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は
じ
め
に
―
中
国
の
禅
浄
双
修
と
白
隠

　　
禅
浄
双
修
、
ま
た
は
念
仏
禅
な
ど
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
禅
と
浄
土
教

の
念
仏
と
の
修
行
方
法
に
お
け
る
親
和
性
は
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
。
周
知
の
如
く
、
初
期
大
乗
経
典
に
お
い
て
既
に
、
禅
定
に
入
り
見

仏
す
る
た
め
の
精
神
集
中
で
あ
る
念
仏
三
昧
を
説
く
『
般
舟
三
昧
経
』
が

あ
る
。
そ
の
禅
浄
双
修
の
歴
史
は
、
中
国
に
浄
土
経
典
が
伝
わ
っ
て
か
ら

特
に
議
論
の
発
展
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
中
国
の
禅
浄
双
修
に
つ
い
て
簡
単
に
そ
の
流
れ
を
示
し
て
お
く
と
、
ま

ず
注
目
す
べ
き
は
廬
山
の
慧
遠
（
三
三
四
―
四
一
六
）
に
よ
る
念
仏
結
社
、

白
蓮
社
の
結
成
で
あ
る）

1
（

。
慧
遠
の
時
代
、
す
な
わ
ち
中
国
上
代
に
は
、
禅

と
い
う
語
の
意
味
す
る
内
容
は
後
代
の
禅
宗
で
は
な
く
、
八
正
道
の
一
つ

と
し
て
の
正
定
つ
ま
り
静
慮
で
あ
っ
た
。
ま
た
浄
（
浄
土
往
生
）
と
い
う

の
も
、
日
本
の
親
鸞
（
一
一
七
三
―
一
二
六
二
）
に
結
実
し
た
他
力
の
信

に
よ
る
浄
土
教
で
は
な
く
、
自
力
的
な
要
素
の
濃
い
往
生
願
生
の
浄
土
教

を
指
す
。
よ
っ
て
、
念
仏
も
称
名
・
口
称
念
仏
と
い
う
よ
り
、
仏
を
思
惟
・

憶
念
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
観
仏
と
い
う
意
味
に
近
い
。
先
の
静
慮
を
止
観

と
呼
び
換
え
る
な
ら
、
止
つ
ま
り
心
を
一
処
に
と
ど
め
て
様
々
な
表
象
を

統
一
し
て
無
念
無
相
へ
至
ら
ん
と
す
る
消
極
的
な
方
向
と
、
観
つ
ま
り
対

象
を
観
察
す
る
こ
と
に
徹
し
て
、
観
察
さ
れ
る
客
体
と
観
察
す
る
主
体
と

が
一
つ
に
な
ら
ん
と
す
る
積
極
的
な
方
向
と
の
二
つ
の
実
践
方
向
に
区
分

で
き
る
。
念
仏
（
観
仏
）
は
こ
の
う
ち
後
者
の
観
行
の
一
形
態
と
い
え
る
。

白
蓮
社
の
修
行
は
禅
浄
双
修
で
あ
り
、
慧
遠
の
念
仏
三
昧
詩
序
か
ら
そ
の

修
行
の
実
態
に
つ
い
て
論
じ
る
な
ら
ば
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
往
生
す
る

た
め
の
念
仏
三
昧
を
求
め
、
禅
の
観
行
を
手
段
と
し
た
も
の
と
い
え
る
。

そ
の
念
仏
行
の
型
も
、
四
種
の
う
ち
観
相
念
仏
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
れ
ま

で
の
研
究
で
分
か
っ
て
い
る）

2
（

。

　
こ
の
白
蓮
社
が
特
に
依
拠
し
た
経
典
が
、
冒
頭
に
触
れ
た
『
般
舟
三
昧

〈
研
究
論
文
５
〉

小
　
濵
　
聖
　
子
　

　
禅
浄
双
修
の
是
非
に
関
す
る
比
較
思
想
的
考
察

│
白
隠
の
雲
棲
袾
宏
批
判
を
と
お
し
て

│
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判
す
る
と
同
時
に
、
浄
土
教
に
よ
る
民
衆
教
化
を
図
っ
て
、
持
戒
に
基
づ

い
た
禅
と
浄
土
教
の
融
合
と
い
う
形
で
仏
教
再
建
を
志
し
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
浄
土
思
想
の
特
徴
は
、『
華
厳
経
』
の
理
論

に
基
づ
く
事
理
二
種
の
念
仏
論
に
あ
る
。
事
の
念
仏
と
は
身
体
を
用
い
た

称
名
の
念
仏
で
あ
り
、
理
の
念
仏
と
は
心
性
の
念
仏
、
つ
ま
り
「
自
性
弥

陀
、
惟
心
浄
土
」（『
阿
弥
陀
経
疏
鈔
』）
を
い
う
。
阿
弥
陀
仏
は
極
楽
浄

土
に
い
る
の
で
は
な
く
自
性
に
あ
り
、
一
切
は
心
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
か

ら
浄
土
も
そ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
禅
浄
一
致
の
思

想
は
、
袾
宏
の
よ
う
に
、
こ
の
一
心
の
融
合
に
帰
そ
う
と
す
る
論
理
で
ほ

ぼ
形
式
的
に
統
一
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
さ
て
、
今
回
取
り
上
げ
る
の
は
、
袾
宏
の
行
っ
た
、
禅
の
六
祖
慧
能
に

