
一
ピ
ん
劣
　
3
（

亡
・
ぐ
ぜ
～
い
右

『
禅
茶
録
』
に
お
け
る
茶
禅
一

よ味
に
つ

、し

て

笠
　
井

哲

　
　
　
序

　
金
子
和
弘
氏
は
、
．
「
茶
禅
一
味
」
の
根
拠
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
五
点

　
　
　
　
　
一
－
一

を
挙
げ
て
い
る
。

　
①
茶
道
は
、
禅
院
茶
礼
に
淵
源
す
る
。

　
②
茶
道
成
立
以
前
の
喫
茶
に
、
禅
院
茶
礼
の
反
映
が
み
ら
れ
る
。

　
③
茶
人
が
、
心
を
禅
宗
に
樟
さ
し
て
い
る
。

　
④
茶
道
文
献
が
、
茶
禅
一
味
を
説
述
し
て
い
る
。

　
⑤
茶
道
に
お
い
て
、
墨
蹟
が
禅
境
悟
入
の
具
と
し
て
重
用
さ
れ
て
い
る
。

　
④
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
千
利
休
二
五
二
二
－
九
二
の
弟
子
の

南
坊
宗
啓
が
、
師
の
言
説
を
記
し
た
と
い
わ
れ
る
秘
伝
書
寸
南
方
録
』
に

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
小
座
敷
の
茶
の
湯
は
、
第
一
仏
法
を
以
て
修
行
得
道
す
る
事
也
、
家

　
　
居
の
結
構
、
食
事
の
珍
味
を
楽
と
す
る
は
俗
世
の
事
也
、
家
ハ
も
ら

　
　
ぬ
ほ
ど
、
食
事
ハ
飢
ぬ
ほ
ど
に
て
た
る
事
也
、
是
仏
の
教
、
茶
の
湯

　
　
　
　
　
一
2
一

　
　
の
本
意
也
、

こ
の
文
中
の
「
仏
の
教
」
と
は
、
禅
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
山
上
宗
二
（
一
五
四
四
－
九
〇
一
の
『
山
上
宗
二
記
』
に
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
』

　
　
惣
テ
茶
湯
風
体
ハ
禅
也
、

と
か
、

　
　
一
　
茶
湯
ハ
禅
宗
ヨ
リ
出
タ
ル
ニ
依
テ
、
僧
ノ
行
ヲ
専
ニ
ス
ル
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
4
一

　
　
珠
光
・
紹
鴎
、
皆
禅
宗
也
、

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
茶
の
湯
の
道
は
禅
宗
か
ら
出
て
い
る
か
ら
、
禅
院

の
僧
侶
が
仏
に
仕
え
る
行
を
専
一
に
励
ん
で
い
る
心
境
に
倣
え
と
教
え
、

そ
れ
を
実
践
し
た
茶
人
と
し
て
、
村
田
珠
光
二
四
二
三
－
一
五
〇
二
）
、

武
野
紹
鶴
（
一
五
〇
二
－
五
五
）
を
挙
げ
て
い
る
。

　
利
休
に
よ
っ
て
「
茶
禅
一
味
」
が
高
揚
さ
れ
て
以
来
、
多
く
の
茶
人
が

禅
僧
と
の
接
触
の
上
に
茶
道
の
精
神
を
考
え
て
き
た
。
江
戸
後
期
に
至
っ

て
、
一
層
徹
底
し
た
禅
茶
書
が
登
場
す
る
。
そ
れ
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
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る
『
禅
茶
録
』
で
あ
る
。
こ
の
書
は
、
文
政
－
年
二
八
二
八
一
に
江

戸
で
刊
行
さ
れ
、
寂
庵
宗
沢
著
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
著
者
は
、
紫
山
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
一

慶
氏
の
考
証
に
よ
る
と
、
不
明
の
人
物
で
あ
る
。

　
さ
て
、
『
禅
茶
録
』
は
次
の
十
章
か
ら
な
る
。

　
ユ
、
茶
事
は
禅
道
を
宗
と
す
る
事

　
2
、
茶
事
修
行
の
事

　
3
、
茶
の
意
の
事

　
4
、
禅
茶
器
の
事

　
5
、
佗
の
事

　
6
、
茶
事
変
化
の
事

　
7
、
数
奇
の
事

　
8
、
露
地
の
事

　
9
、
体
用
の
事

　
1
0
、
無
賓
主
の
茶
の
事

こ
の
『
禅
茶
録
』
に
よ
く
似
た
茶
書
に
、
利
休
の
孫
の
千
宗
旦
一
一
五
七

八
－
一
六
五
八
）
の
遺
著
と
称
せ
ら
れ
る
『
茶
禅
同
一
味
』
と
い
う
の

　
　
一
6
〕

が
あ
る
。
そ
の
構
成
は
、
『
禅
茶
録
』
の
1
2
3
4
と
8
の
五
章
と
ほ
ぼ

同
じ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
『
禅
茶
録
』
に
お
け
る
「
茶
禅
一
味
」

を
考
え
て
行
く
に
あ
た
り
、
一
で
ユ
を
、
二
で
3
を
、
三
で
2
を
、
四
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
7
）
　
．

4
を
検
討
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

礼
茶
か
ら
禅
茶
へ

『
禅
茶
録
』
の
冒
頭
に
、

「
茶
事
は
禅
道
を
宗
と
す
る
事
」
と
し
て
、

茶
道
の
歴
史
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
喫
茶
に
禅
道
を
主
と
す
る
は
、
紫
野
の
一
休
禅
師
よ
り
事
起
れ
り
、

　
　
其
ノ
故
は
、
南
都
称
名
寺
の
珠
光
は
、
一
休
禅
師
の
法
弟
な
り
、
茶

　
　
事
を
嗜
て
日
に
行
ひ
け
る
を
、
一
休
禅
師
見
た
ま
ひ
て
、
茶
は
仏
道

　
　
の
妙
所
に
も
叶
ふ
べ
き
物
そ
と
て
、
点
茶
に
禅
意
を
写
し
、
衆
生
の

　
　
為
に
自
已
の
心
法
を
観
せ
し
む
る
茶
道
と
は
成
り
、
故
に
、
一
切
茶

　
　
事
に
て
行
ひ
用
ふ
る
所
、
禅
道
に
異
な
ら
ず
、
無
賓
主
の
茶
、
⊥
体
用
、

　
　
露
地
、
数
奇
、
佗
、
此
等
の
名
義
を
初
と
し
て
、
此
ノ
他
一
々
禅
意

　
　
　
　
　
　
一
8
一

　
　
に
非
る
は
な
し
、

茶
を
点
て
る
の
は
、
心
を
鎮
め
て
、
一
切
の
煩
悩
を
抑
え
、
自
已
の
本
性

を
落
ち
着
け
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
「
自
己
の
心
法
を
観
せ
し
む
る
茶
道
」

