果

、
染

浄

、

依
正

、

自

他

、
三

業

、

権
実

、

受

潤

の
十

対

の
概

念

は
、

そ

れ

ぞ

れ
不

二

融

妙

で

あ

り

、
い

ず

れ

も
上

位

の
門

に

よ

っ
て

順

次

成

就

さ

れ

る

。）
と

い
う

有

名

な

釈

義

で

あ

る

。
そ

し

て

色

心

不

二
門

は
十

不

二

門

を

代

表

す

る
思

想

で

あ

り

、

そ

の

も
と

づ
く

と

こ

ろ

は
空

仮
中

の

一
心

三

観

で

あ

る

。

そ

れ
ゆ

え

に
、
禅
竹
の
到
達
し
た
”
色
心
不
二
の
幽
玄
の
極
み
”
と
は
、
一
心
三
観
の

実

践

に

よ

る

の
で

あ

る

。

つ
ま

り

身

口

意

の
三

業

が

躰

音

舞

と

な

っ
て

、

色

香

美

味

が

「
擣

徒

和

合
」

し
、

か
の

六

輪

は
今

や
一

輪

と

な

っ
て

め
ぐ

り

続

け

て

い

る

境

位

な

の

で

あ

る

。
「
擣

徒

ハ
、

わ

り

く

だ
き

ま
つ

し

て

、
和

合

ハ
中
道
実
相
也
。
…
…
わ
り
く
だ
く
ハ
空
、
こ
ま
か
に
ま
つ
す
る
ハ
仮
、
和

合

ハ
中

道

」

で

あ

る
。

戒

定

恵

の
三

学

を

守

り

、

一

心
三

観

を
行

じ

て

、
能

の
中

道

に
達

す

る
と

こ

ろ
の

精

劔

の
一

露

に
お

い

て

、
「

無
上

上

果

之

幽

玄

至

極
」

が
具

現

す

る

の
で

あ

る

。

右

の

よ
う

な

禅

竹
の

理

論

は

、

文
中

に
天

台

本

覚

論

の

キ

ー
ワ

ー

ド
が

多

見

さ

れ

た

よ
う

に

、
禅

竹
自

身

の

本
覚

思

想

へ
の

共

鳴

に

も

と

づ

い
て

構

築

さ

れ

て

い

る

。
彼

の
自

筆

と

鑑

定

さ

れ

る

『
作

善

日

記

』

は

、
元

禄

五

年

の

版

本

に

よ

っ
て

周

知

さ

れ
て

い

る
と

こ

ろ

の

『
真

如

観

』

に

照

ら

し

て
み

る



な

ら

ば

、

そ

の

一

部

抜
書

な
の

で

あ

る
。
『
真

如

観

』

は
、
「
行

者

ノ
自

心
」

も

一
切

衆

生

も

、

空
仮

中
三

観

に

よ
れ

ば

万

物

み

な

中

道

に
し

て

真

如

実

相

で

あ

る

、

と

説

く

本

覚
思

想

の
中

心

文

献

で

あ

る

。

禅

竹

は

そ

の

本

文

の

「

今

日

ヨ
リ
後

は
我

身

真

如

ナ

リ

ト
知

」

っ

た
、

と

い
う

部

分

よ
り

以

降

を

、

し

か

も

文

頭

に

、
「

ア

リ

ガ

タ

キ
哉

」

と

い
う

謝

辞

を

冠

し

て

、

抜

書

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

そ

れ

は
短

文

で

あ

り

、

そ

れ

に
続

け

て

、

や

は

り

『
真

如

観

』

の

終

章

に
引

用

さ

れ
て

い

る

「
本

覚

讃

」

を

記

し

、

さ

ら

に

「
神

楽

大

事

」

を

念

じ
て

の

諸
神

諸

仏

へ

の

起

請

文

を

付

記

し

て

い

る
が