よ
る
と
さ
れ
る
『
六
祖
壇
経
』
の
中
の
浄
土
の
記
述
解
釈
と
、
そ
れ
に
対

す
る
日
本
の
禅
者
白
隠
（
一
六
八
六
―
一
七
六
九
）
に
よ
る
批
判
で
あ
る
。

　
白
隠
は
、
袾
宏
の
編
纂
し
た
宋
代
以
降
の
禅
浄
一
致
の
句
集
『
禅
関
策

進
』
を
若
い
頃
に
読
み
、
そ
の
中
の
一
説
「
引
錐
自
刺
」（
僧
慈
明
が
修

行
中
に
睡
魔
に
襲
わ
れ
た
と
き
、
錐
で
自
分
の
股
を
刺
し
て
そ
れ
を
克
し

た
と
い
う
説
話
）
を
励
み
に
修
行
に
努
め
た
と
い
う）

5
（

。
こ
の
白
隠
の
思
想

の
特
徴
は
「
見
性
」
と
「
伝
法
」
と
い
え
る
。
見
性
（
さ
と
り
）
は
い
う

ま
で
も
な
く
『
六
祖
壇
経
』
の
主
要
語
句
で
あ
り
、
白
隠
に
お
い
て
は
修

行
者
が
主
に
公
案
参
究
を
通
じ
て
そ
の
体
験
を
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
を
他

者
へ
伝
え
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る）

6
（

。
そ
し
て
白
隠
に
お
い
て
は
、
浄
土
教

の
念
仏
は
、
修
行
方
法
と
し
て
公
案
と
等
し
い
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

二
つ
を
双
修
し
て
は
な
ら
ず
、
修
行
者
は
ど
ち
ら
か
に
専
心
し
な
く
て
は

経
』
で
あ
る
。「
般
舟
」
と
は
「
対
し
て
近
く
立
つ
」
と
い
う
意
味
で
、

経
の
別
名
を
『
十
方
現
在
仏
悉
在
前
立
定
経
』
と
い
い
、
定
に
入
れ
ば
十

方
現
在
の
諸
仏
を
眼
前
に
見
る
こ
と
と
、
西
方
阿
弥
陀
仏
を
念
ず
る
こ
と

を
息
ま
ざ
れ
ば
坐
し
て
阿
弥
陀
仏
を
見
る
こ
と
を
説
く
。
ま
た
、
白
蓮
社

の
依
拠
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、『
般
舟
三
昧
経
』
に
先
立
つ
禅
浄
双
修

を
説
い
た
経
典
に
『
思
惟
略
要
法
』
を
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
に
説
か
れ
て

い
る
十
観
法
の
う
ち
、
五
種
が
諸
仏
や
法
身
、
無
量
寿
仏
な
ど
の
観
法
で

あ
り
、
禅
浄
双
修
的
な
内
容
の
経
典
の
最
も
早
い
も
の
と
い
え
る
。
そ
し

て
、
こ
れ
ら
『
般
舟
三
昧
経
』『
思
惟
略
要
法
』
に
次
い
で
、
浄
土
教
の

経
典
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
重
要
な
も
の
が
『
華
厳
経
』
で
あ
る
。
浄

土
経
典
の
成
立
に
は
こ
の
『
華
厳
経
』
の
影
響
が
あ
る
と
さ
れ
、
特
に
般

若
訳
の
四
十
華
厳
の
第
四
〇
巻
「
普
賢
行
願
品
」
に
は
阿
弥
陀
仏
の
極
楽

浄
土
へ
の
往
生
が
説
か
れ
て
い
る）

3
（

。
華
厳
経
典
の
思
想
的
な
特
徴
の
一
つ

は
唯
心
観
で
、
八
十
華
厳
の
十
地
品
に
は
「
三
界
虚
妄
、
但
是
心
作
、
十

二
縁
分
、
是
皆
依
心
」
と
あ
り
、
夜
摩
天
宮
菩
薩
説
偈
品
の
一
説
は
心
が

世
界
を
造
り
出
し
て
い
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
よ
う
に
、
人
の
認
識
対
象

の
因
を
自
心
に
定
め
る
の
が
『
華
厳
経
』
の
理
論
で
あ
る
。

　
こ
の
『
華
厳
経
』
の
理
論
に
沿
っ
て
浄
土
教
を
解
し
、
禅
浄
双
修
の
説

を
大
成
し
た
の
が
明
末
の
雲
棲
袾
宏
（
一
五
三
五
―
一
六
一
五
）
で
あ

る
）
4
（

。
袾
宏
が
禅
浄
一
致
を
説
き
両
者
の
双
修
を
推
し
進
め
た
の
に
は
、
元

代
に
お
け
る
ラ
マ
教
の
国
教
化
と
い
う
宗
教
政
策
の
影
響
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
政
策
に
よ
っ
て
圧
迫
さ
れ
た
中
国
の
仏
教
界
は
諸
宗
派
団
結

の
必
要
に
迫
ら
れ
、
袾
宏
は
禅
家
の
念
仏
軽
視
と
い
う
禅
浄
の
対
立
を
批
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経
疏
鈔
』
を
撰
す
。
疏
中
に
曰
く
、「『
壇
経
』
は
錯
ち
て
五
天
竺
を

