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沢沢
庵庵
禅禅
師師
のの
『『
不不
動動
智智
』』
にに
おお
けけ
るる
「「
無無
心心
」」
にに
つつ
いい
てて 

笠笠  

井井  
  
  

哲哲  
  

  
  

一一
、、
はは
じじ
めめ
にに 

  

沢
庵
禅
師
（
一
五
七
三
～
一
六
四
六
）
の
『
不
動
智
』
は
、
将
軍
家
剣
術

指
南
役
・
柳
生
宗
矩
（
一
五
七
一
～
一
六
四
五
）
に
与
え
た
書
簡
で
あ
る
。

禅
の
心
で
兵
法
の
心
を
説
い
た
『
不
動
智
』
は
、「
剣
禅
一
如
」
の
書
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
周
知
の
よ
う
に
宗
矩
の
『
兵
法
家
伝

書
』
に
多
大
な
る
影
響
を
与
え
た
。 

 

近
代
日
本
最
大
の
仏
教
学
者
・
鈴
木
大
拙
（
一
八
七
〇
～
一
九
六
六
）
は
、

沢
庵
の
こ
の
『
不
動
智
』
を
高
く
評
価
し
、『
禅
と
日
本
文
化
』
の
第
四
章

「
禅
と
剣
道
」
の
中
で
、
八
割
近
く
を
引
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
大
拙
は

こ
れ
を
、
単
な
る
剣
術
書
と
解
し
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
書
が
「
禅

の
根
本
義
」
を
強
調
し
て
い
る
点
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。 

 
 

こ
れ
は
剣
道
一
般
の
秘
訣
を
説
く
の
み
な
ら
ず
、
禅
の
根
本
義
に
も
ふ

れ
て
い
る
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
の
意
味
で
重
要
な
文
献
で
あ
る
。
日
本
で

は
、
お
そ
ら
く
は
他
の
国
で
も
そ
う
で
あ
ろ
う
が
、
単
に
芸
術
を
技
術

的
に
知
る
だ
け
で
は
、
真
に
そ
れ
を
熟
達
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
。

そ
の
精
神
に
深
く
入
ら
な
け
れ
ば
い
か
ぬ
。
此
精
神
は
、
彼
の
心
が
生

命
そ
れ
自
体
の
原
則
と
完
全
に
共
鳴
し
た
と
き
に
の
み
、
す
な
わ
ち
、

「
無
心
」
と
し
て
知
ら
れ
る
「
神
秘
的
」
な
心
理
状
態
に
達
す
る
時
に

の
み
、
把
握
さ
れ
る

  (1)
。 

そ
し
て
こ
う
続
け
て
い
る
。 

無
心
は
、
あ
る
点
に
お
い
て
、「
無
意
識
」
の
概
念
に
当
た
る
と
見
て

よ
い
。
心
理
的
に
い
え
ば
、
こ
の
心
の
状
態
は
絶
対
受
動
の
そ
れ
で
、

心
が
惜
し
み
な
く
他
の
「
力
」
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
の
で
あ
る

  (1)
。 

こ
こ
で
「
無
心
」
は
「
無
意
識
」
の
概
念
と
重
ね
て
語
ら
れ
て
い
る
。「
絶

対
受
動
」
で
あ
り
、「
身
を
ゆ
だ
ね
る
」
状
態
な
の
で
あ
る
。 

「
無
意
識
に
意
識
す
る
こ
と
」―

―

こ
の
目
も
く
ら
む
ば
か
り
の
逆

説
以
外
に
、
こ
の
心
的
状
態
を
叙
述
す
る
道
は
な
い

  (1)
。 

次
に
、『
不
動
智
』
の
文
章
を
検
討
し
て
み
よ
う
。 

   
  

二二
、、「「
無無
心心
のの
心心
」」
とと
「「
流流
れれ
るる
水水
」」 

 

沢
庵
は
、『
不
動
智
』
に
お
い
て
「
無
心
の
心
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
、

「
有
心
の
心
」
と
区
別
し
て
い
る
。「
有
心
の
心
」
と
は
固
ま
っ
た
心
、
止
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ま
っ
た
心
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
無
心
の
心
」
は
固
ま
る
こ
と
な
く
、

身
体
全
体
に
延
び
広
が
っ
て
い
る
と
い
う
。『
不
動
智
』
に
、
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

無
心
の
心
と
申
す
は
、
右
の
本
心
と
同
事
に
て
、
固
り
定
り
た
る
事
な

く
、
分
別
も
思
案
も
何
も
無
き
時
の
心
、
総
身
に
の
び
ひ
ろ
ご
り
て
、

全
体
に
行
き
渡
る
心
を
無
心
と
申
す
也
。
ど
つ
こ
に
も
置
か
ぬ
心
な
り
。

石
か
木
か
の
や
う
に
て
は
な
し
。
留
る
所
な
き
を
無
心
と
申
す
な
り

  (2)
。 

こ
こ
で
は
、『
不
動
智
』
の
英
訳
、
鈴
木
大
拙
訳
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
訳
の
二

つ
も
比
較
参
照
し
考
察
し
た
い
。 

ま
ず
、
無
心
は
固
ま
る
こ
と
な
く
分
別
も
思
案
も
し
な
い
。
こ
の
「
分
別
」

と
「
思
案
」
を
大
拙
は
、deliberation

と discrim
ination

と
訳
す

  (3)
。
動

詞
のdeliberate 

は
「
熟
慮
す
る
、
審
議
す
る
」、 discrim

inate 

は
「
識

別
す
る
、
見
分
け
る
」。
無
心
は
、
そ
う
し
た
作
用
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ

る
。
沢
庵
は
別
の
箇
所
で
、「
思
い
つ
め
る
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。

思
い
つ
め
て
、
一
つ
所
に
固
ま
っ
た
心
を
「
妄
心
」
と
呼
ん
で
警
戒
し
て
い

る
の
で
あ
る
。 

無
心
は
、
身
体
全
体
に
広
が
っ
て
い
る
。
大
拙
は
「
無
心
の
心
は
、
存
在

全
体
に
浸
透
し
、
実
に
生
き
生
き
し
て
い
るit ( the m

ind of m
ushin ) 

pervades the entire being and is very m
uch alive

．」
  (3)
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
訳

は
、「
無
心
の
心
は
自
己
の
全
体
に
広
が
る the m

ind extends throughout 

the entire self

．」
  (4)
。 

「
ど
つ
こ
に
も
置
か
ぬ
心
な
り
」。
す
な
わ
ち
無
心
は
、
何
処
に
も
止
ま

ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
有
心
」
は
、 

止
り
て
物
に
心
の
残
る
こ
と

  (5)
。 

で
あ
る
。
物
に
心
が
残
る
と
い
う
こ
と
は
、
心
が
一
か
所
に
止
ま
り
、
心
に

物
が
残
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
止
ま
ら
な
け
れ
ば
、
心
に
何
も
残
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
心
に
何
も
な
い
こ
と
を
無
心
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

石
や
木
と
は
違
う
。
む
し
ろ
固
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
流
れ
続
け
る
。 

「
留
ま
る
所
な
き
」
を
無
心
と
い
う
。
無
心
は
、
決
し
て
一
か
所
に
止
ま

ら
な
い
。「
止
ま
る
と
は
何
か
が
在
る
こ
と
、
妨
害
す
る
物
が
存
在
す
る
こ

と
を
意
味
す
る the "stopping" m

eans the presence of som
ething i.e. an 

obstruction

  (6). 

