
悟
り
の
「
動
性
」

i

鈴
木
大
拙
の
道
元
解
釈
l

序
禅
学
者
・
鈴
木
大
拙
(
一
八
七

O
j
一
九
六
六
年
)
に
と
っ
て
最
初
の

参
禅
は
富
山
の
田
泰
寺
で
な
さ
れ
た
。
そ
れ
は
間
一
雨
時
代
に
恩
師
で
あ
る

北
条
時
敬
(
一
八
五
八
j

一
九
二
九
年
)
に
促
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
上
京
し
た
鈴
木
は
東
京
専
門
学
校
さ
ら
に
は
東
京
帝
国
大
学

文
科
大
学
選
科
に
籍
を
お
き
つ
つ
も
、
鎌
倉
丹
党
寺
で
の
参
禅
に
心
を
砕

い
て
い
た
。
「
大
拙
」
と
い
う
居
士
号
も
、
円
覚
寺
の
釈
宗
演
(
一
九
五
九

j

一
九
一
九
年
)
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経

歴
か
ら
も
明
白
な
よ
う
に
、
大
拙
の
実
践
し
た
「
禅
」
は
宗
派
的
に
は
臨

済
系
の
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
彼
が
論
述
す
る
対
象
は
臨
済
系
の
抱
師
に

偏
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
臨
済
宗
の
教
学
者
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
も
禅
学
者
と
し
て
禅
の
本
質
を
突
き
と
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ

れ
は
日
本
に
お
い
て
臨
済
と
曹
、
婦
に
、
中
国
に
お
い
て
五
家
七
宗
に
分

か
れ
る
以
前
の
、
初
期
禅
宗
の
思
想
史
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
か
ら

も
確
か
で
あ
る
。
「
日
本
現
代
の
禅
は
曹
洞
禅
と
臨
済
禅
と
の
二
大
流
に

分
れ
る
。
(
中
略
)
併
し
こ
ん
な
区
別
は
伝
統
的
宗
派
的
歴
史
の
上
か
ら

蓮

?召

直

庭、

云
ふ
の
で
あ
る
。
禅
は
元
来
一
味
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
:
:
:
」
(
「
鈴

木
大
拙
全
集
』
第
一
巻
、
一
二
五
二
頁
)
け
と
あ
る
よ
う
に
、
彼
は
歴
史
的

に
細
分
化
し
た
禅
を
包
括
的
に
論
じ
う
る
と
い
う
立
場
に
あ
る
。

と
こ
ろ
が
曹
洞
宗
の
開
祖
と
さ
れ
る
道
元
(
一
二

0
0
1
一
二
五
三
年
)

の
思
想
を
鑑
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
大
拙
の
立
場
が
容
易
に
は
成
立
し
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。
「
正
法
眼
蔵
」
を
通
じ
た
道
元
の
「
禅
宗
」
批
判
は
、

伝
統
的
な
中
関
禅
と
道
元
の
い
う
「
仏
法
」
と
の
問
の
非
連
続
出
山
を
浮
き

彫
り
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
道
一
冗
は
臨
済
義
玄

(
7
1
八
六
六
年
)
、
大

懇
宗
果
(
一

O
八
九
j

一
一
六
三
年
)
と
い
っ
た
臨
済
宗
の
祖
師
た
ち
を

批
判
す
る
ば
か
り
か
、
「
仏
法
」
を
「
禅
宗
」
と
称
す
る
こ
と
そ
の
も
の

を
拒
絶
し
て
い
る
。

こ
の
点
か
ら
臨
済
と
曹
洞
の
正
統
性
を
め
ぐ
る
議
論
が
展
開
さ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
本
論
で
は
そ
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
本
論
文
の

目
的
は
、
臨
済
と
曹
洞
と
い
う
議
論
そ
の
も
の
の
解
決
を
試
み
る
こ
と
で

は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
議
論
を
通
じ
て
、
道
元
と
対
比
さ
れ
る
大
拙
の
禅

思
想
の
一
側
面
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
柿
の

正
統
性
を
一
不
す
た
め
で
は
な
く
、
大
掛
そ
の
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
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の
議
論
で
あ
る
。

大
約
の
没
後
、
文
献
学
的
研
究
に
基
づ
き
、
道
一
苅
の
禅
宗
批
判
の
内
実

も
着
実
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
後
述
す
る
よ
う
な
大
拙
の
道

元
解
釈
は
そ
れ
に
よ
っ
て
斥
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

大
捌
批
判
を
合
む
そ
の
よ
う
な
道
元
研
究
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
拙
思

想
の
特
徴
が
絡
に
な
る
と
し
た
ら
、
文
献
学
的
客
観
性
と
は
別
の
問
題
と

し
て
そ
こ
に
は
論
ず
べ
き
余
地
が
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
本
論
は
、
以
下
、
道
一
五
の
「
禅
宗
」
批
判
と
そ
れ
を
受
け
て
の
大

拙
の
道
元
理
解
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
議
論
を
踏
ま
え
て
、
一
向
者
が
共
有

し
な
が
ら
そ
の
解
釈
を
異
に
す
る
情
り
の
「
動
性
」
を
テ

i
マ
に
、
大
拙

思
想
の
一
側
面
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

一
、
時
代
背
景
と
そ
の
制
約

本
論
に
入
る
前
に
、
大
拙
が
道
一
疋
を
論
ず
る
に
至
る
背
景
と
そ
の
時

代
的
制
約
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
大
拙
が
道
元
の
思
想
に
つ
い

て
、
積
極
的
な
解
釈
を
与
え
て
い
る
笛
所
は
少
な
く
、
わ
ず
か
に
「
神
思

想
史
研
究
第
一
」
(
一
九
四
三
年
)
、
そ
し
て
「
禅
の
思
想
』
(
一
九
四
三
年
)

の
二
書
に
お
い
て
主
題
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
。
竹
村
牧
男
の
指
摘
す
る
よ

う
に
、
大
拙
が
こ
の
時
期
に
道
元
に
関
心
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
背

景
と
し
て
、
田
辺
元
(
一
八
八
五
j

一
九
六
二
年
)
に
よ
る
凶
田
幾
多
郎

(
一
八
七

O
i
一
九
間
五
年
)
批
判
が
あ
っ
た
三
田
辺
は
「
正
法
眼
蔵
の

哲
学
私
観
」
(
一
九
三
九
年
)
の
中
で
、
仏
を
絶
対
媒
介
と
す
る
立
場
か
ら
、

話
回
の
場
所
的
弁
証
法
の
立
場
を
批
判
し
た
は
。
羽
田
は
大
拙
へ
の
書
簡

中
で
出
辺
の
道
一
正
論
を
批
判
し
、
大
拙
に
意
見
を
求
め
て
い
る
は
。
大
拙

自
身
は
そ
の
返
信
に
お
い
て
は
問
辺
の
論
に
は
触
れ
ず
、
道
一
冗
に
つ
い
て

わ
ず
か
に
言
及
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
ほ
。
大
拙
は
上
述
の
二
書
に
お
い

て
道
元
を
主
題
化
す
る
が
、
そ
れ
は
西
田
・
田
辺
の
論
争
に
促
さ
れ
た
た

と
い
う
γ

山
も
潜
在
的
に
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
よ
り
直
接
的
に
は
、
白
ら
が

発
掘
し
た
盤
庄
永
琢
(
一
六
二
二
j
九
三
年
)
と
の
比
較
対
象
と
し
て
ふ

さ
わ
し
か
っ
た
と
い
う
点
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
大
拙
は
一
九
四

O
年

の
「
総
珪
の
不
生
禅
」
に
お
い
て
、
「
禅
体
験
」
と
「
禅
意
識
」
と
い
う

分
類
、
を
提
示
す
る
。
そ
れ
ま
で
の
大
拙
の
禅
思
想
の
特
徴
は
前
者
す
な
わ

ち
体
験
の
強
調
に
あ
っ
た
と
い
え
る
が
て
こ
こ
に
至
り
彼
は
そ
の
体
験

を
言
語
化
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
締
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
被
が
こ
の

よ
う
な
体
験
の
言
語
化
を
問
題
に
し
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
盤
珪
を
論
ず
る

た
め
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
問
時
に
「
正
法
眼
蔵
』
に
よ
っ
て
借
り
の
一
一
一
一
口
語

化
を
徹
底
さ
せ
た
道
一
冗
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
基
盤
に
も
な
り
え
た
の
で
あ

?
Q
。
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と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
大
拙
の
道
元
理
解
に
時
代
的
な
制
約
が
あ
っ

た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
道
元
の
思
想
に
つ
い
て
の
議
論
は
『
比
法
限

蔵
』
の
級
官
な
史
料
整
型
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な

る
も
の
で
あ
り
、
大
拙
在
世
の
時
点
で
は
い
ま
だ
そ
れ
が
整
っ
て
お
ら
ず
、

大
拙
自
身
そ
れ
を
自
覚
し
て
い
た
と
い
う
山
。
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
『
仮

字
正
法
眼
蔵
』
は
、
巻
数
を
基
準
に
す
れ
ば
七
十
五
巻
本
、
十
二
巻
本
、

六
十
巻
本
、
八
十
四
巻
本
、
八
十
九
巻
本
、
九
十
五
巻
本
、
二
十
八
巻
本
と
、

多
様
な
一
編
本
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
ゆ
。
さ
ら
に
、
同
じ
巻
数
の
編
の
中
で

も
異
な
る
構
成
を
と
る
異
本
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
整
担
に
は
長
い
専



門
的
研
究
を
要
し
た
。
大
拙
は
一
正
法
眼
蔵
』
を
「
九
十
五
巻
」
と
み
な

し
て
い
る
が
て
こ
れ
は
、
永
平
寺
三
十
五
世
晃
全
(
一
六
二
五

i
九
三
年
)

に
よ
る
一
織
を
基
礎
に
し
た
「
永
平
正
法
眼
蔵
』
(
一
八
二
八
年
)
の
こ
と

を
指
し
て
い
る
と
忠
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
九
十
五
巻
本
に
は
道
元
真

