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古
則
解
釈
の
両
方
向
―
―
「
雲
巌
大
悲
手
眼
」
を
め
ぐ
る
『
碧
巌
録
』
と
『
正
法
眼
蔵
』

末
木
　
文
美
士

一
、
文
字
禅
・
看
話
禅
・
道
元

　

宋
代
に
な
る
と
、
唐
か
ら
五
代
に
か
け
て
の
禅
師
た
ち
の
言
動
が
古
則
と
し
て
聖
典
化
さ
れ
、
そ
れ
に
参
ず
る
と
い
う
禅
門

の
修
行
法
が
確
立
す
る
。
そ
の
第
一
歩
は
、
文
字
禅
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
古
則
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
境
地
を
偈
頌
な
ど
の

文
学
的
な
形
式
で
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
代
表
す
る
の
が
、
雪
竇
重
顕
（
九
八
〇
―
一
〇
五
二
）
に
よ
る
『
雪
竇
頌

古
』
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
古
則
百
則
を
選
ん
で
編
集
し
た
上
で
、
そ
れ
に
頌
を
付
す
る
と
い
う
二
重
の
作
業
が
な
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
垂
示
・
著
語
・
評
唱
を
付
し
た
の
が
、
圜
悟
克
勤
（
一
〇
六
三
―
一
一
三
五
）
の
『
碧
巌
録
』
で
あ
る
。

　
『
碧
巌
録
』
に
関
し
て
は
、
小
川
隆
が
、「「
文
字
禅
」
を
極
め
る
こ
と
で
「
看
話
禅
」
へ
の
端
緒
を
開
い
た
」
⑴
と
指
摘

す
る
の
が
適
切
で
あ
る
。「
文
字
禅
」
が
言
葉
に
よ
っ
て
古
則
の
境
地
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、「
看
話
禅
」

は
、
そ
の
古
則
を
公
案
と
し
て
徹
底
的
に
そ
れ
に
集
中
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
大
悟
の
体
験
を
得
さ
せ
よ
う
と
い
う
も
の
で

あ
る
。「
文
字
禅
」
は
修
行
者
の
た
め
の
指
導
と
い
う
面
を
持
ち
つ
つ
も
、
自
ら
の
境
地
を
表
明
し
た
文
学
的
な
作
品
と
い
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う
面
が
強
い
の
に
対
し
て
、「
看
話
禅
」
は
は
っ
き
り
と
自
覚
的
に
組
織
立
て
ら
れ
た
師
僧
に
よ
る
弟
子
の
指
導
法
で
あ
る
。

　
『
碧
巌
録
』
は
も
と
も
と
文
字
と
し
て
書
か
れ
た
作
品
で
は
な
く
、
指
導
の
現
場
で
語
ら
れ
た
言
葉
の
集
積
で
あ
る
。
小

川
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
公
案
と
頌
古
に
対
す
る
論
評
の
詳
し
さ
、
公
案
中
の
登
場
人
物
に
関
す
る
故
事
・
話
頭
の
紹
介

の
豊
富
さ
か
ら
、
禅
門
の
教
科
書
的
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
」「「
文
字
禅
」
の
精
華
と
称
す
べ
き
書
物
」
⑵
で
あ
る
が
、

同
時
に
「
同
時
代
の
通
説
・
俗
説
を
痛
烈
に
批
判
し
つ
つ
修
行
者
に
実
地
の
大
悟
を
要
求
す
る
と
い
う
、
強
い
実
践
的
志
向

が
見
て
取
れ
る
」
⑶
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
そ
の
点
で
も
は
や
「
文
字
禅
」
を
逸
脱
し
て
い
る
。

　
『
雪
竇
頌
古
』
は
見
事
な
文
学
的
達
成
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
「
文
字
禅
」
の
中
で
も
最
高
の
作
品
で
あ
ろ
う
。
そ
の
古
則

と
頌
に
対
し
て
、
圜
悟
の
垂
示
・
著
語
・
評
唱
は
、「
文
字
禅
」
か
ら
「
看
話
禅
」
へ
の
過
渡
的
な
き
わ
ど
い
重
層
性
を
持

ち
つ
つ
、
一
歩
も
退
く
と
こ
ろ
が
な
い
。
両
者
の
緊
張
か
ら
な
る
本
書
は
、「
宗
門
第
一
の
書
」
と
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。

日
本
の
禅
が
確
立
す
る
中
で
、
最
大
の
手
掛
か
り
と
さ
れ
た
の
も
所
以
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ま
さ
に
そ
の
完

成
度
の
故
に
、
圜
悟
の
弟
子
の
大
慧
宗
杲
（
一
〇
八
九
―
一
一
六
三
）
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
た
と
伝
え
る
よ
う
に
、
次
へ
の

展
開
を
求
め
る
時
に
は
か
え
っ
て
障
害
と
な
る
面
を
も
持
っ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
宋
代
に
お
け
る
古
則
の
扱
い
に
対
し
て
、
道
元
（
一
二
〇
〇
―
一
二
五
三
）
は
ど
の
よ
う
な
態