、

こ

の

短

文

は

、

あ

る

い

は

談

義
所

な
ど

で

切

紙

伝

授

さ

れ

た

も

の

か
も

し

れ

な

い

。

（
私
は
今
の
と
こ
ろ
、
右

の
短
文
と
元
禄
五
年
版
本
と
の
中
間
程
度
の
分
量
の
抜
書
を
、

二
種
確
認
し
て
い
る
の
で
、

当
時

は

幾
通
り
も
の
抜
書

が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
）

禅

竹

は
こ

の
短

文
抜

書

に
明

ら

か

な

よ

う

に

、

と

く

に

、

一

微

塵

も

諸

仏

土

で

あ

り

一

心
即

ち

諸
仏

菩

薩

で

あ

り

、

す

べ

て

は

不

二

無

別

で

あ

っ
て

自

他

と

も

に

法
界

で

あ

る

か

ら
、

そ

れ

ゆ

え

お
の

が

努

力

は

ひ

た
す

ら

檀

波

羅

蜜

の

行
（
涅
槃
の
彼
岸
に
至

る
た
め
の
行
法
）
な

の

だ

。

と

い

う

『
真

如

観

』

の

思

想

を

、

六

輪

一

露

の
修

行

の
支

え

と

し

て

い

た

と

考

え

ら

れ

る

。

そ

の

う

え

禅

竹

は
、

遺

言

に
よ

り

『
法

華

五

郎

九

巻

書

の

序

品

』

を

山
門

の
学
匠
仙
海
に
写
さ
せ
て
い
る
。
同
書
序
品
は
、
世
尊
が
文
殊
と
弥
勒
に
対

応

し
て

法

華
経

を
説

い

た
と

い

う

説
明

に

続

け

て

、

。
本

朝

の

猿

楽
田

楽

の

序

は
法

の
深

義

を
顕

わ
す

も

の

で

あ

り

、

そ

れ

を

わ

ざ

と

「
戯

論

ノ
妄

儀

」

に
仕

立

て

た

の

が
父

叟

と

翁

と

三

番

叟

の

舞

で

あ

る
”

と

説

き

、

そ

の

理

由

と

し

て

、

仏
法

は
世
法

に
還

っ
て
こ
そ
弥
々
貴
と

く
、
世
法
は
仏
法
に
帰

る
の

が
本
来
な
の
だ
。
そ
こ
で
か
の
猿
楽
の
「
正

段
」

は
、
尺
迦
一
代

の
仏

井
が
利
生
化

物
す
る
こ
と
変
現
自
在
で

あ
る
か
ら
こ
そ
、
衆
生
の
生
死

流
浪
の
相
貞
を
表
わ
す
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
従
来
の
学
界
で
は
右
の
「
正

段
」

を
「
チ
リ

ヤ
タ
ラ
リ
タ

…
…
」
な
ど
の
「
正
■
」
、
声
歌
（
笛
な
ど
の
楽
譜
）
と
解
釈
し
た
か
ら
、
な

ん
と

も
意
味
不
明

な
文
献
だ
と
扱
い
か
ね
て

い
た
。
し

か
し
私
は
、
天
台
本

覚
門
の
普
及
に
も
尽
力
し
た
忠
尋
に
仮
託
さ
れ
た
こ

の
書
は
、
世
阿
弥
や
禅

竹
の
登
場
す
る
一
四
〇
〇
年
代
に
は
流
布
さ
れ
て

い
た
天
台
本
覚
門

の
談
義

書

の
一
つ
で

あ
り
、
申
楽
の
よ
う
な
人
生
ド
ラ
マ
の
歌
舞
芸
能
を
、
か
の
和

歌
即

仏
道

論

の

よ
う

に
仏

道

に

つ

な

げ

た
資

料
と

し

て

重

視

し

た

い

の
で

あ

る

。天

台
本
覚
門
の
「
常
用
の
一
心
三
観
」
は
、
申
楽

師
の
「
行
住
坐
臥
」

に

お
い
て
実
践
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
申
楽
の
究
極
地
が
開
か
れ
、
そ
の

