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は
じ
め
に

　道
元
（
一
二
〇
〇
〜
一
二
五
三
）
の
思
想
は
、
こ
れ
ま
で
に
ハ
イ
デ
ガ

ー
を
は
じ
め
と
す
る
古
今
東
西
の
思
想
と
比
較
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た

研
究
の
蓄
積
に
よ
っ
て
、
道
元
の
テ
ク
ス
ト
に
は
そ
の
鋭
い
哲
学
的
思
考

を
窺
い
う
る
箇
所
が
数
多
く
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
も
の

の
、
和
辻
哲
郎
以
来
、
哲
学
的
立
場
か
ら
の
道
元
研
究
（
道
元
の
比
較
思

想
的
研
究
も
基
本
的
な
立
場
を
共
有
し
て
い
る
）
の
問
題
点
と
し
て
、
現

代
に
お
け
る
既
存
の
思
想
的
枠
組
み
を
、
道
元
の
読
解
に
際
し
て
し
ば
し

ば
無
造
作
に
適
用
し
が
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
が
す
で
に
な
さ
れ
て
い

る
）
1
（

。　と
り
わ
け
本
稿
の
立
場
か
ら
は
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
従

来
の
道
元
研
究
に
お
い
て
は
、
単
独
の
自
己
が
真
理
を
追
究
し
、
そ
れ
に

つ
い
て
語
る
と
い
う
モ
デ
ル
が
前
提
と
さ
れ
、
師
弟
関
係
を
典
型
と
す
る

修
行
者
同
士
の
一
回
的
か
つ
相
互
的
な
や
り
取
り
に
お
い
て
真
理
が
顕
現

し
て
く
る
と
い
う
側
面
が
あ
ま
り
顧
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
一
例
を
挙

げ
る
な
ら
ば
、
玉
城
康
四
郎
は
「
道
元
の
比
較
思
想
序
論
」
の
中
で
、「
全

人
格
的
思
惟
」
に
お
け
る
「
閉
鎖
的
な
自
己
か
ら
開
放
的
な
自
己
へ
の
転

換
」
と
い
う
枠
組
み
で
道
元
と
東
西
の
思
想
を
比
較
し
て
い
る
が）

2
（

、
た
し

か
に
自
我
の
実
体
性
を
批
判
す
る
道
元
思
想
の
あ
る
一
面
を
よ
く
説
明
し

て
は
い
る
も
の
の
、
真
理
と
自
己
と
の
一
対
一
的
な
関
係
が
強
調
さ
れ
る

あ
ま
り
、
師
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
修
行
者
と
の
関
係
が
見
落
と
さ
れ
が

ち
で
あ
る
。

　し
か
し
、
こ
れ
か
ら
見
て
ゆ
く
よ
う
に
、
道
元
自
身
は
『
正
法
眼
蔵
』

の
中
で
、
祖
師
た
ち
の
修
行
を
、
そ
れ
単
独
で
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
く
、

他
の
存
在
の
修
行
と
相
互
相
依
的
に
成
立
し
て
い
る
も
の
と
し
て
描
い
て

い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
点
を
、
道
元
の
六
祖
慧
能
（
六
三
八
〜
七
一
三
）

観
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
確
認
し
た
い
。
そ
の
際
、
慧
能
に
つ
い
て
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慧
能
こ
そ
が
法
を
嗣
ぐ
に
ふ
さ
わ
し
い
と
判
断
し
た
五
祖
は
、
②
ひ
そ
か

に
碓
坊
を
訪
れ
、
臼
を
杖
で
三
回
叩
く
こ
と
で
「
三
更
（
深
夜
十
二
〜
二

時
頃
）
に
自
分
の
部
屋
に
来
な
さ
い
」
と
伝
え
る）

7
（

。
そ
の
後
、
③
慧
能
は

指
示
通
り
に
五
祖
の
も
と
を
訪
れ
、
そ
こ
で
法
と
袈
裟
と
を
伝
え
ら
れ

る
。
そ
の
後
、
数
年
間
の
隠
棲
を
経
た
あ
る
日
、
風
幡
に
つ
い
て
の
問
答

（
第
三
節
参
照
）
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
慧
能
は
世
に
知
ら
れ
、
以
後
中

国
禅
宗
の
第
六
祖
と
し
て
法
を
広
め
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

　こ
の
よ
う
な
物
語
に
お
い
て
、
慧
能
は
文
字
が
読
め
ず
、
僧
侶
と
し
て

の
正
式
な
学
問
も
修
行
も
一
切
し
た
こ
と
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
元

か
ら
悟
っ
て
い
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
休
む
こ
と
な

く
作
務
を
行
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
慧
能
に
嫉
妬
し
か
ね
な
い
門
人
た
ち

の
目
を
そ
ら
す
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
く
、
そ
れ
自

体
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
①「
本
来
無
一
物
」
の
偈
↓

②
碓
坊
で
の
や
り
と
り
↓
③
五
祖
の
部
屋
で
法
を
伝
え
ら
れ
る
、
と
い
う

一
連
の
展
開
の
中
で
、
②
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
い
な
い
点
が
特
徴
で
あ

る
（
資
料
に
よ
っ
て
は
②
に
相
当
す
る
部
分
が
無
い
）。

　こ
れ
に
対
し
て
、
道
元
の
描
く
慧
能
像
は
か
な
り
異
な
る
。
結
論
か
ら

言
え
ば
、
道
元
は
「
修
行
す
る
慧
能
」
を
強
く
打
ち
出
し
て
ゆ
く
の
で
あ

る
。　ま

ず
道
元
は
、「
見
性
」
と
い
う
語
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
『
六
祖
檀