度
を
取
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
道
元
が
古
則
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
、
真
名
本
の
『
正
法
眼
蔵
』
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。

『
正
法
眼
蔵
』
と
い
う
書
名
に
も
、
大
慧
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
仮
名
本
の
『
正
法
眼
蔵
』
に
も
多
数
の
古
則
が
引
用
さ
れ
、

し
ば
し
ば
そ
の
解
釈
が
詳
細
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。『
碧
巌
録
』
の
い
わ
ゆ
る
一
夜
本
が
道
元
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
も
の

か
ど
う
か
は
確
か
で
な
い
が
、
宋
に
お
い
て
『
碧
巌
録
』
に
触
れ
て
い
た
可
能
性
は
大
き
い
。
だ
が
、『
碧
巌
録
』
と
較
べ

て
み
る
と
、
重
複
し
て
取
り
上
げ
る
古
則
は
非
常
に
少
な
い
。
道
元
は
文
字
禅
も
看
話
禅
も
取
ら
ず
、
か
え
っ
て
看
話
禅
に

は
は
っ
き
り
否
定
的
な
立
場
を
取
る
。
そ
れ
で
は
、
道
元
は
古
則
を
ど
の
よ
う
に
見
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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こ
こ
で
は
、『
碧
巌
録
』
第
八
十
九
則
と
『
正
法
眼
蔵
』
観
音
の
巻
の
両
方
で
共
通
し
て
扱
っ
て
い
る
古
則
の
「
雲
巌
大

悲
手
眼
」
を
取
り
上
げ
、
両
者
の
扱
い
方
の
違
い
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
両
者
の
古
則
に
対
す
る
態
度
は
ま
っ
た
く
正
反

対
の
方
向
へ
向
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
古
則
が
決
し
て
一
義
的
な
解
釈
に
決
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
多
様
な
解
釈

と
実
践
を
受
け
入
れ
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

二
、「
雲
巌
大
悲
手
眼
」
の
古
則

　

ま
ず
雲
巌
大
悲
手
眼
の
古
則
を
引
用
し
て
お
く
。『
碧
巌
録
』
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
形
で
示
す
。〔　

〕
内
は
圜
悟
の
著
語
。

『
正
法
眼
蔵
』
の
相
違
を
＊
を
付
し
て
示
す
⑷
（
も
ち
ろ
ん
著
語
は
な
い
）。
ま
た
、
参
考
ま
で
に
現
代
語
訳
を
付
し
て
お
く
⑸
。

雲＊

巌
問
道
吾
、「
大
悲
菩
薩
、
用
許
多
手
眼
作＊

＊

什
麼
。」〔
当
時
好
与
本
分
草
料
。
你
尋
常
走
上
走
下
作
什
麼
。
闍
黎
問

作
什
麼
。〕

＊
「
雲
巌
問
道
吾
」
を
、「
雲
巌
無
住
大
師
、
問
道
吾
山
修
一
大
師
」
に
作
る
。

＊
＊
「
作
什
麼
」
を
「
作
麼
」
に
作
る
。

吾
云
、「
如
人
夜
半
背
手
摸
枕
子
。」〔
何
不
用
本
分
草
料
。
一
盲
引
衆
盲
。〕

巌
云
、「
我＊

会
也
。」〔
將
錯
就
錯
。
賺
殺
一
船
人
。
同
坑
無
異
土
。
未
免
傷
鋒
犯
手
。〕

＊
「
我
会
也
」
を
「
我
会
也
、
我
会
也
」
に
作
る
。

吾
云
、「
汝
作
麼
生
会
。」〔
何
労
更
問
。
也
要
問
過
。
好
与
一
拶
。〕

巌
云
、
徧＊

身
是
手
眼
。」〔
有
什
麼
交
渉
。
鬼
窟
裏
作
活
計
。
泥
裏
洗
土
塊
。〕
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＊
「
徧
」
を
「
遍
」
に
作
る
。
同
義
。