す
な
わ
ち
、
妨
害
さ
れ
る
こ
と
な
く
流
れ
続
け
る
こ
と
が
、

「
留
ま
る
所
な
き
」
で
あ
り
、
そ
の
妨
害
す
る
物
は
、
心
が
一
か
所
に
止
ま

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
あ
る
。 

そ
こ
で
沢
庵
は
、「
留
ま
る
所
な
き
心
の
働
き
」
が
、「
無
心
の
心
」
で
あ

る
と
繰
り
返
し
て
い
る
。
心
の
働
き
が
な
く
な
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
妨

害
さ
れ
る
こ
と
な
く
流
れ
続
け
、
止
ま
る
こ
と
な
く
、
固
ま
る
こ
と
な
く
、

生
き
生
き
と
、
自
己
全
体
に
広
が
り
ゆ
く
働
き
を
、「
無
心
」
と
呼
ぶ
の
で

あ
る
。 

こ
う
し
た
叙
述
の
心
象
の
一
つ
が
、「
流
れ
る
水
」
で
あ
る
。
氷
で
は
、

手
も
顔
も
洗
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
氷
を
溶
か
し
水
と
な
っ
て
、
は
じ
め
て

使
う
こ
と
が
で
き
る
。
溶
け
た
心
が
、
全
身
に
水
が
染
み
渡
る
よ
う
に
働
く

時
に
、
は
じ
め
て
そ
の
時
そ
の
場
で
自
由
に
使
い
こ
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

心
を
溶
か
し
て
総
身
へ
水
の
延
び
る
や
う
に
用
ゐ
、
其
所
に
遣
り
た
き
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ま
ま
に
遣
り
て
使
ひ
候
。
是
を
本
心
と
申
し
候

  (7)
。 

こ
の
本
心
は
、
無
心
と
同
義
で
あ
る
。
心
も
同
様
に
固
ま
っ
て
い
た
ら
、

自
由
に
使
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
留
ま
る
こ
と
な
く
、
固
ま
る
こ
と
な
く
、

身
体
全
体
に
行
き
渡
る
時
、
は
じ
め
て
、
そ
の
時
そ
の
場
に
応
じ
た
働
き
が

可
能
に
な
る
。
そ
し
て
沢
庵
は
、
そ
う
し
た
「
流
れ
る
水
」
と
い
う
心
象
を

剣
術
に
重
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。『
不
動
智
』
は
、
宗
矩
に
宛
て
た
書
簡
な

の
で
、
当
然
「
貴
殿
の
兵
法
に
て
申
し
候
」

  (8)
と
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。 

心
を
何
処
に
置
か
う
ぞ
。
敵
の
身
の
働
に
心
を
置
け
ば
、
敵
の
身
の
働

に
心
を
取
ら
る
る
な
り
。
敵
の
太
刀
に
心
を
置
け
ば
、
敵
の
太
刀
に
心

を
取
ら
る
る
な
り
。
敵
を
切
ら
ん
と
思
ふ
所
に
心
を
置
け
ば
、
敵
を
切

ら
ん
と
思
ふ
所
に
心
を
取
ら
る
る
な
り
。
我
太
刀
に
心
を
置
け
ば
、
我

太
刀
に
心
を
取
ら
る
る
な
り
。
わ
れ
切
ら
れ
じ
と
思
ふ
所
に
心
を
置
け

ば
、
切
ら
れ
じ
と
思
ふ
所
に
心
を
取
ら
る
る
な
り
。
人
の
構
に
心
を
置

け
ば
、
人
の
構
に
心
を
取
ら
る
る
な
り
。
兎
角
心
の
置
き
所
は
な
い
と

言
ふ

  (9)
。 

 

敵
の
太
刀
に
「
心
を
置
く
」
と
、
そ
の
太
刀
に
「
心
を
取
ら
れ
る
」。
そ

こ
で
、
流
れ
が
止
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
い
い
換
え
て
、「
こ

ち
ら
側
の
働
き
が
抜
け
る
」
と
も
い
う
。 

向
ふ
の
太
刀
に
其
儘
に
心
が
止
り
て
、
手
前
の
働
が
抜
け
候
て
、
向
ふ

の
人
に
切
ら
れ
候
(10)
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
心
の
流
れ
が
一
か
所
に
止
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
、「
働

き
が
抜
け
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
か
所
に
心
を
止
め
な
い
、
流
れ
る
水

の
よ
う
に
心
を
ど
こ
に
も
置
か
な
い
。
心
を
ど
こ
に
も
置
か
な
い
と
は
、
あ

ら
ゆ
る
所
へ
置
く
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 
 

然
ら
ば
則
ち
心
を
何
処
に
置
く
べ
き
ぞ
。
我
答
へ
て
曰
く
、
何
処
に
も

置
か
ね
ば
、
我
身
に
一
ぱ
い
に
行
き
わ
た
り
て
、
全
体
に
延
び
ひ
ろ
ご

り
て
あ
る
程
に
、
手
の
入
る
時
は
、
手
の
用
を
叶
へ
。
足
の
入
る
時
は
、

足
の
用
を
叶
へ
。
目
の
入
る
時
は
、
目
の
用
を
叶
へ
。
其
入
る
所
々
の

に
行
き
わ
た
り
て
あ
る
程
に
、
其
入
る
所
々
の
用
を
叶
ふ
る
な
り

 (11)
。 

 

心
を
一
切
に
行
き
渡
ら
せ
、
心
を
一
切
に
偏
満
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
の
で

あ
る
。
反
対
に
、「
心
を
一
つ
所
に
置
く
」
を
「
偏
に
落
ち
る
」
と
い
う
。

心
が
一
か
所
に
片
寄
り
、
他
の
側
面
が
欠
け
落
ち
る
こ
と
を
「
偏
心
」
と
呼

び
、「
偏
を
嫌
ひ
申
し
候
」
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
こ
の
「
留
ま
ら
ぬ
心
」
を
、
大
拙
は
「
繫
縛
さ
れ
な
い
」
と
説
明

し
て
い
る
。『
禅
の
第
一
義
』
に
お
い
て
、
こ
う
い
っ
て
い
る

 (12)
。「
心
を
止

む
る
」
と
は
、
経
験
が
去
っ
た
後
も
、
そ
こ
に
繫
が
れ
て
縛
ら
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
受
け
流
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
次
の
経
験
が
来
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
既
に
去
り
て
な
き
も
の
の
影
像
」
に
縛
ら
れ
て
い

る
た
め
に
、
現
前
の
経
験
に
対
し
て
そ
の
全
力
を
も
っ
て
働
く
こ
と
が
で
き

な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 
と
い
う
こ
と
は
逆
に
無
心
で
あ
る
と
は
、「
目
の
前
の
経
験
に
対
し
て
、

そ
の
全
力
を
持
っ
て
働
く
」
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
こ
と
に
縛
ら
れ
な

い
、
囚
わ
れ
な
い
。
目
の
前
に
生
じ
る
現
在
の
出
来
事
に
、
全
力
を
持
っ
て

働
く
の
で
あ
る
。 
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そ
こ
で
、「
す
ぐ
に
」
と
い
う
点
が
重
要
に
な
る
。
沢
庵
は
、「
間
、
髪
を

容
れ
ず
」
と
説
い
て
い
る
。
両
手
を
打
ち
合
わ
せ
る
瞬
間
に
、「
は
っ
し
」

と
音
が
出
る
。
打
つ
手
と
出
る
音
の
間
に
は
、
髪
の
毛
一
本
入
る
隙
間
も
な

い
。
打
つ
手
と
同
時
に
音
が
出
る
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
そ
れ
は
、
単
に
「
速
い
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
心
を
物