経
』
を
偽
書
と
見
な
し
、
同
書
か
ら
の
引
用
は
な
る
べ
く
避
け
て
い
る）

8
（

。

そ
の
上
で
、『
景
徳
伝
灯
録
』『
天
聖
広
灯
録
』
他
さ
ま
ざ
ま
な
灯
史
・
語

録
を
渉
猟
し
、
慧
能
に
言
及
す
る
と
き
に
は
自
在
に
取
捨
選
択
し
、
と
き

の
先
行
資
料
と
の
比
較
を
行
い
、
道
元
独
自
の
慧
能
観
を
浮
き
彫
り
に
し

て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
道
元
の
祖
師
観
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
修
行
者
同
士

の
一
回
的
か
つ
相
互
的
な
や
り
取
り
が
、
道
元
の
思
想
の
中
で
重
い
問
題

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一

　修
行
す
る
慧
能

　六
祖
慧
能
の
伝
記
資
料
は
多
岐
に
わ
た
り
、
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
人
物

像
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
存そ

ん

在ざ
い

す
る）

3
（

。
そ
の
す

べ
て
を
検
討
す
る
こ
と
は
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
道
元

が
直
接
参
照
し
た
可
能
性
の
あ
る
資
料
に
絞
り
、
そ
れ
ら
に
お
お
む
ね
共

通
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
必
要
な
範
囲
で
瞥
見
し
て
お
き
た
い）

4
（

。

　慧
能
は
幼
く
し
て
父
を
亡
く
し
、
薪
を
売
る
こ
と
で
母
を
養
っ
て
い

た
。
生
活
は
苦
し
く
、
字
を
習
い
古
典
を
学
ぶ
こ
と
な
ど
望
む
べ
く
も
な

か
っ
た
。
し
か
し
あ
る
日
、
市
で
客
が
仏
教
の
経
典
を
誦
し
た
の
を
耳
に

し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
出
家
を
志
し
、
五
祖
弘
忍
の
も
と
に
参
じ
る
。

初
対
面
の
問
答
で
慧
能
の
力
量
を
認
め
た
五
祖
で
あ
っ
た
が
、
い
ま
だ
僧

侶
で
す
ら
な
い
慧
能
を
優
遇
す
れ
ば
彼
に
嫉
妬
す
る
門
人
た
ち
が
出
て
く

る
こ
と
を
恐
れ
）
5
（

、
慧
能
に
は
碓
坊
（
米
つ
き
部
屋
）
で
米
を
つ
く
こ
と
を

命
じ
た
。
慧
能
が
た
ゆ
む
こ
と
な
く
作
務
を
続
け
る
こ
と
八
か
月
、
五
祖

は
自
ら
の
正
式
な
後
継
者
を
見
定
め
る
た
め
、
門
弟
た
ち
に
各
々
の
悟
境

を
示
す
偈
を
呈
す
る
よ
う
命
じ
る
。
①
慧
能
は
ひ
そ
か
に
「
菩
提
本
よ
り

樹
無
し
、
明
鏡
も
亦
た
台
に
非
ず
。
本
来
無
一
物
、
何
れ
の
処
に
か
塵
埃

有
ら
ん）

6
（

」
と
い
う
偈
を
代
筆
し
て
も
ら
い
、
師
に
呈
し
た
。
こ
れ
を
見
て
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入
室
。）
11
（

」
と
あ
り
、
五
祖
が
杖
で
臼
を
三
回
叩
い
た
こ
と
（「
三
鼓
（
＝
三

更
、
深
夜
）」
に
自
分
の
部
屋
に
来
な
さ
い
と
い
う
合
図
）
に
応
え
、
慧

能
は
碓
坊
を
離
れ
て
「
三
鼓
」
に
五
祖
の
部
屋
に
入
っ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
道
元
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、
慧
能
が
三
回
箕
を
ふ
る
う
、
つ

ま
り
作
務
を
し
続
け
る
と
い
う
仕
方
で
応
え
る
。
そ
し
て
そ
の
と
き
そ
の

場
所
で
こ
そ
、
ま
さ
に
法
が
伝
わ
っ
た
の
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
作

務
を
止
め
、
五
祖
の
部
屋
に
場
所
を
移
し
て
し
ま
う
『
広
灯
録
』
と
、
作

務
を
続
け
碓
坊
に
留
ま
っ
た
ま
ま
の
「
恁
麼
」
巻
と
で
、
対
照
的
な
描
か

れ
方
を
さ
れ
て
い
る
。
道
元
に
と
っ
て
六
祖
慧
能
と
は
あ
く
ま
で
修
行
者

な
の
で
あ
る
。

　こ
の
こ
と
は
「
行
持
上
」
巻
で
、
慧
能
が
そ
の
後
も
臼
を
持
ち
歩
い
た

と
い
う
記
述
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る）
12
（

。
も
し
も
作
務
が
韜
晦
や
悟
り

を
得
る
た
め
の
手
段
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
作
務
の
シ
ン
ボ
ル

で
あ
る
臼
を
生
涯
持
ち
歩
く
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
道
元

に
と
っ
て
、
慧
能
と
修
行
（
石
臼
）
と
は
決
し
て
切
り
離
せ
な
い
も
の
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
道
元
は
修
行
す
る
慧
能
像
を
強
く
打
ち
出

す
。
だ
が
、
こ
れ
だ
け
で
あ
れ
ば
、
道
元
が
参
照
し
た
『
壇
経
』
系
の
伝

記
資
料
と
は
別
の
、
六
祖
の
修
行
を
強
調
す
る
『
曹
渓
大
師
伝
）
13
（

』
等
の
資

料
と
全
く
同
じ
慧
能
観
を
道
元
が
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、『
大
師
伝
』
等
は
慧
能
単

独
の
優
秀
さ
を
強
調
し
て
い
る
の
に
対
し
、
道
元
の
描
く
慧
能
は
、
次
節

以
降
で
見
て
ゆ
く
よ
う
に
、
接
し
た
相
手
の
、
決
し
て
日
常
世
界
に
お
け

に
は
複
数
の
テ
ク
ス
ト
を
継
ぎ
接
ぎ
し
た
り
、
ま
れ
に
字
句
を
改
変
し
た

り
す
る
こ
と
も
あ
る）

9
（

。
そ
の
引
用
の
仕
方
か
ら
、
道
元
独
自
の
慧
能
観
が

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
に

は
、『
正
法
眼
蔵
』「
恁
麼
」
巻
の
後
半
部
分
で
道
元
は
慧
能
の
半
生
を
語

っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
上
述
の
①「
本
来
無
一
物
」
の
偈
を
呈
出
す
る
・