と
い
う
の
で
あ
る
。
茶
祖
珠
光
が
、
一
休
禅
師
（
二
二
九
四
－
一
四
八
一
）

に
つ
い
て
修
行
し
た
よ
う
に
、
茶
人
達
の
多
く
は
禅
師
に
つ
き
、
自
己
の

心
法
を
観
想
し
、
茶
道
の
精
神
を
磨
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
茶
事
に
用
い
る
代
表
的
な
名
辞
を
挙
げ
て
、
そ
れ
ら
が
皆
、

禅
語
か
ら
出
て
い
る
と
し
て
、
茶
道
に
お
い
て
も
、
そ
の
極
意
は
、
禅
語

の
原
意
と
考
え
合
わ
せ
て
悟
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

　
　
是
を
も
つ
て
詩
ノ
句
に
、
茶
味
と
禅
味
を
知
量
す
る
旨
い
へ
る
実
に

　
　
笹
言
な
り
、
さ
れ
ば
奇
貨
珍
宝
を
愛
し
、
酒
食
の
精
好
を
択
び
、
或

　
　
は
茶
室
を
結
構
し
、
庭
の
樹
石
を
翫
て
遊
楽
の
設
と
な
す
は
、
茶
道

　
　
の
原
意
に
違
へ
り
、
只
偏
に
禅
茶
を
甘
ん
じ
修
行
せ
ん
こ
そ
、
吾
道

　
　
の
本
懐
た
ら
め
、
点
茶
は
全
く
禅
法
に
し
て
、
自
性
を
了
解
す
る
の

　
　
　
　
　
一
9
一

　
　
工
夫
な
り
、

こ
こ
で
は
、
茶
の
「
形
式
」
か
ら
禅
の
「
精
神
」
に
入
る
こ
と
を
説
い
て
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い
る
。
茶
の
「
形
式
」
の
み
を
行
う
だ
け
で
、
禅
の
「
精
神
」
が
伴
わ
な

け
れ
ば
、
無
意
味
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
結
構
な
茶
室
を
建
て
て
、

庭
に
樹
木
泉
石
を
も
設
け
、
茶
道
具
を
翫
び
、
名
器
珍
宝
を
披
露
し
て
喜

び
、
酒
食
に
耽
る
の
で
は
、
茶
の
邪
道
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
白
性
了
解
」

と
あ
る
。
自
已
の
本
心
本
性
を
自
性
と
い
う
。
そ
れ
は
、
我
々
の
分
別
妄

想
の
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
を
了
解
す
る
の
が
禅
の
悟
道
で
あ
る
。

点
茶
の
極
意
は
、
自
性
を
了
解
す
る
こ
と
で
、
そ
の
た
め
に
は
、
あ
ら
ゆ

る
分
別
妄
想
を
打
ち
捨
て
て
、
た
だ
茶
道
と
一
心
に
な
り
、
茶
三
味
に
入

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
釈
尊
四
十
年
来
所
説
の
経
旨
は
、
諸
世
界
衆
生
の
為
に
、
本
明
を
開

　
　
発
し
た
ま
ふ
義
の
み
に
て
、
心
外
無
法
也
、
夫
を
種
々
因
縁
警
噛
言

　
　
詞
に
て
、
方
便
説
示
し
た
ま
へ
り
、
茶
事
も
亦
方
便
知
見
に
擬
し
て
、

　
　
点
茶
す
る
の
所
作
に
託
し
、
本
分
を
証
得
す
べ
き
観
法
な
り
、
凡
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
0
一

　
　
諸
仏
の
教
化
に
別
な
し
、

こ
こ
で
、
釈
尊
の
教
化
に
、
本
分
と
方
便
と
の
二
種
あ
る
こ
と
を
説
い
て

い
る
。
釈
尊
四
十
年
来
の
説
法
は
、
皆
方
便
で
あ
る
。
釈
尊
は
、
迷
え
る

衆
生
を
教
化
す
る
た
め
に
、
様
々
な
手
段
に
よ
っ
て
、
．
相
手
に
わ
か
る
よ

う
に
説
き
示
し
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
過
去
の
因
縁
の
話
を
持
ち
出

し
た
り
、
あ
る
い
は
、
巧
み
な
警
瞼
を
挙
げ
て
、
説
明
し
た
の
で
あ
る
。

　
仏
法
そ
の
も
の
は
、
実
際
は
口
で
説
き
え
な
い
。
た
だ
心
と
心
を
通
じ

合
っ
て
、
心
に
合
点
す
る
の
み
で
、
禅
で
は
「
以
心
伝
心
」
と
い
い
、
「
教

外
別
伝
」
と
い
っ
て
い
る
。
同
様
に
、
点
茶
の
所
作
も
、
た
だ
そ
の
時
、

そ
の
時
に
応
じ
て
の
所
作
、
一
定
・
の
型
が
教
え
ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

型
通
り
に
や
れ
ば
そ
れ
で
十
分
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
茶
の
「
方
便
説

示
L
の
み
に
満
足
す
る
こ
と
な
く
、
さ
ら
に
そ
の
奥
に
あ
る
茶
の
「
精
神
」

を
悟
ら
な
け
れ
ば
な
㌦
な
い
一
以
上
が
、
禅
茶
の
目
指
す
べ
き
境
地
な
の

で
あ
る
。

　
　
然
る
を
当
今
茶
道
を
誹
斥
し
た
る
書
あ
ま
た
世
に
出
、
非
礼
の
体
を

　
　
行
ふ
よ
な
と
口
を
極
め
て
一
言
れ
ど
、
そ
は
禅
意
埋
れ
て
異
し
き
情
態

　
　
に
変
せ
る
末
を
取
て
答
む
る
な
れ
バ
妨
な
し
、
若
本
面
目
を
理
会
せ

　
　
ば
、
何
ぞ
必
し
も
誹
り
言
む
、
特
に
禅
茶
に
は
、
礼
に
勝
れ
る
重
き

　
　
道
あ
り
、
さ
す
れ
バ
、
礼
を
の
ミ
執
す
る
は
、
落
辺
際
の
見
な
り
、

　
　
礼
を
以
て
仏
の
妙
法
に
比
す
れ
ば
、
大
千
世
界
の
一
島
に
等
し
、
礼

　
　
　
　
　
　
　
　
一
■
一

　
　
は
仏
道
の
枝
葉
な
り
、

礼
法
は
茶
の
方
便
で
あ
っ
て
、
こ
の
茶
の
礼
法
か
ら
、
さ
ら
に
仏
の
妙
法

を
悟
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
近
頃
や
や
も
す
れ
ば
、
茶
道
を
排
斥
し
た