撰
と
偽
撰
が
混
在
し
て
お
り
、
諸
研
究
が
道
元
自
身
の
時
恕
し
た
「
正
法

眼
蔵
」
と
し
て
七
十
五
巻
と
十
二
巻
の
二
本
を
挙
げ
た
の
は
、
大
拙
の
没

後
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
ω
。
少
な
く
と
も
、
大
拙
自
身
は
、
正
法
眼
蔵

の
成
立
史
に
つ
い
て
深
く
知
る
機
会
を
持
た
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
以
上
の
背
景
を
踏
ま
え
、
実
際
に
両
者
の
主
張
を
篠
認
し
て
い

き
た
い
。二

、
道
一
冗
の
臨
済
禅
批
判

道
一
冗
の
独
自
の
立
場
は
一
般
に
「
ロ
ハ
管
打
坐
」
「
本
誌
妙
修
」
と
い
っ

た
語
で
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
単
に
中
国
で
流
行
し
て
い
た
禅
を
日
本
に

移
植
し
た
の
で
は
な
く
、
「
仏
法
」
と
し
て
そ
ぐ
わ
な
い
点
に
つ
い
て
は

同
時
代
の
中
包
禅
に
対
し
て
厳
し
い
批
判
を
展
開
し
た
。
こ
こ
で
は
そ
の

よ
う
な
批
判
を
総
称
し
て
「
禅
宗
批
判
」
と
す
る
が
、
そ
の
内
実
は
多
種

多
様
で
あ
り
、
本
論
で
は
到
底
そ
の
詳
綿
に
迫
る
こ
と
は
で
き
な
い
M
o

そ
こ
で
本
論
の
自
的
に
適
う
よ
う
、
論
点
を
絞
っ
て
考
察
を
加
え
て
い
き

た
い
。
す
な
わ
ち
、
大
拙
の
思
想
と
関
連
す
る
点
と
し
て
、
本
論
で
は
①

「
悟
り
に
つ
い
て
」
、
①
「
悟
り
と
修
行
の
関
係
に
つ
い
て
」
、
①
「
行
の

内
実
に
つ
い
て
」
、
と
い
う
三
つ
の
側
面
か
ら
両
者
の
思
想
に
迫
っ
て
い

き
た
い
。

①
ま
ず
道
元
の
中
沼
禅
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
見
性
問
と
、
そ
れ
を

説
く
時
間
判
決
慧
能
(
六
三
八
j
七
一
三
年
)
の
『
六
椙
壇
経
』
へ
の
批
判
を

同
ん
て
い
き
た
い
。
最
も
有
名
な
笛
所
は
、
次
の
一
節
で
あ
る
。

仏
法
い
ま
だ
そ
の
要
見
性
に
あ
ら
ず
、
西
一
大
二
十
八
祖
、
七
仏
い
づ

れ
の
処
に
か
仏
法
の
た
だ
見
性
の
み
な
り
と
あ
る
。
ム
ハ
損
壇
経
に
見

性
の
一
一
一
一
日
あ
り
、
か
の
書
こ
れ
偽
書
な
り
、
附
法
蔵
の
書
に
あ
ら
ず
、

普
渓
の
一
一
一
一
口
句
に
あ
ら
ず
、
仏
祖
の
児
孫
ま
た
く
依
用
せ
ざ
る
書
な

り。

ω

(

『
正
法
制
限
蔵
』
「
聞
神
比
丘
」
)

も
と
も
と
道
元
は
釈
尊
以
来
の
法
脈
の
連
な
り
を
非
常
に
重
要
視
し
て
お

り
、
そ
の
た
め
中
国
禅
宗
の
六
抱
慧
能
を
否
定
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
、
道
元
は
懇
能
の
立
場
を
確
保
し
つ
つ
、
見
性
の
み
を
退
け

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
道
元
の
見
性
批
判
は
こ
こ
に
留
ま
ら
な
い
。

転
境
転
心
は
大
型
の
所
同
な
り
、
説
、
む
説
性
は
仏
祖
の
所
不
肯
な
り
。

見
心
見
性
は
外
道
の
活
計
な
り
、
滞
言
滞
句
は
解
脱
の
道
若
に
あ
ら

ず。

ω

(

『
正
法
眼
蔵
』
「
山
水
経
」
)

こ
こ
で
は
、
は
っ
き
り
と
仏
道
を
見
性
体
験
に
即
し
て
理
解
す
る
こ
と
を

外
道
の
計
ら
い
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
「
見
性
」
の
山
内
実

を
見
て
み
る
と
、
道
一
五
は
「
性
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
諮
っ
て
い
る
。

い
は
く
、
か
の
外
道
の
見
は
、
わ
が
身
、
う
ち
に
ひ
と
つ
の
霊
知
あ
り
、
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か
の
知
、
す
な
は
ち
縁
に
あ
ふ
と
こ
ろ
に
、
よ
く
好
恕
を
わ
き
ま
へ
、

是
非
を
わ
き
ま
ふ
。
痛
停
を
し
り
、
苦
楽
を
し
る
、
み
な
か
の
揺
知

の
ち
か
ら
な
り
。
し
か
あ
る
に
、
か
の
謹
性
は
、
こ
の
身
の
滅
す
る

と
き
、
も
ぬ
け
て
か
し
こ
に
む
ま
る
る
ゆ
ゑ
に
、
こ
こ
に
減
す
と
み

ゆ
れ
ど
も
、
か
し
こ
の
生
あ
れ
ば
、
な
が
く
減
せ
ず
し
て
常
住
な
り

と
い
ふ
な
り
。
か
の
外
道
が
見
、
か
く
の
ご
と
し
。
間
二
緋
道
話
」
)

道
元
に
と
っ
て
「
性
」
と
は
、
肉
体
の
死
に
際
し
で
も
滅
び
る
こ
と
の
な

い
「
霊
知
」
、
常
住
の
生
を
可
能
に
す
る
こ
の
不
滅
の
「
霊
性
」
だ
と
理

解
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
道
元
は
こ
の
よ
う
な
内
な
る
「
性
」
を

捉
え
る
「
見
性
」
を
外
道
の
見
解
と
し
て
激
し
く
攻
撃
し
た
の
で
あ
る
ω
。

彼
に
と
っ
て
悟
り
と
は
見
性
と
は
ま
っ
た
く
加
の
も
の
で
あ
っ
た
。

諸
仏
の
ま
さ
し
く
諸
仏
な
る
と
き
は
、
自
己
は
諸
仏
な
り
と
党
知
す

る
こ
と
を
も
ち
ゐ
ず
。
し
か
あ
れ
ど
も
一
社
仏
な
り
、
仏
を
証
し
も
て

ゆ

く

よ

(

「

正

法

制

限

蔵

」

「

現

成

公

按

」

)

と
あ
る
よ
う
に
、
道
元
に
と
っ
て
の
悟
り
は
修
行
者
の
党
知
を
超
え
た
も

の
で
あ
り
、
体
験
を
悟
り
と
み
な
す
立
場
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
よ
り
積

極
的
に
は
、
次
の
よ
う
に
例
え
ら
れ
る
。

う
を
水
を
ゆ
く
に
、
ゆ
け
ど
も
水
の
き
は
な
く
、
鳥
そ
ら
を
と
ぶ
に
、

と
ぶ
と
い
へ
ど
も
そ
ら
の
き
は
な
し
。
し
か
あ
れ
ど
も
、
う
を
と
り
、

い
ま
だ
む
か
し
よ
り
み
づ
そ
ら
を
は
な
れ
ず
。
只
用
大
の
と
き
は
使

大
な
り
。
一
袋
小
の
と
き
は
使
小
な
り
。
ω(

『
正
法
眼
蔵
』
「
現
成
公
按
」
)
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進
一
兆
か
ら
す
れ
ば
「
見
性
」
に
よ
っ
て
仏
法
を
み
ず
か
ら
の
所
得
と
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
仮
に
そ
の
よ
う
な
体
験
に
よ
っ
て
仏
道
修
行
が

完
成
す
る
も
の
だ
と
し
た
ら
、
本
来
無
限
に
証
し
つ
泊
つ
け
て
い
く
べ
き
仏

法
を
、
人
間
の
認
識
の
枠
内
に
綾
小
化
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
と
い
う
。
こ
こ
で
は
そ
の
無
限
に
続
く
仏
道
が
、
水
中
を
行
く
魚
、

空
を
飛
ぶ
鳥
に
例
え
ら
れ
て
い
る
。
魚
も
鳥
も
、
自
ら
の
生
き
る
世
界
(
水
・

空
)
を
知
り
尽
く
す
こ
と
は
で
き
ず
、
た
だ
自
ら
そ
の
中
を
無
限
に
進
む

こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
自
ら
を
離
れ
て
は
存
在
し
な
い
水
や
空
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
結
果
、
こ
の
よ
う
な
道
元
の

立
場
に
お
い
て
、
「
見
性
」
の
よ
う
に
悟
り
の
瞬
間
を
限
定
す
る
こ
と
は
、

「
回
定
的
で
静
的
」
と
し
て
批
判
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
倒
。

①
次
に
修
一
社
慨
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
。
道
元
は
「
諸
宗
の
坐
禅

は
、
悟
り
を
待
つ
を
則
と
な
す
。
(
中
略
)
吾
が
仏
祖
の
坐
禅
は
然
ら
ず
、

こ
れ
乃
ち
仏
行
な
り
」
(
『
永
平
広
録
」
巻
八
)
、
「
近
日
大
宋
臨
禿
子
等
い

は
く
、
「
悟
道
是
本
期
」
。
か
く
の
ご
と
く
い
ひ
て
い
た
づ
ら
に
待
倍
す
。

し
か
あ
れ
ど
も
、
仏
祖
の
光
明
に
て
ら
さ
れ
ざ
る
が
ご
と
し
」
(
「
正
法
根

蔵
』
「
大
倍
」
)ω
と
示
し
て
い
る
。
「
待
梧
禅
」
と
い
う
語
が
他
宗
(
特
に

宋
代
の
臨
済
宗
)
を
皮
め
る
一
一
一
一
口
葉
と
し
て
成
立
す
る
背
景
に
は
こ
の
よ
う

な
主
張
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
道
元
の
修
一
社
観
は
『
排
道
一
一
一
己
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に