③
五
祖
の
部
屋
で
法
を
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
省
か
れ
、
②

碓
坊
に
お
け
る
五
祖
と
の
や
り
取
り
の
中
で
こ
そ
、
法
が
伝
わ
っ
た
の
だ

と
し
て
い
る
。
以
下
、
本
文
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　〔慧
能
が
〕
昼
夜
に
米
を
碓つ

く

こ
と
、
わ
づ
か
に
八
箇
月
を
ふ
る
ほ

ど
に
、
あ
る
と
き
夜
ふ
か
く
更
た
け
て
、
大
満
（
五
祖
弘
忍
）
み
づ

か
ら
ひ
そ
か
に
碓
房
に
い
た
り
て
六
祖
（
慧
能
）
に
と
ふ
、
米
白
也

未
（
米
白
ま
れ
り
や
未
だ
し
や
）
と
。

　六
祖
い
は
く
、
白
也
未
有
篩
在
（
白
け
れ
ど
も
未
だ
篩
る
こ
と
有

ら
ず
）。

　大
満
つ
ゑ
し
て
臼
を
う
つ
こ
と
三
下
す
る
に
、
六
祖
、
箕
に
い
れ

る
米
を
み
た
び
簸
る
。
こ
の
と
き
を
、
師
資
の
道
あ
ひ
か
な
ふ
と
い

ふ
。
み
づ
か
ら
も
し
ら
ず
、
他か

れ

（
相
手
）
も
不
会
（
わ
か
ら
な
か
っ

た
）
な
り
と
い
へ
ど
も
、
伝
法
伝
衣
、
ま
さ
し
く
恁
麼
の
正
当
時
節

（
こ
の
よ
う
な
ま
さ
に
そ
の
時
）
な
り
。（「
恁
麼
」
一
六
七
〜
一
六

八
頁
）

　こ
の
箇
所
の
出
典
は
『
天
聖
広
灯
録
』
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
文
言

が
少
し
異
な
る）
10
（

。『
広
灯
録
』
で
は
「
逮
夜
。
師
密
詣
自
碓
坊
曰
。
米
白

也
否
。
能
曰
。
白
也
。
未
有
篩
。
師
於
碓
。
以
杖
三
擊
之
。
能
即
以
三
鼓
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素
と
し
て
の
個
々
人
は
喪
わ
れ
て
も
補
充
す
る
こ
と
が
で
き
る
等
々
と
考

え
ら
れ
、
一
切
の
事
物
事
象
が
変
化
し
、
た
だ
一
度
き
り
で
あ
る
と
い
う

厳
密
な
意
味
で
の
「
無
常
」
は
覆
い
隠
さ
れ
て
、
い
ず
れ
代
替
可
能
な
一

時
的
喪
失
と
い
う
限
定
さ
れ
た
形
で
垣
間
見
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

る
）
14
（

。
な
お
本
論
文
で
用
い
る
「
一
回
性
」
は
、
こ
の
厳
密
な
意
味
で
の
「
無

常
」
の
言
い
替
え
で
あ
り
、「
無
常
」
が
限
定
さ
れ
て
と
ら
え
ら
れ
た
と

こ
ろ
の
、
代
替
あ
る
い
は
繰
り
返
し
可
能
で
あ
る
様
態
と
は
異
な
る
。

　仏
教
で
は
、
こ
う
し
た
迷
い
の
在
り
方
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
人
は
世

俗
世
界
を
離
れ
、
僧
侶
と
な
り
、
修
行
す
る
と
い
う
営
み
を
通
じ
て
固
定

的
実
体
性
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
修
行
は
、
世
俗
世
界
で
の
行
為

一
般
と
は
異
な
り
、
一
切
の
事
物
事
象
が
修
行
し
、
相
互
に
修
行
を
支
え

あ
う
と
い
う
形
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
道
元
は
考
え
る
。
一
見
し

た
と
こ
ろ
一
人
が
ほ
ん
の
一
時
行
っ
て
い
る
だ
け
に
見
え
る
修
行
の
う
ち

に
は
、
実
は
そ
れ
を
支
え
る
無
限
の
修
行
の
連
な
り
が
あ
る
。
し
か
し
他

の
修
行
が
一
方
的
に
今
こ
こ
の
修
行
を
支
え
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
、

他
の
修
行
は
今
こ
こ
の
修
行
な
し
に
そ
れ
自
体
と
し
て
す
で
に
成
り
立
っ

て
い
る
も
の
と
し
て
実
体
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
実
体
化
を
防
ぎ
、
全

時
空
の
修
行
を
正
し
く
修
行
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
は
、
今
こ
こ

の
修
行
が
そ
の
つ
ど
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
全
時
空
の

修
行
同
士
が
相
互
に
実
体
化
を
防
ぎ
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
固
定
的
実
体

化
を
免
れ
た
修
行
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る）
15
（

。

　こ
れ
を
別
の
観
点
か
ら
言
い
換
え
る
と
、「
修
行
者
」
と
い
う
固
定
的

実
体
性
を
克
服
し
た
在
り
方
は
、
あ
く
ま
で
そ
の
つ
ど
の
「
修
行
」
に
お

る
固
定
的
実
体
化
に
は
回
収
し
き
れ
な
い
一
回
的
な
言
行
（
そ
れ
が
突
き

詰
め
ら
れ
れ
ば
修
行
と
な
る
）
が
見
え
、
そ
れ
を
引
き
出
し
、
修
行
と
し

て
成
り
立
た
せ
て
ゆ
く
こ
と
の
で
き
る
存
在
で
も
あ
る
か
ら
だ
。
慧
能
の

修
行
は
そ
れ
単
独
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
他
の
存
在
の
修
行