以
て
極
楽
国
土
と
為
す
。
五
天
震
旦
は
同
じ
う
し
て
是
れ
娑
婆
穢
土

為
り
。
何
ぞ
分
別
を
須
い
て
東
を
願
い
西
を
願
わ
ん
。
極
楽
は
此
の

娑
婆
を
去
り
て
十
万
億
土
な
り
。
蓋
し
『
壇
経
』
は
皆
な
学
人
の
記

録
に
し
て
、
何
ぞ
訛
無
き
こ
と
を
保
ん
ぜ
ん）

7
（

。『
壇
経
』
の
如
き
は
、

慎
ん
で
こ
れ
を
初
機
に
示
す
こ
と
勿
れ
。
苟
く
も
非
器
に
投
ぜ
ば
、

便
ち
狂
魔
に
堕
さ
ん
。
嘆
惜
す
べ
し
」
と
。
嗟
、
雲
棲
は
な
ん
す
る

者
か
。
偏
固
の
儒
生
か
。
小
乗
の
教
人
か
。
且
つ
浄
家
者
の
流
に
し

て
、
観
経
の
深
理
を
知
ら
ず
、
看
経
の
眼
を
具
え
ず
、
妄
り
に
自
ら

聖
経
を
判
譏
す
る
者
か
。
ま
さ
に
ま
た
魔
羅
波
旬
の
部
属
の
、
円
頂

方
袍
を
現
じ
て
、
文
字
般
若
の
衣
を
著
し
来
り
て
、
難
遭
微
妙
の
聖

言
を
訾
害
す
る
こ
と
を
欲
せ
ん
か
。
大
い
に
怪
し
む
べ
し
。﹇『
息
耕

録
開
筵
普
説
』
全
二
、
四
〇
一
―
四
〇
二
﹈

　
引
用
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。
白
隠
い
わ
く
、
明
で
は
お

よ
そ
一
七
世
紀
頃
杭
州
に
雲
棲
袾
宏
と
い
う
者
が
い
て
『
阿
弥
陀
経
疏

鈔
』
を
撰
述
し
た
。
そ
の
著
に
よ
る
と
、「『
六
祖
壇
経
』
は
イ
ン
ド
を
極

楽
浄
土
で
あ
る
と
錯
誤
し
て
い
る
。
イ
ン
ド
も
（
明
と
同
じ
く
）
煩
悩
に

満
ち
た
こ
の
世
で
あ
っ
て
、
こ
の
世
に
お
い
て
東
や
西
に
極
楽
を
願
う
よ

う
な
通
常
の
分
別
意
識
を
は
た
ら
か
せ
て
も
何
に
も
な
ら
な
い
。
極
楽
は

こ
の
世
か
ら
十
万
億
の
仏
国
土
を
隔
て
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
実
の
と
こ

ろ
、『
壇
経
』
は
（
六
祖
自
身
の
記
述
で
は
な
く
）
弟
子
た
ち
が
記
録
し

た
も
の
だ
か
ら
、
間
違
い
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
こ
う
し
た
『
壇
経
』

は
、
修
行
の
初
心
者
に
見
せ
て
は
な
ら
な
い
。
理
解
力
の
な
い
者
に
こ
れ

な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
見
性
体
験
は
公
案
参
究
も
念

仏
も
ど
ち
ら
も
行
い
つ
つ
得
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
て
、
一
点
に

集
中
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
、
白
隠
自
身

は
二
つ
の
う
ち
禅
修
行
を
選
び
取
っ
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
念
仏
と
い
う

の
は
大
体
に
お
い
て
安
易
な
己
れ
の
み
の
往
生
成
仏
を
願
う
者
の
す
る
こ

と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
者
に
は
他
者
の
救
済
と
い
う
視
点
、
他
の
人
に

仏
法
を
伝
え
て
成
仏
せ
し
め
る
と
い
う
心
が
欠
け
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
考
え
る
白
隠
に
と
っ
て
は
、
当
時
日
本
に
伝
わ
り
注
目
を
集
め
て

い
た
黄
檗
宗
の
念
仏
禅
や
、
そ
れ
と
思
想
的
な
関
連
を
も
つ
袾
宏
の
禅
浄

双
修
論
は
、
仏
道
修
行
を
す
る
者
に
中
途
半
端
な
姿
勢
を
も
た
ら
し
か
ね

な
い
影
響
を
与
え
る
も
の
と
し
て
、
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
袾
宏
と
白
隠
、
い
ず
れ
の
者
も
論
理
的
に
は
禅
浄
一
致
を
肯
定

し
な
が
ら
、
修
行
と
い
う
実
践
面
で
は
前
者
は
双
修
を
積
極
的
に
推
奨

し
、
後
者
は
双
修
の
否
定
と
い
う
、
異
な
る
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
今

回
は
、
後
者
の
白
隠
に
よ
る
、
前
者
の
袾
宏
批
判
、
お
よ
び
そ
れ
ら
が
対

象
と
し
て
い
る
『
六
祖
壇
経
』
の
文
言
を
吟
味
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
誤
解
や

行
き
違
い
は
な
い
か
、
ま
た
禅
浄
双
修
で
は
何
が
問
題
と
さ
れ
得
る
の
か

等
を
検
討
し
、
禅
浄
比
較
論
へ
の
新
し
い
視
座
を
得
た
い
。

一
　
白
隠
の
袾
宏
へ
の
批
判

　　
ま
ず
、
白
隠
の
袾
宏
に
対
す
る
批
判
箇
所
か
ら
見
て
い
こ
う
。

近
代
の
大
明
万
暦
間
に
杭
州
の
雲
棲
袾
宏
と
い
う
者
有
り
て
『
弥
陀
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解
は
、『
六
祖
壇
経
』
と
共
通
し
て
い
る
点
で
あ
り
、
袾
宏
も
「
惟
心
の

浄
土
」
と
し
て
信
奉
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

袾
宏
は
『
六
祖
壇
経
』
の
「
十
万
八
千
里
」
と
い
う
表
面
上
の
こ
と
ば
に

捕
わ
れ
て
、
そ
の
表
現
の
譬
喩
方
便
と
し
て
の
は
た
ら
き
を
見
失
っ
て
い

る
、
と
い
う
の
が
白
隠
の
袾
宏
に
対
す
る
批
判
だ
と
い
え
る
。

　
だ
が
し
か
し
、
果
た
し
て
白
隠
の
こ
の
袾
宏
へ
の
批
判
は
正
し
い
も
の

だ
ろ
う
か
。
袾
宏
は
本
当
に
文
字
言
句
に
捕
わ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
ろ

う
か
。
こ
こ
で
、『
六
祖
壇
経
』
の
中
の
浄
土
経
典
へ
の
言
及
箇
所
に
遡

っ
て
考
え
た
い
。

二
　『
六
祖
壇
経
』
の
中
の
浄
土
教
へ
の
言
及

　　『
六
祖
壇
経
』
は
、
慧
能
が
衆
人
に
行
っ
た
授
戒
会
と
説
法
の
記
録
と

さ
れ
て
お
り
、
浄
土
経
典
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

世
尊
、
舍
衞
城
中
に
在
る
と
き
、
西
方
の
引
化
を
説
く
。
経
文
は
分

明
に
、「
此
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ず
」
と
す
。
も
し
相
を
論
じ
説
か