示
さ
れ
て
い
る
。



諸
仏
如
来
、
と
も
に
妙
法
を
単
伝
し
て
、
間
蒋
笠
口
提
を
証
す
る
に
、

最
上
無
為
の
妙
術
あ
り
。
(
中
略
)
こ
の
法
は
、
人
々
の
分
上
に
ゆ

た
か
に
そ
な
は
れ
り
と
い
ゑ
ど
も
、
い
ま
だ
修
せ
ざ
る
に
は
為
ら
は

れ
ず
、
証
せ
ざ
る
に
は
う
る
こ
と
な
し
ょ
(
「
排
道
話
」
)

そ
れ
、
修
証
は
ひ
と
つ
に
あ
ら
ず
と
お
も
へ
る
、
す
な
は
ち
外
道
の

見
な
り
。
仏
法
に
は
、
修
託
こ
れ
一
等
な
り
。
い
ま
も
誌
上
の
修
な

る
ゆ
ゑ
に
、
初
心
の
排
道
す
な
は
ち
本
誌
の
全
体
な
り
。
か
る
が
ゆ

ゑ
に
、
修
行
の
用
心
を
さ
づ
く
る
に
も
、
修
の
ほ
か
に
証
を
ま
つ
お

も
ひ
な
か
れ
と
お
し
ふ
、
直
指
の
本
性
な
る
が
ゆ
ゑ
な
る
べ
し
。
凶

(
吋
排
道
話
」
)

道
元
に
と
っ
て
修
行
と
証
倍
と
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
っ
た
。
衆
生
は
す

で
に
悟
り
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
表
わ
す
た
め
に
、
行
が
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
行
ず
る
と
こ
ろ
に
悟
り
が
あ
り
、
借
り
が
あ
る
と
こ

ろ
に
は
行
が
あ
る
と
い
う
関
係
と
な
る
。
加
え
て
こ
の
行
は
本
来
的
な
悟

り
の
上
で
展
開
さ
れ
る
も
の
な
の
で
、
「
一
社
上
の
修
」
も
し
く
は
「
本
一
社

妙
修
」
と
一
言
わ
れ
る
。
梧
り
と
い
う
目
的
に
向
か
う
た
め
の
手
段
と
し
て
、

修
行
を
信
り
と
別
の
も
の
と
す
る
見
方
は
、
こ
の
立
場
か
ら
外
道
と
し
て

退
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

①
さ
て
上
述
の
よ
う
な
道
元
の
修
行
理
解
は
、
「
口
ハ
管
打
坐
(
た
だ
坐

る
こ
と
い
う
形
で
実
践
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
ロ
ハ
管
打
坐
」
と
は
、
単

に
た
だ
ひ
た
す
ら
坐
る
だ
け
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
無
所
悟
、
無
所
得

の
坐
禅
で
あ
る
か
ら
、
「
た
だ
」
と
は
、
見
性
の
よ
う
な
目
的
を
設
け
る

こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
す
な
わ
ち
、
坐
禅
す
る
こ
と
そ
れ
自

体
が
行
で
あ
る
と
問
時
に
悟
り
で
あ
り
、
そ
の
他
に
悟
り
を
企
図
す
る
こ

と
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
只
管
打
坐
」
と
い
う
一
言

葉
は
上
述
の
よ
う
に
坐
禅
す
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
悟
り
の
現
れ
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
坐
禅
の
み
を
悟
り
の
行
で
あ
る
と
位
置
付

け
る
言
葉
で
も
あ
る
。
従
っ
て
臨
済
禅
の
よ
う
に
、
多
数
の
公
案
(
禅
問

答
)
を
用
い
て
段
階
的
に
行
を
進
め
て
い
く
実
践
は
、
基
本
的
に
は
梯
子

悟
り
と
し
て
退
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
『
正
法
根
蔵
」
「
坐
禅

綴
」
で
は
以
下
の
よ
う
に
示
す
。

又
一
類
の
漢
あ
り
、
「
坐
禅
排
道
は
こ
れ
初
心
晩
学
の
要
機
な
り
、

か
な
ら
ず
し
も
仏
視
の
行
履
に
あ
ら
ず
。
行
亦
禅
、
坐
亦
禅
、
語
歎

動
静
体
安
然
な
り
。
た
だ
い
ま
の
功
夫
の
み
に
か
か
は
る
こ
と
な
か

れ
」
。
臨
済
の
余
流
と
称
ず
る
と
も
が
ら
、
を
ほ
く
こ
の
見
解
な
り
。

仏
法
の
正
命
つ
は
わ
れ
る
こ
と
を
ろ
そ
か
な
る
に
よ
り
て
、
任
心
理
道

す
る
な
り
。
な
に
か
こ
れ
初
心
、
い
づ
れ
か
初
心
に
あ
ら
ざ
る
、
初

心
い
づ
れ
の
と
こ
ろ
に
か
を
く
よ
(
「
正
法
眼
蔵
」
「
坐
禅
綾
」
)

坐
禅
は
初
心
の
学
禅
者
、
年
老
い
た
学
禅
者
に
と
っ
て
重
要
な
だ
け
で
あ

り
、
坐
禅
の
み
が
仏
揺
の
行
い
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
と
す
る
立
場
に
対

し
て
、
道
一
冗
は
「
初
心
」
と
い
っ
た
段
階
を
設
定
す
る
こ
と
自
体
を
否
定

し
て
い
る
。
皆
、
坐
禅
を
通
じ
て
老
若
男
女
同
わ
ず
仏
で
あ
る
の
で
、
坐

禅
以
外
に
公
案
な
ど
に
よ
っ
て
修
行
の
階
梯
を
設
け
る
こ
と
は
道
元
の
考
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え
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

彼
は
「
坐
持
」
と
い
う
行
法
の
み
を
選
択
し
た
明
白
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
に
示
す
。

た
だ
仏
家
の
も
ち
ゐ
る
と
こ
ろ
を
ゆ
ゑ
と
し
る
べ
し
。
(
中
略
)
一

仏
二
仏
の
修
行
の
み
ち
に
あ
ら
ず
、
諸
仏
諮
問
問
に
み
な
こ
の
み
ち
あ

り。

ω

(

吋
排
道
話
」
)

こ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
道
一
冗
に
と
っ
て
「
坐
禅
」
と
は
過
去

の
諸
仏
が
み
な
共
通
し
て
歩
ん
で
き
た
道
、
す
な
わ
ち
仏
行
と
し
て
理
解

さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
仏
に
な
る
た
め
の
行
で
は
な
く
、
仏
と
し
て
の
行

な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
道
一
冗
の
批
判
を
以
上
の
よ
う
に
概
観
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

A

要
点

は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
①
見
性
批
判
お
よ
び
そ
れ
を

説
く
『
六
担
壇
経
」
へ
の
批
判
、
①
修
行
に
よ
っ
て
悟
り
を
得
る
と
い
う

関
係
、
す
な
わ
ち
「
待
倍
禅
」
に
対
す
る
批
判
、
①
口
ハ
管
打
坐
の
立
場
か

ら
の
余
行
批
判
。
次
に
臨
済
禅
に
思
想
的
基
盤
を
も
っ
大
拙
が
、
こ
の
よ

う
な
批
判
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
い
る
か
を
見
て
い
き
た
い
。

三
、
大
拙
の
解
釈

大
拙
の
著
作
中
で
、
「
道
一
冗
」
の
名
は
た
び
た
び
登
場
す
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
彼
の
一
言
及
は
あ
る
一
定
の
文
紙
で
道
元
を
紹
介
す
る
こ
と
が
多

く
、
必
ず
し
も
多
様
な
解
釈
を
展
開
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
具
体
的
に

は
、
道
一
克
が
波
宋
し
た
擦
に
「
柔
軟
心
」
を
持
ち
帰
っ
た
こ
と
、
『
一
止
法

眼
誠
」
と
い
う
制
服
解
晦
渋
な
詩
物
に
よ
っ
て
後
出
の
弟
子
た
ち
を
苦
し
め

た
こ
と
、
間
柄
宗
が
道
一
冗
綿
入
の
人
栴
を
崇
め
る
道
一
冗
宗
と
な
っ
て
い
る

こ
と
、
こ
の
よ
う
な
断
片
的
な
記
述
を
多
く
の
笥
所
で
繰
り
返
し
て
い
る
。

と
は
い
え
、
当
然
こ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
紹
介
に
終
始
し
て
い
る
訳
で

は
な
い
。

大
拙
の
道
一
冗
期
一
解
は
基
本
的
に
「
身
心
脱
落
」
を
体
験
と
み
な
す
こ
と

に
よ
っ
て
成
り
立
つ
。
道
元
自
身
は
、
こ
の
よ
う
な
体
験
を
求
め
て
坐
禅

す
る
こ
と
を
否
定
し
た
が
、
大
拙
は
彼
自
身
が
こ
の
よ
う
な
体
験
を
得
て

い
る
点
を
繰
り
返
し
強
調
す
る
。
以
下
、
道
元
の
批
判
に
即
し
て
大
拙
の

所
説
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

①
ま
ず
、
禅
に
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
見
性
を
宣
揚
す
る
大
拙
は
、
そ

れ
を
激
し
く
排
斥
す
る
道
元
の
批
判
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
。

結
論
か
ら
一
一
一
一
口
う
と
、
大
拙
は
「
見
性
」
の
詰
の
意
味
を
変
容
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
道
元
の
批
判
の
範
一
時
か
ら
抜
け
出
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
大
拙

の
主
張
す
る
見
性
は
、
道
一
冗
の
批
判
し
て
い
る
見
性
と
は
異
な
る
内
実
を

持
つ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
道
元
が
批
判
し
た
見
性
と
は
、
「
性
」
と
い
う
も
の
が
、
何

か
実
体
的
で
屈
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
主
体
と
し
て
「
見
る
」
と

い
う
関
係
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
悟
り
と
呼
ぶ
こ
と
を
否
定
し
た
の
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
先
の
「
霊
性
」
も
ま
た
、
人
間
の
心
の
背
後
に
あ
る
「
常
住