に
止
め
な
い
、
と
い
う
点
が
大
切
な
の
で
あ
る
。「
石
火
の
機
」
で
は
、
次

の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。 

早
き
事
と
ば
か
り
心
得
候
へ
ば
、
悪
敷
候
。
心
を
物
に
止
め
間
敷
と
云 

 

ふ
が
詮
に
て
候
(13)
。 

「
止
り
て
物
に
心
の
残
る
こ
と
」
を
、
最
も
嫌
う
の
で
あ
る
。「
間
、
髪

を
容
れ
ず
」
の
末
尾
に
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。 

た
て
き
つ
た
る
早
川
へ
も
、
玉
を
流
す
様
に
乗
つ
て
、
ど
つ
と
流
れ

て
少
し
も
止
る
心
な
き
を
尊
び
候
(13)
。 

 

な
お
、
こ
こ
で
も
「
水
の
流
れ
」
が
登
場
し
て
い
た
。
急
流
へ
玉
を
流
す

よ
う
に
、
そ
れ
に
乗
っ
て
ど
っ
と
流
れ
て
、
少
し
も
止
ま
ら
ぬ
心
を
大
切
に

す
る
。
し
か
も
こ
こ
で
は
、
流
れ
に
乗
っ
て
と
い
う
の
で
あ
る
。
水
が
ど
っ

と
流
れ
少
し
も
止
ま
ら
ず
に
、
勢
い
よ
く
一
挙
に
流
れ
る
様
子
を
心
に
描
い

て
い
る
。 

 

同
じ
水
に
つ
い
て
も
、
異
な
る
状
況
が
語
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
水
に

投
げ
ら
れ
た
瓢
箪
を
上
か
ら
押
す
と
、
く
る
く
る
廻
り
、
一
か
所
に
留
ま
る

こ
と
が
な
い
。
達
人
の
心
も
同
様
に
、
一
寸
た
り
と
も
物
に
止
ま
る
こ
と
が

な
い
と
い
う
。「
水
上
打
胡
蘆
子
、
捺
着
即
轉
」
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。 

 
 

瓢
を
水
へ
投
げ
て
押
せ
ば
、
ひ
よ
つ
と
脇
へ
退
き
。
何
と
し
て
も
一
所

に
止
ら
ぬ
も
の
な
り
。
至
り
た
る
人
の
心
は
、
卒
度
も
物
に
止
ら
ぬ
事

な
り
。
水
の
上
の
瓢
を
押
す
が
如
く
な
り
(14)
。 

 

三三
、、
心心
をを
身身
にに
捨捨
てて
置置
くく 

  

『
不
動
智
』
に
は
、「
心
を
身
に
捨
て
置
く
」
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
。 

 
 

思
案
を
も
分
別
を
も
残
さ
ず
、
心
を
ば
総
身
に
捨
て
置
き
、
所
々
止
め

ず
し
て
、
其
所
々
に
在
て
用
を
ば
外
さ
ず
叶
ふ
べ
し

 (15)
。 

心
を
ど
こ
に
も
置
か
な
い
た
め
に
は
、
心
を
身
に
預
け
る
。
心
を
身
体
に

預
け
、
身
体
の
流
れ
に
任
せ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
言
葉
は
、
臍
の
下
す
な
わ
ち
臍
下
丹
田
へ
の
集
中
に
続
い
て
、
登
場

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
心
を
散
ら
さ
な
い
よ
う
、
臍
下
丹
田
に
集
中
す
る
、

と
い
う
教
え
は
、
確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
だ
低
い
段
階
で

あ
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
臍
の
下
に
集
中
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

そ
こ
に
心
が
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
実
は
不
自
由
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら

で
あ
る
。 

『
不
動
智
』
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

臍
の
下
に
押
込
ん
で
余
所
へ
や
る
ま
じ
き
と
す
れ
ば
、
や
る
ま
じ
と
思

ふ
心
に
、
心
を
取
ら
れ
て
、
先
の
用
か
け
、
殊
の
外
不
自
由
に
な
る
な

り
(16)
。 

18
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そ
こ
で
、
心
を
身
に
捨
て
置
く
の
で
あ
る
。 

 
 

身
の
内
に
捨
て
置
け
ば
、
余
処
へ
は
行
か
ぬ
も
の
な
り
(17)
。 

 

す
な
わ
ち
、
心
を
臍
の
下
と
い
う
一
か
所
に
留
め
る
の
で
は
な
く
、
全
身

に
行
き
渡
ら
せ
て
お
く
。
心
を
全
身
の
流
れ
に
預
け
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
決
し
て
心
を
散
り
散
り
に
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
水
に
浮
か
ぶ
瓢

箪
の
よ
う
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、
く
る
く
る
廻
り
続
け
る
よ
う
に
す
る
。
そ

れ
を
、「
心
を
ど
こ
に
も
置
か
ぬ
」
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 
 

い
つ
こ
に
も
置
か
ね
ば
、
い
つ
こ
に
も
あ
る
ぞ
。
心
を
外
へ
や
り
た
る

時
も
、
心
を
一
方
に
置
け
ば
、
九
方
は
欠
け
る
な
り
。
心
を
一
方
に
置

か
ざ
れ
ば
、
十
方
に
あ
る
ぞ

 (18)
。 

 

さ
ら
に
、
こ
の
「
心
を
ど
こ
に
も
置
か
ぬ
」
を
、
千
手
観
音
に
喩
え
て
解

き
明
か
し
て
い
る
記
述
も
あ
る
。
千
手
観
音
は
、
そ
の
千
本
の
手
の
ど
れ
に

も
心
を
留
め
な
い
。
も
し
千
手
観
音
が
、
弓
を
取
る
手
に
「
心
を
止
め
る
」

な
ら
ば
、
残
り
の
九
九
九
本
は
役
に
立
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
千
本
の
手
が

す
べ
て
役
に
立
つ
の
は
、
心
を
一
つ
の
所
に
止
め
な
い
た
め
で
あ
る
。 

 
 

一
所
に
心
を
止
め
ぬ
に
よ
り
、
手
が
皆
用
に
立
つ
な
り

 (19)
。 

 

ど
の
手
に
も
心
を
留
め
る
こ
と
な
く
、
心
が
千
本
の
手
に
満
遍
な
く
行
き

広
が
る
か
ら
こ
そ
、
す
べ
て
の
手
が
自
在
に
働
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
千
本

の
手
は
、
満
遍
な
く
全
身
に
行
き
渡
る
心
の
流
れ
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
こ
の

千
手
観
音
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
大
拙
が
『
金
剛
経
の
禅
』
に
お
い
て
、
次
の

よ
う
な
話
を
紹
介
し
て
い
る
。 

千
手
観
音
の
千
の
眼
の
う
ち
、
ど
れ
が
本
当
の
眼
か
。「
身
体
全
体
が
眼

で
あ
る
」。
ど
れ
か
一
つ
だ
け
が
本
当
の
眼
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
観
音