書
が
多
く
出
て
い
る
が
、
茶
道
の
末
の
こ
と
の
み
を
見
て
罵
る
の
で
あ
る

か
ら
、
皮
相
の
見
方
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
茶
道
の
本
来

の
「
精
神
」
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
茶
道
本
来
の
「
精
神
」
と

は
、
自
已
本
来
の
面
目
を
悟
る
こ
と
で
あ
る
。
禅
茶
に
よ
っ
て
、
仏
の
妙

法
を
悟
る
の
だ
と
す
る
。
こ
こ
に
、
仏
の
妙
法
が
本
で
あ
り
、
茶
の
礼
法

が
末
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
妙
法
を
も
っ
て
大
千
世
界
に
瞼
え
て
い
る
。

そ
の
中
の
一
島
が
礼
法
で
あ
る
。
礼
法
は
仏
道
の
枝
葉
で
あ
る
と
説
く
。

仏
の
妙
法
を
悟
る
な
ら
ば
、
礼
法
は
自
ず
か
ら
悟
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
の
で
あ
る
。

　
　
金
剛
経
の
注
に
、
難
レ
行
『
仁
義
礼
智
信
↓
、
不
レ
合
レ
敬
名
二
人
相
↓

　
　
　
　
　
　
　
一
1
2
一

　
　
云
々
、
老
子
に
、
毅
二
道
徳
↓
以
テ
為
一
」
仁
義
一
聖
人
之
過
也
と
も
あ

　
　
れ
ば
、
未
始
有
物
の
先
よ
り
存
在
せ
る
、
玄
々
微
妙
の
大
道
に
し
て
、
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人
為
を
仮
ぬ
自
然
の
理
な
り
、
是
理
を
領
悟
す
べ
ぎ
禅
茶
の
工
夫
を

　
　
非
ら
ば
、
自
暴
白
棄
の
妄
人
に
し
て
、
己
が
拳
を
加
へ
て
、
己
が
頭

　
　
を
撲
破
ら
ん
に
類
せ
り
、
吾
門
の
人
慎
む
て
此
一
大
義
を
尊
奉
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
螂
一

　
　
禅
味
の
真
茶
を
修
行
す
べ
し
、

こ
こ
で
、
禅
味
の
真
茶
を
修
行
せ
よ
と
結
ん
で
い
る
。
そ
の
真
茶
を
知
る

に
は
、
礼
茶
か
ら
始
め
る
の
で
あ
っ
て
、
礼
茶
の
根
元
に
あ
る
の
が
禅
味

の
真
茶
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
玄
々
微
妙
の
大
道
」
と
い
う
の
は
、
天
地
白

然
の
大
道
で
あ
っ
て
、
天
地
白
然
の
道
理
で
あ
る
。
こ
の
道
理
に
合
致
す

る
よ
う
に
礼
茶
を
工
夫
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
譜
っ
た
り
す
る
の

は
、
自
暴
自
棄
と
い
わ
ね
ば
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
自
分
の
拳
で

頭
を
殴
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
礼
茶
を
学
び
、
工
夫
し

て
、
天
地
自
然
の
道
理
に
合
致
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
な
、
一
挙

手
一
投
足
が
、
自
ず
か
ら
理
そ
の
も
の
と
一
体
と
な
る
よ
う
に
工
夫
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
二
、
無
我
無
心
の
境
地

　
次
に
、
「
茶
の
意
の
事
」
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
　
茶
意
は
即
禅
意
也
、
故
に
禅
意
を
舎
て
外
に
茶
意
な
く
、
禅
味
を
知

　
　
ら
ざ
れ
ば
、
茶
味
も
知
ら
れ
ず
、
然
る
を
世
俗
に
茶
意
と
す
る
は
、

　
　
一
箇
の
趣
を
立
る
を
い
へ
り
、
其
た
て
た
る
趣
真
の
禅
茶
意
と
認
て
、

　
　
証
入
し
た
る
気
色
面
に
見
れ
、
増
上
慢
を
生
じ
て
妄
に
人
を
誹
誇
し
、

　
　
世
上
の
茶
人
皆
茶
意
を
知
ら
ず
と
言
な
し
、
或
は
云
く
、
茶
意
は
詞

　
　
を
も
つ
て
説
べ
か
ら
ず
、
容
を
も
つ
て
教
べ
か
ら
ず
、
己
れ
と
観
じ

　
　
て
領
解
せ
よ
と
て
、
此
を
教
外
別
伝
な
り
と
お
も
ひ
、
独
り
覚
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
M
〕

　
　
邪
見
を
起
す
、
是
皆
趣
の
な
す
業
な
り
、

ま
ず
、
「
茶
意
は
即
禅
意
也
」
と
い
う
。
禅
意
を
悟
る
こ
と
が
茶
意
を

悟
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
禅
意
と
は
、
別
に
茶
意
は
な
い
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
「
禅
味
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
茶
味
も
知
ら
れ
ず
」
と
い
い
、
こ

こ
に
「
茶
禅
一
味
」
を
説
く
。
と
こ
ろ
が
、
世
問
で
い
う
茶
意
は
、
禅
の

こ
と
を
少
し
も
知
ら
な
い
で
、
た
だ
茶
の
み
に
一
箇
の
流
儀
を
立
て
て
、

そ
の
流
儀
自
体
に
意
義
が
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
自

慢
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
大
い
に
誤
っ
て
い
る
。

い
ま
、
本
当
に
禅
に
参
ぜ
ず
、
ま
た
悟
ら
ず
し
て
、
た
だ
「
教
外
別
伝
」

の
形
式
の
み
ま
ね
て
、
あ
た
か
叱
禅
意
を
得
た
か
の
よ
う
に
い
う
の
は
い

け
な
い
。
自
分
は
茶
意
を
悟
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
言
葉
で
は
説
け
な
い

し
、
形
に
し
て
人
に
教
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
、
た
だ
自
分
白
身
で

悟
っ
て
、
領
解
す
る
の
み
で
あ
る
と
、
如
何
に
も
悟
っ
た
よ
う
な
こ
と
を

い
う
の
は
、
禅
味
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
実
は
我
見
、

我
執
で
あ
っ
て
、
本
当
の
禅
味
で
は
な
い
と
説
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
夫
趣
は
到
の
義
に
て
、
彼
ノ
善
悪
業
の
因
よ
り
、
有
情
の
物
を
其
生

　
　
処
に
到
ら
し
む
る
も
是
な
り
、
六
趣
の
迷
倫
と
は
、
蓋
此
に
迷
を
い

　
　
ふ
な
り
、
・
故
に
仏
法
に
は
、
心
を
動
す
を
第
一
の
破
戒
と
し
、
心
を

　
　
動
さ
ぬ
が
禅
定
の
要
な
れ
ば
、
趣
を
立
て
万
事
を
行
ふ
は
、
禅
茶
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
”
一