ま
ま
仏
道
の
真
実

義
に
通

じ
る
筈
で
あ
る
。
最

澄
・
円
仁
・
安
然
こ
の
か
た
、

天

台
教
義
は
「
世

間
相
常
住
」
を
テ

ー
マ
と

し
て
現
実

に
即
応
し
た
仏
道
を

説
い
て

き
た
。
禅
竹
は
そ
の
本
旨
を
承
知
し
た
か
の
よ
う
に
、
一
心
三
観

に

よ
っ
て
、
〃
空
じ
な
が
ら
和
合
さ
せ
て
い
く
技
法
論
”
を
考
え
た
。
そ
れ
は
、

ル

ー
ド
ル
フ
・
オ
ッ
ト
ー
以
来
重
視
さ
れ
て

い
る
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
の
よ
う
な
、

圧

倒
的
で

は
あ
る
が
や
は
り
対
象
体
験
の
情
感
で

あ
る
も
の
と
は
違

っ
て
、

止
観

に
よ
っ
て
自
分

の
側
か
ら
お
の
ず
か
ら
切

り
開

か
れ
る
境
位
で
あ
り
。

し

か
も
そ

れ
は
、
自
己
本
来
の
在
り
よ
う
に
立
ち
帰

る
こ
と
で

あ
っ
た

。
禅

地極究るけおに教宗と皿
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竹
の

「
幽
玄
」
と
は
、
「
天

地
、
陰
陽

、
日
月

、
星
宿

、
神

祇
、
仏
法

、
人
王

の
道
、
一
切
の
人
の
し
わ
ざ
に
い
た
る
ま
で
」

の
す
べ
て

の
も
の
が
基

づ
い

て
い
る

「
性
理
」

に
思
い
及
ぶ
と
き
に
実

感
で
き

る
美

の
現

成
で
あ
っ
た
。

そ
れ
が
前
述
し

た
「
色
心
不
二
、
幽
玄
の
覚
躰
」

で
あ
る
。

付
言
す

る
な
ら
ば
、
今
日
、
仏
教
も
キ
リ
ス
ト
教
も
知
ら
な
い
人
、
知
ろ

う
と
も
し

な
い
人

々
は
、
死

ぬ
ま
で
の
生
涯
に
お
い
て
到
達
す
べ
き
究
極
地

を
探
索
す

る
こ
と

も
な

い
の
で
は
な
い
か
、
と

案
じ
ら
れ
る
。
神
や
仏
を
前

提
し
な
く
て
も
、
人
は
”
人
を
超
越
し
た
彼
方
”
が
あ
る
こ
と
を
推
知
す
る

こ
と
は
で
き

る
。
し
か
し
究
極
地
を
設
定
す
る
こ
と
は
、
理
論
的
に
は
観
念

的
と
な

ろ
う
。
そ

れ
に
対
し
て
宗
教
は
究
極
地

を
教
え
る
。
と
く
に
仏
教
は

各
自
の
側

か
ら
の
究
極
地

の
切
り
開
き
方
を
教

え
る
。
絶
対

他
力
に
お
い
て

も
示
さ
れ
て
い
る

。
芸
術
の
よ
う
な
宗
教
以
外

の
立
場

に
お
い
て
進
ん
で
い

く
者
は
、
限
り

な
き
向
上
を
己
れ
や
人
々
に
課

す
る
と

し
て
も
、
究
極
地
の

よ
う
な
、
”
そ
こ
に
お
い
て
己
が
安
ら
い
う
る
所
”
を
芸
術
上
の
境
位
と
し

て
求

め
る
た
め
に
は
、

宗
教

か
ら

の
示
唆
、
と

く
に
仏
教
に
お
け
る
真
如
の

体
現

の
た
め
の
実

践
方
法

を
、
手
が
か
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
…
…
禅
竹
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
一
つ
の
示
唆
で
あ
る
。