と
と
も
に
あ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
と
道
元
は
考
え
て
い
た
。
以

下
、
慧
能
の
「
修
行
」
の
内
実
に
つ
い
て
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。

二

　道
元
の
修
行
観

　ま
ず
は
、
慧
能
の
修
行
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
見
て
ゆ
く
準
備

と
し
て
、
道
元
の
基
本
的
な
修
行
観
を
筆
者
な
り
に
確
認
し
て
お
く
。

　仏
教
の
基
本
的
な
世
界
観
に
お
い
て
、
こ
の
世
界
に
は
同
一
で
あ
り
続

け
る
不
変
不
滅
の
本
質
、
あ
る
い
は
他
の
存
在
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
そ

れ
自
体
と
し
て
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
実
体
は
存
在
し
な
い
と
さ
れ
る

（
無
自
性
）。
あ
ら
ゆ
る
事
物
事
象
は
、
本
来
他
の
一
切
の
事
物
と
の
関
係

に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
（
縁
起
）。
し
か
し
我
々
は
こ
の
よ
う
な
世

界
を
分
節
化
し
、
何
ら
か
の
固
定
的
実
体
が
あ
る
と
見
な
し
て
し
ま
う
。

そ
し
て
そ
の
実
体
（
そ
れ
が
自
己
で
あ
れ
、
家
・
共
同
体
・
国
家
そ
の
他

何
で
あ
れ
）
の
存
続
を
至
高
の
目
的
と
し
、
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
行

為
を
積
み
か
さ
ね
て
ゆ
く
。

　そ
れ
ゆ
え
、
世
俗
世
界
で
は
「
無
常
」
そ
の
も
の
を
見
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
と
い
う
の
も
、
何
ら
か
の
実
体
は
時
間
的
に
固
定
的
同
一
性
を
保

つ
と
さ
れ
る
た
め
、
た
と
え
ば
自
己
が
生
き
延
び
れ
ば
同
じ
行
為
は
繰
り

返
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
し
、
家
や
共
同
体
が
存
続
す
れ
ば
そ
の
構
成
要
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　こ
の
話
は
、
禅
宗
の
公
案
の
類
型
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
真
理
を
外
部

の
対
象
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
己
自
身
こ
そ
が
真
理

に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
言
う
タ
イ
プ
と
見
な
さ
れ
る
だ
ろ
う）
18
（

。
し
か
し
、

道
元
は
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
と
ら
な
い
。
ま
た
、「
我
心
」
を
何
ら
か
の

感
覚
作
用
や
認
識
主
観
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
を
認
め
な
い）
19
（

。
さ
ら
に
、

個
々
の
事
物
事
象
を
生
み
出
す
根
源
的
実
体
の
よ
う
な
「
心
」
も
想
定
し

な
い
。
こ
れ
ら
の
「
心
」
で
は
い
ず
れ
も
、
認
識
し
た
り
生
み
出
し
た
り

す
る
「
心
」
と
、
そ
の
対
象
と
な
る
事
物
事
象
が
区
別
さ
れ
て
し
ま
い
、

そ
れ
ゆ
え
「
風
の
鳴
に
あ
ら
ず
、
鈴
の
鳴
に
あ
ら
ず
、
我
心
の
鳴
な
り
」

は
文
字
通
り
の
意
味
に
解
釈
さ
れ
て
、「
風
鳴
」「
鈴
鳴
」
は
完
全
に
否
定

さ
れ
、「
我
心
鳴
」
の
み
が
正
し
い
と
さ
れ
る
。

　し
か
し
そ
の
よ
う
な
区
別
を
認
め
な
い
道
元
は
、「
風
鳴
」「
鈴
鳴
」「
心

鳴
」
の
い
ず
れ
も
、
そ
れ
が
排
他
的
に
立
て
ら
れ
れ
ば
誤
り
で
あ
る
が
、

も
し
相
互
相
依
的
に
並
列
さ
れ
る
な
ら
ば
い
ず
れ
も
真
実
の
一
端
を
と
ら

え
た
も
の
と
し
て
肯
定
し
て
ゆ
く）
20
（

。
道
元
に
お
い
て
、「
我
心
」
は
、
さ

し
あ
た
り
認
識
論
的
・
存
在
論
的
概
念
で
は
な
く
、
先
に
見
た
よ
う
な
修

行
の
真
の
〝
主
体
〞
と
し
て
の
全
時
空
の
修
行
連
関
を
指
す
。
こ
の
修
行

同
士
の
連
動
こ
そ
が
、
修
行
者
が
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
真
理
に
他
な

ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
傍
観
者
的
に
理
解
し
て
い
る
だ
け
で
は
体

得
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
自
ら
実
践
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
伽

耶
舎
多
の
よ
う
に
、「
我
心
鳴
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
風
鈴
の
鳴
（
修