　
　
て
は
、
極
め
て
嫌
ふ
事
な
り
、

次
に
、
「
趣
」
を
説
明
す
る
。
趣
と
は
到
る
処
、
六
趣
輪
廻
の
場
所
を
い

う
。
す
な
わ
ち
、
善
悪
の
業
因
に
依
っ
て
、
六
趣
の
果
報
に
生
ま
れ
る
こ

と
、
こ
れ
を
「
六
趣
（
六
道
）
の
迷
倫
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
次
に
「
禅
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定
L
と
は
、
心
を
動
か
さ
ぬ
こ
と
、
外
界
に
心
を
奪
わ
れ
ず
、
心
を
静
か

に
お
さ
め
る
こ
と
で
あ
る
。
禅
茶
も
、
無
我
無
心
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
然
る
に
其
心
を
動
し
向
ふ
を
主
意
と
し
て
、
茶
事
を
な
す
ゆ
ゑ
、
本

　
　
来
の
禅
機
と
は
転
倒
せ
り
、
凡
て
趣
は
、
一
切
の
物
を
執
し
て
心
を

　
　
動
し
、
思
慮
作
為
を
用
ふ
る
意
な
れ
ば
、
佗
．
を
も
っ
て
心
を
動
す
ゆ

　
　
ゑ
に
著
を
生
し
、
器
物
を
も
つ
て
心
を
動
す
ゆ
ゑ
寸
法
を
生
し
、
数

　
　
寄
を
も
つ
て
心
を
動
す
ゆ
ゑ
好
ミ
を
生
し
、
自
然
を
も
つ
て
心
を
動

　
　
す
ゆ
ゑ
創
意
を
生
し
、
足
を
以
て
心
を
動
す
ゆ
ゑ
不
足
念
を
生
し
、

　
　
禅
道
を
も
つ
て
心
を
動
す
ゆ
ゑ
邪
法
を
生
ず
、
如
〃
是
ノ
心
を
動
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
”
一

　
　
す
は
、
皆
悪
趣
の
因
な
り
、

こ
こ
で
は
、
「
心
を
動
か
す
は
、
皆
悪
趣
の
因
な
り
」
と
し
て
、
そ
の
悪

趣
の
因
と
な
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
悪
趣
の
原
因
は
我
執

で
あ
る
。
物
に
執
着
し
て
心
を
動
か
し
、
様
々
に
分
別
す
れ
ば
、
本
来
の

禅
機
を
転
倒
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
佗
と
い
っ
て
簡
素
清
寂
を

楽
し
む
者
も
、
道
具
を
集
め
て
行
く
う
ち
に
、
そ
れ
に
愛
着
し
、
著
の
心

に
変
っ
て
行
く
。
数
寄
と
い
っ
て
、
風
流
文
雅
の
道
を
好
み
、
そ
れ
に
心

を
向
け
て
い
て
も
、
愛
着
が
起
こ
り
、
好
み
と
い
う
も
の
が
、
次
か
ら
次

へ
と
生
じ
て
く
る
。
ま
た
、
物
が
自
然
で
あ
る
こ
と
は
い
い
け
れ
ど
も
、

そ
の
自
然
を
愛
し
て
い
る
問
に
、
自
分
の
創
意
と
い
う
も
の
が
現
わ
れ
、

工
夫
す
る
心
が
動
く
の
で
あ
る
。
ま
た
、
足
る
と
い
っ
て
、
満
足
す
る
心

が
動
く
な
ら
ば
、
そ
こ
に
足
ら
な
い
と
い
う
不
足
の
心
が
生
じ
て
く
る
。

こ
れ
ら
の
心
が
動
く
と
、
本
来
の
無
我
無
心
に
背
く
の
で
あ
る
。

　
　
是
等
正
に
常
楽
我
浄
の
四
転
倒
を
好
ミ
求
む
る
に
幾
し
、
経
文
に
も
、

　
　
人
命
は
呼
吸
ノ
問
に
在
と
説
た
ま
へ
り
、
然
バ
、
命
は
須
奥
に
終
て
、

　
　
身
は
無
常
な
る
を
常
と
思
て
、
奇
玩
珍
器
を
聚
め
て
秘
蔵
し
、
無
益

　
　
の
宝
に
念
着
し
て
生
涯
を
送
り
、
又
心
は
不
楽
な
る
を
楽
と
思
て
、

　
　
茶
室
や
庭
に
過
分
の
貨
を
費
し
、
調
理
の
好
悪
を
択
ひ
て
、
賓
客
の

　
　
応
接
に
思
を
労
し
て
最
上
の
楽
と
な
し
、
又
法
は
無
我
な
る
を
、
人
々

　
　
各
得
た
る
趣
に
誇
り
、
己
が
所
作
を
ハ
何
事
も
是
と
の
ミ
取
て
、
他

　
　
を
軽
侮
し
、
我
を
立
偏
見
に
滞
り
、
或
は
一
切
不
浄
な
る
を
浄
と
心

　
　
得
、
惣
じ
て
潔
ら
ぬ
事
を
嗜
み
行
ひ
、
却
て
潔
よ
き
事
と
思
ひ
て
、

　
　
清
浄
心
を
も
臓
す
、
此
皆
世
俗
の
悦
ぶ
茶
事
に
て
、
実
に
四
転
倒
の

　
　
　
　
　
一
〃
一

　
　
悪
趣
な
り
、

「
四
転
一
顧
）
倒
」
と
い
う
の
は
、
四
種
の
転
倒
せ
る
妄
見
の
こ
と
で
あ

る
。
い
ま
、
茶
道
に
お
い
て
も
、
「
身
受
心
法
」
の
上
に
、
常
楽
我
浄
の

四
転
倒
を
起
こ
し
て
、
そ
れ
に
愛
着
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
ず
、

第
一
に
「
常
転
倒
」
を
起
こ
し
て
、
こ
の
身
の
無
常
な
る
こ
と
を
知
ら
な

い
。
呼
吸
が
止
っ
て
し
ま
え
ば
、
こ
の
身
は
な
き
も
の
と
な
る
。
そ
れ
な

の
に
一
常
住
の
身
の
よ
う
に
考
え
て
、
奇
玩
珍
器
を
集
め
て
秘
蔵
し
、
無

益
の
宝
に
愛
着
し
て
、
生
涯
を
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
に
送
る
と
批
判
し
て
い
る
。

第
二
に
「
楽
転
倒
」
と
し
て
、
心
に
受
け
る
こ
と
は
苦
ば
か
り
で
あ
る
の

に
、
そ
れ
を
知
ら
な
い
で
、
た
だ
茶
室
や
庭
に
多
額
の
金
銭
を
浪
費
し
、

賓
客
を
招
い
て
酒
宴
ま
で
開
く
の
は
愚
の
骨
頂
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
第