不
変
」
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
よ
う
な
不
変
な
「
情
り

そ
の
も
の
」
を
人
間
が
体
得
す
る
よ
う
な
関
係
が
、
道
元
が
攻
単
し
た
見

性
で
あ
っ
た
。
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一
方
、
大
拙
の
見
性
理
解
は
、
語
義
を
離
れ
た
独
自
の
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
彼
は
言
葉
で
説
明
し
き
れ
な
い
体
験
の
内
実
を
、
よ
り
的
躍
に
一
部

す
た
め
に
語
義
を
独
自
に
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。
以
下
の
引
用
は
そ
れ
を

端
的
に
示
し
て
い
る
。

晃
る
と
性
と
を
わ
け
で
は
な
ら
ぬ
。
見
即
性
で
、
性
即
見
と
一
五
ふ
の

が
、
情
り
の
当
体
で
あ
る
。
慧
能
は
こ
ん
な
風
に
し
て
見
性
経
験
を

、

禅
と
考
へ
た
。
性
と
云
ふ
偲
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
寂
然
不
動
の
体
で
、

、

そ
の
個
な
る
体
が
、
誰
か
に
よ
り
て
見
ら
れ
る
と
考
へ
る
と
き
、
悟

り
は
な
く
な
る
、
禅
経
験
は
そ
こ
に
な
い
の
で
あ
る
。
寂
然
不
動
の

、

、

体
が
そ
の
ま
ま
で
見
の
用
で
あ
る
。
見
る
も
の
、
働
く
も
の
が
、
そ

の
ま
ま
在
る
も
の
で
、
又
在
る
こ
と
が
見
る
こ
と
働
く
こ
と
な
の
で

あ
る
。
禅
は
こ
れ
を
体
得
す
る
と
き
成
立
す
る
。

(
「
全
集
」
第
一
巻
、
一
二
一
三
頁
)

大
拙
の
所
論
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
情
り
と
は
、
実
体
的
・
回
定
的
な
性
質

で
は
な
く
、
動
的
な
は
た
ら
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
(
悟
り
の
)

は
た
ら
き
た
る
「
性
」
を
、
実
際
に
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
視
覚
的
に
見

る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
心
理
的
に
経
験
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は

言
い
か
え
れ
ば
「
は
た
ら
く
」
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
見
性
」
と
は
「
悟

り
の
は
た
ら
き
が
は
た
ら
く
こ
と
」
と
で
も
い
う
べ
き
経
験
で
あ
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
作
用
は
経
験
さ
れ
な
い
限
り
作
用
と
は
い
え
な
い
。

ま
た
、
こ
こ
で
(
仏
)
性
は
、
見
る
も
の
に
対
立
す
る
倒
な
る
体
で
は
な

い
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
「
見
性
」
理
解
が
、
道
一
冗
の
よ
う
な
語
義
通
り

の
「
見
性
」
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ

こ
の
よ
う
に
俗
的
な
「
性
」
を
否
定
す
る
大
拙
の
立
場
が
、
先
程
の
道
一
冗

の
見
性
批
判
と
合
致
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
道
一
冗
も
ま
た
倒
的
で

常
住
な
(
磁
器
性
を
捉
え
る
と
い
う
見
性
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。

大
拙
は
見
性
を
作
用
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
結
果
と
し
て
道
元
の
批

判
と
同
じ
く
「
備
的
な
性
」
を
批
判
す
る
立
場
に
至
っ
た
と
い
え
る
。
こ

の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
見
性
を
め
ぐ
る
道
一
克
の
臨
済
禅
批
判
は
、
大

拙
の
見
性
理
解
と
大
き
く
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
む

し
ろ
大
拙
は
、
見
性
の
「
性
」
を
そ
の
よ
う
な
個
的
な
「
性
」
と
し
て
理

解
し
た
道
元
に
対
し
て
、
そ
れ
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

見
性
と
一
五
ふ
と
性
な
る
も
の
が
別
に
あ
る
と
思
つ
て
は
な
ら
ぬ
。
か

う
忠
ふ
か
ら
、
禅
宗
の
或
る
一
派
で
は
見
性
に
反
対
す
る
。
こ
れ
は

つ
ま
り
誤
っ
た
前
提
か
ら
出
発
し
て
ゐ
る
か
ら
の
事
で
あ
る
。

(
「
全
集
」
第
二
ニ
巻
、
四
一
九
頁
)

実
際
を
云
ふ
と
、
官
洞
宗
で
も
禅
で
あ
る
限
り
、
見
性
を
一
五
は
な
く

て
は
な
ら
ぬ
の
だ
。
訴
者
と
も
慧
能
大
師
を
六
担
と
し
て
、
そ
の
宗

旨
を
継
承
す
る
と
云
ふ
点
に
お
い
て
は
一
味
同
体
な
の
で
あ
る
。
市

し
て
慧
能
の
根
本
的
主
張
は
見
性
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
否
定
で
き
ぬ

歴
史
的
事
実
で
あ
る
。
道
元
禅
師
は
見
性
と
云
ふ
こ
と
が
、
コ
ハ
祖

寝
経
」
に
あ
る
か
ら
、
吋
附
也
経
い
は
偽
書
だ
と
云
ふ
や
う
に
伝
へ
ら

れ
て
居
る
が
、
そ
れ
は
何
か
の
誤
り
で
あ
る
。
(
中
略
)
道
一
冗
に
見
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性
を
排
す
る
態
度
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
見
性
体
験
の
技
術

に
関
す
る
一
績
の
密
告
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。

(
「
全
集
」
第
一
九
巻
、

一
二
五
頁
)

道
一
冗
が
大
拙
の
い
う
よ
う
な
宗
教
経
験
を
も
批
判
し
た
か
と
い
う
問
題
は

後
述
す
る
も
の
と
し
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
大
拙
白
身
は
道
元
の
見
性
批

判
を
正
面
か
ら
退
け
て
い
る
。

①
道
一
冗
は
「
修
一
社
一
等
」
の
立
場
か
ら
、
臨
済
禅
を
「
待
悩
禅
」
と
し

て
批
判
し
た
が
、
次
に
こ
の
問
題
を
考
察
し
て
み
た
い
。
大
拙
は
、
坐
怖

を
通
じ
て
本
来
的
な
党
性
が
現
れ
る
と
す
る
修
一
社
一
等
(
修
託
不
二
)
の

立
場
を
、
自
ら
の
諮
る
「
定
慧
一
小
二
」
と
類
す
る
も
の
と
し
て
み
な
し
て

い
る
。

、、

道
一
花
は
悟
を
斥
く
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
口
ハ
坐
(
禅
)
を
よ
り
強
く
云

ふ
の
で
あ
る
。
「
学
道
の
最
安
は
坐
禅
こ
れ
第
一
な
り
」
(
随
間
記
)
で
、

修
と
一
誌
と
を
明
か
に
わ
け
で
説
く
こ
と
も
、
亦
道
元
の
所
説
で
あ
る
。

誌
は
惜
で
あ
る
、
さ
と
り
で
あ
る
。
修
は
坐
で
あ
り
、
坐
禅
で
あ
り
、

打
坐
で
あ
る
。
ぼ
ん
や
り
と
「
端
坐
し
て
時
を
移
」
す
の
で
な
く
て
、

、、

こ
の
端
坐
の
と
こ
ろ
に
、
修
証
一
等
、
定
慧
不
二
の
当
体
を
見
ん
と

す
る
の
が
、
道
一
苅
の
哲
学
的
思
惟
で
併
せ
て
禅
的
直
観
な
の
で
あ
る
。

完
全
集
』
第
一
巻
、
六
五
頁
)

道
一
冗
は
修
証
一
等
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
坐
禅
を
離
れ
て
大
拙
の

い
う
よ
う
な
特
別
な
悟
り
の
体
験
な
ど
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
示

そ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
大
拙
は
、
単
に
強
調
点
の
速
い
と
し
て

解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
む
し
ろ
こ
こ
で
は
、
道
元
が
見
性
体
験
と
は

無
縁
の
実
践
と
し
て
示
そ
う
と
し
て
い
た
修
証
一
等
を
、
見
性
体
験
の

内
実
た
る
定
慧
不
二
と
伺
じ
も
の
と
し
て
並
列
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
定
」
と
は
心
の
働
き
を
鎖
め
た
限
想
の
境
地
、

E
E
は
般
若
の
智
慧
を

怠
昧
し
て
い
る
。
こ
の
定
怒
に
つ
い
て
彼
は
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。
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此
処
で
は
定
懇
不
二
と
見
性
と
を
述
べ
る
。
(
中
略
)
自
性
と
云
ひ
、

清
浄
と
一
五
ひ
、
心
と
云
ふ
と
、
何
か
そ
ん
な
儲
的
存
在
が
別
に
あ
る

も
の
の
や
う
に
考
へ
ら
れ
て
く
る
。
(
中
略
)
そ
の
「
こ
な
る
も

、

の
を
偶
と
し
て
、
坐
禅
者
の
心
の
中
又
は
外
に
惜
定
す
る
癖
が
出
来

る
。
此
癖
に
狩
り
立
て
ら
れ
る
と
、
定
の
外
に
慧
が
あ
る
と
考
へ
て

来
る
。
即
ち
坐
禅
し
て
定
に
入
る
と
、
そ
の
定
の
中
か
ら
慧
な
る
働

き
が
出
る
と
云
ふ
こ
と
に
考
へ
ら
れ
、
定
慧
分
離
説
が
出
る
。
坐
禅

は
自
性
の
消
浄
を
観
照
す
る
修
行
で
、
此
修
行
が
つ
ま
な
い
と
慧
は

得
ら
れ
ぬ
と
云
ふ
の
で
あ
る
。

(
「
全
集
」
第
一
巻
、
一
一

一
j
一
一
二
二
一
良
)

坐
禅
に
よ
る
精
神
の
統
一
状
態
で
あ
る
に
入
っ
て
か
ら
、
そ
れ
と

は
加
の
「
慧
」
が
得
ら
れ
る
と
い
う
関
係
は
こ
こ
で
大
拙
自
身
も
否
定
し

て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
道
元
に
よ
る
待
情
禅
批
判
と
伺
一
の
内
容
を
示