様
が
眼
を
使
う
の
で
も
な
い
。
一
つ
一
つ
の
眼
が
、
す
べ
て
観
音
で
あ
る
。

同
様
に
、
千
あ
る
手
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。 

千
本
の
手
の
悉
く
が
観
音
そ
れ
自
ら
な
の
で
あ
る
。
観
音
様
が
、
こ
の

手
を
使
ふ
と
か
、
あ
の
手
を
使
ふ
と
か
い
ふ
や
う
な
こ
と
で
な
く
て
、

使
は
れ
る
そ
の
手
が
、
そ
の
と
き
一
つ
一
つ
が
観
音
自
身
で
あ
る
の
だ

(20)
。 

千
手
観
音
の
千
の
手
は
、
ど
の
手
も
観
音
自
身
で
あ
る
と
同
時
に
、「
満

遍
な
く
全
身
に
行
き
渡
る
心
の
流
れ
」
が
、
ど
の
手
に
も
留
ま
ら
な
い
こ
と

の
現
わ
れ
で
あ
る
。
千
手
観
音
は
、「
心
を
ど
こ
に
も
置
か
ぬ
」
姿
で
あ
る
。 

千
本
の
手
が
、
ど
の
手
に
も
留
ま
ら
な
い
こ
と
を
表
現
す
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
「
無
」
と
表
現
さ
れ
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
。
ど
の
手
に
も
留
ま
ら
な

い
「
無
手
」
で
あ
り
、「
無
手
観
音
」
で
あ
る
。
千
本
の
手
を
持
っ
た
観
音

が
、「
無
手
観
音
」
と
呼
ば
れ
る
可
能
性
も
あ
っ
た
。 

 

そ
う
考
え
れ
ば
、
個
物
と
し
て
の
千
本
の
手
が
重
要
で
は
な
か
っ
た
こ
と

も
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、「
手
を
持
た
な
い
」
の
で
は
な
い
。
た
く
さ
ん

の
手
を
持
ち
つ
つ
、
し
か
し
ど
の
手
に
も
留
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。「
無
心
」

も
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
。
心
を
停
止
す
る
の
で
は
な
く
、
存
分
に
働
か
せ
な

が
ら
、
し
か
し
ど
こ
に
も
心
を
留
め
な
い
、「
ど
こ
に
も
心
を
置
か
な
い
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
臍
の
下
に
集
中
し
よ
う
と
思
え
ば
、
そ
こ
に
心
を
取
ら
れ
て
不
自

由
に
な
る
。
こ
の
点
を
、
沢
庵
は
何
度
も
注
意
し
て
い
る
。
無
心
に
な
ろ
う

19
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と
、
心
の
中
に
あ
る
物
を
取
り
去
ろ
う
と
す
る
。
ま
さ
に
そ
の
「
取
り
去
ろ

う
と
す
る
心
」
が
、
心
の
中
に
あ
る
「
有
る
物
」
に
な
る
。
む
し
ろ
思
わ
な

け
れ
ば
、
ひ
と
り
で
に
物
は
な
く
な
り
、
自
ず
か
ら
無
心
と
な
る
。
い
つ
と

は
な
く
、
ひ
と
り
で
に
無
心
と
な
る
の
で
あ
る
。 

 
 

此
有
る
物
を
去
り
ぬ
れ
ば
、
心
無
心
に
し
て
、
唯
用
の
時
ば
か
り
働
き

て
、
其
用
に
当
る
。
此
心
に
あ
る
物
を
去
ら
ん
と
思
ふ
心
が
、
又
心
中

に
有
る
物
に
な
る
。
思
は
ざ
れ
ば
、
独
り
去
り
て
自
ら
無
心
と
な
る
な

り
(21)
。 

 

す
な
わ
ち
、
心
に
留
ま
る
物
つ
ま
り
対
象
が
去
っ
て
し
ま
え
ば
、
無
心
と

な
り
、
必
要
に
応
じ
て
心
が
働
く
と
い
う
。
で
は
、「
心
の
中
に
有
る
物
」

を
、
取
り
去
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
、
心
の
中
に
あ
る
物
を
取
り
去

ろ
う
と
す
る
心
が
、
ま
た
心
中
の
有
る
物
つ
ま
り
流
れ
を
留
め
る
障
害
物
に

な
る
。
む
し
ろ
、
そ
う
思
わ
な
け
れ
ば
、
ひ
と
り
で
に
物
が
な
く
な
る
。「
自

ず
か
ら
無
心
と
な
る
」
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
る
。 

で
は
「
自
ず
か
ら
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
沢
庵
は
『
不

動
智
』
で
、「
敬
」
の
字
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。「
敬
」
と
は
精
神
を

一
か
所
に
集
中
し
て
、
他
の
と
こ
ろ
に
や
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま

た
、
心
を
引
き
締
め
、
心
を
散
ら
さ
な
い
よ
う
に
す
る
心
構
え
で
あ
る
。
し

か
し
、
い
つ
も
そ
の
ま
ま
で
は
不
自
由
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
猫
」
を
喩
え

に
出
し
て
い
る
。 

猫
が
雀
の
子
を
取
ら
な
い
よ
う
に
、
猫
に
縄
を
付
け
て
お
け
ば
、
確
か
に

雀
を
取
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
猫
が
雀

に
慣
れ
る
こ
と
は
な
い
。
大
切
な
の
は
、
猫
が
雀
と
一
緒
に
い
て
も
、
雀
を

取
ら
な
い
よ
う
に
躾
け
る
こ
と
で
あ
る
。
猫
は
、
縛
ら
れ
て
い
る
か
ら
取
ら

な
い
の
で
は
な
く
、「
自
ず
か
ら
」
取
ら
な
い
よ
う
に
な
る
(22)
。 

 

同
じ
こ
の
問
題
が
、
別
の
所
で
は
「
放
心
」
と
い
う
言
葉
を
巡
っ
て
繰
り

返
さ
れ
て
い
る

 (23)
。 

 

ま
ず
、
孟
子
の
言
葉
「
放
心
を
求
め
よ
」
を
挙
げ
て
い
る
。
散
っ
た
心
つ

ま
り
放
心
を
我
が
身
へ
取
り
戻
し
、
集
中
さ
せ
る
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。

犬
や
猫
や
鶏
が
逃
げ
出
し
た
ら
、
追
い
か
け
て
連
れ
戻
す
の
と
同
じ
よ
う
に
、

心
を
連
れ
戻
せ
と
い
う
の
で
あ
る
。 

し
か
し
続
け
て
、
今
度
は
逆
に
、
北
宋
の
学
者
・
邵
康
節
（
一
〇
一
一
～

一
〇
七
七
）
の
「
心
は
放
つ
こ
と
を
要
す
る
」
と
い
う
言
葉
を
挙
げ
て
い
る
。

心
は
、「
放
つ
こ
と
が
大
切
」
で
あ
る
と
い
う
。
心
を
捕
ま
え
た
ま
ま
に
し

て
い
て
は
、
疲
れ
切
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
自
由
に
動
け
る
よ
う
に
、

心
を
ど
こ
へ
な
り
と
放
っ
て
お
く
。
た
だ
一
点
、
物
に
止
ま
ら
な
い
よ
う
に

す
る
。
使
い
こ
な
し
つ
つ
、
止
ま
ら
な
い
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。 

 

つ
ま
り
こ
こ
で
、「
放
心
」
と
い
う
言
葉
が
二
つ
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い

る
。
一
方
で
は
、「
放
心
」
を
「
散
っ
た
心
・
拡
散
し
た
心
」
と
読
み
、
そ

れ
を
再
び
集
中
さ
せ
る
必
要
を
説
い
て
い
る
。
他
方
で
は
、「
放
心
」
を
「
心

を
放
つ
」
と
読
み
、
心
の
自
由
を
説
い
て
い
る
。
で
は
「
放
た
れ
た
心
」
と

「
散
っ
た
心
・
拡
散
し
た
心
」
と
は
、
ど
の
よ
う
に
違
う
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

沢
庵
は
、
実
は
そ
う
い
う
詮
索
を
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
大
切
な
の

は
「
放
た
れ
た
心
」
で
は
な
く
、「
心
を
放
つ
」
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