三
に
「
我
転
倒
」
と
い
っ
て
、
一
切
万
法
皆
無
我
で
あ
る
の
に
、
白
分
独

り
我
執
を
立
て
て
、
自
分
の
所
作
を
す
べ
て
是
と
し
、
他
人
の
所
作
は
悉

く
非
と
し
て
軽
侮
す
る
の
は
、
偏
見
で
あ
る
と
す
る
。
第
四
に
「
浄
転
倒
」

と
い
っ
て
、
元
来
自
性
は
清
浄
で
あ
る
べ
き
な
の
に
、
そ
の
清
浄
心
を
薇

す
の
が
、
世
俗
の
悦
ぶ
茶
事
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
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故
に
凡
夫
の
行
ふ
所
ハ
、
善
悪
共
に
悪
な
り
、
夢
中
の
事
は
、
有
無

　
　
と
も
に
無
な
り
、
迷
へ
る
間
の
邪
見
は
、
是
非
凡
て
非
な
り
、
さ
す

　
　
れ
ば
、
世
俗
の
趣
を
偏
執
し
て
真
善
な
り
と
い
ふ
と
も
、
何
そ
信
を

　
　
取
に
足
む
、
却
て
益
な
き
逸
楽
に
時
を
移
し
、
徒
に
光
陰
を
送
ら
は
、

　
　
仏
陀
大
聖
の
教
化
に
背
馳
し
、
茶
道
の
罪
人
な
る
べ
し
、
只
寸
陰
を

　
　
重
じ
て
、
刹
那
際
も
退
転
な
く
、
禅
茶
の
徳
用
ヲ
以
テ
妙
道
修
行
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
一
㎎
一

　
　
ん
こ
そ
肝
要
な
ら
め
、

こ
こ
で
、
禅
茶
を
修
行
せ
よ
と
す
す
め
て
い
る
。
禅
茶
と
は
、
禅
道
に
よ
っ

て
無
我
無
心
の
境
地
を
悟
る
こ
と
で
、
普
通
の
茶
事
で
は
な
い
。
凡
庸
の

茶
人
な
ら
ば
、
常
に
分
別
妄
想
の
中
に
い
て
、
こ
れ
は
善
い
、
こ
れ
は
悪

い
と
偏
執
し
て
、
自
分
だ
け
逸
楽
に
時
を
移
し
、
光
陰
を
費
し
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
は
皆
、
有
心
の
人
、
是
非
善
悪
の
対
立
の
世
界
に
い
る
人
で

あ
っ
て
、
そ
の
人
の
考
え
の
是
非
は
す
べ
て
が
非
で
あ
り
、
そ
の
人
の
行

い
の
善
悪
は
（
迷
い
の
中
の
所
作
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
す
べ
て
悪
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
う
い
う
人
が
行
う
茶
事
は
、
釈
尊
の
教
化
に
も
反
し
、
茶
道

の
罪
人
と
な
っ
て
し
ま
う
。

　
そ
れ
よ
り
も
、
光
陰
を
惜
し
み
、
一
日
も
早
く
禅
の
第
一
義
を
悟
り
、

無
我
無
心
の
境
地
を
手
に
入
れ
、
な
す
こ
と
が
自
在
神
通
、
無
擬
三
味
と

な
っ
て
、
禅
茶
の
妙
味
を
満
喫
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

三
、
茶
事
三
昧

次
に
、
「
茶
事
修
行
の
事
」
を
検
討
し
て
み
る
。

　
夫
茶
の
原
意
は
、
器
の
善
悪
を
択
ば
ず
、
点
す
る
折
の
容
態
を
論
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
”
一

　
　
ず
、
只
、
茶
器
を
扱
ふ
三
昧
に
入
て
、
本
性
を
観
す
る
修
行
な
り
、

本
来
の
茶
道
は
、
器
物
の
善
悪
で
あ
る
と
か
、
点
て
方
の
姿
態
な
ど
を
問

題
に
し
な
い
。
た
だ
、
器
物
を
扱
う
三
味
に
入
っ
て
、
無
我
無
心
の
と
こ

ろ
に
至
っ
て
、
自
己
本
来
の
姿
、
仏
性
を
観
ず
る
の
が
、
茶
事
修
行
の
本

筋
で
あ
る
。
例
え
ば
、
茶
杓
を
扱
う
際
に
は
専
ら
茶
杓
だ
け
に
心
を
打
ち

込
み
、
他
の
こ
と
は
考
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
扱
、
茶
事
に
託
し
て
自
性
を
求
む
る
の
工
夫
は
他
に
あ
ら
ず
、
主
一

　
　
無
適
の
一
心
を
も
つ
て
、
茶
器
を
扱
ふ
三
味
の
義
な
り
、
設
使
、
茶

　
　
杓
扱
か
は
ん
と
な
ら
バ
、
其
茶
杓
へ
の
ミ
純
ら
心
を
打
入
レ
て
余
事

　
　
を
微
も
想
は
ず
、
始
終
扱
ふ
事
な
り
、
又
其
茶
杓
を
置
時
に
も
、
前

　
　
の
こ
と
く
に
心
を
深
く
寄
て
置
な
り
、
是
は
茶
杓
に
限
ら
ず
、
一
切

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
0
一

　
　
取
扱
ふ
器
物
何
れ
も
右
の
意
に
お
な
し
、

さ
ら
に
、
茶
器
を
取
り
扱
う
心
を
無
心
と
す
べ
き
こ
と
を
重
ね
て
説
く
。

茶
杓
を
取
る
と
き
は
取
る
こ
と
の
み
に
、
置
く
と
き
は
置
く
こ
と
の
み
に
、

心
を
集
中
さ
せ
て
、
そ
れ
に
な
り
き
る
こ
と
を
三
昧
と
い
う
の
で
あ
る
。

茶
杓
の
扱
い
に
限
ら
ず
、
他
の
す
べ
て
の
所
作
が
無
心
に
、
造
作
な
く
行

わ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
説
く
「
主
一
無
適
」
と

は
、
心
を
一
点
に
集
中
し
て
他
に
適
か
し
め
な
い
こ
と
、
た
だ
一
つ
に
な

り
き
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
又
其
扱
ふ
器
物
を
置
き
は
て
・
、
手
を
放
ち
曳
時
心
は
す
こ
し
も
放

　
　
た
ず
し
て
、
次
に
扱
ん
と
す
る
他
の
器
物
へ
其
ま
・
心
を
寄
せ
写
し

　
　
て
、
何
処
ま
で
も
気
を
縦
べ
ず
、
形
の
如
く
に
し
て
点
す
る
を
、
気

　
　
続
立
と
は
云
り
、
只
、
茶
三
昧
の
行
ひ
な
り
、
了
解
は
其
人
の
志
に

　
　
由
り
て
、
強
に
年
月
を
渉
る
に
及
ば
じ
、
只
、
起
一
念
の
深
浅
に
在
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べ
け
れ
ば
、
ひ
た
す
ら
こ
・
ろ
を
専
に
し
、
志
を
致
し
て
茶
処
の
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
”
一