し
て
い
る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
「
慧
(
悟
り
の
智
慧
こ
を
得
る
た
め

の
手
段
と
し
て
の
「
定
(
坐
禅
こ
を
修
す
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。



、

、

定
と
慧
と
を
別
別
に
し
て
、
そ
の
間
に
等
と
か
同
と
か
を
云
つ
て
は

な
ら
ぬ
。
定
が
懇
で
、
慧
が
定
で
あ
る
。
(
中
略
)
働
く
も
の
と
働

き
と
を
分
け
て
は
な
ら
ぬ
。
(
「
全
集
』
第
一
巻
、
コ
二
三
頁
)

こ
れ
は
先
程
の
見
性
論
と
同
じ
筒
所
で
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
大
拙
は
道
元
に
お
い
て
は
、
本
来
見
性
と
は
無
縁
で
あ
る
べ
き
「
修

託
一
等
」
と
い
う
立
場
を
、
見
性
の
は
た
ら
き
に
お
け
る
坐
禅
と
智
慧
の

関
係
の
中
に
組
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

①
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
大
拙
と
道
元
は
坐
禅
に
お
い
て
借
り
を
現

す
と
い
う
点
で
非
常
に
似
通
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
大
拙
は
本
来
坐
禅
に
お
け
る
精
神
の
統
一
を
意
味
す
る
「
定
(
三

昧
)
」
を
拡
大
解
釈
す
る
こ
と
で
、
よ
り
臨
済
禅
的
な
特
徴
を
示
し
て
い
る
。

手
を
挙
げ
足
を
運
ぶ
、
こ
れ
が
三
味
で
あ
り
、
波
羅
蜜
で
あ
る
。
三

昧
は
、
坐
禅
し
て
定
の
極
限
に
で
も
迷
せ
ぬ
と
得
ら
れ
ぬ
も
の
の
や

う
に
忠
ふ
が
、
さ
う
で
な
い
、
一
ニ
味
は
揚
肩
瞬
毘
で
あ
る
。

(
「
全
一
集
い
第
一
巻
、
三
二
四
頁
)

す
な
わ
ち
、
大
掛
は
こ
こ
で
、
坐
禅
だ
け
で
な
く
、
居
の
動
き
や
自
の
瞬

き
を
含
め
て
人
間
の
一
挙
手
一
投
足
す
べ
て
の
行
為
・
営
み
が
「
見
性
」

も
し
く
は
「
定
懇
不
二
」
の
現
場
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

つ
ま
り
悟
り
が
現
れ
る
の
は
決
し
て
坐
禅
を
し
て
い
る
と
き
だ
け
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
大
拙
は
、
あ
く
ま
で
も
坐
禅
を
専
ら

と
す
る
道
元
の
只
管
打
坐
の
立
場
と
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
凶
そ
こ
で
、

「
口
ハ
管
打
坐
」
に
対
す
る
大
拙
の
所
見
を
追
っ
て
い
き
た
い
。

道
元
は
「
坐
禅
」
と
云
ひ
、
「
結
蜘
欽
坐
」
と
一
五
ひ
、
「
口
ハ
管
打
坐
」

と
云
ふ
。
而
し
て
そ
の
外
に
修
な
く
、
証
な
く
、
工
夫
な
く
、
関
悟

な
し
と
断
ず
る
。
こ
れ
が
中
々
這
入
り
に
く
い
禅
道
で
あ
る
。
彼
は

身
心
脱
落
、
脱
落
身
心
に
お
い
て
如
何
に
も
深
き
体
験
に
得
入
し
た

も
の
に
相
違
な
い
。
完
全
集
』
第
一
巻
、
一
二
三
五

1
一
二
三
六
頁
)

こ
こ
で
も
大
拙
は
体
験
か
ら
道
一
冗
を
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
大
拙
に

と
っ
て
、
道
一
冗
の
只
管
打
坐
が
本
当
に
修
証
一
等
と
し
て
の
坐
禅
に
な
る

た
め
に
は
、
見
性
体
験
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

坐
禅
は
そ
の
ま
ま
で
は
誌
で
な
い
、
そ
の
中
に
修
が
な
く
て
は
な
ら

ぬ
。
併
し
修
は
一
誌
を
閤
つ
て
の
修
i
i
e
功
夫
1
1
1
で
な
い
。
坐
禅
の

上
に
計
ひ
の
な
い
討
ひ
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
(
中
略
)

誤
っ
て
坐
禅
を
以
て
只
度
無
為
の
禅
坐
と
な
す
こ
と
な
か
れ
。

(
『
全
集
』
第
一
三
巻
、
九
六
頁
)

こ
の
よ
う
に
、
「
悟
り
を
求
め
ず
に
、
た
だ
坐
る
」
と
い
う
道
一
克
の
立
場
は
、

大
拙
に
よ
っ
て
「
計
ら
い
の
な
い
計
ら
い
(
壮
無
分
別
の
分
別
)
と
い
う

智
慧
を
は
た
ら
か
せ
て
坐
る
」
と
い
う
立
場
に
置
き
換
え
ら
れ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
や
は
り
見
性
を
前
提
と
す
る
坐
禅
と
い
え
る
だ
ろ

、っ。
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以
上
の
よ
う
に
大
拙
は
一
践
し
て
道
元
を
み
ず
か
ら
の
体
験
主
義
的
禅

開
解
の
枠
内
に
組
み
込
も
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
を
主
張
す
る
た
め
、
大

拙
は
口
ハ
管
打
坐
を
提
出
す
る
道
元
自
身
が
「
身
心
脱
器
、
脱
落
身
心
」
と

い
う
(
見
性
)
体
験
を
得
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
た
め
、
後
学

の
も
の
が
只
管
打
坐
を
実
践
す
る
場
合
に
も
、
道
元
そ
し
て
臨
済
流
の
禅

者
の
よ
う
に
見
牲
を
裂
す
る
の
だ
と
、
結
論
付
け
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
大
拙
は
「
一
止
法
眼
蔵
い
「
坐
禅

態
」
に
お
い
て
、
道
一
応
が
「
い
は
ゆ
る
坐
禅
緩
の
緩
は
大
間
現
前
な
り
」

お
と
論
じ
て
い
る
こ
と
を
取
り
挙
げ
、
そ
れ
を
自
ら
の
解
釈
の
論
拠
と
し

匹

前

0

・f
、

道
元
は
努
践
に
、
坐
禅
は
結
蜘
扶
坐
の
姿
で
、
何
か
に
つ
き
て
顕
恕

を
凝
ら
す
修
行
形
式
で
あ
る
、
と
云
ふ
風
に
見
て
居
な
い
こ
と
が
わ、、

か
る
。
坐
禅
そ
の
も
の
が
大
府
現
前
だ
と
解
せ
ら
れ
て
居
る
。
大
問

、、現前
と
は
云
ふ
は
、
絶
対
的
真
実
在
そ
の
も
の
と
云
ふ
義
で
あ
る
。

廓
落
無
依
で
、
何
等
の
拘
束
を
受
け
ず
、
自
由
自
在
に
働
く
も
の
の

当
体
が
此
坐
禅
だ
と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。

(
「
全
集
』
第
一

ニ
巻
、
八
四
頁
)

大
拙
は
道
元
を
終
始
一
叫
民
し
て
「
は
た
ら
き
」
の
体
験
か
ら
解
釈
し
て
い

た
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
道
元
自
身
が
「
大
用
現
前
」
の
坐
禅
を
説
い
て
い

る
。
大
拙
は
大
府
を
「
絶
対
的
な
は
た
ら
き
」
と
し
て
理
解
す
る
の
で
、
「
大

用
現
前
」
と
は
、
悟
り
の
絶
対
的
な
は
た
ら
き
が
坐
禅
者
に
あ
り
あ
り
と

経
験
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
「
口
ハ
管

打
坐
」
を
強
調
す
る
道
一
兆
の
坐
禅
論
の
中
で
も
珍
し
く
、
坐
禅
の
は
た
ら

き
に
言
及
す
る
鈎
所
で
あ
る
。
こ
の
一
節
か
ら
大
拙
は
道
元
を
み
ず
か
ら

の
持

m解
に
組
み
込
む
論
拠
を
得
た
と
一
一
一
一
口
え
る
。

大
拙
に
と
っ
て
は
、
生
禅
に
限
ら
ず
一
挙
手
一
投
足
が
仏
性
の
は
た
ら

き
の
表
現
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
禅
僧
は
、
例
え
ば
指
を
一

本
立
て
た
り
、
あ
る
い
は
「
喝
」
を
叫
ぶ
な
、
と
し
て
山
、
そ
れ
ぞ
れ
偲
性

を
も
っ
て
自
身
の
悟
り
の
は
た
ら
き
を
表
現
す
る
。
道
元
は
そ
れ
ら
の
多

械
な
表
現
の
中
で
、
坐
禅
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
仏
性
の
は
た
ら
き
を
示

そ
う
と
し
た
の
だ
と
、
大
拙
は
捉
え
た
の
で
あ
る
。
道
元
に
と
っ
て
坐
禅

は
仏
行
と
し
て
の
絶
対
性
を
有
し
て
い
た
実
践
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
大
拙

は
そ
れ
を
悟
り
の
多
様
な
表
現
形
式
の
一
例
で
あ
る
と
位
置
付
け
て
い
る

の
で
あ
る
。

以
上
、
大
拙
の
道
元
解
釈
を
考
察
し
て
き
た
。
ま
ず
、
見
性
批
判
に
対

し
て
大
拙
は
道
元
と
は
異
な
る
見
性
理
解
を
示
す
こ
と
で
、
む
し
ろ
道
元

と
向
維
の
主
張
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
次
に
修
一
社
一
等
に

基
づ
く
待
結
禅
批
判
に
つ
い
て
は
、
逆
に
「
定
慧
不
二
」
と
い
う
見
性
体

験
の
内
容
と
し
て
、
「
修
一
社
一
等
」
を
解
釈
し
、
大
拙
も
道
一
冗
と
同
じ
く

待
箔
禅
を
批
判
す
る
立
場
に
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
最
後
に
坐
禅
の
み
を