行
）
が
固
定
的
実
体
的
事
象
で
は
な
く
、
全
時
空
の
修
行
と
相
互
相
依
的

に
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
十
全
に
な

い
て
し
か
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
修
行
者
と
修
行
と
は
切

り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
修
行
者
間
の
相
互
相
依
的
成

立
と
、
修
行
間
の
同
時
成
立
と
は
、
事
柄
と
し
て
は
同
じ
こ
と
を
言
い
表

し
て
い
る
。

　さ
ら
に
道
元
の
特
徴
と
し
て
、
真
理
を
表
現
す
る
言
葉
が
「
修
行

（
者
）」
と
厳
密
に
は
区
別
さ
れ
な
い）
16
（

。
ま
た
、「
修
行
者
」
は
人
だ
け
で

な
く
、
異
類
は
も
ち
ろ
ん
山
川
草
木
や
柱
・
か
わ
ら
と
い
っ
た
意
識
を
持

た
な
い
と
さ
れ
る
存
在
（
無
情
）
を
も
含
む
）
17
（

。
こ
う
し
て
、
世
界
中
の
あ

ら
ゆ
る
事
物
事
象
が
ひ
と
し
く
「
修
行
者
」
と
し
て
、
相
互
に
言
語
表
現

等
を
も
含
め
た
「
修
行
」
を
成
り
立
た
せ
あ
う
の
で
あ
る
。

　そ
し
て
、
道
元
の
見
る
と
こ
ろ
、
祖
師
と
は
こ
の
全
時
空
に
お
け
る
修

行
の
連
動
が
見
え
る
存
在
で
あ
っ
た
。

　第
十
七
代
の
祖
師
、
僧そ

う

伽が

難な
ん

提だ
い

尊
者
、
ち
な
み
に
伽か

耶や

舍し
ゃ

多た

、
こ

れ
法
嗣
な
り
。
あ
る
と
き
、
殿
に
か
け
て
あ
る
鈴
鐸
の
、
風
に
ふ
か

れ
て
な
る
を
き
き
て
、
伽
耶
舍
多
に
と
ふ
、「
風
の
な
る
と
や
せ
ん
、

鈴
の
な
る
と
や
せ
ん
」

　伽
耶
舍
多
ま
う
さ
く
、「
風
の
鳴
に
あ
ら
ず
、
鈴
の
鳴
に
あ
ら
ず
、

我
心
の
鳴
な
り
」

　僧
伽
難
提
尊
者
い
は
く
、「
心
は
ま
た
な
に
ぞ
や
」

　伽
耶
舍
多
ま
う
さ
く
、「
と
も
に
寂
静
な
る
が
ゆ
ゑ
に
」

　僧
伽
難
提
尊
者
い
は
く
、「
善
哉
善
哉
、
わ
が
道
を
次つ

ぐ

べ
き
こ
と
、

子な
ん
ぢに
あ
ら
ず
よ
り
は
た
れ
ぞ
や
」

　つ
ひ
に
正
法
眼
蔵
を
伝
付
す
。 

（「
恁
麼
」
一
六
四
頁
）
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象
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
根
源
的
実
体
＝
〝
心
〞
を
主
張
す
る
タ
イ
プ
の

話
と
し
て
読
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
の
見
方
に
あ
っ

て
は
、「
幡
が
動
い
て
い
る
」「
風
が
動
い
て
い
る
」
と
い
う
二
僧
の
主
張

は
全
く
の
誤
り
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
。

　し
か
し
、「
恁
麼
」
巻
で
伽
耶
舎
多
ら
の
風
鈴
問
答
の
直
後
に
こ
の
風

幡
話
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
道
元
は
そ
の
よ
う
な
理
解
を

退
け
、
先
に
確
認
し
た
風
鈴
問
答
と
同
様
の
枠
組
み
で
こ
の
話
頭
を
解
釈

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
仁
者
心
動
」
の
「
心
」
は
修
行

の
〝
主
体
〞、
す
な
わ
ち
非
実
体
的
な
全
時
空
の
修
行
連
関
で
あ
り
、
ま

た
「
風
鳴
」「
鈴
鳴
」
も
真
理
の
一
表
現
と
さ
れ
た
よ
う
に
、
二
僧
の
「
幡

動
」「
風
動
」
も
ま
た
実
体
性
か
ら
逸
脱
し
続
け
る
修
行
の
運
動
に
由
来

す
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　二
僧
の
主
張
自
体
は
、
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
は
「
風
」
や
「
幡
」
を
実
体

的
に
立
て
て
し
ま
う
も
の
で
、
誤
り
と
い
う
他
は
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら

は
互
い
に
譲
ら
ず
結
論
が
出
な
か
っ
た
。
相
手
の
「
風
動
」
あ
る
い
は
「
幡

動
」
と
い
う
言
葉
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
何
か
、
言
い
換
え
れ
ば
日
常
言

語
に
よ
る
固
定
的
実
体
化
を
逸
脱
し
て
い
る
非
実
体
的
な
真
理
の
働
き

を
、
そ
れ
と
知
ら
ず
に
見
て
取
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
無
自
覚
か
つ
不

十
分
で
は
あ
る
が
、
二
僧
は
、
僧
伽
難
提
と
伽
耶
舎
多
が
風
鈴
に
見
た
の

と
同
じ
、
全
時
空
の
修
行
の
連
動
に
触
れ
て
、
そ
れ
に
促
さ
れ
て
議
論
を

続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　慧
能
に
は
こ
の
さ
ま
が
見
え
た
。
言
い
換
え
る
と
、
本
人
た
ち
に
も
な

ぜ
そ
れ
を
口
に
し
た
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
「
風
動
」「
幡
動
」
と
い
う

す
こ
と
が
で
き
た
か
ら
、
伽
耶
舎
多
は
僧
伽
難
提
尊
者
の
法
嗣
と
し
て
認

め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
に
道
元
は
、
他
の
存
在
を
固
定
的
実
体
と
し
て
見
る
の
で
は