　
　
味
修
行
こ
そ
勤
む
べ
け
れ
、

こ
こ
も
、
器
物
の
取
り
扱
い
方
を
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
器
物
を
次
か

ら
次
へ
と
取
り
扱
っ
て
行
く
に
し
た
が
っ
て
、
自
分
の
心
も
次
か
ら
次
へ

と
移
し
て
行
っ
て
、
そ
こ
に
心
が
無
造
作
に
転
じ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い

と
説
い
て
い
る
。
茶
杓
を
取
る
の
も
無
心
の
動
作
で
あ
り
、
置
く
の
も
無

心
の
動
作
で
あ
る
。
そ
の
次
の
器
物
に
手
を
か
け
る
の
も
、
無
心
の
動
作

で
あ
っ
て
、
心
が
次
か
ら
次
へ
と
動
転
し
て
行
く
と
こ
ろ
が
茶
事
の
妙
味

で
あ
り
、
修
行
の
眼
目
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
又
法
華
経
に
、
静
室
入
二
禅
定
一
一
．
一
心
一
処
坐
ハ
八
万
四
千
劫
と
有
リ

　
　
て
、
一
坐
の
観
法
は
八
万
四
千
劫
な
り
と
ぞ
、
茶
場
に
入
て
三
味
を

　
　
修
す
る
は
、
即
チ
一
坐
の
観
法
な
り
、
又
優
曇
宝
鑑
に
、
宝
王
論
二
云
、

　
　
一
修
二
持
ス
ル
一
相
念
仏
三
味
づ
者
、
当
二
於
行
住
坐
臥
一
繋
念
シ
テ
不
レ
忘
、

　
　
従
レ
今
昏
廉
ニ
モ
亦
繋
念
シ
テ
而
覚
即
チ
読
レ
之
と
も
ひ
き
た
り
、
此
等
に

　
　
倣
ひ
て
点
茶
せ
ん
に
も
、
二
六
時
中
憐
怠
な
く
一
処
に
繋
念
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
2
〕

　
　
偏
に
勇
猛
心
を
発
し
、
修
行
三
味
に
入
べ
し
、

こ
こ
で
は
、
『
法
華
経
』
と
『
宝
王
論
』
と
を
引
用
し
、
三
味
修
行
の
こ

と
を
述
べ
て
い
る
。
『
法
華
経
』
で
は
、
静
室
に
正
身
端
坐
し
て
、
坐
禅

三
味
に
入
れ
ば
、
も
は
や
無
我
無
心
で
あ
る
か
ら
、
時
間
空
問
の
こ
と
は

問
題
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
坐
の
観
法
が
八
万
四
千
劫
に
な
る
と

説
い
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

　
ま
た
『
宝
王
論
』
に
お
い
て
は
、
念
仏
一
相
三
昧
を
説
い
て
、
行
住
坐

臥
、
如
何
な
る
と
き
で
も
念
仏
を
唱
え
て
、
一
心
一
向
に
な
る
こ
と
を
示

そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
扱
、
茶
器
の
扱
ひ
を
も
つ
て
本
性
を
観
ず
る
は
、
直
に
坐
禅
工
夫
の

　
　
教
な
り
、
坐
禅
ど
て
、
静
黙
し
居
の
ミ
が
工
夫
に
あ
ら
ず
、
夫
を
は

　
　
闇
証
の
坐
禅
と
て
、
天
台
智
者
も
嫌
ひ
た
ま
へ
り
、
故
に
去
来
坐
立

　
　
共
に
行
ふ
が
坐
禅
の
要
法
な
れ
ば
、
茶
事
に
て
も
如
〃
是
行
住
坐
臥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
鴉
一

　
　
解
怠
な
く
修
行
す
べ
き
こ
と
な
り
、

坐
禅
と
い
っ
て
も
、
た
だ
静
室
に
正
身
端
坐
し
て
黙
然
と
し
て
い
る
の
み

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
長
坐
不
臥
し
て
い
る
の
は
、
か
え
っ
て
坐
禅
の
本

意
に
背
く
と
し
て
、
批
判
さ
れ
る
。
行
住
坐
臥
の
中
、
た
だ
一
方
的
に
坐

し
て
い
れ
ば
、
心
が
暗
く
な
り
、
と
り
と
め
も
な
い
こ
と
を
考
え
る
の
み

で
、
こ
れ
を
闇
証
の
坐
禅
と
い
う
。

　
こ
の
「
闇
証
」
と
い
う
言
葉
は
、
天
台
宗
か
ら
禅
宗
を
非
難
し
た
語
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
4
一

天
台
の
第
六
祖
荊
渓
尊
者
（
湛
然
、
七
一
一
－
八
二
）
の
『
止
観
義
例
』

に
出
て
い
る
。
そ
の
意
は
、
禅
宗
が
た
だ
坐
禅
の
み
を
修
し
て
、
教
理
に

暗
い
こ
と
を
攻
撃
し
た
も
の
で
あ
る
。
天
台
宗
は
、
教
観
二
門
と
い
っ
て
、

教
理
に
よ
っ
て
仏
教
の
道
理
を
知
り
、
観
心
に
よ
っ
て
自
己
の
心
の
本
性

を
観
ず
る
。
こ
の
教
と
観
と
は
、
車
の
両
輪
の
如
く
大
切
な
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
禅
宗
は
一
方
の
教
理
に
暗
い
と
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
「
天
台
智
者
」
と
い
い
、
天
台
宗
の
開
祖
智
者
大
師
一
智
顕
、

五
三
八
－
九
七
一
を
指
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
六
祖
湛
然

　
　
　
一
2
5
一

が
正
し
い
。
次
い
で
、
「
去
来
坐
立
共
に
行
ふ
が
坐
禅
の
要
法
」
と
い
い
、

我
々
の
起
居
動
作
、
行
住
坐
臥
の
す
べ
て
が
坐
禅
な
ら
ざ
る
も
の
は
な
い

と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
但
し
茶
事
に
て
ハ
、
行
住
坐
臥
の
行
ひ
は
な
る
ま
し
き
ぞ
と
、
或
は

　
　
疑
ふ
べ
け
れ
ど
、
結
句
行
な
ハ
る
・
者
な
り
、
如
何
と
な
れ
バ
、
常
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に
茶
室
に
入
て
点
喫
修
行
す
る
折
の
ご
と
く
、
専
意
を
用
て
、
悉
く