ば
、
里
数
は
十
万
八
千
を
有
す
。
即
ち
身
中
の
十
悪
八
邪
、
便
ち
是

れ
遠
し
と
説
く
。
遠
し
と
説
く
は
其
の
下
根
の
為
に
し
、
近
き
と
説

く
は
其
の
上
智
の
為
に
す
。
人
に
は
両
種
有
れ
ど
も
、
法
は
両
般
無

し
。
迷
悟
に
殊
な
る
こ
と
有
り
、
見
に
遅
疾
有
り
。
迷
人
は
仏
を
念

じ
て
、
彼
に
生
ぜ
ん
こ
と
を
求
む
。
悟
人
は
自
ら
其
の
心
を
浄
う
す
。

所
以
に
仏
は
言
う
、「
其
の
心
の
浄
き
に
随
っ
て
、
即
ち
仏
土
は
浄

し
」
と
。﹇
中
略
﹈
凡
愚
は
自
性
を
了
せ
ず
、
身
中
の
浄
土
を
識
ら

ず
し
て
、
東
を
願
い
西
を
願
う
。
悟
人
は
在
処
一
般
な
り
。
所
以
に

を
与
え
る
と
、
破
壊
的
な
危
険
な
状
態
に
堕
し
て
し
ま
う
」
と
い
う
。
こ

の
『
疏
鈔
』
を
記
し
た
雲
棲
袾
宏
は
偏
見
に
固
ま
っ
た
儒
者
か
、（
救
済

の
方
便
を
知
ら
な
い
）
小
乗
仏
教
徒
か
、
で
な
け
れ
ば
浄
土
教
を
信
仰
し

な
が
ら
経
典
を
読
む
た
め
の
深
い
理
を
知
ら
ず
、
経
典
を
正
確
に
読
み
解

く
能
力
も
な
く
、
仏
教
を
自
分
勝
手
に
判
読
す
る
者
か
。
ま
さ
に
悪
魔
の

部
類
が
剃
髪
し
出
家
の
衣
を
身
に
着
け
、
空
の
理
論
を
表
面
上
に
見
せ
な

が
ら
、
出
会
う
こ
と
の
難
し
い
意
味
深
い
シ
ャ
カ
の
教
え
を
誹
り
害
そ
う

と
す
る
の
か
、
大
い
に
怪
し
い
も
の
だ
、
と
。

　
右
の
白
隠
に
よ
る
雲
棲
袾
宏
へ
の
批
判
の
要
点
は
、
特
に
浄
土
の
在
り

処
を
め
ぐ
る
解
釈
で
あ
る
。
白
隠
に
よ
れ
ば
、『
六
祖
壇
経
』
が
浄
土
ま

で
の
距
離
を
「
十
万
八
千
里
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
経
典
が
「
十
万
億

土
」
と
い
っ
て
い
る
の
と
何
ら
変
わ
る
こ
と
な
く
、
た
と
え
は
十
八
里
先

や
十
八
時
間
先
、
一
寸
八
分
先
な
ど
と
表
現
し
て
も
、
す
べ
て
譬
喩
方
便

と
し
て
正
し
い
（「
西
方
此
を
去
る
こ
と
十
八
里
、
西
方
此
を
去
る
こ
と

十
八
時
、
西
方
此
を
去
る
こ
と
一
寸
八
分
。
是
れ
又
公
至
正
論
な
り）

8
（

」）。

白
隠
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、『
壇
経
』
が
浄
土
と
こ
の
世
を
隔
て
る
も

の
を
「
十
悪
八
邪
」
と
し
て
い
る
点
で
あ
り
、
こ
の
世
も
浄
土
も
す
べ
て

心
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
に
あ
る
。
だ
か
ら
、
凡
夫
が
煩
悩

に
満
ち
た
こ
の
世
と
見
る
も
の
も
、
菩
薩
は
阿
弥
陀
仏
の
真
実
報
土
で
あ

る
と
見
、
諸
仏
は
常
に
迷
妄
を
離
れ
た
静
謐
な
世
界
で
あ
る
と
見
る
の
で

あ
る
と
い
う
（「
凡
夫
は
之
を
見
て
娑
婆
穢
土
と
す
﹇
中
略
﹈
菩
薩
は
之

を
見
て
実
報
荘
厳
土
と
し
、
諸
仏
は
之
を
見
て
常
寂
光
土
と
す）

9
（

」）。
こ
の

よ
う
に
浄
土
を
心
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
世
界
で
あ
る
と
捉
え
る
白
隠
の
見
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両
舌
、
悪
口
、
綺
語
、
意
業
の
貪
欲
、
瞋
恚
、
愚
痴
）
と
八
邪
（
邪
見
、

邪
思
惟
、
邪
語
、
邪
業
、
邪
命
、
邪
方
便
、
邪
念
、
邪
定
）
が
は
た
ら
く

と
き
は
そ
の
人
に
と
っ
て
浄
土
は
遠
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
人
に

は
二
種
類
あ
っ
て
、
機
根
が
劣
る
も
の
は
十
悪
八
邪
に
よ
っ
て
浄
土
が
遠

く
、
仏
教
を
よ
く
理
解
す
る
人
は
機
根
も
優
れ
て
浄
土
が
近
い
と
い
う
。

た
だ
し
人
に
は
こ
の
二
種
類
が
あ
る
が
、
仏
の
教
え
る
と
こ
ろ
は
一
つ
で

あ
る
。
迷
悟
の
違
い
や
、
目
ざ
め
る
の
に
遅
い
や
早
い
の
差
が
あ
っ
て
、

迷
う
人
は
念
仏
し
て
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
求
め
る
が
、
さ
と
る
人
は