仏
行
と
し
て
専
修
す
る
「
只
管
打
坐
」
に
対
し
て
は
、
坐
禅
の
価
髄
を
担

保
し
つ
つ
、
み
ず
か
ら
の
重
要
視
す
る
見
性
体
験
の
表
現
形
式
と
し
て
、

す
な
わ
ち
「
大
府
現
前
の
坐
禅
」
と
し
て
そ
れ
を
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
大
拙
の
解
釈
に
は
序
に
お
い
て
述
べ
た

よ
う
に
、
文
献
学
的
研
究
の
立
場
か
ら
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
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も
大
拙
の
解
釈
の
中
心
に
あ
る
、
体
験
と
し
て
の
「
身
心
脱
落
」
に
対
し

て
、
松
問
問
由
香
子
は
「
身
心
脱
落
は
、
進
行
中
の
継
続
す
る
事
態
を
表

す
。
こ
れ
か
ら
功
夫
せ
よ
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
打
坐
の
功
夫
が
身
心

脱
落
な
の
で
あ
り
、
そ
の
功
夫
と
は
、
た
だ
呆
然
と
坐
る
の
で
な
く
〈
坐

禅
儀
〉
に
あ
る
よ
う
に
、
非
思
量
底
を
思
量
す
る
、
作
仏
を
図
ら
ぬ
冗
坐

で
あ
る
」
、
ま
た
「
仏
と
は
す
で
に
他
人
の
事
柄
、
個
人
の
体
験
で
は
な

い
の
で
あ
る
エ
と
示
し
て
い
る
。
ま
た
大
拙
の
理
解
を
継
承
す
る
秋
月

能
成
の
体
験
主
義
的
道
一
克
論
も
ま
た
、
石
井
修
道
「
道
元
の
本
来
成
仏
批

判
と
本
証
妙
修
」
に
よ
っ
て
既
に
厳
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
臨
済
禅
の
見
性
(
体
験
)
に
基
づ
く
道
元
埋
解
に
対
し
て
は
、
大

拙
没
後
の
曹
洞
宗
教
学
、
道
元
研
究
の
立
場
か
ら
明
確
な
拒
絶
が
為
さ
れ

て
来
た
の
で
あ
る
的
。

し
か
し
、
臨
済
禅
と
道
元
禅
の
対
立
に
は
一
つ
の
興
味
深
い
点
が
あ

る
。
両
者
は
互
い
に
「
回
定
的
」
で
「
静
的
」
な
借
り
を
否
定
し
て
、
「
動

的
」
な
情
り
を
主
張
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
両
者
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の

「
動
的
な
悟
り
」
の
立
場
か
ら
互
い
の
思
想
を
批
判
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

臨
済
禅
と
道
元
禅
と
の
対
立
は
、
根
本
的
に
は
こ
の
点
に
起
因
し
て
い
る

も
の
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
動
き
を
「
動

性
」
と
名
づ
け
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
れ
を
明
ら
か

に
し
て
い
き
た
い
。

問
、
動
的
活
り

前
節
に
お
い
て
、
大
拙
が
道
一
克
の
批
判
を
、
道
一
花
の
批
判
す
る
体
験
の

立
場
か
ら
解
釈
し
直
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
両
者
の
思
想

は
本
来
反
目
す
べ
き
も
の
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
た
め
、
大
拙
の
道
元
評

は
総
じ
て
高
く
な
い
。
こ
れ
は
両
者
の
主
張
す
る
「
動
性
」
の
遣
い
に
も

起
因
し
て
い
る
。

道
元
に
と
っ
て
の
「
動
性
」
は
、
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
仏
法
の
無
窮

性
、
無
限
性
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
『
正
法
限
蔵
』
「
現
成
公
按
」
に

明
ら
か
な
よ
う
に
、
託
悟
し
て
い
く
仏
法
と
は
、
「
ゆ
け
ど
も
」
「
き
は
な

く
」
、
ま
た
「
と
ぶ
と
い
へ
ど
も
」
「
き
は
な
し
」
と
表
現
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
道
元
に
と
っ
て
は
、
一
瞬
一
瞬
に
お
い
て
、
そ
の
都
度
ご
と
の

修
誌
を
行
じ
、
円
満
な
悟
り
を
不
断
に
、
そ
し
て
無
限
に
繰
り
返
し
て
い

く
あ
り
方
こ
そ
が
「
動
性
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
い
わ

ば
「
無
限
の
未
来
へ
の
継
続
性
」
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は

松
向
由
香
子
に
よ
っ
て
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
「
一
度
だ
け
の
回
定
的
な

静
的
な
悟
り
で
は
な
く
、
む
し
ろ
打
坐
に
お
い
て
際
の
な
い
悟
り
を
借
り

続
け
、
し
た
が
っ
て
い
つ
も
新
し
く
万
法
に
聴
き
、
新
た
な
一
一
一
一
口
語
を
み
ず

か
ら
創
出
す
る
働
き
で
あ
る
。
(
中
略
)
悟
り
に
安
住
す
る
の
で
は
な
く
、

絶
え
ず
あ
ら
た
に
仏
法
を
自
ら
の
言
葉
で
継
承
し
て
い
く
あ
り
方
で
あ
る

:」
ω
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
継
続
性
」
と
い
っ

て
も
、
そ
れ
は
一
つ
の
行
を
単
に
未
来
に
向
け
て
延
長
し
て
い
く
あ
り
方

で
は
な
く
、
そ
の
都
度
ご
と
の
行
が
そ
の
都
度
ご
と
の
託
を
現
成
さ
せ
る
、

い
わ
ば
更
新
さ
れ
て
い
く
と
い
う
意
味
で
の
継
続
性
で
あ
る
。
た
だ
し
、

更
新
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
、
仏
法
そ
の
も
の
は
人
間
の
党
知
と
は
無
縁
で

あ
る
た
め
、
悟
り
が
深
ま
っ
て
い
く
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
上
述
し
た

「
身
心
脱
落
」
と
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
継
続
的
な
あ
り
方
を
一
部
す
話
と
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し
て
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
慨
に
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の
「
動
性
」
に
は
「
は
た
ら
き
」
が

関
わ
っ
て
い
る
。
「
口
ハ
前
大
の
と
き
は
使
大
な
り
」
(
「
現
成
公
抜
」
)
と
い

う
と
き
の
、
こ
の
「
用
」
は
万
法
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の

万
法
の
は
た
ら
き
も
、
「
自
己
を
わ
す
る
る
」
と
き
に
は
た
ら
く
も
の
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
人
間
の
意
識
に
お
い
て
自
覚
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
、
万
法
の
は
た
ら
き
が
十
全
に
は
た
ら
く
た
め
に

は
、
そ
れ
を
妨
げ
る
自
我
の
活
動
は
休
止
し
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
は
た
ら
き
」
は
継
続
さ
れ
て
い
く
行

の
中
で
一
回
一
回
現
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
継
続
性
そ
の
も
の
の
成
立
へ

の
荘
接
の
関
係
は
、
い
ま
だ
明
確
で
は
な
い
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
修
一
誌
を

不
断
に
行
じ
て
い
く
と
い
う
継
続
性
が
、
実
践
者
の
修
行
の
あ
り
方
に
左

右
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
実
践
者
の
党
知
と
は
無
縁
で
あ
る
は
ず
の
万
法
の

は
た
ら
き
は
、
そ
の
継
続
性
に
草
接
的
に
は
関
mm
し
な
い
よ
う
に
忠
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
一
刀
法
に
よ
っ
て
は
た
ら
き
か
け
ら
れ
た
実
践
者
の
意
識

が
、
(
そ
れ
を
党
知
し
な
い
ま
ま
)
そ
の
継
続
牲
を
成
立
さ
せ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
間
接
的
に
関
係
し
た
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。

で
は
大
拙
に
と
っ
て
の
「
動
的
な
悟
り
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
大
拙
の
禅
理
解
、
霊
性
思
想
の
背
後
に
は
、
中
国
思
想
特
有
の
「
体

用
論
」
が
あ
る
。
体
と
は
本
体
も
し
く
は
実
体
、
用
と
は
作
用
の
意
で
あ

り
、
両
者
は
不
二
と
し
て
語
ら
れ
る
。
「
体
用
論
」
は
禅
宗
に
お
い
て
は

六
祖
慧
能
の
「
六
祖
壇
経
い
も
し
く
は
彼
の
弟
子
、
荷
浮
神
会
(
六
八
四

j
七
五
八
年
)
の
語
録
に
初
め
て
現
れ
る
が
、
そ
の
思
想
自
体
は
禅
宗
の

庇
史
よ
り
古
い
ω
。
「
禅
思
想
史
研
究
第
一
」
に
お
い
て
大
拙
は
体
を
「
寂
」

と
し
、
問
を
「
知
」
と
「
出
」
と
に
分
け
、
一
二
つ
の
訴
か
ら
禅
経
験
を
論

じ
て
い
る
。
大
拙
は
、
臨
済
系
の
者
話
禅
(
白
隠
禅
)
は
「
知
」
と
「
用
」

を
、
黙
照
禅
と
そ
こ
に
大
き
く
依
拠
す
る
道
元
禅
は
「
寂
」
と
「
知
」
を

そ
れ
ぞ
れ
重
変
説
す
る
と
分
類
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
動
性
」
を
こ
の
関

係
の
中
か
ら
規
定
し
て
い
く
。

76 

、

、

、

道
元
は
知
の
静
か
に
照
ら
す
方
面
を
よ
り
強
く
注
意
す
る
が
、
自
路

、
は
知
の
動
い
て
出
る
と
こ
ろ
に
、
気
が
く
ば
ら
れ
る
。
白
隠
は
無
分

別
が
分
別
に
な
る
と
こ
ろ
を
見
、
道
元
は
分
別
が
無
分
別
に
還
る
と

こ
ろ
を
見
る
o

m

(

『
全
集
』
第
一
巻
、
三
三
八
頁
)