な
く
、
全
時
空
の
事
物
事
象
と
と
も
に
修
行
を
し
て
い
る
存
在
と
し
て
見

出
し
、
相
手
の
修
行
と
相
互
相
依
的
に
成
り
立
た
せ
あ
う
よ
う
な
自
ら
の

修
行
（
言
葉
も
含
ま
れ
る
）
を
も
っ
て
そ
れ
ら
に
応
え
て
ゆ
く
存
在
と
し

て
伽
耶
舎
多
を
描
く
。
そ
し
て
「
恁
麼
」
巻
で
は
こ
の
話
の
直
後
に
、
慧

能
の
風
幡
話
の
公
案
が
引
か
れ
て
い
る
。
次
節
で
は
こ
の
部
分
を
検
討
し

て
ゆ
く
。三

　他
者
の
修
行
を
見
出
す
慧
能

　第
三
十
三
祖
大
鑑
（
慧
能
）
禅
師
、
未
剃
髪
の
と
き
、
広
州
法
性

寺
に
宿
す
る
に
、
二
僧
あ
り
て
相
論
す
る
に
、
一
僧
い
は
く
、「
幡

の
動
ず
る
な
り
」。
一
僧
い
は
く
、「
風
の
動
ず
る
な
り
」。
か
く
の

ご
と
く
相
論
往
来
し
て
休
歇
せ
ざ
る
に
、
六
祖
い
は
く
、「
風
動
に

あ
ら
ず
、
幡
動
に
あ
ら
ず
、
仁
者
（
あ
な
た
の
）
心
動
な
り
」。
二

僧
き
き
て
す
み
や
か
に
信
受
す
。 

（「
恁
麼
」
一
六
五
頁
）

　こ
の
公
案
の
一
般
的
解
釈
は
、「
動
」
や
「
心
」
を
肯
定
的
に
と
る
か

否
定
的
に
と
る
か
で
分
か
れ
て
く
る
。
も
し
否
定
的
に
と
る
な
ら
ば
、「
そ

の
よ
う
に
『
風
が
動
く
』『
幡
が
動
く
』
な
ど
と
外
部
の
事
象
に
振
り
回

さ
れ
て
い
る
の
は
、
あ
な
た
が
た
の
妄
心
が
動
揺
し
て
い
る
の
だ
」
と
い

う
解
釈
に
な
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
肯
定
的
に
と
る
な
ら
ば
、
あ
り
の
ま
ま

の
自
己
が
そ
の
ま
ま
真
理
で
あ
る
と
す
る
タ
イ
プ
か
、
も
し
く
は
事
物
事
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れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
慧
能
の
言
行
を
、
一
般
論
と
し
て
で
は
な
く
、

や
は
り
一
回
的
な
状
況
の
中
に
置
き
入
れ
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
道
元
の

営
み
自
体
が
、
慧
能
や
伽
耶
舎
多
と
い
っ
た
祖
師
た
ち
と
同
様
の
「
修
行
」

な
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
祖
師
た
ち
の
一
度
き
り
の
言
行
に
内

在
し
て
ゆ
く
側
面
が
、『
正
法
眼
蔵
』
に
展
開
さ
れ
る
哲
学
的
思
考
を
裏

打
ち
し
、
血
の
通
っ
た
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　（1
）
辻
口
雄
一
郎
『
正
法
眼
蔵
の
思
想
的
研
究
』
北
樹
出
版
、
二
〇
一
二
年
、
一

七
一
頁
以
下
参
照
。

　（2
）
玉
城
康
四
郎
「
道
元
の
比
較
思
想
序
論
」
鏡
島
元
隆
・
玉
城
康
四
郎
編
『
講

座
道
元
第
５
巻

　世
界
思
想
と
道
元
』
春
秋
社
、
一
九
八
〇
年
、
四
七
頁
。

　（3
）
六
祖
慧
能
に
関
す
る
資
料
は
駒
澤
大
学
禅
宗
史
研
究
会
編
『
慧
能
研
究

―

慧
能
の
伝
記
と
資
料
に
関
す
る
基
礎
的
研
究

―
』
大
修
館
書
店
、
一
九
七
八

年
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
各
種
資
料
に
お
け
る
慧
能
像
の
違
い
に
つ

い
て
は
、
田
中
良
昭
『
慧
能

　禅
宗
六
祖
像
の
形
成
と
変
容
』
臨
川
書
店
、
二

〇
〇
七
年
を
参
照
。

　（4
）
基
本
的
に
大
乗
寺
本
・
興
聖
寺
本
『
六
祖
壇
経
』（『
慧
能
研
究
』
収
録
本
文

に
よ
る
）・
真
福
寺
本
『
六
祖
壇
経
』（
石
井
修
道
「
恵
昕
本
『
六
祖
壇
経
』
の

研
究

　定
本
の
試
作
と
敦
煌
本
と
の
対
照
」『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
第
十

一
号
、
一
九
八
〇
年
、
収
録
本
文
に
よ
る
。
な
お
こ
の
真
福
寺
本
は
石
井
修
道

『
道
元
禅
の
成
立
史
的
研
究
』
大
蔵
出
版
、
一
九
九
一
年
、
一
二
四
〜
一
二
七
頁

に
よ
る
と
、
道
元
が
参
照
し
た
テ
ク
ス
ト
に
近
い
と
い
う
）、
お
よ
び
『
景
徳
伝

灯
録
』（『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
所
収
）・『
天
聖
広
灯
録
』・『
宗
門
聯
灯
会
要
』・『
嘉

泰
普
灯
録
』（
以
上
『
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
』
所
収
）
等
に
基
づ
く
。

　（5
）
『
祖
堂
集
』『
宋
高
僧
伝
』
は
、
五
祖
が
慧
能
に
何
が
で
き
る
の
か
問
い
、
慧

能
が
米
を
つ
い
て
衆
僧
に
供
養
す
る
こ
と
を
希
望
し
た
と
す
る
（『
慧
能
研
究
』

一
二
〇
〜
一
二
一
頁
、
お
よ
び
一
二
七
頁
参
照
）。

言
葉
が
、
発
せ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
本
当
の
理
由
（
そ
れ
が
言

わ
れ
た
状
況
を
抜
き
に
し
て
解
釈
さ
れ
て
も
決
し
て
把
握
さ
れ
な
い
よ
う

な
）
を
直
感
的
に
つ
か
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
あ
な
た

が
た
の
『
心
』
が
動
い
て
い
る
の
だ
」
と
告
げ
、
二
僧
が
見
て
い
る
風
も

幡
も
、
ま
た
各
々
の
言
葉
も
、
全
時
空
の
修
行
の
働
き
に
支
え
ら
れ
て
あ

る
も
の
と
し
て
肯
定
し
た
の
で
あ
る
。
も
し
も
慧
能
が
こ
の
よ
う
に
言
い

取
ら
な
け
れ
ば
、
か
す
か
に
現
れ
た
真
理
は
自
覚
さ
れ
る
こ
と
な
く
忘
却

さ
れ
て
し
ま
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
慧
能
の
修
行
も
ま
た
伽
耶
舎