吾
云
、「
道
即＊

太
煞＊

道
、
只＊

＊
＊

道
得
八

＊
＊
＊
＊

成
。」〔
同
坑
無
異
土
。
奴
見
婢
慇
懃
。
癩
児
牽
伴
。〕

＊
「
即
」
を
「
也
」
に
作
る
。

＊
＊
「
煞
」
を
「
殺
」
に
作
る
。
同
義
。

＊
＊
＊
「
只
」
を
「
祗
」
に
作
る
。

＊
＊
＊
＊
「
八
成
」
を
「
八
九
成
」
に
作
る
。

巌
云
、「
師＊

兄
作
麼
生
。」〔
取
人
処
分
争
得
。
也
好
与
一
拶
。〕

＊
上
に
、「
某
甲
祗
如
此
」
あ
り
。

吾
云
、「
通
身
是
手
眼
。」〔
蝦
跳
不
出
斗
。
換
却
你
眼
睛
、
移
却
舌
頭
。
還
得
十
成
也
未
。
喚
爹
作
爺
。〕

＊雲
巌
が
道
吾
に
問
う
た
、「
大
悲
菩
薩
は
た
く
さ
ん
の
手
眼
に
よ
っ
て
何
を
す
る
の
か
。」

道
吾
「
人
が
夜
中
に
背
後
に
手
を
回
し
て
、
ぴ
た
り
と
枕
を
探
し
当
て
る
よ
う
な
も
の
だ
。」

雲
巌
「
分
か
り
ま
し
た
。」

道
吾
「
お
前
は
ど
の
よ
う
に
分
か
っ
た
の
か
。」

雲
巌
「
身
体
い
ち
め
ん
手
眼
で
す
。」

道
吾
「
言
う
こ
と
は
な
か
な
か
ご
立
派
だ
が
、
八
割
程
度
言
え
た
だ
け
だ
。」

雲
巌
「
先
輩
は
ど
う
で
す
か
。」

道
吾
「
身
体
ま
る
ご
と
手
眼
だ
。」
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本
則
は
『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
十
四
・
雲
巌
章
に
出
る
が
、
そ
こ
で
は
、
も
っ
と
単
純
で
分
か
り
や
す
い
。

道
吾
問
、「
大
悲
千
手
眼
、
那
箇
是
正
眼
。」
師
曰
、「
如
無
灯
時
、
把
得
枕
子
怎
麼
生
。」
道
吾
曰
、「
我
会
也
、
我
会

也
。」
師
曰
、「
怎
麼
生
会
。」
道
吾
曰
、「
通
身
是
眼
。」
⑹

　

こ
こ
で
は
、「
徧
身
」
と
「
通
身
」
の
別
も
出
て
こ
な
い
。『
碧
巌
録
』
や
『
正
法
眼
蔵
』
の
形
は
、『
宗
門
統
要
』
巻
八

な
ど
に
出
る
。

　

雲
巌
曇
晟
（
七
八
二
―
八
四
一
）
と
道
吾
円
智
（
七
六
九
―
八
三
五
）
は
、
薬
山
下
の
兄
弟
弟
子
。「
大
悲
菩
薩
」
は
、
観

音
菩
薩
の
こ
と
。
こ
こ
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
の
は
千
手
千
眼
観
音
（
千
手
観
音
）
で
あ
り
、
禅
宗
で
は
そ
の
功
徳
を
説

く
大
悲
心
陀
羅
尼
を
広
く
用
い
る
の
で
、
そ
の
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
千
手
観
音
は
千
本
の
手
の
先
に
す
べ
て
眼
が
つ

い
て
い
て
、
世
界
中
の
こ
と
を
見
通
し
、
千
本
の
手
で
あ
ら
ゆ
る
衆
生
の
救
済
を
は
か
る
。「
手
眼
」
は
そ
の
眼
の
こ
と
だ

が
、
同
時
に
手
の
は
た
ら
き
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　

雲
巌
が
千
手
千
眼
観
音
の
手
眼
の
は
た
ら
き
を
問
う
た
の
に
対
し
て
、
道
吾
の
答
え
は
、
暗
闇
の
中
で
枕
を
ぴ
た
り
と
探

り
当
て
る
よ
う
に
、
衆
生
の
機
根
に
従
っ
て
ぴ
た
り
と
対
応
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
外
な
る
観
音
の
話
の
よ

う
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
観
音
の
は
た
ら
き
を
修
行
者
自
ら
の
問
題
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
が
真
の
課
題
で
あ
る
。
無
明

煩
悩
の
闇
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
ぴ
た
り
と
「
そ
の
も
の
」
を
探
り
当
て
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
に
は
、
ど
の
よ
う
な
手
眼
が
必
要
か
。
そ
こ
で
、
雲
巌
の
「
徧
身
是
眼
」
と
道
吾
の
「
通
身
是
眼
」
が
ど
う
違
う
か

が
問
題
に
な
る
。「
徧
身
」
が
身
体
の
表
面
全
体
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
通
身
」
は
身
体
ま
る
ご
と
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
雲
巌
は
「
身
体
い
ち
め
ん
手
眼
」
と
な
る
こ
と
だ
と
す
る
。
身
体
い
ち
め
ん
が
無
明
煩
悩
の
闇
を
見
通
す
手
眼
と
な
っ

て
透
視
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
道
吾
は
そ
れ
で
は
ま
だ
八
割
程
度
だ
と
い
う
。
身
体
の
表
面
だ
け
で
な
く
、
身
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体
全
体
、
あ
る
い
は
身
心
的
存
在
で
あ
る
私
（
あ
な
た
）
の
全
て
が
一
丸
と
な
っ
て
手
眼
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
問
答
だ
け
素
直
に
読
め
ば
、
道
吾
の
「
通
身
是
手
眼
」
の
ほ
う
が
、
雲
巌
の
「
徧
身
是
手
眼
」
よ
り
上
の
よ
う
に
読