自
ず
と
心
が
清
浄
に
な
る
。
だ
か
ら
仏
は
「
そ
の
心
の
清
浄
で
あ
る
の
に

伴
っ
て
仏
の
国
土
は
清
浄
な
の
だ
」
と
い
う
。
凡
愚
の
人
は
自
己
の
本
性

が
分
か
ら
ず
、
自
身
の
中
に
見
出
す
べ
き
浄
土
を
知
ら
ず
に
、
外
に
向
か

っ
て
薬
師
仏
の
東
方
瑠
璃
光
浄
土
や
阿
弥
陀
仏
の
西
方
極
楽
浄
土
を
願

う
。
さ
と
る
人
は
ど
こ
に
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
だ
か
ら
仏
は
、「
自
分

の
い
る
場
所
に
伴
っ
て
、
恒
に
安
楽
で
あ
る
」
と
い
う
、
と
い
う
の
が
『
六

祖
壇
経
』
の
解
釈
す
る
浄
土
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
「
自
性
弥
陀
、
惟
心
浄
土
」
と
し
て
把
握
さ
れ
て
き
た
中
国
の

念
仏
禅
に
お
け
る
伝
統
的
な
浄
土
解
釈
で
あ
っ
て
、
雲
棲
袾
宏
と
異
な
る

点
は
な
い
し
、
確
か
に
、『
六
祖
壇
経
』
の
こ
の
箇
所
だ
け
を
見
れ
ば
、

袾
宏
は
「
十
万
八
千
里
」
と
い
う
壇
経
の
こ
と
ば
に
捕
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
見
え
、
白
隠
の
批
判
は
妥
当
な
も
の
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
壇
経

は
右
の
引
用
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
そ
れ
を
読
ん
で
、
更
に
袾
宏

の
別
の
著
作
『
竹
窓
随
筆
』
で
述
べ
て
い
る
彼
の
主
張
を
見
る
と
、
ま
た

違
っ
た
角
度
か
ら
袾
宏
の
真
意
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

仏
は
言
う
、「
所
住
の
処
に
随
っ
て
恒
に
安
ら
け
く
楽
し
」
と
。﹇『
六

祖
大
師
法
宝
壇
経
）
10
（

』﹈

　
右
は
、
慧
能
が
質
問
者
の
使
君
（
郡
国
の
民
政
・
軍
政
を
司
る
刺
史
へ

の
尊
称
）
の
質
問
（
出
家
や
在
家
が
阿
弥
陀
仏
の
名
を
称
え
て
西
方
浄
土

に
生
ま
れ
た
い
と
願
っ
て
い
る
の
を
よ
く
見
る
が
、
い
っ
た
い
浄
土
に
生

ま
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
）
に
対
し
て
答
え
て
い
る
文
で
あ
る
。
慧
能
は

浄
土
三
部
経
の
う
ち
『
観
無
量
寿
経
』
の
「
此
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ず
」

を
引
い
て
浄
土
ま
で
の
距
離
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る

と
、
も
し
形
相
に
よ
っ
て
説
明
す
る
な
ら
ば
、『
無
量
寿
経
』
や
『
阿
弥

陀
経
』
の
「
十
万
億
仏
土
」
の
よ
う
な
数
字
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
な
ら

っ
て
、
譬
喩
方
便
と
し
て
仮
に
「
十
万
八
千
里
」
だ
と
い
う
。
こ
の
「
十

万
八
千
里
」
と
い
う
の
は
、
梁
末
か
ら
唐
ま
で
の
文
を
収
集
し
た
『
文
苑

英
華
』
中
に
、
イ
ン
ド
と
中
国
と
の
地
理
的
距
離
を
「
十
万
八
千
里
」
と

記
し
て
い
る
碑
文
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
借
用
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
る）
11
（

。
し
か
し
な
が
ら
『
六
祖
壇
経
』
が
「
十
万
八
千
里
」
の
数
字

を
用
い
た
理
由
は
、
西
方
へ
十
万
八
千
里
と
い
う
文
字
言
句
に
捕
わ
れ
る

人
で
あ
れ
ば
そ
の
ま
ま
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
表
現
を
用
い
つ
つ
、
同
じ
十

と
八
と
い
う
数
字
で
成
り
立
つ
「
十
悪
八
邪
」
の
こ
と
ば
へ
と
導
き
、
仏

の
譬
喩
方
便
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も

ち
ろ
ん
そ
の
譬
喩
方
便
は
、
聞
き
手
を
さ
と
り
へ
と
導
く
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
方
便
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
十
悪

八
邪
も
、
浄
土
往
生
と
関
連
し
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち

『
六
祖
壇
経
』
は
、
十
悪
（
身
業
の
殺
生
、
偸
盗
、
邪
婬
、
口
業
の
妄
語
、
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こ
と
を
。﹇『
竹
窓
随
筆
』
第
三
筆
、「
六
祖
壇
経
」﹈

　
右
と
同
様
の
考
え
は
、『
竹
窓
随
筆
』
の
別
の
と
こ
ろ
に
も
散
見
さ
れ

る
。
た
と
え
ば
袾
宏
は
、「
六
祖
は
悪
人
の
念
仏
し
て
生
を
求
む
る
を
言

て
、
善
人
の
念
仏
し
て
一
心
不
乱
の
者
生
を
求
む
る
を
曰
は
ず
。
且
つ
悪

人
は
必
ず
念
仏
せ
ず
、
其
の
念
仏
有
る
者
は
偽
な
り
、
真
の
念
に
は
非
ず
。

喩
へ
ば
悪
人
が
十
善
を
修
し
て
、
天
堂
を
求
む
る
が
如
し
。
悪
人
は
必
ず

十
善
を
修
せ
ず
。
其
の
十
善
を
修
す
る
こ
と
有
る
者
は
、
偽
な
り
。
真
の

修
に
は
非
ず
」（
同
前
、「
念
仏
人
惟
一
心
不
乱
」）
と
い
い
、
念
仏
と
十

善
行
と
が
異
な
る
行
為
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
念
仏
の
中
で

も
「
一
心
不
乱
」
の
者
だ
け
が
真
の
念
仏
者
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