20
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ま
ず
「
拡
散
し
た
心
」
を
集
中
さ
せ
る
よ
う
に
習
得
し
た
上
で
、
そ
の
後
に
、

集
中
を
「
放
つ
」
こ
と
も
で
き
る
。
む
ろ
ん
ま
た
、
集
中
さ
せ
る
こ
と
も
で

き
る
の
で
あ
る
。 

 

「
臍
」
の
話
で
言
う
な
ら
ば
、「
臍
の
下
」
へ
の
集
中
は
、「
ま
だ
低
い
段

階
で
あ
る
」。
と
い
う
こ
と
は
、「
心
を
身
の
内
に
捨
て
置
く
」
方
が
、「
位

が
高
い
」
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
「
臍
の
下
」
へ
の
集
中
を
習
得
し
、
そ
の
上

で
「
心
を
身
の
内
に
捨
て
置
く
」
こ
と
が
、
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
少
な

く
と
も
、
は
じ
め
か
ら
「
心
を
身
の
内
に
捨
て
置
く
」
こ
と
を
求
め
る
こ
と

は
勧
め
な
い
。 

 

禅
の
修
行
お
け
る
「
魔
境
」
に
喩
え
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

修
行
の
中
で
、
魔
境
は
必
ず
訪
れ
る
。
で
は
、
如
何
に
し
て
魔
境
を
避
け
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
の
よ
う
に
思
案
を
巡
ら
す
こ
と
が
、「
有
心
」
な

の
で
あ
る
。
魔
を
避
け
よ
う
と
す
る
点
に
、
心
が
止
ま
っ
て
し
ま
う
。
魔
と

は
、
心
が
魔
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
魔
を
退
治
す
る
必
要
は

な
い
。
魔
を
気
に
し
て
、
そ
れ
を
無
く
そ
う
と
執
着
す
る
心
さ
え
無
く
す
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
魔
は
ひ
と
り
で
に
消
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
い
う
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
「
高
い
位
」
の
話
で
あ

る
。
初
心
者
は
、
や
は
り
「
臍
の
下
」
に
集
中
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
し
か

な
い
。
魔
を
消
そ
う
と
集
中
す
る
。
し
か
し
、
ま
さ
に
そ
の
集
中
が
「
執
着
」

に
な
る
。
心
の
流
れ
を
留
め
る
障
害
物
に
な
る
。 

そ
こ
で
、
そ
の
「
消
そ
う
と
す
る
思
い
」
か
ら
も
離
れ
る
。
と
い
う
こ
と

は
、「
魔
は
ひ
と
り
で
に
消
え
て
し
ま
う
」
に
は
、
実
は
「
魔
を
避
け
よ
う

と
集
中
す
る
こ
と
も
で
き
、
集
中
し
な
い
こ
と
も
で
き
る
」、
と
い
う
両
極

性
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、「
魔
が
生
じ
た
ら
、
そ
の

ま
ま
受
け
入
れ
て
ゆ
け
ば
よ
い
」
と
い
う
言
葉
は
、「
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ

て
は
い
け
な
い
」
も
内
に
含
ん
で
い
る
。
こ
の
「
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
」

は
、「
受
け
入
れ
な
い
」
と
対
立
し
な
い
の
で
あ
る
。 

む
し
ろ
、「
魔
を
受
け
入
れ
な
い
こ
と
も
で
き
る
し
、
受
け
入
れ
る
こ
と

も
で
き
る
」
と
い
う
二
重
性
を
内
に
秘
め
た
「
受
け
入
れ
る
」
で
あ
る
。
猫

の
喩
え
で
い
え
ば
、
一
緒
に
い
て
も
雀
の
子
を
、
取
ら
な
い
よ
う
に
躾
け
ら

れ
た
「
受
け
入
れ
る
」
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
修
行
の
際
は
、
こ
の
よ
う
に
立

ち
止
ま
っ
て
考
え
た
り
は
し
な
い
。
有
る
か
無
い
か
の
分
別
に
こ
だ
わ
れ
ば
、

た
ち
ま
ち
「
有
心
」
と
な
る
。
こ
だ
わ
ら
な
け
れ
ば
、「
無
心
」
と
な
る
。

有
無
の
分
別
に
こ
だ
わ
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
魔
が
生
じ
た
ら
、
そ
の
ま
ま

受
け
入
れ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。 

 

四四
、、
応応
無無
所所
住住
而而
生生
其其
心心 

  

さ
て
『
不
動
智
』
に
は
、「
応
無
所
住
而
生
其
心
」
と
い
う
『
金
剛
般
若

経
』
の
言
葉
が
登
場
し
て
い
る
(24)
。
し
か
も
、
そ
の
読
み
方
が
次
の
よ
う
に

記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

此
の
文
字
を
読
み
候
へ
ば
、
を
う
む
し
よ
じ
う
じ
じ
や
う
ご
し
ん
、
と

読
み
候
(25)
。 

 

読
み
方
を
添
え
る
こ
と
で
注
意
を
促
し
、
声
に
出
し
て
身
体
で
覚
え
込
む

21
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こ
と
を
狙
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
沢
庵
は
、
相
手
の
状
況
を
思
い
や
り
、

そ
の
人
自
身
が
内
側
か
ら
納
得
で
き
る
よ
う
に
、
工
夫
し
て
語
る
。 

 

「
応
に
住
す
る
所
な
く
し
て
、
そ
の
心
を
生
ず
べ
し
」
と
読
み
下
さ
れ
る

こ
の
言
葉
を
、
沢
庵
は
次
の
よ
う
に
解
き
明
か
し
て
い
る
。
前
半
の
「
住
す

る
所
な
く
し
て
」
は
、
心
を
止
め
な
い
こ
と
で
あ
る
。
心
が
止
ま
ら
な
け
れ

ば
自
在
で
あ
る
。
し
か
し
「
心
を
止
め
な
い
」
と
は
、「
心
を
生
じ
さ
せ
な

い
」
と
は
異
な
る
。
む
し
ろ
心
を
生
じ
さ
せ
よ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
後
半

は
「
何
か
を
し
よ
う
と
す
る
心
」
を
生
じ
さ
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

も
ち
ろ
ん
何
か
を
「
し
よ
う
と
す
る
」
と
、
そ
の
何
か
に
心
が
止
ま
っ
て

し
ま
う
。
し
か
し
、「
し
よ
う
と
思
う
心
」
が
起
こ
ら
な
け
れ
ば
手
が
動
か

ず
、
手
が
動
か
な
け
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
そ
こ
に
心
が
止
ま
っ
て
し
ま
う
。
そ

う
で
は
な
く
、
心
を
生
じ
さ
せ
な
が
ら
、
し
か
も
そ
こ
に
心
を
止
め
な
い
。

心
を
固
め
な
い
。
そ
れ
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
道
の
名
人
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 
 

万
の
業
を
す
る
に
、
せ
う
と
思
ふ
心
が
生
ず
れ
ば
、
其
す
る
事
に
心
が

止
る
な
り
。
然
る
間
止
る
所
な
く
し
て
心
を
生
ず
べ
し
と
な
り
。
心
の

生
ず
る
所
に
生
せ
ざ
れ
ば
、
手
も
行
か
ず
。
行
け
ば
そ
こ
に
止
る
心
を

生
じ
て
、
其
事
を
し
な
が
ら
止
る
事
な
き
を
、
諸
道
の
名
人
と
申
す
な

り
(25)
。 

大
拙
の
『
無
心
と
い
ふ
こ
と
』
も
こ
の
言
葉
に
言
及
し
、「
住
す
る
所
な

し
」
を
、「
心
を
起
こ
さ
な
い
こ
と
」
と
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
、
心
を
起