（
１
）
　
Ｈ

．

Ｌ
u
ｔ
ｚ
ｅ
ｌ
ｅ
ｒ
；
　
Ｓ
ｉ
ｎ
ｎ
　
ｕ
．
　
Ｆ
ｏ
ｒ
ｍ
ｅ
ｎ
　
ｒ
ｅ
ｌ
ｉ
ｇ
ｉ
ｏ
ｓ
ｅ
ｒ
　
Ｋ
ｕ
ｎ
ｓ
ｔ
．
　
ｓ
．
　
ｘ
ｉ
ｉ
　
（
『
比
較

芸
術
学
研
究
Ⅲ
』
美
術
出
版
社
、
一
九
八
一
年
）
。

（
２
）
『
摩
訶
止
観
』
岩
波
文
庫
、
上
二
三
一
―
二
三
二
頁
。

（

３

）

『

法

華

経

』

岩

波

文

庫

、

上

一

一

二

―

一

一

六

頁

、

同

一

三

〇

頁

。

（

４

）

「

和

漢

朗

詠

集

」

五

八

八

番

（
『

白

氏

文

集

』

七

一

巻

）

。

（
５
）

『
源
氏

物
語
願

文
』
『
群
書
類
従
』
一
七
－

四
四
九
頁

。

（
６
）
　
前
出
（
３
）
の
一
二
四
頁
。

（
７
）

『
源
平

盛
衰
記

』
有

朋
堂
文
庫
、
上
五
三
頁
。

（
８
）

『
古
来

風
躰
抄
』
（
日
本
歌
学
大
系
二
）
三
〇
三

―
三
〇
五
頁
。

な

お

拙

稿

「
俊
成
時
代

の
さ
と
り
の
美

学
と
そ
の
継
承
」
『
池
坊
短
大
紀
要

』
四
号
。
「
俊

成
以
前
の
歌
論
に
お
け
る
″
こ
こ
ろ
の
美
学
″
」
同
、
一
二
号
。

（
９
）
　
前
出
（
２
）
の
上
二
四
頁
。

（
1
0
）
『
三
五
記
』
（
日
本
歌
学
大
系
四
）
三
三
七
―
三
三
八
頁
。

（
1
1）

『
発

心
集
』
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）
二
七
六
頁
。

（
1
2
）
『
拾
玉
集
』
（
新
編
国
歌
大
観
Ⅲ
）
六
八
五
・
六
九
三
頁
。

（
1
3）
「
明
恵
上
人
資
料
集
Ｉ
」
三
〇
三
頁
。

（
1
4）
「
法
門
百
首
」
『
群
書
類
従
二
四
』
七
〇
四
ｌ

七
〇
五
頁
。
拙
稿
「
安
然
の
世

間
相
常
住
論
」
『
池
坊
短
大
紀
要
』
一
五
号
。

（
1
5）
　
以
下

「
新
編
国
歌
大
観
」
の
各
巻
。

（
1
6）

『
風
姿
花
伝
』
六
五
頁

。
以
下
世
阿
弥
の
典
拠
は
『
世
阿
弥
・
禅
竹
』
（
日
本

思
想
大
系

）
に

よ
る
。

（
1
7）
『
音
曲

口
伝
』
七
八
頁
。

（
1
8）

『
花
鏡
』
九
五
頁
。

（
1
9
）
　
前
出
（
1
8
）
の
九
六
頁
。

（
2
0
）
　
前
出
（
1
8
）
の
一
〇
〇
頁
。

（
2
1）

『
九
位
』
一
七
四
頁
。

（
2
2）

『
五
位
』
一
七
〇
頁
。

（
2
3）
「
漢
光
類
聚
」
『
天
台
本
覚
論
』
（
日
本
思
想
大
系
）
二
〇
〇
頁
。

（
2
4
）
　
拙
稿
、
「
伝
忠
尋
″
翁
猿
楽
口
伝
″
の
″
正
■
″
と
世
阿
弥
の
。
天
台
妙
釈
″
」

『
池
坊
短
大
紀
要
』
一
九
号
。
「
褝
竹
の
幽
玄
と
本
覚

思
想
」
同
二
〇
号