多
と
同
じ
よ
う
に
、
全
時
空
の
修
行
と
互
い
に
互
い
を
成
り
立
た
せ
あ
う

も
の
で
あ
っ
た
と
道
元
は
見
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
道
元
は
慧
能
を
修
行
す
る
存
在
と
し
て

と
ら
え
て
い
た
。
そ
の
慧
能
像
は
、『
六
祖
壇
経
』
を
は
じ
め
と
す
る
修

行
が
あ
ま
り
重
視
さ
れ
な
い
タ
イ
プ
の
資
料
と
は
大
き
く
異
な
る
と
ら
え

方
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
「
修
行
」
の
内
実
は
、
慧
能
単
独
で
な
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
く
、
全
時
空
の
修
行
と
と
も
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
と

す
る
点
で
、『
曹
渓
大
師
伝
』
等
の
慧
能
単
独
の
修
行
を
強
調
す
る
タ
イ

プ
の
慧
能
観
と
も
異
な
る
。
慧
能
は
、
接
し
た
他
者
の
、
固
定
的
実
体
化

を
逃
れ
て
ゆ
く
言
動
が
見
え
、
そ
れ
を
修
行
と
し
て
成
立
さ
せ
る
よ
う
な

自
ら
の
修
行
を
も
っ
て
相
手
に
応
え
て
ゆ
く
存
在
で
あ
る
と
す
る
の
が
、

道
元
の
見
方
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
慧
能
は
相
手
が
そ
の
よ
う
な
言

動
を
取
っ
た
一
回
的
な
状
況
に
内
在
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
物
と
見
な
さ
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　（14
）
道
元
に
お
け
る
無
常
の
問
題
に
つ
い
て
は
賴
住
光
子
『
道
元
の
思
想

　大
乗

仏
教
の
真
髄
を
読
み
解
く
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
一
一
年
、
第
一
章
「
出
発
点

と
し
て
の
無
常
」
を
参
照
。

　（15
）
「
こ
の
行
持
の
功
徳
、
わ
れ
を
保
任
し
、
他
を
保
任
す
。
そ
の
宗
旨
は
、
わ
が

行
持
、
す
な
は
ち
十
方
の
匝
地
漫
天
み
な
そ
の
功
徳
を
か
う
む
る
。
他
も
し
ら

ず
、
わ
れ
も
し
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
し
か
あ
る
な
り
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
、
諸
仏
諸

祖
の
行
持
に
よ
り
て
わ
れ
ら
が
行
持
見
成
し
、
わ
れ
ら
が
大
道
通
達
す
る
な
り
。

わ
れ
ら
が
行
持
に
よ
り
て
諸
仏
の
行
持
見
成
し
、
諸
仏
の
大
道
通
達
す
る
な
り
。

わ
れ
ら
が
行
持
に
よ
り
て
、
こ
の
道
環
の
功
徳
あ
り
。（
中
略
）
過
去
現
在
未
来

の
諸
仏
の
行
持
に
よ
り
て
、
過
去
現
在
未
来
の
諸
仏
は
現
成
す
る
な
り
。
そ
の

行
持
の
功
徳
、
と
き
に
か
く
れ
ず
、
か
る
が
ゆ
ゑ
に
発
心
修
行
す
。」（「
行
持
上
」

一
二
二
頁
）。

　（16
）
「
仏
祖
は
身
心
如
一
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
一
句
両
句
、
み
な
仏
祖
の
あ
た
た
か
な

る
身
心
な
り
。
か
の
身
心
き
た
り
て
わ
が
身
心
を
道
得
す
。
正
当
道
取
時
、
こ

れ
道
得
き
た
り
て
わ
が
身
心
を
道
取
す
る
な
り
」（「
行
持
下
」
一
六
〇
頁
）。
な

お
道
元
に
お
け
る
真
理
の
表
現
（「
道
得
」）
と
修
行
（「
行
持
」）
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
林
好
雄
「
不
立
文
字
と
書
物

―
道
元
、
マ
ラ
ル
メ

―
」（『
道

元
思
想
大
系
十
七

　思
想
篇

　第
十
一
巻

―
道
元
思
想
と
哲
学
・
宗
教
』
同

朋
舎
出
版
、
一
九
九
五
年
所
収
）
が
マ
ラ
ル
メ
と
の
比
較
に
お
い
て
論
じ
て
い

る
。

　（17
）
「
釈
迦
牟
尼
仏
言
、『
明
星
出
現
時
、
我
与
大
地
有
情
、
同
時
成
道
』。
し
か
あ

れ
ば
、
発
心
修
行
、
菩
提
涅
槃
は
、
同
時
の
発
心
、
修
行
、
菩
提
、
涅
槃
な
る

べ
し
。
仏
道
の
身
心
は
草
木
瓦
礫
な
り
、
風
雨
水
火
な
り
。
こ
れ
を
め
ぐ
ら
し

て
仏
道
な
ら
し
む
る
、
す
な
は
ち
発
心
な
り
」（
七
十
五
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』「
発

菩
提
心
（
発
無
上
心
）」
五
二
八
頁
）。
と
は
言
え
、
こ
の
よ
う
な
見
方
が
人
に

と
っ
て
可
能
に
な
る
た
め
に
は
、
あ
く
ま
で
人
の
形
を
し
た
正
師
と
の
出
会
い

を
介
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　（18
）
こ
の
よ
う
な
あ
り
の
ま
ま
の
是
認
を
提
唱
し
た
代
表
的
な
禅
僧
が
馬
祖
道
一

（
七
〇
九
〜
七
八
八
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
小
川
隆
は
、
唐
代
禅
は
馬
祖
禅
を
基