め
る
。
身
体
の
表
面
だ
け
で
な
く
、
身
体
全
体
が
眼
と
な
っ
て
真
理
を
見
抜
く
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ひ
と
ま

ず
そ
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
理
解
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
圜
悟
も
道
元
も
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
読
み
方
は
し
な
い
。
も
と
も
と

は
比
較
的
単
純
で
あ
っ
た
古
則
が
、
次
第
に
深
く
参
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

二
、『
碧
巌
録
』
第
八
十
九
則

　

圜
悟
は
ま
ず
垂
示
で
、
基
本
的
な
方
向
を
示
す
。

通
身
是
眼
見
不
到
、
通
身
是
耳
聞
不
及
、
通
身
是
口
説
不
著
、
通
身
是
心
鑑
不
出
。
通
身
即
且
止
、
忽
若
無
眼
作
麼
生

見
、
無
耳
作
麼
生
聞
、
無
口
作
麼
生
説
、
無
心
作
麼
生
鑑
。
若
向
箇
裏
撥
転
得
一
線
道
、
便
与
古
仏
同
参
。
参
則
且

止
、
且
道
参
箇
什
麼
人
。

（
身
体
ま
る
ご
と
眼
で
も
見
通
せ
ず
、
身
体
ま
る
ご
と
耳
で
も
聞
き
き
れ
ず
、
身
体
ご
と
口
で
も
説
き
き
れ
ず
、
身
体
ご
と
心

で
も
見
極
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
身
体
ま
る
ご
と
は
さ
て
お
き
、
も
し
眼
が
な
け
れ
ば
ど
の
よ
う
に
見
る
の
か
、
耳
が
な

け
れ
ば
ど
の
よ
う
に
聞
く
の
か
、
口
が
な
け
れ
ば
ど
の
よ
う
に
話
す
の
か
。
心
が
な
け
れ
ば
ど
の
よ
う
に
見
極
め
る
の
か
。

も
し
こ
こ
で
一
筋
の
道
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
古
仏
と
同
じ
境
地
に
参
入
す
る
。
参
入
は
と
も
か
く
、
さ
て
、
ど
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の
人
に
参
入
し
た
ら
よ
い
の
か
。）

　

垂
示
は
、
則
に
よ
っ
て
は
直
接
本
則
と
関
わ
ら
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
、
本
則
の
読
み
取
り
方
を
は
っ
き
り

示
し
て
い
る
。
即
ち
、「
通
身
是
眼
（
耳
・
口
・
心
）」
で
あ
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
く
、
そ
れ
で
も
な
お
見
及
ば
ず
、
聞
き
き

れ
ず
、
語
り
き
れ
ず
、
分
か
り
き
れ
な
い
と
こ
ろ
を
見
、
聞
き
、
語
り
、
分
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
眼
な
く
し
て
見
、
耳
な
く
し
て
聞
き
、
口
な
く
し
て
語
り
、
心
な
く
し
て
分
か
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に

は
、「
什
麼
人
」
に
参
じ
た
ら
よ
い
の
か
。
外
な
る
問
題
で
は
な
い
、
お
前
自
身
の
問
題
だ
と
突
き
つ
け
る
の
で
あ
る
。

　

著
語
も
、
例
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
分
か
り
や
す
い
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
そ
れ
で
も
大
体
の
方
向
は
理
解
で
き
よ
う
。

雲
巌
に
対
し
て
は
徹
底
的
に
厳
し
く
批
判
的
で
、
コ
ケ
に
す
る
。「
本
分
の
草
料
を
与
え
て
や
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
」
と
か
、

「
ど
う
し
て
本
分
の
草
料
を
与
え
な
い
の
か
」
な
ど
と
、
雲
巌
の
問
い
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
と
と
も
に
、
道
吾
の
対
応
を

も
生
ぬ
る
い
と
抑
下
す
る
。「
同
坑
に
異
土
な
し
」
と
か
、「
爹
を
喚
び
て
爺
と
作
す
」
な
ど
と
、
結
局
は
同
じ
穴
の
ム
ジ
ナ

だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

評
唱
は
比
較
的
短
い
。
そ
の
眼
目
は
、
第
一
に
、「
大
悲
に
は
許
多
の
手
眼
有
り
。
諸
人
還
た
有
り
や
」
と
い
う
と
こ
ろ

で
、「
お
前
た
ち
に
は
そ
の
よ
う
な
手
眼
が
あ
る
か
」
と
問
う
て
い
る
。
外
な
る
観
音
の
問
題
で
は
な
く
、
お
前
た
ち
自
身

の
問
題
だ
、
と
い
う
こ
と
が
明
白
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
に
は
、「
徧
身
」
は
だ
め
だ
が
「
通
身
」
は
よ
い
、
と
い
う
よ
う
な
常
識
的
な
理
解
が
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