　
袾
宏
は
浄
土
経
典
の
中
で
も
『
阿
弥
陀
経
』
を
重
視
し
、
華
厳
経
典
の

唯
心
観
の
影
響
を
受
け
て
一
心
不
乱
に
念
仏
す
る
「
一
心
念
仏
」
と
い
う

こ
と
を
主
張
し
た
と
い
う
の
は
よ
く
知
ら
れ
る
。
彼
の
『
六
祖
壇
経
』
へ

の
批
判
点
と
は
、
要
す
る
に
壇
経
の
勧
め
る
念
仏
が
「
一
心
不
乱
」
で
は

な
く
て
、
十
善
行
の
勧
め
＝
天
生
の
勧
め
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
の

で
あ
る
。
一
心
念
仏
以
外
の
念
仏
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
袾
宏
の
主
張
が

こ
こ
に
も
明
ら
か
に
見
て
取
れ
る
。

お
わ
り
に

　
袾
宏
の
『
壇
経
』
批
判
は
、
一
心
不
乱
の
念
仏
（
一
心
念
仏
）
と
い
う

自
説
を
主
張
す
る
た
め
の
や
や
強
引
な
も
の
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

当
時
の
中
国
で
、
袾
宏
の
想
定
し
て
い
た
批
判
対
象
で
あ
る
禅
宗
に
お
い

て
壇
経
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
彼
は
あ
え
て
壇
経
を
取
り
上
げ
て

三
　
袾
宏
の
『
六
祖
壇
経
』
批
判
の
要
点

　

使
君
よ
、
心
地
に
但
し
不
善
無
け
れ
ば
、
西
方
は
此
を
去
る
こ
と
遥

か
な
ら
ず
。
若
し
不
善
の
心
を
懐
か
ば
、
念
仏
す
る
も
往
生
は
到
り

難
し
。
今
善
知
識
に
勧
む
、
先
ず
十
悪
を
除
け
、
即
ち
十
万
を
行
か

ん
。
後
に
八
邪
を
除
け
、
乃
ち
八
千
を
過
ぎ
ん
。
念
念
に
見
性
し
て

常
に
平
直
を
行
ぜ
ば
、
到
る
こ
と
弾
指
の
如
く
に
し
て
便
ち
弥
陀
を

観
ん
。
使
君
よ
、
但
だ
十
善
を
行
ぜ
よ
。
何
ぞ
更
に
往
生
を
願
う
を

須
い
ん
や
。
十
悪
の
心
を
断
ぜ
ず
ん
ば
、
何
れ
の
仏
か
即
ち
来
た
っ

て
迎
請
せ
ん
や
。﹇『
六
祖
大
師
法
宝
壇
経
）
12
（

』﹈

　
右
の
重
要
点
は
、
六
祖
が
使
君
を
は
じ
め
と
す
る
聴
衆
に
十
善
行
を
勧

め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
袾
宏
の
『
竹
窓
随
筆
』
は
、
右
の
壇
経

の
部
分
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
次
の
よ
う
に
記

し
て
い
る
。

六
祖
は
字
を
識
ら
ざ
る
を
示
し
、
一
生
、
筆
硯
を
事
と
す
る
こ
と
靡

し
。
壇
経
は
皆
な
他
人
の
記
録
な
り
。
故
に
訛
誤
多
し
。
其
の
中
の

十
万
八
千
東
方
西
方
等
の
説
、
久
已
に
弁
明
す
中
に
、
又
た
云
く
、

「
伹
だ
十
善
を
修
せ
よ
。
何
ぞ
更
に
往
生
を
願
う
を
須
い
ん
」
と
。

夫
れ
十
善
は
天
に
生
ず
る
の
因
な
り
。
仏
の
出
世
無
け
れ
ば
、
輪
王

乃
ち
十
善
を
以
て
衆
生
を
化
度
す
。
六
祖
人
を
し
て
西
方
に
生
じ

て
、
仏
に
見
え
し
め
ず
し
て
、
伹
だ
天
に
生
ぜ
し
む
る
の
み
に
て
可

な
ら
ん
か
。
其
れ
信
ず
る
に
足
ら
ざ
る
こ
と
明
ら
か
な
り
。
故
に
知

ぬ
、
壇
経
に
執
し
て
浄
土
を
非
る
者
は
、
謬
り
の
甚
だ
し
き
者
な
る
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矛
盾
は
修
行
の
不
徹
底
さ
を
招
き
か
ね
な
い
。
白
隠
が
懸
念
し
た
の
は
ま

さ
に
そ
の
点
で
あ
る
。
白
隠
に
と
っ
て
修
行
は
「
見
性
」
と
「
伝
法
」
と

の
二
つ
で
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
修
行
者
本
人
の
み
の
さ
と
り
（
往
生

成
仏
）
を
重
視
す
る
も
の
で
は
な
い
。
今
こ
の
時
・
こ
の
場
に
お
い
て
仏

教
を
伝
え
る
こ
と
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
公
案
と
い
う
自
己
・
他
者
間
の
問
答
を
主
と
す
る
禅
の
修

行
が
重
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
中
国
に
お
け
る
禅
浄
一
致
論
は
、『
般
舟
三
昧
経
』
や
『
思
惟
略
要
法
』

な
ど
の
説
く
三
昧
行
の
実
践
面
と
、『
華
厳
経
』
の
説
く
唯
心
論
的
な
思

想
面
と
の
、
二
面
に
お
い
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら

の
一
致
・
融
合
を
こ
こ
ろ
み
た
袾
宏
の
よ
う
に
、
禅
浄
双
修
を
す
る
と
い

う
こ
と
に
は
、
一
方
で
は
今
こ
の
時
に
お
け
る
さ
と
り
を
問
題
と
す
る
禅

と
、
も
う
一
方
で
は
死
後
の
浄
土
往
生
を
願
う
浄
土
教
と
の
、
両
者
の
矛

盾
が
ど
う
し
て
も
残
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
白
隠
が
禅
の
修
行
僧
の
念

仏
行
を
批
判
す
る
の
も
、
念
仏
禅
を
行
ず
る
修
行
者
に
お
い
て
は
こ
の
矛

盾
点
が
克
服
さ
れ
ず
に
不
徹
底
な
修
行
に
陥
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
修
行
す
る
当
事
者
は
誰
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な