こ
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
。 

 
 

住
す
る
所
が
な
い
と
い
ふ
と
否
定
に
な
つ
て
、
そ
れ
で
済
ん
で
し
ま
ふ

が
、
さ
う
で
な
く
し
て
、
そ
の
心
を
生
ず
と
云
ひ
ま
し
て
、
や
つ
ぱ
り

何
か
そ
こ
に
あ
る
。
身
心
脱
落
、
脱
落
身
心
で
、
そ
れ
で
何
も
な
く
な

つ
て
し
ま
ふ
か
と
思
ふ
と
、
さ
う
で
な
く
し
て
、
そ
の
心
を
生
ず
と
い

ふ
と
、
や
つ
ぱ
り
手
足
が
動
く
、
目
鼻
が
働
く
、
さ
う
い
ふ
も
の
が
あ

る
の
で
す
(26)
。 

 

こ
れ
は
、
後
に
『
金
剛
経
の
禅
』
と
し
て
論
じ
ら
れ
、
そ
の
中
で
大
拙
は
、

「
そ
の
心
を
生
ず
る
」
の
「
心
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。 

１
、
こ
の
「
心
」
は
「
分
別
を
超
越
し
た
と
こ
ろ
に
働
く
心
」、
す
な
わ

ち
「
無
分
別
心
」
で
あ
る
。 

２
、
し
か
し
「
無
分
別
」
は
、
単
に
「
分
別
を
超
越
し
た
と
こ
ろ
に
働
く

心
」
で
は
な
く
、「
無
分
別
心
は
分
別
心
と
共
に
働
い
て
ゐ
る
」。
こ
の
「
共

に
働
く
」
関
係
は
、
無
分
別
心
が
「
分
別
意
識
上
に
働
く
」
と
も
「
分
別
心

を
通
じ
て
働
い
て
出
る
」
と
も
、
あ
る
い
は
「
そ
の
心
を
生
ず
る
」
と
こ
ろ

は
、
分
別
意
識
で
あ
る
が
、「
そ
れ
は
無
分
別
心
か
ら
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」

と
も
、
い
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。 

 
 

３
、
そ
の
上
で
、
次
の
よ
う
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。 

無
分
別
心
が
分
別
心
を
通
じ
て
働
い
て
出
る
と
い
ふ
こ
と
が
分
か
る

と
、
こ
の
住
か
ら
離
れ
ら
れ
る
で
あ
る
(27)
。 

 
つ
ま
り
、「
そ
の
心
を
生
ず
べ
し
」
の
心
は
、
無
分
別
心
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
分
別
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
刻
々
と
分
別
し
な
が
ら
、
し
か

も
分
別
し
な
い
。「
共
に
働
く
」、「
分
別
心
を
通
じ
て
働
き
に
出
る
」。
そ
し

て
、
そ
の
こ
と
が
わ
か
る
と
「
住
す
る
心
」
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

22
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と
い
う
こ
と
は
、「
そ
の
心
を
生
ず
べ
し
」
の
「
心
」
は
、
は
じ
め
か
ら
「
住

す
る
と
こ
ろ
の
な
い
心
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
分
別
心
と
と
も
に
働
く
と
納

得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、「
住
す
る
心
」
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で

き
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
合
も
「
住
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
心
」
は
、「
住
す

る
心
」
を
通
じ
て
働
く
の
で
あ
る
。
は
じ
め
か
ら
、
一
切
「
住
す
る
こ
と
が

な
い
」
の
で
は
な
く
、
そ
の
都
度
「
住
す
る
心
」
か
ら
離
れ
る
働
き
と
し
て

成
り
立
つ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

さ
ら
に
大
拙
は
、「
行
為
の
主
体
」
と
い
う
言
葉
も
使
っ
て
い
る
。 

 
 

「
応
無
所
住
而
生
其
心
」
と
云
ふ
や
う
に
、「
無
所
住
」
は
絶
対
無
で

あ
り
、「
而
生
其
心
」
と
い
ふ
の
が
行
為
の
主
体
で
、
即
ち
人
で
、
そ

れ
が
そ
こ
か
ら
飛
び
出
し
て
来
る
の
で
あ
る
(28)
。 

 

「
無
所
住
」、
つ
ま
り
住
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
で
は
終
了
し
な
い
。「
而
生

其
心
」、
つ
ま
り
そ
の
心
を
生
ず
べ
し
と
「
行
為
の
主
体
」
を
必
要
と
す
る
。

働
き
を
必
要
と
す
る
。「
心
を
生
ず
べ
か
ら
ず
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
心

を
生
ず
べ
し
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
都
度
「
住
す
る
心
」
か
ら
離
れ
る
。

そ
の
「
は
た
ら
き
の
出
る
機
を
見
得
し
た
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

確
か
に
、
心
が
生
じ
何
か
を
「
し
よ
う
と
す
る
」
と
、
そ
の
何
か
に
心
が

止
ま
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
心
が
動
か
な
か
っ
た
ら
「
心
は
止

ま
る
」。
そ
の
ま
ま
そ
こ
に
、
心
は
止
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。 

そ
こ
で
心
を
生
じ
さ
せ
な
が
ら
、
し
か
も
そ
こ
に
心
を
止
め
な
い
、
固
め

な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
都
度
「
住
す
る
心
」
か
ら
離
れ
る
。
そ
の
「
は
た
ら

き
の
出
る
機
」
が
、
沢
庵
の
語
る
「
留
ま
ら
ぬ
心
」
な
の
で
あ
る
。
心
を
ど

こ
に
も
置
か
ぬ
こ
と
、
心
を
身
に
捨
て
置
き
、
全
身
に
行
き
渡
ら
せ
、
延
び

広
が
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
こ
こ
ま
で
理
解
し
た
上
で
、「
不
動
智
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

「
不
動
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。「
不
動
」
と
は
、
動
か
な
い
こ
と

で
は
な
い
。
む
し
ろ
自
在
に
動
く
。
動
く
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
ぐ
ら
つ
く

こ
と
が
な
い
。
偏
ら
な
い
の
で
あ
る
。「
動
転
せ
ぬ
」
こ
と
で
あ
る
。 

 
 

動
転
せ
ぬ
と
は
、
物
毎
に
留
ま
ら
ぬ
事
に
て
候
(29)
。 

 

千
手
観
音
の
千
本
の
手
の
よ
う
に
、
ど
の
手
に
も
心
が
留
ま
る
こ
と
は
な

い
。
流
れ
る
水
に
浮
か
ぶ
瓢
箪
の
よ
う
に
、
決
し
て
一
か
所
に
留
ま
る
こ
と

が
な
い
。 

 

五五
、、
おお
わわ
りり
にに 

  
  
  
  
――

 

善善
とと
悪悪
にに
つつ
いい
てて ――

 

 

さ
て
前
述
の
よ
う
に
、
大
拙
の
『
禅
と
日
本
文
化
』
は
、『
不
動
智
』
の

大
半
を
引
用
し
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
末
尾
の
部
分
を
省
略
し

て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、 

沢
庵
和
尚
の
書
翰
は
な
お
続
く
が
多
少
、
専
門
技
術
的
に
な
る
か
ら
こ

こ
で
は
略
す
る
(30)
。 

と
し
、
次
の
話
題
に
移
っ
て
い
る
。
で
は
、
沢
庵
は
そ
こ
で
何
を
語
っ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