如
今
人
多
去
作
情
解
道
、「
徧
身
底
不
是
、
通
身
底
是
。」
只
管
咬
他
古
人
言
句
、
於
古
人
言
下
死
了
。
殊
不
知
、
古
人

意
不
在
言
句
上
、
此
皆
是
事
不
獲
已
而
用
之
。
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（
今
の
人
は
大
抵
分
別
を
し
て
、「
身
体
い
ち
め
ん
は
間
違
い
、
身
体
ま
る
ご
と
は
正
し
い
」
と
言
う
が
、
ひ
た
す
ら
古
人
の

こ
と
ば
を
齧
る
だ
け
で
、
古
人
の
言
葉
に
捉
わ
れ
て
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。
だ
が
何
と
、
古
人
の
意
図
は
言
葉
に
は
な
く
、

こ
れ
ら
の
言
葉
は
皆
や
む
を
得
ず
に
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。）

　

こ
こ
で
は
、「
如
今
人
」
の
解
釈
を
挙
げ
て
、
そ
れ
を
否
定
す
る
。
こ
の
や
り
方
は
圜
悟
の
常
套
的
な
と
こ
ろ
で
、
結
局

の
と
こ
ろ
、「
徧
身
」「
通
身
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
に
捉
わ
れ
る
こ
と
が
、
厳
し
く
誡
め
ら
れ
て
い
る
。「
須
是
絶
情
塵
意

想
、
浄
躶
躶
赤
灑
灑
地
、
方
可
見
得
大
悲
話
」（
思
慮
分
別
を
絶
ち
切
り
、
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
赤
裸
と
な
っ
て
、
は
じ
め
て
大
悲

の
話
を
理
解
で
き
る
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
評
唱
の
解
釈
は
だ
い
た
い
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、『
碧
巌
録
』
を
読
ん
で
く
れ

ば
、
そ
れ
ほ
ど
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。

　

こ
の
則
に
対
す
る
雪
竇
の
頌
は
、
雄
大
で
力
が
籠
っ
て
い
る
。

徧
身
是　
　
　
　
　
　
　

徧
身
是
か

通
身
是　
　
　
　
　
　
　

通
身
是
か

拈
来
猶
較
十
万
里　
　
　

拈
じ
来
れ
ば
猶
お
十
万
里
を
較
つ

展
翅
鵬
騰
六
合
雲　
　
　

翅
を
展
げ
て
鵬
騰
す
六
合
の
雲

搏
風
鼓
蕩
四
溟
水　
　
　

風
を
搏
っ
て
鼓
蕩
す
四
溟
の
水

是
何
埃
壒
兮
忽
生　
　
　

是
れ
何
の
埃
壒
ぞ
忽
ち
に
生
ず

那
箇
毫
釐
兮
未
止　
　
　

那
箇
の
毫
釐
ぞ
未
だ
止
ま
ざ
る

君
不
見　
　
　
　
　
　
　

君
見
ず
や
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網
珠
垂
範
影
重
重　
　
　

網
珠
、
範
を
垂
れ
て
影
重
重
た
る
を

棒
頭
手
眼
従
何
起　
　
　

棒
頭
の
手
眼
、
何
よ
り
か
起
こ
る

咄　
　
　
　
　
　
　
　
　

咄

　

雪
竇
は
、「
徧
身
是
」「
通
身
是
」
な
ど
と
言
っ
て
、
言
葉
尻
に
捉
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
そ
れ
で
は
、
千
万
里

も
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
手
眼
の
は
た
ら
き
は
、
は
る
か
こ
の
俗
世
を
超
え
て
広
大
な
真
理
の
世
界
に
羽
ば
た
く
。
そ
れ

な
の
に
、
ち
っ
ぽ
け
な
塵
埃
を
起
こ
し
て
何
に
な
る
の
か
。
そ
の
手
眼
は
、
帝
釈
天
の
天
宮
の
網
の
目
の
宝
石
が
重
々
に
映

し
合
う
よ
う
に
見
事
に
は
た
ら
く
。
こ
こ
ま
で
歌
っ
て
、
最
後
に
「
棒
の
先
の
手
眼
は
、
ど
こ
か
ら
生
じ
た
か
」
と
、
手
眼

を
修
行
者
自
身
に
引
き
寄
せ
、「
咄コ

ラ
ッ」
と
叱
咜
し
て
退
く
。

　

頌
に
対
す
る
圜
悟
の
評
唱
は
、
比
較
的
素
直
に
解
釈
し
て
い
て
、
そ
れ
程
独
自
の
も
の
は
な
い
。「
畢
竟
徧
身
通
身
都
不

是
。
若
要
以
情
識
去
見
他
大
悲
話
、
直
是
猶
較
十
萬
里
」（
結
局
の
と
こ
ろ
「
身
体
い
ち
め
ん
」
も
「
身
体
ま
る
ご
と
」
も
す