静
態
禅
と
云
へ
ば
ど
う
し
て
も
同
一
性
の
体
得
を
帰
避
と
す
る
こ
と

に
な
り
、
動
態
禅
と
一
五
へ
ば
矛
盾
的
多
様
性
の
方
向
に
進
出
す
る
に

極
ま
っ
て
居
る
。
前
者
を
弾
の
理
体
と
云
へ
ば
、
後
者
を
禅
の
事
問

と
見
て
よ
い
。
ま
た
こ
れ
を
黙
照
禅
と
看
話
禅
と
の
対
照
、
時
時
払

拭
主
義
と
本
来
無
一
物
主
義
の
額
頑
と
も
考
へ
ら
れ
る
。

(
『
全
集
』
第
二
巻
、
七
八
頁
)

さ
て
、
以
上
の
記
述
か
ら
大
拙
の
主
張
す
る
「
動
性
」
が
か
な
り
鮮
明
に

な
る
。
臨
済
の
看
話
禅
に
し
ろ
、
道
元
禅
に
し
ろ
、
そ
れ
ら
は
真
如
、
仏

性
と
い
っ
た
悟
り
の
体
か
ら
「
は
た
ら
き
出
す
」
と
い
う
「
動
性
」
を

も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
悟
り
の
体
そ
の
も
の
は
あ
く
ま
で
も
静
態
で
あ

る
の
で
、
そ
こ
か
ら
動
性
が
作
用
す
る
こ
と
は
「
矛
活
」
と
し
て
表
現
さ

れ
る
。
ま
た
「
動
性
」
に
は
度
合
が
あ
り
、
そ
れ
は
静
態
と
し
て
の
体
か



ら
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
作
用
が
は
た
ら
く
か
に
よ
っ
て
計
ら
れ
る
。
道
一
克
禅

に
つ
い
て
は
「
寂
」
す
な
わ
ち
体
そ
の
も
の
の
静
態
を
そ
の
ま
ま
現
成
さ

せ
よ
う
と
す
る
た
め
、
そ
の
は
た
ら
き
は
「
知
が
静
か
に
照
ら
す
」
と
消

極
的
に
評
さ
れ
る
。
他
方
、
坐
禅
に
隈
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
行
為
に
は

た
ら
き
を
許
す
臨
済
禅
に
は
、
寂
然
不
動
の
体
を
離
れ
た
よ
り
積
極
的
な

「
動
性
」
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
大
拙
に
と
っ
て
「
動
性
」
の
度
合
い

は
、
意
識
や
感
覚
器
官
を
含
む
人
間
の
身
体
的
活
動
の
強
度
に
依
存
す
る

と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
坐
禅
の
み
を
大
用
現
前
の
行
と
し
た
道
元
が
消

極
的
評
価
を
受
け
た
の
は
、
坐
禅
と
い
う
行
が
身
体
的
を
静
止
さ
せ
、
感

覚
器
官
の
活
動
を
休
止
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
他
方
、

一
挙
手
一
投
足
を
も
大
沼
の
現
場
と
す
る
臨
済
禅
に
は
、
自
ず
と
多
様
な

身
体
行
為
も
し
く
は
言
語
行
為
が
、
様
々
な
表
現
可
能
性
を
含
み
、
よ
り

大
き
な
身
体
的
運
動
を
可
能
に
し
て
い
る
。
身
体
を
静
止
さ
せ
る
坐
禅
が

静
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
筋
肉
活
動
の
強
度
が
動
性
の
度
合
い
と
し
て
対
比

さ
れ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
身
体
的
行
為
の
外
面
的
な
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
「
悟
り
の
動
性
」
を
重
ね
て
見
て
い
く
点
に
大
拙
思
想
の

特
徴
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
彼
の
い
う
「
動
性
」
と
は
、
悟
り
の

は
た
ら
き
そ
の
も
の
が
持
つ
性
質
で
あ
っ
て
、
体
と
貯
の
矛
臆
対
立
の
大

き
さ
が
そ
の
ま
ま
動
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
注
意
し
て

お
き
た
い
。

結
以
上
、
大
拙
と
道
元
を
「
悟
り
の
動
性
」
と
い
う
観
点
か
ら
比
較
し
て

き
た
。
道
一
冗
に
と
っ
て
は
不
断
で
無
限
の
修
一
誌
を
意
味
す
る
「
動
性
」
が

時
間
的
な
継
続
と
い
う
点
か
ら
主
張
さ
れ
る
の
に
対
し
、
大
拙
は
具
体
的

な
身
体
的
行
為
、
意
識
活
動
に
即
し
た
「
動
性
」
を
主
張
し
た
。
こ
れ
は

空
間
的
と
評
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
人
間
に
党
知
で
き
な
い
も

の
と
し
て
、
組
問
り
の
は
た
ら
き
と
動
性
と
の
拐
に
直
接
的
な
関
係
を
見
出

さ
な
か
っ
た
道
元
に
対
し
て
、
大
拙
は
む
し
ろ
悟
り
の
は
た
ら
き
そ
の
も

の
を
直
接
、
動
性
に
結
び
つ
け
た
。

こ
の
こ
と
は
両
者
の
生
を
如
実
に
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

「
修
行
せ
ず
し
て
身
を
久
し
く
持
て
も
詮
無
き
な
り
」
ω
と
ま
で
断
一
一
目
し
た

道
元
に
と
っ
て
、
『
正
法
眼
蔵
」
は
あ
く
ま
で
も
仏
道
修
行
の
真
実
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
道
元
み
ず
か
ら
が

経
験
し
た
も
の
の
発
露
で
あ
る
一
方
で
、
弟
子
た
ち
の
弁
道
に
対
す
る
道

し
る
べ
で
も
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
道
元
の
問
題
意
識
は
出
家
者
が
如

何
に
仏
行
を
修
証
し
て
い
く
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

大
拙
に
は
禅
や
浄
土
を
は
じ
め
と
し
て
仏
教
そ
の
も
の
を
明
ら
か
に
し
て

い
こ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
彼
の
関
心
は
、

め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
て
い
く
近
代
社
会
の
中
で
、
い
か
に
仏
教
を
活
か

し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
も
向
け
ら
れ
て
い
た
。
彼
の
思
想
は
出
家
者

数
回
の
中
に
と
ど
ま
ら
ず
世
界
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
仏
行
を
坐
禅
に
限

定
す
る
の
で
な
く
、
人
間
の
生
の
現
場
す
べ
て
を
問
題
に
し
た
と
い
う
点

に
彼
の
在
家
と
し
て
の
立
場
が
窺
え
る
。
も
ち
ろ
ん
大
拙
の
詰
る
「
大
用
」
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の
強
調
は
、
禅
忠
恕
史
的
に
は
川
r
d
m
m
道
一
(
七

O
八
i
七
八
八
年
)
か
ら

臨
済
義
玄
に
至
る
ま
で
の
洪
州
神
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
も
の
に
由
来
す
る

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
常
す
べ
て
の
行
為
に
伯
り
が
は
た
ら

い
て
い
る
と
い
う
主
張
は
中
国
禅
宗
の
山
山
家
者
集
団
が
説
く
川
崎
合
と
、
在

家
の
禅
学
者
が
説
く
場
合
と
で
は
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
異

な
っ
て
く
る
。
な
ぜ
な
ら
、
叢
林
と
い
う
仏
道
修
行
専
門
の
空
間
で
想
定

さ
れ
る
日
常
と
、
見
性
の
居
士
と
は
い
え
、
在
家
の
人
間
が
語
る
忠
常
と

は
、
自
ず
と
そ
の
内
実
を
異
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
大
出
は
そ
の
よ
う
な

出
家
と
し
て
の
日
常
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
留
意
す
る
こ
と
な
く
上
述
の
思

想
を
展
開
し
た
。
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
そ
の
こ
と
が
本
党
思
想
的
な
安
易

な
現
実
山
内
定
を
生
ん
だ
而
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ

は
他
面
、
社
会
一
般
へ
と
悟
り
を
解
放
し
て
い
く
と
い
う
彼
の
在
家
と
し

て
の
在
り
方
を
如
実
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
道
一
冗
禅
の
文
脈
で
強
調

さ
れ
る
悟
り
の
継
続
性
を
、
大
相
が
論
じ
な
か
っ
た
訳
で
は
決
し
て
な
い
。

し
か
し
彼
は
そ
の
継
続
性
の
基
礎
と
な
る
一
つ
一
つ
の
経
験
の
内
実
に
よ

り
多
く
の
強
調
点
を
置
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
自
ら
の
生
き
る
時
代
の
問

題
に
よ
り
多
く
の
心
を
部
き
、
借
り
の
動
性
を
一
般
社
会
の
中
へ
と
拡
張

さ
せ
、
そ
の
真
を
問
う
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
は
第
二
回
筑
波
大
学
倫
理
学
研
究
会
、
第
七

O
会
日
本
宗
教
学
会

で
の
口
頭
発
表
を
基
に
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

(1)主

本
稿
に
お
け
る
鈴
木
大
拙
の
引
用
は
原
則
と
し
て
久
松
真

L1J 

(2) 

日
誌
・
十
日
出
制
鉄
制
定
仰
木
大
拙
全
集
」
(
岩
波
書
信
一
九
六
八

i

七
一
年
)
に
依
る
。
以
下
「
全
集
」
と
す
る
。
な
お
引
用
に
際
し
て

出
字
体
を
当
用
漢
字
に
改
め
た
。

竹
村
牧
児
「
大
同
仙
の
道
一
光
飢
」
ぺ
松
ヶ
間
文
庫
研
究
年
報
』
第
一
八

号
二

O
O
凶
年
、
間
一
二

i
山
六
一
員

吋
一
止
法
眼
蔵
の
官
学
私
制
限
」
の
も
つ
古
田
批
判
に
つ
い
て
は
、
杉
本

耕
一
「
道
元
の
「
行
」
と
田
辺
元
の
「
行
為
」
」
(
「
倫
理
学
年
報
』

第
六

O
集
日
本
倫
埋
学
会
二

O
一
一
年
)
に
詳
し
い
。

そ
の
一
端
を
一
不
す
と
「
旧
辺
若
の
道
一
冗
論
と
い
ふ
の
は
ど
う
も
私
に

は
受
収
れ
な
い
も
の
の
様
に
お
も
ひ
ま
す
が
い
か
が
あ
れ
で
は
全

く
分
別
の
立
場
で
は
な
か
ら
う
か
:
:
:
」
と
記
し
て
い
る
。
(
安
信

能
成
他
編
「
西
国
幾
多
郎
全
集
」
第
十
九
巻
岩
波
書
忠
一
九
五
三
年
、

七
六
頁
)