　
　
一
切
の
義
を
行
ひ
、
行
住
坐
臥
に
油
断
な
く
勤
む
る
事
な
り
、
日
用

　
　
動
静
の
問
な
く
、
此
意
を
施
し
て
事
を
為
バ
、
思
慮
を
労
せ
ず
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
那
一

　
　
一
切
能
調
ひ
、
君
臣
父
子
人
倫
の
道
も
、
自
ら
其
極
処
に
造
る
べ
し
、

こ
こ
で
は
、
正
し
く
茶
事
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
切
が
調
い
う
る
こ

と
を
述
べ
て
い
る
。
喫
茶
す
る
と
き
の
心
構
え
は
、
あ
ら
ゆ
る
行
事
に
も

通
じ
て
お
り
、
君
臣
父
子
の
間
も
、
人
問
と
し
て
こ
の
世
に
処
す
る
道
と

し
て
も
、
皆
茶
事
の
と
き
の
心
構
え
と
離
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
た

だ
無
我
無
心
に
、
日
常
の
こ
と
を
、
次
か
ら
次
へ
と
や
っ
て
行
く
と
こ
ろ

に
、
仏
法
の
極
意
は
あ
る
。
茶
道
の
精
神
も
、
無
我
無
心
に
そ
の
道
の
極

意
に
達
し
、
そ
れ
が
日
常
の
行
為
の
上
に
も
現
わ
れ
て
く
る
よ
う
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
特
に
彼
坐
禅
観
法
は
、
兎
角
無
量
の
念
想
浮
ひ
出
て
煩
は
し
き
物
な

　
　
れ
ど
、
深
く
工
夫
す
れ
ば
、
其
工
夫
に
歴
れ
て
、
余
念
起
ら
ざ
る
な
ー

　
　
り
、
　
　
中
略
　
　
然
る
に
茶
道
は
、
肢
体
を
活
動
し
て
其
物
を

　
　
扱
て
、
心
を
彼
に
寄
託
す
れ
バ
、
他
情
に
奪
る
・
事
な
く
、
且
工
夫

　
　
を
尽
す
に
難
か
ら
ず
、
是
一
休
禅
師
の
妙
智
に
出
て
、
実
に
感
賞
す

　
　
　
　
　
　
　
一
η
一

　
　
べ
き
の
妙
道
也
、

こ
れ
ば
、
坐
禅
観
法
と
茶
道
と
の
比
較
で
あ
る
。
坐
禅
観
法
は
容
易
な
こ

と
で
は
な
い
。
坐
し
て
い
て
も
、
様
々
な
妄
念
が
次
か
ら
次
へ
と
起
っ
て

き
て
、
純
一
無
雑
に
は
な
り
に
く
い
。
こ
れ
に
対
し
て
茶
道
は
、
足
を
動

か
し
、
手
を
動
か
し
、
心
が
そ
れ
に
寄
託
し
て
い
る
か
ら
、
自
ず
か
ら
妄

念
の
起
こ
る
隙
が
な
く
、
茶
事
の
軌
作
に
ま
ぎ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

い
わ
ば
、
我
を
忘
れ
て
茶
事
三
味
に
入
ら
し
め
る
の
で
、
坐
禅
観
法
よ
り

も
、
は
る
か
に
容
易
で
あ
る
と
い
え
る
。

で
あ
っ
て
、
こ
の
茶
事
三
昧
の
教
え
は
、

こ
れ
は
偏
に
一
休
禅
師
の
妙
智

よ
き
妙
道
で
あ
る
と
い
う
。

四
、
禅
茶
と
美
－
結
び
に
か
え
て
1

　
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
『
禅
茶
録
』
に
お
け
る
「
茶
禅
一
味
」
は
、

茶
事
と
い
う
手
段
で
、
禅
の
境
地
に
至
る
と
い
う
、
「
禅
主
茶
従
」
と
も

い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
茶
道
独
白
の
「
美
」
に
つ
い
て
、

『
禅
茶
録
』
は
如
何
に
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
後
に
「
禅
茶
器
の
事
」

を
検
討
し
よ
う
。

　
　
禅
茶
の
器
物
は
、
美
器
に
非
ず
、
珍
器
に
非
ず
、
宝
器
に
あ
ら
ず
、

　
　
旧
器
に
あ
ら
ず
、
円
虚
清
浄
の
一
心
を
も
つ
て
器
と
す
る
な
り
、
こ

　
　
の
一
心
清
浄
を
器
と
し
て
扱
ふ
が
、
禅
機
の
茶
な
り
、
1
中
略

　
　
－
惣
じ
て
器
物
の
善
悪
を
論
ず
べ
か
ら
ず
、
善
悪
ニ
ッ
の
邪
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
蝸
一

　
　
を
断
し
て
、
実
相
清
浄
の
器
を
、
白
己
の
心
に
索
め
得
べ
し
、

ま
ず
、
「
円
虚
清
浄
の
一
心
」
を
も
っ
て
茶
器
と
す
る
と
は
、
形
あ
る
も

の
で
は
な
く
、
自
己
の
清
浄
心
を
重
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

美
器
だ
と
か
、
宝
器
だ
と
か
い
う
こ
と
を
し
な
い
。
円
虚
と
は
、
円
満
に

し
て
虚
空
の
如
く
、
遍
一
切
処
の
も
の
を
い
う
。

　
次
に
、
「
禅
機
の
茶
」
と
は
、
禅
機
の
活
作
用
を
指
す
の
で
あ
る
。
自

己
の
清
浄
心
を
悟
っ
た
人
は
、
無
為
無
作
で
、
も
の
に
応
じ
て
働
く
の
で
、

そ
れ
を
「
禅
機
の
茶
」
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
「
実
相
」
と
は
、
善
悪
の
二
見
を
離
れ
た
と
こ
ろ
を
い
う
の
で
あ

る
。
一
切
万
法
は
、
皆
一
相
で
あ
っ
て
、
二
相
あ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
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そ
れ
な
の
に
、
二
相
の
よ
う
に
見
て
善
悪
を
論
ず
る
の
は
ハ
我
々
の
邪
見

で
あ
る
。
器
物
に
対
し
て
も
、
こ
れ
は
善
い
と
か
、
こ
れ
は
悪
い
と
か
い

う
の
は
、
皆
自
己
の
立
場
か
ら
分
別
す
る
邪
見
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
う
い
う
邪
見
を
断
ち
切
っ
て
、
自
己
の
本
心
清
浄
を
索
め
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

　
以
上
の
茶
器
論
に
対
し
て
、
柳
宗
悦
氏
は
、
「
だ
が
寂
庵
の
如
く
器
を

只
心
の
内
に
の
み
求
め
る
の
は
正
し
い
で
あ
ら
う
か
。
清
浄
の
一
心
に
さ

へ
帰
れ
ば
、
ど
ん
な
器
を
用
ゐ
て
も
よ
い
の
か
」
と
い
い
、
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。