そ
れ
は
、
盟
友
柳
生
宗
矩
を
諫
め
る
言
葉
で
あ
っ
た
。
宗
矩
が
沢
庵
に
、
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正
直
に
忠
告
し
て
ほ
し
い
と
願
い
出
た
。
そ
の
依
頼
に
応
じ
る
仕
方
で
、「
お

諫
め
申
し
入
れ
る
」
言
葉
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
専
門
技
術
的
に

な
る
」
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
善
悪
す
な
わ
ち
倫
理
を
説
い
て
い
た
。
徳
川

将
軍
三
代
に
仕
え
た
剣
術
指
南
役
で
、
政
治
的
に
は
大
目
付
と
し
て
辣
腕
を

振
る
っ
た
宗
矩
に
対
す
る
忠
告
な
の
で
あ
る
。 

例
え
ば
、「
忠
を
尽
く
す
」
と
し
て
、
自
分
の
心
を
正
し
く
し
、
身
を
治

め
、
父
母
に
は
孝
を
尽
し
、
妾
を
持
た
ず
、
人
を
差
別
せ
ず
、
私
欲
を
少
な

く
し
、
奢
る
こ
と
な
く
す
べ
き
だ
と
い
う
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、 

国
は
自
ず
か
ら
平
に
成
る
べ
し
(31)
。 

と
い
う
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
息
子
の
柳
生
十
兵
衛
を
責
め
る
前
に
、
自

分
の
身
を
正
す
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
親
の
身
持
ち
が
悪
い
の
に
、
子
の
悪

を
責
め
る
の
は
、
順
序
が
逆
だ
か
ら
で
あ
る
。 

さ
ら
に
、
宗
矩
が
舞
を
好
み
、
自
ら
の
能
に
奢
っ
て
い
る
の
は
病
と
い
う

し
か
な
い
と
い
う
。
ま
し
て
、
そ
れ
に
お
世
辞
を
い
う
大
名
を
引
き
立
て
る

な
ど
、
反
省
す
べ
き
で
あ
る
と
も
進
言
す
る
。 

総
じ
て
、
善
を
な
し
悪
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
勧
め
た
こ
の
末
尾
の
部
分
は
、

こ
れ
ま
で
の
記
述
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
、
柳
生
宗
矩
個
人

の
社
会
生
活
に
対
す
る
進
言
な
の
で
あ
る
。
大
拙
は
お
そ
ら
く
、
こ
の
部
分

を
省
略
し
「
不
動
智
」
の
理
念
を
説
い
た
部
分
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、

西
洋
の
読
者
を
混
乱
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

し
か
し
、
理
由
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
大
拙
は
、
禅
が
倫
理
で
は
な
い

こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
し
た
。
例
え
ば
『
無
心
と
い
ふ
こ
と
』
で
は
、 

無
心
の
世
界
と
い
ふ
か
、
ど
う
も
さ
う
い
ふ
世
界
が
、
吾
等
人
間
の
精

神
的
生
活
の
上
に
あ
る
や
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
す
(32)
。 

と
い
い
い
、
ま
た
、 

 
 

仏
の
誓
の
ま
ま
に
動
く
と
こ
ろ
に
善
悪
は
な
い
、
善
悪
を
超
越
す
る
、

即
ち
生
死
を
超
越
す
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る

 (33)
。 

 

と
い
い
、
無
心
が
、
倫
理
的
な
善
さ
と
別
次
元
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い

る
。
沢
庵
の
教
え
を
社
会
倫
理
と
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
世
俗
の
善
悪
か
ら

切
り
離
し
、
禅
の
根
本
義
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
そ
う
い
う

思
い
が
、
こ
の
省
略
の
根
底
に
潜
ん
で
い
た
。 

こ
れ
に
対
し
て
、
市
川
白
玄
は
こ
の
末
尾
の
部
分
に
着
目
し
、『
不
動
智
』

は
、 

柳
生
父
子
の
生
き
ざ
ま
に
対
す
る
、
き
び
し
い
忠
告
で
終
わ
っ
て
い
る

こ
と
は
、
決
し
て
付
録
的
な
事
柄
で
な
い
こ
と
を
反
省
し
た
い
。
そ
れ

は
個
人
道
徳
か
ら
政
治
倫
理
に
ま
で
及
ん
で
い
た
(34)
。 

と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
社
会
生
活
に
お
け
る
善
悪
の
地
平
を
含
め
、
沢

庵
の
思
想
で
あ
る
と
い
う
。
実
際
、
沢
庵
の
「
無
心
」
は
、
善
悪
や
社
会
倫

理
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
宗
矩
と
息
子
十
兵
衛
と
の
関
係
、
君
主
と
の
関
係
、

そ
の
中
で
心
を
正
し
く
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
善
を
な
し
、
悪
か
ら
離
れ
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
も
興
味
深
い
こ
と
に
、
次
の
よ
う
に
い
う
。 

 
其
善
悪
二
つ
の
本
を
考
へ
て
、
善
を
な
し
悪
を
せ
ざ
れ
ば
、
心
自
ら

正
直
な
り

 (35)
。 

善
悪
二
つ
の
本
、
す
な
わ
ち
善
と
悪
に
分
か
れ
る
以
前
に
留
ま
り
、
善
と
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悪
を
区
別
し
な
い
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
分
離
す
る
以
前
、
す
な
わ
ち
無
分

別
智
を
考
え
れ
ば
、
悪
か
ら
離
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
り
、
善
を
な
さ
ず

に
は
い
ら
れ
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
分
離
以
前
の
無
分
別
智
が
、
分
別
智
に

お
け
る
「
善
と
悪
」
を
識
別
す
る
根
拠
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。 

無
心
の
地
平
は
、
区
別
つ
ま
り
分
別
智
を
嫌
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に

倣
え
ば
、「
善
と
悪
」
を
区
別
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
無
分
別
智

す
な
わ
ち
善
悪
二
つ
の
本
が
大
切
で
あ
り
、
分
別
智
す
な
わ
ち
善
と
悪
の
区

別
に
落
ち
て
は
な
ら
な
い
、
と
語
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
沢
庵
は
、
善
を
な
し
悪
か
ら
離
れ
よ
と
、
善
と
悪
の
区
別
を
勧
め

る
。
の
み
な
ら
ず
、
善
と
悪
を
区
別
す
る
、
識
別
す
る
根
拠
と
し
て
「
善
悪

二
つ
の
本
」
を
説
い
て
い
る
。「
善
と
悪
に
分
か
れ
る
以
前
」、
す
な
わ
ち
無

分
別
智
を
考
え
れ
ば
、
悪
か
ら
離
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
善
を
な
さ
ず
に
お
れ

な
く
な
る
と
い
う
。 

そ
う
考
え
れ
ば
、
こ
の
善
悪
の
問
題
を
省
略
し
て
し
ま
っ
て
は
、
沢
庵
の

思
想
を
正
当
に
理
解
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
重
要
な

点
を
切
り
捨
て
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。「
無
心
は
善
悪
に
関
わ

ら
な
い
」
と
い
う
の
は
、「
関
わ
る
こ
と
も
で
き
、
関
わ
ら
な
い
こ
と
も
で

き
る
」、
と
い
う
両
極
を
内
に
含
ん
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。 

沢
庵
は
「
心
を
ど
こ
に
も
置
か
ぬ
」、「
無
心
の
心
」
を
説
い
た
。
そ
れ
と

同
時
に
そ
の
「
無
心
の
心
」
に
即
し
た
「
善
」
を
説
い
た
。
善
悪
を
区
別
し
、

善
を
求
め
な
が
ら
、
し
か
し
、
心
を
善
に
留
め
る
こ
と
な
く
、
偏
る
こ
と
な

く
、「
住
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
心
」
を
説
い
て
い
る
。
区
別
し
な
い
、
す
な