こ
と
を
為
し
得
る
の
か
、
ま
た
責
任
を
負
う
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
点
を

見
出
し
て
い
く
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
、
一
般
的
な
自
力
難
行
・
聖

道
門
の
禅
と
他
力
易
行
・
浄
土
門
の
念
仏
、
と
い
う
見
方
で
は
尽
く
せ
な

い
議
論
に
発
展
し
得
る
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
早
急
な
議
論
は
措
く
。

　
お
そ
ら
く
、
仏
教
思
想
の
比
較
に
お
い
て
は
、
右
に
あ
げ
た
よ
う
に
目

的
論
的
な
視
点
、
言
い
換
え
れ
ば
教
え
を
実
践
す
る
当
事
者
の
抱
え
る
問

禅
浄
の
比
較
を
論
じ
た
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
や
は
り
そ
の
テ
キ
ス
ト

の
扱
い
方
は
厳
密
性
に
欠
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
も
う
一
方
の
、
白
隠
の
袾
宏
へ
の
批
判
、
す
な
わ
ち
袾
宏
の

『
六
祖
壇
経
』
解
釈
が
「
文
字
に
拘
泥
し
て
い
る
」、
つ
ま
り
『
壇
経
』
が

方
位
や
距
離
で
浄
土
を
説
い
て
い
る
、
と
い
う
の
も
、
や
や
性
急
な
議
論

で
あ
り
、
修
正
の
余
地
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
白
隠
は
念
仏
を
方
便
手
段

と
見
做
し
過
ぎ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
の
念
仏
肯
定
は
、
根
底
的
に
は

袾
宏
と
同
様
に
専
心
の
念
仏
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
念
仏
を
説

く
浄
土
経
典
に
つ
い
て
様
々
な
方
便
解
釈
を
認
め
る
こ
と
は
対
機
説
法
と

い
う
禅
宗
の
特
徴
で
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
指
月
の
「
指
」
に
目
が
行
っ
て

し
ま
っ
て
肝
心
の
「
月
」
が
見
え
に
く
く
な
る
よ
う
に
、
や
や
も
す
る
と

教
え
の
最
も
重
要
な
点
は
ど
こ
な
の
か
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
恐

れ
が
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
に
、「
一
心
」
の
論
理
で
禅
浄
一
致
を
認
め
、

そ
れ
に
沿
う
形
で
の
念
仏
観
は
袾
宏
も
白
隠
も
同
じ
で
あ
る
な
ら
ば
、
違

い
は
何
に
求
め
ら
れ
る
か
と
い
え
ば
、
や
は
り
そ
れ
は
念
仏
修
行
の
目
的

に
求
め
ら
れ
よ
う
。
袾
宏
の
禅
浄
双
修
の
問
題
点
は
、
自
性
弥
陀
と
惟
心

浄
土
を
説
き
な
が
ら
、
同
時
に
念
仏
を
行
じ
て
死
後
の
浄
土
往
生
を
も
願

う
こ
と
に
あ
る
。
増
永
霊
鳳
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
袾
宏
は
「
阿
弥
陀
経

の
大
旨
は
自
性
の
弥
陀
、
惟
心
の
浄
土
を
知
る
に
あ
り
と
な
し
て
い
る
。

併
し
他
面
に
於
て
浄
土
に
往
生
せ
ん
こ
と
を
求
め
、
弥
陀
を
見
ん
こ
と
を

願
っ
て
い
る
。﹇
中
略
﹈
か
く
の
如
く
彼
の
信
仰
は
確
立
さ
れ
ず
、
其
の

思
想
も
亦
矛
盾
し
て
い
る
所
が
少
な
か
ら
ず
存
す
る）
13
（

」
の
で
あ
り
、
こ
の
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の
中
で
念
仏
を
四
種
（
口
称
念
仏
・
観
像
念
仏
（
仏
の
形
相
を
心
に
思
い
浮
か

べ
て
念
じ
る
こ
と
）・
観
相
念
仏
（
西
方
浄
土
を
心
に
思
い
念
じ
る
こ
と
）・
実

相
念
仏
（
仏
の
法
身
を
観
じ
て
念
じ
る
こ
と
））
に
分
類
し
た
。

　（
4
）
袾
宏
以
前
に
も
、
禅
浄
双
修
を
唱
え
た
例
に
、
禅
宗
の
四
祖
道
信
（
五
八

〇
―
六
五
一
）
お
よ
び
五
祖
弘
忍
（
六
〇
二
―
六
七
五
）
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と

が
あ
る
。『
楞
伽
師
資
記
』
の
道
信
章
に
は
空
を
体
得
す
る
た
め
に
念
仏
し
て
三

昧
に
至
る
こ
と
が
説
か
れ
、
ま
た
弘
忍
の
著
『
最
上
乗
論
』
で
は
、
初
心
の
修

行
者
は
『
観
無
量
寿
経
』
に
依
る
念
仏
観
法
を
行
じ
る
よ
う
勧
め
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
弘
忍
下
に
は
、
称
名
念
仏
の
一
形
態
と
い
え
る
引
声
念
仏

（
高
声
で
一
気
に
念
仏
し
て
声
を
長
く
引
き
、
次
第
に
無
声
と
な
っ
た
後
に
念
を

停
め
て
、
心
中
に
仏
を
念
じ
て
三
昧
に
至
ろ
う
と
す
る
）
を
重
ん
じ
た
者
や
、

慈
愍
慧
日
（
六
八
〇
―
七
四
八
）
に
つ
い
て
念
仏
三
昧
を
学
び
浄
土
往
生
の
た

め
の
念
仏
に
参
じ
た
者
が
出
て
い
る
。
禅
僧
に
よ
る
禅
と
浄
土
思
想
と
の
一
致

を
目
指
す
動
き
は
、
北
宋
初
期
の
永
明
延
寿
（
九
〇
四
―
九
七
五
）
に
至
っ
て

更
に
大
き
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
な
お
、
慈
愍
は
一
七
年
間
イ
ン
ド
を
め
ぐ
り
、
中
国
へ
帰
国
し
て
か
ら
は
浄