。

（
2
5）
　
前
出
『
世
阿
弥
・
禅
竹
』
一
〇
〇

・
一
〇
一
・
一
〇

三
・
一
五
九
・
一
六
六

。

一
七
〇

。
一
七
四
頁
。

（
2
6）

『
拾
玉
得
花
』
一
八
六
頁
。
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（
2
7）
『
遊
楽
習
道
風
見
』
一
六
七
頁
。

（
2
8）
『
六
輪
一
露
大
意
』
二
二
五
頁
。
以
下

褝
竹

の
典
拠
は
『
金
春
古
伝
書
集
成
』

に
よ
る
。

（
2
9）
『
六
輪
一
露
之
記
』
一
九
七
頁
。

（
3
0
）
『
歌
舞
髄
脳
記
』
一
ニ
一
頁
。

（
3
1）
　
前
出
（
2
9）
の
同
頁

。

（
3
2）
『
六
輪

一
露
概
抄
』
二
二

八
頁
。

（
3
3
）
『
六
輪
一
露
記
注
』
ニ
一
五
頁
。

（
3
4
）
　
前
出
（
3
3
）
の
ニ
一
七
頁
。

（
3
5）
　
前
出
（
3
3）
の
二
一
八
頁

。

（
3
6）
　
前
出
（
3
3）
の
同
頁

。

（
3
7
）
　
前
出
（
3
3
）
の
ニ
一
七
頁
。

（
3
8
）
　
前
出
（
3
3
）
の
ニ
一
七
頁
。

（
3
9）
　
前
出
（
2
9）
の
二
〇
一
頁
。

（
4
0）
　
前
出
（
3
2）
の
同
頁
。

（
4
1）
　
前
出
（
3
2）
の
同
頁
。

（
4
2
）
　
前
出
（
2
8
）
の
同
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
”

（
4
3）

『
文
正
本
』
二
五
〇
頁

。

（
4
4）
　
前
出
（
3
2）
の
同
頁
。

（
4
5）
　
前
出
（
4
3）
の
二
五

一
頁
。

（
4
6）

『
至
道
要
抄
』
二
七
七
頁

。

（
4
7）
　
前
出
（
4
6）
の
二
七
八
頁
。

（
4
8
）
『
作
善
日
記
』
三
二
七
―
三
二
八
頁
。

（
4
9
）
「
真
如
観
」
『
天
台
本
覚
論
』
（
日
本
思
想
大
系
）
一
二
五
―
一
三
九
頁
。

（
5
0）
　
真
如
蔵
一
六
一
九
年
写
本

『
真
如
観
抜
書
』
。

竜
谷
大
学
蔵
、
一
四

九
三
年

写
本

『
真
如
観
略
抄
』
。

（
5
1
）
『
法
華
五
部
九
巻
書
序
』
五
六
一
―
五
六
五
頁
。

（
5
2）
　
前
出
（
5
1）
の
五
六
四
頁
。

（
5
3）
　
前
出
（
2
4）
の
拙
稿
。

（
5
4
）
　
拙
稿
「
禅
竹
の
六
輪
一
露
と
本
覚
思
想
」
『
池
坊
短
大
紀
要
』
ニ
一
号
。

（
5
5）
　
拙
稿
「
台
密
に
お
け

る
世
間
相
常
住
の
思
想
」
『
池
坊
短
大
紀
要
』
一
四
号

。

（
み
さ
き
・
ぎ
せ
ん
、
哲
学
・
美
学
・
日
本
芸
術
思
想
、

池

坊

短

期

大

学
客

員

教

授

・

前

学
長

）

地極究るけおに教宗と術芸
－ｎ
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