　
　
併
し
禅
と
禅
茶
と
に
は
、
お
の
づ
か
ら
別
の
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
ぬ
戸
－
－
中
略
　
　
で
は
ど
こ
に
相
違
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
か
。
色
ミ

　
　
あ
ら
う
が
、
私
の
考
へ
で
は
必
ず
器
物
を
媒
介
と
す
る
点
に
、
茶
の

　
　
大
な
る
特
色
が
あ
る
と
云
へ
る
。
従
つ
て
禅
と
茶
と
の
相
違
は
、
前

　
　
者
が
信
の
世
界
の
こ
と
で
あ
り
、
後
者
が
美
の
世
界
の
こ
と
に
属
す

　
　
る
点
に
あ
ら
う
。
信
と
美
と
究
寛
に
於
て
不
二
で
あ
る
が
、
現
れ
に

　
　
於
て
は
区
別
を
受
け
る
。
禅
と
茶
と
又
不
二
で
あ
ら
う
が
、
そ
の
道

　
　
筋
に
於
て
は
、
お
の
、
づ
と
差
別
が
あ
ら
う
。
茶
事
が
必
ず
器
物
を
介

　
　
す
る
限
り
、
そ
の
器
物
は
何
な
り
と
も
よ
い
と
は
云
へ
ぬ
。
茶
が
美

　
　
の
世
界
の
こ
と
で
あ
る
限
り
は
、
美
し
き
器
物
の
み
が
茶
器
た
る
の

　
　
　
　
　
　
一
鴉
一

　
　
資
格
を
受
け
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
確
か
に
『
禅
茶
録
』
は
、
禅
を
強
調
し
過
ぎ
て
、

茶
道
の
も
っ
美
的
な
も
の
を
捨
象
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え

な
い
。
そ
う
い
う
も
の
が
、
果
し
て
真
の
茶
道
で
あ
ろ
う
か
。
芳
賀
幸
四

郎
氏
は
、
「
茶
禅
一
味
」
を
説
く
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
お
よ
そ
茶
道
に
は
、
社
交
の
儀
礼
を
兼
ね
た
風
流
な
遊
び
の
面
と
洗

　
　
練
さ
れ
た
高
尚
な
芸
術
の
面
、
お
よ
び
人
間
形
成
の
道
と
い
う
宗
教

　
　
的
な
面
と
の
三
つ
の
面
が
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
面
が
、
あ
た
か
も
鼎

　
　
の
三
足
の
よ
う
に
よ
く
均
衡
を
保
っ
て
一
体
を
な
し
て
い
る
も
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
0
〕

　
　
そ
れ
が
ま
こ
と
の
茶
道
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

『
禅
茶
録
』
は
、
当
時
の
、
第
一
の
「
遊
び
の
面
」
と
第
二
の
「
芸
術

の
面
」
と
の
二
面
だ
け
を
追
求
す
る
風
潮
に
対
す
る
警
鐘
と
し
て
、
第

三
の
「
宗
教
的
な
面
」
を
強
調
し
た
。
そ
の
結
果
、
今
度
は
、
禅
に
偏
向

す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
が
、
著
者
が
不
明
で
あ
る
こ
と
と

共
に
、
『
禅
茶
録
』
が
、
従
来
あ
ま
り
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た

理
由
で
あ
る
と
思
う
。

註

一
－
一
金
子
和
弘
「
禅
と
日
本
文
化
－
そ
の
一
味
性
の
根
拠
l
」
、
『
印

　
　
度
学
仏
教
学
研
究
』
〈
以
下
『
印
仏
研
』
と
略
す
V
第
三
十
六
巻
第

　
　
二
号
、
一
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
、
昭
和
六
三
年
三
月
一
、
二
二
六

　
－
八
頁
参
照
。

一
2
一
茶
道
伝
書
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
『
茶
道
古
典
全
集
』
一
淡
交
杜
、

　
　
昭
和
三
一
年
一
に
よ
り
、
巻
数
・
頁
数
と
い
う
ふ
う
に
記
す
。

　
　
四
二
二

（
3
）
六
・
五
三

（
4
）
六
・
九
五

一
5
一
紫
山
全
慶
「
解
題
」
、
『
茶
道
古
典
全
集
第
十
巻
』
所
収
、
三
＝
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1
二
八
頁
参
照
。

一
6
一
同
前
。

一
7
一
「
露
地
」
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
扱
わ
な
い
。
な
お
、
『
禅
茶
録
』

　
に
お
け
る
「
露
地
」
の
思
想
を
テ
ー
マ
に
し
た
論
文
に
次
の
も
の
が

　
あ
る
。

　
池
田
豊
人
「
禅
茶
の
思
想
」
、
『
印
仏
研
』
第
三
十
七
巻
第
二
号
、
平

　
成
元
年
三
月
、
二
四
七
－
五
一
頁
。

（
8
）
十
・
二
七
九

一
9
）
十
・
二
七
九
－
八
〇

一
1
0
）
十
・
二
八
〇

一
u
一
同
前
。

一
1
2
一
『
老
子
』
で
は
な
く
、
『
荘
子
』
外
篇
、
「
馬
蹄
」
よ
り
採
っ
た
も
の
。

（
1
3
一
十
・
二
八
○

（
1
4
）
十
・
二
八
八

一
1
5
一
同
前
。

（
1
6
）
十
・
二
八
八
－
九

一
1
7
一
十
・
二
八
九

一
1
8
）
十
・
二
八
九
－
九
〇

一
1
9
）
十
・
二
八
三

一
2
0
一
同
前
。

一
2
1
）
十
・
二
八
三
－
四

（
2
2
）
十
・
二
八
四

一
2
3
一
同
前
。

一
2
4
一
大
正
蔵
・
四
六
・
四
五
八
上

一
2
5
一
伊
藤
古
鑑
『
茶
と
禅
』
一
春
秋
社
、
昭
和
四
一
年
一
、
一
：
二
頁
参
照
。

一
2
6
）
十
・
二
八
四
－
五

一
2
7
一
十
・
二
八
五

一
2
8
一
十
・
二
九
二

一
2
9
一
「
『
禅
茶
録
』
を
読
ん
で
」
、
『
柳
宗
悦
全
集
著
作
篇
第
十
七
巻
』
一
筑

　
摩
書
房
、
昭
和
五
七
年
）
所
収
、
三
四
四
－
五
頁
。

（
3
0
）
芳
賀
幸
四
郎
他
『
大
徳
寺
と
茶
道
』
（
淡
交
社
、
昭
和
四
七
年
）
、
一

　
〇
二
頁
。

一
か
さ
い
・
あ
き
ら
　
筑
波
大
学
大
学
院
哲
学
・
思
想
研
究
科
在
学
中
一
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