わ
ち
往
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
を
説
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

区
別
せ
よ
、
し
か
し
そ
の
ど
ち
ら
に
も
心
を
留
め
て
は
い
け
な
い
、
そ
う
い

う
「
留
ま
ら
な
い
心
」
が
沢
庵
の
説
い
た
「
無
心
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

 

註註 (1) 

『
不
動
智
』
の
鈴
木
大
拙
訳
は
、『
対
訳
、
禅
と
日
本
文
化
』、（Zen Buddhism

 

and its Influence on Japanese Culture, 1938

）、
講
談
社
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
ル
、
二
〇
〇
五
年
に
よ
る
。
一
一
三
頁
。 

 
 

本
書
の
原
著
は
大
拙
が
、
主
と
し
て
一
九
三
六
年
に
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
ア
メ

リ
カ
の
大
学
で
、
た
び
た
び
行
っ
た
「
禅
と
日
本
文
化
」
に
関
す
る
講
義
を

も
と
に
、
新
し
い
資
料
を
加
え
英
文
で
執
筆
し
た
も
の
で
、
一
九
三
八
年
に

刊
行
さ
れ
、
内
外
で
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。 

本
書
は
、
北
川
桃
雄
（
一
八
九
九
～
一
六
六
九
）
の
翻
訳
と
の
対
訳
と
な
っ

て
い
る
。
な
お
こ
の
北
川
訳
が
、
全
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。 

『
鈴
木
大
拙
全
集 

第
十
一
巻
』、
一
～
一
六
九
頁
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
四

年
。 

(2) 

沢
庵
『
不
動
智
』、
一
六
頁
、
沢
庵
和
尚
全
集
刊
行
会
編
『
沢
庵
和
尚
全
集
』

巻
五
所
収
、
昭
和
四
年
。 

(3) 
『
対
訳
、
禅
と
日
本
文
化
』、 

一
二
八
頁
。 

(4)The M
ysterious Record of Im

m
ovable W

isdom
, The U

nfettered M
ind : 

W
riting from

 a Zen M
aster to a M

aster Sw
ordsm

an,  translated by 

W
illiam

 Scott W
ilson, K

odansha International, 2002. 

所
収
、
三
三
頁
。 
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(5) 

沢
庵
『
不
動
智
』、
八
頁
～
九
頁
。 

(6) 
『
対
訳
、
禅
と
日
本
文
化
』、
一
二
八
頁
。 

(7) 

沢
庵
『
不
動
智
』、
一
五
頁
。 

(8) 

沢
庵
『
不
動
智
』、
一
頁
。 

(9) 

沢
庵
『
不
動
智
』、
一
二
頁
。 

(10) 

沢
庵
『
不
動
智
』、
一
頁
。 

(11) 

沢
庵
『
不
動
智
』、
一
三
頁
。 

(12) 

『
鈴
木
大
拙
全
集 

第
十
八
巻
』、
三
七
五
頁
参
照
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四

四
年
。 

(13) 

沢
庵
『
不
動
智
』、
九
頁
。 

(14) 

沢
庵
『
不
動
智
』、
一
七
頁
。 

(15) 

沢
庵
『
不
動
智
』、
一
三
頁
。 

(16) 

沢
庵
『
不
動
智
』、
一
二
頁
～
一
三
頁
。 

(17) 

沢
庵
『
不
動
智
』、
一
四
頁
。 

(18) 

沢
庵
『
不
動
智
』、
一
四
～
一
五
頁
。 

(19) 

沢
庵
『
不
動
智
』、
四
頁
。 

(20) 

『
鈴
木
大
拙
全
集 

第
五
巻
』、
三
七
四
頁
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
三
年
。 

(21) 

沢
庵
『
不
動
智
』、
一
七
頁
。 

(22) 

沢
庵
の
影
響
を
受
け
た
柳
生
宗
矩
の
『
兵
法
家
伝
書
』
に
お
い
て
も
、「
敬
」

と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
。 

 
 

「
仏
法
に
も
敬
の
字
な
き
に
あ
ら
ず
。
経
に
一
心
不
乱
と
説
き
給
ふ
。
是
即

ち
敬
の
字
に
あ
た
る
べ
し
。
心
を
一
事
に
を
き
て
、
余
方
へ
、
乱
さ
ざ
る
也
。

勿
論
、
敬
つ
て
白
す
夫
れ
仏
と
者
、
と
唱
ふ
る
所
あ
り
。
敬
礼
と
て
仏
像
に

む
か
ひ
、
一
心
敬
礼
と
云
ふ
。
皆
敬
の
字
の
意
趣
た
が
は
ず
。
然
れ
共
是
は
、

一
切
に
付
け
て
、
心
の
み
だ
る
る
を
治
む
る
の
方
便
也
。
よ
く
治
ま
り
た
る

心
は
、
治
む
る
方
便
を
用
ゐ
ざ
る
也
。」 

 
 

柳
生
宗
矩
『
兵
法
家
伝
書
』、
六
一
～
六
二
頁
。
岩
波
文
庫
、
昭
和
六
〇
年
。 

(23) 

沢
庵
『
不
動
智
』、
二
一
頁
～
二
二
頁
参
照
。 

(24) 

『
金
剛
般
若
経
』
第
十
節
で
、「
応
無
所
住
而
生
其
心
」
を
次
の
よ
う
に
説

い
て
い
る
。 

「
諸
菩
薩
魔
訶
薩
応
如
是
生
清
浄
心
。
不
応
住
色
生
心
。
不
応
住
声
香
味
觸

法
生
心
。
応
無
所
住
而
生
其
心
。 

も
ろ
も
ろ
の
菩
薩
・
魔
訶
薩
は
、
ま
さ
に
か
く
の
如
く
、
清
浄
の
心
を
生
ず

べ
し
。
ま
さ
に
声
香
味
觸
法
に
し
て
心
を
生
ず
べ
か
ら
ず
。
ま
さ
に
住
す
る

所
無
く
し
て
、
し
か
も
そ
の
心
を
生
ず
べ
し
。」 

中
村
元
・
紀
野
一
義
訳
注
『
般
若
心
経 

金
剛
般
若
経
』、
六
八
頁
、
岩
波
書

店
、
二
〇
〇
一
年
。 

(25) 

沢
庵
『
不
動
智
』、
一
八
頁
。 

(26)
『
鈴
木
大
拙
全
集 

第
七
巻
』、
一
六
四
頁
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
三
年
。 

(27)
『
鈴
木
大
拙
全
集 

第
五
巻
』、
三
九
二
頁
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
三
年
。 

(28) 
同
前
、
四
〇
二
頁
。 

(29) 

沢
庵
『
不
動
智
』、
三
頁
。 

(30)
『
対
訳
、
禅
と
日
本
文
化
』、
一
三
五
頁
。 

(31) 

沢
庵
『
不
動
智
』、
二
四
頁
。 
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(32)
『
鈴
木
大
拙
全
集

第
七
巻
』、
二
四
〇
頁
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
三
年
。 

(33) 
同
前
、
二
四
二
頁
。 

(34) 

市
川
白
玄
「
沢
庵

禅
と
権
力
の
は
ざ
ま
に
」、
八
〇
頁
、『
日
本
の
禅
語
禄

第
十
三
巻
』
所
収
、
講
談
社
、
昭
和
五
三
年
。 

(35) 

沢
庵
『
不
動
智
』、
二
四
頁
。 

（
か
さ
い
・
あ
き
ら

福
島
工
業
高
等
専
門
学
校
教
授
）
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