土
教
を
宣
揚
し
て
禅
宗
と
の
融
合
を
図
っ
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
廬

山
の
慧
遠
と
こ
の
慈
愍
に
、
更
に
道
綽
や
善
導
ら
の
流
れ
を
あ
わ
せ
た
三
つ
の

流
れ
が
、
中
国
浄
土
教
の
系
譜
と
し
て
法
然
の
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に
よ
っ

て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

　（
5
）
袾
宏
の
日
本
で
の
評
価
に
お
け
る
白
隠
の
果
た
し
た
役
割
と
重
要
性
に
つ
い

て
は
『
竹
窓
随
筆
―
明
末
仏
教
の
風
景
』（
荒
木
見
悟
監
修
、
中
国
書
店
、
二
〇

〇
七
年
）
の
野
口
善
敬
に
よ
る
「
解
説
」
を
参
照
。

　（
6
）
拙
著
『
白
隠
の
修
行
観
』（
お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
人
間
文
化
創
成
科
学

研
究
科
、
博
士
論
文
、
二
〇
一
三
年
）
を
参
照
。

　（
7
）
『
六
祖
壇
経
』
の
編
成
に
つ
い
て
は
中
川
孝
『
六
祖
壇
経
』（
禅
の
語
録
四
、

筑
摩
書
房
、
一
九
七
六
年
）
を
参
照
。

　（
8
）
『
息
耕
録
開
筵
普
説
』
全
二
、
四
〇
四
。

　（
9
）
『
息
耕
録
開
筵
普
説
』
全
二
、
四
〇
三
。

　（
10
）
『
六
祖
大
師
法
宝
壇
経
』
疑
問
第
三
、
大
正
四
八
、
三
五
二
上
。

題
は
何
か
と
い
う
視
点
が
重
要
に
な
ろ
う
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、
今
あ
え

て
指
摘
す
べ
き
点
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
浄
土
経
典
の
成
立
事
情
に
つ
い
て

触
れ
て
お
き
た
い
。
浄
土
経
典
が
誕
生
し
た
の
は
、
釈
迦
の
滅
後
に
も

「
仏
に
会
い
た
い
、
仏
に
い
て
ほ
し
い
」
と
い
う
人
々
の
願
い
が
強
ま
っ

た
た
め
で
あ
り
、
そ
う
し
た
人
の
素
朴
な
願
い
と
い
う
の
は
、
惟
心
浄
土

な
ど
と
い
っ
た
理
論
や
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
一
心
念
仏
と
は
少
し
距
離
の

あ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
在
ふ
た
た
び
禅
浄
比
較
論
を
行
う
と

す
れ
ば
、
こ
う
し
た
歴
史
性
を
意
識
し
な
が
ら
丁
寧
に
た
ど
り
直
す
と
こ

ろ
か
ら
始
め
る
と
こ
ろ
に
、
新
し
い
発
見
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。

［
引
用
文
献
］

　
原
漢
文
の
も
の
は
適
宜
読
み
下
し
た
。
ま
た
、
白
隠
の
著
作
に
関
し
て
は
、『
白
隠

和
尚
全
集
』（
全
八
巻
、
龍
吟
社
、
一
九
三
四
―
一
九
三
五
年
、
第
二
巻
に
『
息
耕
録

開
筵
普
説
』
を
所
収
）
を
用
い
、
そ
の
巻
数
と
頁
数
を
記
し
た
。

　（
1
）
慧
遠
の
八
〇
年
程
前
に
、
東
晋
の
竺
僧
顕
が
禅
浄
双
修
者
の
最
も
早
い
例
と

し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
僧
顕
は
病
患
の
た
め
に
臨
終
近
く
な
っ
て
浄

土
往
生
を
願
い
念
仏
を
修
し
た
者
で
、
そ
の
他
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
（
光
地

英
学
「
中
国
に
お
け
る
禅
浄
関
係
」『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
三
〇
、

一
九
七
二
年
、
二
頁
参
照
）。

　（
2
）
光
地
英
学
「
支
那
上
代
の
禅
浄
双
修
思
想
と
そ
の
起
源
」『
駒
澤
大
学
仏
教
学

会
学
報
』
九
、
一
九
三
八
年
、
一
六
四
―
一
七
八
頁
。
こ
れ
に
よ
る
と
慧
遠
の

「
念
仏
三
昧
詩
序
」
や
「
白
蓮
社
誓
文
」
に
は
口
称
念
仏
の
こ
と
が
登
場
し
な
い

と
い
う
。
口
称
念
仏
の
登
場
は
鳩
摩
羅
什
以
後
に
訳
さ
れ
た
『
阿
弥
陀
経
』
や

『
十
住
毘
婆
沙
論
』
等
に
始
ま
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　（
3
）
こ
れ
を
も
と
に
、
圭
峰
宗
密
（
七
八
〇
―
八
四
一
）
は
『
普
賢
行
願
品
鈔
』
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　（
11
）
西
谷
啓
治
・
柳
田
聖
山
編
『
禅
家
語
録
Ⅰ
　
六
祖
壇
経
』
世
界
古
典
文
学
全

集
三
六
Ａ
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
三
年
。

　（
12
）
『
六
祖
大
師
法
宝
壇
経
』
疑
問
第
三
、
大
正
四
八
、
三
五
二
上
―
中
。

　（
13
）
増
永
霊
鳳
「
雲
棲
袾
宏
の
教
学
」『
駒
澤
大
学
仏
教
学
会
学
報
』
八
、
一
九
三

七
年
、
六
三
頁
。

（
お
ば
ま
・
せ
い
こ
、
日
本
倫
理
思
想
史
、

お
茶
の
水
女
子
大
学
特
任
リ
サ
ー
チ
フ
ェ
ロ
ー
）