べ
て
正
し
く
な
い
。
も
し
思
慮
分
別
に
よ
っ
て
そ
の
大
悲
菩
薩
の
話
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
十
万
里
も
彼
方
に
い
る
の
で

あ
る
）
と
、
敷
衍
す
る
。
華
厳
の
四
法
界
説
を
挙
げ
る
な
ど
、
丁
寧
で
は
あ
る
が
、
や
や
説
明
的
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、『
碧
巌
録
』
の
理
解
で
は
、「
徧
身
」「
通
身
」
に
捉
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
手
眼
を
は
た
ら
か

せ
る
こ
と
を
求
め
、
そ
の
境
地
の
素
晴
ら
し
さ
を
讃
え
る
。

你
若
善
能
向
此
珠
網
中
、
明
得
拄
杖
子
、
神
通
妙
用
、
出
入
無
礙
、
方
可
見
得
手
眼
。
所
以
雪
竇
云
、
棒
頭
手
眼
従
何

起
。
教
你
棒
頭
取
証
喝
下
承
当
。
只
如
德
山
入
門
便
棒
、
且
道
、
手
眼
在
什
麼
処
。
臨
済
入
門
便
喝
、
且
道
手
眼
在
什

麼
処
。
且
道
、
雪
竇
末
後
、
為
什
麼
更
著
箇
咄
字
。
参
。
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（
も
し
お
前
た
ち
が
こ
の
珠
を
連
ね
た
網
に
お
い
て
、
拄
杖
を
手
に
し
て
は
っ
き
り
と
さ
せ
、
神
通
の
す
ば
ら
し
い
は
た
ら
き

が
あ
り
、
出
た
り
入
っ
た
り
自
由
自
在
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
手
眼
を
見
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
、

雪
竇
は
「
棒
の
先
の
手
眼
は
ど
こ
か
ら
生
じ
た
か
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
お
前
た
ち
に
棒
の
先
で
悟
り
を
開
か
せ
、
喝
に

よ
っ
て
受
け
止
め
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
門
を
入
る
や
徳
山
が
棒
を
使
う
の
は
、
さ
て
、
手
眼
は
ど
こ

に
あ
る
の
か
。
門
を
入
る
や
臨
済
が
喝
す
る
の
は
、
さ
て
、
手
眼
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
さ
て
、
雪
竇
は
最
後
に
ど
う
し
て

さ
ら
に
「
コ
ラ
ッ
」
と
い
う
字
を
付
け
た
の
か
。
参
究
せ
よ
。）

　

徳
山
の
棒
や
臨
済
の
喝
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、「
手
眼
」
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
捉
え
ら
れ
よ
う
。

そ
の
よ
う
な
活
き
た
は
た
ら
き
が
手
眼
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

三
、『
正
法
眼
蔵
』
観
音

　

そ
れ
で
は
、
道
元
は
こ
の
古
則
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。『
正
法
眼
蔵
』
観
音
の
巻
（
仁
治
三
年
、

一
二
四
二
）
は
、
ほ
ぼ
全
巻
を
こ
の
古
則
の
解
釈
に
当
て
て
お
り
、
道
元
が
こ
の
古
則
を
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
道
元
の
高
い
評
価
は
、「
道
得
観
音
は
、
前
後
の
聞
声
ま
ゝ
に
お
ほ
し
と
い
へ
ど
も
、
雲
巌
・
道
吾
に
し
か
ず
」
と

い
う
冒
頭
の
言
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。

　
『
碧
巌
録
』
が
観
音
を
た
だ
ち
に
自
己
の
問
題
と
捉
え
る
の
に
対
し
て
、
道
元
は
観
音
信
仰
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
観
音

の
本
質
を
明
ら
め
る
と
い
う
観
点
か
ら
問
答
を
読
み
込
ん
で
い
く
。「
観
音
を
参
学
せ
ん
と
お
も
は
ば
、
雲
巌
・
道
吾
の
い

ま
の
「
道
也
」
を
参
究
す
べ
し
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
観
音
は
、「
諸
仏
の
父
母
と
も
参
学
す
、
諸
仏
よ
り
も
未
得
道
な
り
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と
学
す
る
こ
と
な
か
れ
。
過
去
正
法
明
如
来
也
」
と
、
観
音
に
仏
の
位
置
づ
け
を
与
え
る
。

　

そ
れ
故
、
こ
の
巻
で
開
か
れ
る
観
音
の
世
界
は
、
そ
の
ま
ま
仏
の
境
地
を
示
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

修
行
者
も
ま
た
、
観
音
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
観
音
を
自
己
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
『
碧
巌
録
』
と
同
じ
こ
と
に
な
り
そ

う
だ
が
、『
碧
巌
録
』
で
は
観
音
が
自
己
の
主
体
性
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
の
に
対
し
て
、
道
元
で
は
、
む
し
ろ
自
己
が

観
音
の
広
大
な
世
界
に
開
か
れ
て
い
く
と
い
う
方
向
性
が
異
な
る
。

　