し
か
し
一
九
三
九
年
九
月
、
大
拙
は
『
正
法
眼
蔵
の
哲
学
私
観
』
へ

の
書
評
を
残
し
て
い
る
。
(
「
増
捕
新
版
鈴
木
大
拙
全
集
』
岩
波
書

広
二

O
O
二
年
、
第
三
二
巻
所
収
)
そ
の
評
は
、
哲
学
と
し
て
は

精
級
を
極
め
て
い
る
が
、
そ
こ
に
活
き
た
道
元
を
感
じ
な
い
と
い
っ

た
も
の
で
、
こ
れ
は
上
述
の
西
聞
の
立
場
と
基
本
的
に
軌
を
一
に
す

る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
書
評
の
中
に
、
後
述
す
る
盤

珪
・
白
隠
・
道
元
と
い
う
類
型
化
が
す
で
に
見
ら
れ
る
。

例
え
ば
一
九
一
二

O
年
の
「
禅
と
は
侭
ぞ
や
』
に
お
い
て
は
、
「
禅
の

極
致
は
、
心
理
的
方
面
に
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
即
ち
神
秘
的
体
験
の

上
に
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
弾
宗
と
は
、

ど
ん
な
も
の
か
と
云
ふ
と
、
こ
れ
は
官
学
で
は
断
じ
て
な
い
」
(
「
全
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集
」
第
一
四
巻
、
八
九
頁
)
と
一
不
さ
れ
、
体
験
の
強
調
が
窺
え
る
。

竹
村
牧
男
に
よ
っ
て
、
秋
月
龍
院
の
次
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
大
掛
は
道
元
の
テ
キ
ス
ト
の
校
訂
等
が
未
だ
し
っ
か
り
し
て
い
な

い
こ
と
を
危
制
供
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
資
料
に
基
づ
い
て
道
元
を
論

じ
る
こ
と
を
、
た
め
ら
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
大
拙
は
道
元
を
あ

ま
り
あ
つ
か
わ
な
か
っ
た
の
だ
。
」
(
竹
村
牧
男
「
大
拙
の
道
元
観
」

吋
松
ヶ
間
文
庫
研
究
年
報
」
第
一
八
号
二

O
O
山
年
、
四
一
一
良
)

永
久
岳
水
吋
一
止
法
眼
蔵
著
述
史
の
研
究
」
中
山
書
房
一
九
七
二
年
、

一
て
月
日
山
。

白日ハ
一
-
全
集
」
第
一
巻
、
一
八
頁

例
え
ば
、
水
野
弥
穂
子
は
ふ
i

二
巻
本
「
八
大
人
党
」
の
奥
書
を
根
拠

に
、
「
正
法
眼
蔵
は
七
十
五
巻
に
十
二
巻
を
加
え
た
八
十
七
巻
が
本

来
の
姿
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
論
述
は
一
九
七

O
年
の
も

の
で
あ
る
。
寺
田
透
・
水
野
弥
穂
子
校
注
吋
日
本
思
想
大
系
道
一
冗
」

上
岩
波
書
活
一
九
七

O
年
(
以
下
吋
日
本
思
想
大
系
道
一
冗
」
上
)
、

五
八
二
頁

道
元
の
禅
宗
批
判
に
つ
い
て
は
石
井
修
道
す
迫
元
禅
の
成
立
史
的

研
究
」
(
大
蔵
出
版
一
九
九
一
年
、
以
下
宮
地
元
禅
の
成
立
史
的
研

究
也
、
松
悶
由
香
子
士
出
仏
道
一
冗
の
忠
惟
」
(
花
阪
大
学
国
際
禅
学

研
究
所
「
研
究
報
告
』
第
三
間
一
九
九
山
年
、
以
下
士
山
仏
道
元

の
忠
能
い
)
に
詳
し
い
。

六
祖
懇
能
が
円
六
拙
壇
経
」
に
お
い
て
、
持
思
想
史
上
初
め
て
用
い

た
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
の
禅
思
想
史
で
は
「
心
」
が
強
制
さ
れ
て

い
た
が
、
怒
能
は
「
仏
性
」
を
論
ず
る
に
通
じ
て
い
た

(7) (8) (10) (9) )
 

噌

1
4l
 
(
 

(12) 

(16) (1司 (14)(13) 

た
め
、
悟
り
を
表
現
す
る
た
め
に
「
性
」
を
用
い
た
と
さ
れ
る
。
こ

の
「
性
」
は
「
仏
性
」
以
外
に
も
、
「
本
性
」
や
「
自
性
」
を
も
合

意
し
て
用
い
ら
れ
る
。
「
自
ら
本
心
を
識
り
、
自
ら
本
性
を
見
る
こ

と
は
、
即
ち
差
別
な
し
」
(
『
閉
山
訳
禅
学
大
成
』
第
三
巻
二
松
堂
書

信
一
九
二
九
年
、
四
六
頁
)

『
日
本
思
想
大
系
道
元
』
下
、
四
六
七
頁

『
日
本
忠
恕
大
系
道
元
』
上
、
三
三
三
寅

『
日
本
思
想
大
系
道
元
』
上
、
二
三
頁

石
井
修
道
「
道
一
光
の
一
霊
性
批
判
i
鈴
木
大
樹
の
霊
性
と
関
連
し
て
」

(
『
道
一
冗
禅
の
成
立
史
的
研
究
』
所
叙
)
は
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い

る
「
霊
性
(
り
ょ
う
し
よ
う
と
が
、
大
拙
の
「
日
本
的
霊
性
」
を

も
そ
の
範
一
時
に
含
む
と
論
じ
て
い
る
。

『
日
本
思
想
大
系
道
元
」
上
、
三
五
頁

「
日
本
思
想
大
系
道
元
」
上
、
三
七
頁

手
u
仏
道
一
一
ん
の
忠
悦
」
、
二
七
五
参
照
。
他
に
も
、
杉
本
耕
一
「
鈴
木

大
拙
「
霊
性
」
一
再
考
i
道
一
一
ん
の
「
禅
宗
」
批
判
を
手
引
き
と
し
て
l
」

(
「
北
陸
宗
教
文
化
」
二
回
号
北
陸
宗
教
文
化
学
会
二

O
一
一
年
)

は
「
借
り
と
修
行
と
の
関
係
の
動
性
を
取
り
逃
し
て
し
ま
う
」
と
指

摘
し
、
石
井
修
道
「
道
元
の
本
来
成
仏
批
判
と
本
誌
妙
修
」
は
開
様

の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
「
宗
教
的
時
間
の
止
ま
る
始
党
内
的
修
一
社
矧
」

と
評
し
て
い
る
(
コ
足
元
禅
の
成
立
史
的
研
究
』
、
五
七
五
頁
)
。

酒
井
得
元
他
監
修
吋
道
元
禅
師
全
集
」
第
四
巻
春
秋
社
一
九
八
八
年
、

一
六
五
頁
、
『
日
本
思
想
大
系
道
元
」
上
、
一
二
三
頁

吋
日
本
思
想
大
系
道
一
在
上
、
一
一
頁
「
こ
の
法
」
と
は
間
停
菩
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白9位母位3位当

提
を
託
さ
せ
る
詰
仏
如
来
の
妙
法
を
指
す
。

吋
日
本
思
想
大
系
道
一
正
上
、
二

O
頁

吋
門
口
本
思
想
大
系
道
元
」
上
、
一
二
八
頁

「
日
本
思
想
大
系
道
一
正
上
、
二

O
頁

な
お
、
こ
こ
で
人
間
の
営
み
を
「
分
別
」
活
動
と
し
て
考
え
る
な
ら

ば
、
そ
こ
に
働
く
智
慧
は
「
無
分
別
の
分
別
」
と
い
う
大
拙
の
多
用

す
る
誌
と
し
て
表
現
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

「
日
本
思
想
大
系
道
一
冗
い
上
、
一
三
六
一
頁

賭
代
の
禅
者
・
倶
紙
(
生
没
不
詳
)
は
、
誰
の
問
い
か
け
に
対
し
て
も
、

た
だ
無
言
で
一
指
を
立
て
る
の
み
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
喝
は

臨
済
義
玄
が
好
ん
だ
指
導
法
。

士
山
仏
道
元
の
思
惟
」
、
三
一
七
一
員
、
一
二
五
一
良

さ
ら
に
石
井
修
道
「
道
元
の
見
性
批
判
」
(
『
道
元
の
成
立
史
的
研
究
い

所
収
)
で
は
、
道
一
冗
の
著
作
中
に
吋
六
担
壇
経
」
か
ら
の
引
用
が
な

い
と
い
う
鏡
高
元
降
の
説
が
紹
介
さ
れ
、
ま
た
彼
が
他
の
禅
籍
か
ら

の
引
用
に
際
し
て
「
見
性
」
の
一
誌
を
「
仏
性
」
と
書
き
換
え
て
い
る

点
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

吋
古
仏
道
一
一
ん
の
思
惟
」
、
二
七
五

i
二
七
六
頁

島
田
慶
次
「
憾
用
の
歴
史
に
寄
せ
て
」
『
塚
本
時
土
頒
寿
記
念
仏
教

史
学
論
集
」
塚
本
博
士
煩
寿
記
念
会
一
九
六
一
年
、
間
二
ハ
可
決

大
拙
は
道
元
禅
の
特
徴
に
つ
い
て
「
寂
を
挙
揚
す
る
」
(
「
全
集
』
第

一
巻
、
二
一
二
六
頁
)
と
い
う
一
方
で
、
こ
こ
で
「
知
の
静
か
に
照
ら

す
」
と
も
見
て
い
て
、
そ
の
分
類
に
は
暖
昧
さ
を
残
す
。

和
辻
哲
郎
校
一
訂
「
正
法
眼
路
随
間
記
』
岩
波
書
脂
一
九
二
九
年
、

位力位。位ゆ位8)
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