調
と
し
つ
つ
も
、
第
二
の
主
流
と
し
て
そ
れ
を
批
判
し
現
実
態
の
自
己
に
回
収

　（6
）
諸
本
異
同
が
多
い
。
こ
こ
で
は
『
正
法
眼
蔵
』「
古
鏡
」
巻
に
引
用
さ
れ
て
い

る
も
の
と
一
致
す
る
『
天
聖
広
灯
録
』
お
よ
び
恵
昕
本
・
大
乗
寺
本
・
興
聖
寺

本
『
六
祖
壇
経
』
所
載
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
挙
げ
た
。

　（7
）
こ
の
碓
坊
で
の
や
り
取
り
は
注
（
４
）
に
挙
げ
た
資
料
の
中
で
は
『
天
聖
広

灯
録
』
の
み
に
見
え
る
。
他
に
は
『
神
会
語
録
』『
曹
渓
大
師
伝
』『
祖
堂
集
』

に
記
載
が
あ
る
が
、
道
元
の
文
章
と
は
字
句
が
大
き
く
異
な
り
、
道
元
が
参
照

し
た
か
は
定
か
で
な
い
。

　（8
）
「
六
祖
壇
経
に
見
性
の
言
あ
り
、
か
の
書
こ
れ
偽
書
な
り
」（
大
久
保
道
舟
編

『
古
本
校
定

　正
法
眼
蔵

　全
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
年
、「
四
禅
比
丘
」
七

〇
八
頁
。
以
下
、『
正
法
眼
蔵
』
か
ら
の
引
用
は
同
書
に
拠
り
、
引
用
箇
所
を
巻

名
と
頁
数
で
示
す
。
な
お
適
宜
表
記
を
改
め
て
あ
り
、
括
弧
内
は
引
用
者
に
よ

る
補
足
で
あ
る
）。
ま
た
鏡
島
元
隆
「
道
元
禅
師
と
六
祖
檀
経
」（『
道
元
思
想
大

系
十
五

　思
想
篇
第
九
巻

―
道
元
と
経
典
・
祖
録

―
』
同
朋
舎
出
版
、
一

九
九
五
年
所
収
）、
お
よ
び
鏡
島
の
論
を
再
検
証
し
た
石
井
修
道
前
掲
書
『
道
元

禅
の
成
立
史
的
研
究
』
一
三
二
〜
一
五
七
頁
も
参
照
。

　（9
）
た
と
え
ば
『
永
平
広
録
』
巻
六
の
四
三
〇
上
堂
（
大
久
保
道
舟
編
『
道
元
禅

師
全
集

　下
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
年
、
一
〇
八
〜
一
〇
九
頁
）
に
お
い
て
、

『
嘉
泰
普
灯
録
』
か
ら
慧
能
に
か
か
わ
る
記
述
を
引
用
し
て
い
る
が
、
わ
ず
か
に

一
箇
所
「
見
性
」
を
「
仏
性
」
に
改
め
て
い
る
（
石
井
修
道
『
正
法
眼
蔵
行
持

に
学
ぶ
』
禅
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
七
年
、
八
七
〜
八
九
頁
参
照
）。

　（10
）
曹
洞
宗
宗
学
研
究
所
編
『
道
元
引
用
語
録
の
研
究
』
春
秋
社
、
一
九
九
五
年
、

二
五
一
頁
参
照
。

　（11
）
『
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
』
第
七
十
八
巻
、
四
四
五
頁
中
段
。

　（12
）
「
得
法
已
後
、
な
ほ
石
臼
を
お
ひ
あ
り
き
て
、
米
を
つ
く
こ
と
八
年
な
り
。
出

世
度
人
説
法
す
る
に
も
、
こ
の
石
臼
を
さ
し
お
か
ず
、
希
世
の
行
持
な
り
」（
一

二
六
頁
）。
こ
の
記
述
に
つ
い
て
石
井
修
道
に
よ
れ
ば
「
も
と
よ
り
中
国
の
禅
籍

に
は
ど
こ
に
も
見
出
せ
な
い
」
と
い
う
（『
正
法
眼
蔵
行
持
に
学
ぶ
』
九
四
頁
）。

　（13
）
矮
躯
で
あ
っ
た
慧
能
は
体
が
軽
く
、
し
っ
か
り
と
碓
を
踏
む
た
め
に
大
き
な

石
を
腰
に
結
わ
い
つ
け
て
作
業
を
し
た
せ
い
で
、
腰
と
脚
を
痛
め
た
と
い
う
激

し
い
修
行
が
語
ら
れ
る
（『
慧
能
研
究
』
三
三
〜
三
四
頁
）。
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さ
れ
な
い
本
来
性
を
探
求
す
る
石
頭
希
遷
（
七
〇
〇
〜
七
九
〇
）
系
の
禅
風
が

見
ら
れ
る
と
ま
と
め
て
い
る
（『
語
録
の
こ
と
ば

―
唐
代
の
禅
』
禅
文
化
研
究

所
、
二
〇
〇
七
年
）。

　（19
）
「
能
聞
の
恁
麼
時
の
正
當
に
念
起
あ
り
、
こ
の
念
起
を
心
と
い
ふ
。
こ
の
心
念

も
し
な
く
は
、
い
か
で
か
鳴
響
を
縁
ぜ
ん
。
こ
の
念
に
よ
り
て
聞
を
成
ず
る
に

よ
り
て
、
聞
の
根
本
と
い
ひ
ぬ
べ
き
に
よ
り
て
、
心
の
な
る
と
い
ふ
な
り
。
こ

れ
は
邪
解
な
り
。
正
師
の
ち
か
ら
を
え
ざ
る
に
よ
り
て
か
く
の
ご
と
し
。」（「
恁

麼
」
一
六
五
頁
）。

　（20
）
「
一
法
わ
づ
か
に
寂
静
な
れ
ば
、
万
法
と
も
に
寂
静
な
り
。
風
吹
寂
静
な
れ
ば

鈴
鳴
寂
静
な
り
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
倶
寂
静
と
い
ふ
な
り
」（「
恁
麼
」
一
六
五
頁
）。

（
な
が
の
・
く
に
ひ
こ
、
日
本
倫
理
思
想
史
、 

東
京
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