そ
れ
で
は
、
道
元
は
、
雲
巌
・
道
吾
の
ど
こ
を
そ
れ
ほ
ど
高
く
評
価
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
道
元
は
、
両
者
の
一
言
一
言

を
取
り
上
げ
、
綿
密
に
検
証
す
る
。
ま
ず
雲
巌
の
「
大
悲
菩
薩
、
用
許
多
手
眼
作
什
麼
」
で
あ
る
。
単
純
に
読
む
と
、
こ
の

雲
巌
の
問
い
は
、
あ
と
の
問
答
を
引
き
出
す
序
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
見
過
ご
さ
れ
て
し
ま
う
が
、
道
元
は
こ
の
問
い
に

こ
だ
わ
る
。
こ
の
問
い
を
立
て
る
雲
巌
こ
そ
が
観
音
を
正
し
く
理
解
し
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、「
観
音
を
真

箇
に
観
音
な
ら
し
む
る
は
、
た
ゞ
雲
巌
会
の
み
な
り
」
と
ま
で
言
う
。
そ
れ
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

余
仏
道
の
観
音
は
た
ゞ
十
二
面
な
り
、
雲
巌
し
か
あ
ら
ず
。
余
仏
道
の
観
音
は
わ
づ
か
に
千
手
眼
な
り
、
雲
巌
し
か
あ

ら
ず
。
余
仏
道
の
観
音
は
し
ば
ら
く
八
万
四
千
手
眼
な
り
、
雲
巌
し
か
あ
ら
ず
。

　

雲
巌
の
観
音
の
は
た
ら
き
は
数
に
限
定
さ
れ
な
い
。
こ
こ
で
、
雲
巌
の
問
の
中
に
「
許
多
」
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
さ
れ

る
。
そ
れ
は
、
単
に
不
定
の
多
さ
を
言
う
の
で
は
な
い
。「
種
般
か
ぎ
ら
ず
。
種
般
す
で
に
か
ぎ
ら
ず
は
、
無
辺
際
量
に
も

か
ぎ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
言
う
の
で
あ
り
、「
無
量
無
辺
の
辺
量
を
超
越
」
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
道
元
は
「
遍
身
」「
通
身
」
以
前
に
、
ま
ず
こ
の
「
許
多
」
に
目
を
付
け
る
。
雲
巌
が
「
許
多
」
と
言
い
、

そ
れ
を
道
吾
も
認
め
る
。
そ
れ
故
、「
雲
巌
・
道
吾
同
参
」
で
あ
る
。『
碧
巌
録
』
が
、
雲
巌
・
道
吾
を
ひ
と
ま
ず
認
め
な
が
ら
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も
、
そ
れ
を
超
出
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
道
元
は
雲
巌
・
道
吾
を
と
も
に
讃
歎
し
、
そ
の
一
言
一
言
を
重
く
受
け
止
め

る
。
と
り
わ
け
、
こ
の
「
許
多
」
こ
そ
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
、「
遍
身
」「
通
身
」
も
ま
た
、「
許
多
」
か
ら
理
解
さ
れ
る
。

　

次
の
「
如
人
夜
半
背
手
摸
枕
子
」
と
い
う
答
え
も
単
純
で
は
な
い
。

夜
眼
を
あ
き
ら
む
べ
し
。
手
眼
世
界
な
る
べ
き
か
、
人
手
眼
の
あ
る
か
、
ひ
と
り
手
眼
の
み
飛
霹
靂
す
る
か
、
頭
正
尾

正
な
る
手
眼
の
一
条
両
条
な
る
か
。
も
し
か
く
の
ご
と
く
の
道
理
を
検
点
す
れ
ば
、「
用
許
多
手
眼
」
は
た
と
ひ
あ
り

と
も
、
た
れ
か
こ
れ
大
悲
菩
薩
、
た
ゞ
手
眼
菩
薩
と
の
み
き
こ
ゆ
る
が
ご
と
し
。

　

こ
の
よ
う
に
、
主
体
た
る
「
人
」
が
消
え
て
、
手
眼
の
み
が
は
た
ら
き
出
す
。『
碧
巌
録
』
が
ど
こ
ま
で
も
我
・
汝
の
主

体
が
問
題
に
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
道
元
で
は
、
主
体
が
消
失
し
、
手
眼
自
体
が
躍
り
出
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、「
た
れ
か

こ
れ
大
悲
菩
薩
、
た
ゞ
手
眼
菩
薩
と
の
み
き
こ
ゆ
る
が
ご
と
し
」
と
、
大
悲
菩
薩
さ
え
も
消
え
て
し
ま
う
。
そ
れ
故
、「
大

悲
菩
薩
、
用
許
多
手
眼
作
什
麼
」
は
、「
手
眼
菩
薩
、
用
許
多
大
悲
菩
薩
作
麼
」
と
も
言
い
換
え
可
能
で
あ
る
。

　

そ
う
な
る
と
、「
遍
身
是
手
眼
」
は
、「
許
多
」
か
ら
当
然
出
て
く
る
。「
遍
手
眼
は
不
曾
蔵
な
り
と
も
、
徧
手
眼
と
道
得

す
る
期
を
ま
つ
べ
か
ら
ず
」
と
、
わ
ざ
わ
ざ
言
明
す
る
ま
で
も
な
い
。
道
元
は
「
遍
身
」
を
認
め
な
い
の
で
は
な
い
。
そ
れ

で
十
全
に
言
い
止
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
は
た
ら
き
は
す
で
に
「
不
曾
蔵
」（
隠
れ
も
な
く
現
わ
れ
て
い
る
）
で
あ
っ

て
、
そ
れ
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
は
、「
許
多
」
で
あ
る
。
数
量
を
超
え
、「
無
量
無
辺
」
を
も
超
え
た
手
眼
の
は
た
ら
き

が
「
不
曾
蔵
」
で
あ
り
、「
自
己
に
は
あ
ら
ず
、
日
面
月
面
に
あ
ら
ず
、
即
心
是
仏
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
と
言
わ
れ
る
よ
う

に
、
手
眼
は
あ
ら
ゆ
る
規
定
を
は
み
出
し
て
い
く
。

　

従
っ
て
、「
遍
身
是
手
眼
」
で
、「
遍
」
と
か
「
是
」
と
か
に
捉
わ
れ
る
と
、
誤
解
を
生
ず
る
。「
手
眼
を
遍
身
な
ら
し
む
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る
に
は
あ
ら
ず
」
な
の
で
あ
る
。
手
眼
の
は
た
ら
き
は
広
大
に
広
が
っ
て
い
く
。

手
眼
す
で
に
許
多
と
い
ふ
、
千
に
あ
ま
り
、
万
に
あ
ま
り
、
八
万
四
千
に
あ
ま
り
、
無
量
無
辺
に
あ
ま
る
。
只
「
遍
身

是
手
眼
」
の
か
く
の
ご
と
く
あ
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
度
生
説
法
も
か
く
の
ご
と
く
な
る
べ
し
、
国
土
放
光
も
か
く
の
ご

と
く
な
る
べ
し
。

　

次
の
道
吾
の
「
道
也
太
殺
道
、
祗
道
得
八
九
成
」
の
一
句
は
、
雲
巌
の
「
遍
身
」
を
批
判
し
て
、
そ
の
言
い
方
で
は
不
十

分
だ
と
言
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
が
、
道
元
は
そ
う
は
読
ま
な
い
。
道
元
は
、「
遍
身
」
で
あ
れ
「
通
身
」
で

あ
れ
、
ど
ち
ら
も
同
じ
よ
う
に
手
眼
の
は
た
ら
き
の
完
全
さ
を
言
っ
て
い
る
と
見
る
か
ら
、「
遍
身
」
で
も
十
全
で
あ
る
。
そ

れ
な
ら
ば
、
こ
の
「
八
九
成
」
は
ど
う
解
釈
さ
れ
る
の
か
。
道
元
は
、「
八
九
成
」
は
不
完
全
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
す

る
。「
い
ま
す
で
に
未
道
得
の
つ
ひ
に
道
不
得
な
る
べ
き
の
こ
り
あ
ら
ざ
る
を
道
取
す
る
と
き
は
、「
祗
道
得
八
九
成
」
な
り
」

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、「
八
九
成
」
は
「
道
不
得
な
る
べ
き
の
こ
り
」
が
な
い
完
全
さ
を
言
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
い
は
ゆ
る
の
八
九
成
は
、
百
千
と
い
は
ん
が
ご
と
し
、
許
多
と
い
は
ん
が
ご
と
く
参
学
す
べ
き
な
り
」
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
故
、
雲
巌
の
「
某
甲
祗
如
此
、
師
兄
作
麼
生
」
も
決
し
て
謙
遜
で
は
な
い
。「
道
得
八
九
成
の
道
を
道
取
せ
し
む
る

が
ゆ
ゑ
に
、「
祗
如
是
」
と
道
取
す
る
な
り
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
道
吾
の
「
通
身
是
手
眼
」
と
い

う
の
も
、「
遍
身
」
と
異
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
雲
巌
の
遍
と
道
吾
の
通
と
、
道
得
尽
、
道
未
尽
に
は
あ
ら
ざ

る
な
り
」
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
道
元
の
説
示
は
次
の
よ
う
に
締
め
ら
れ
る
。



204

古則解釈の両方向――「雲巌大悲手眼」をめぐる『碧巌録』と『正法眼蔵』（末木 文美士）

し
か
あ
れ
ば
、
釈
迦
老
子
の
道
取
す
る
観
音
は
わ
づ
か
に
千
手
眼
な
り
、
十
二
面
な
り
、
三
十
三
身
、
八
万
四
千
な

り
。
雲
巌
・
道
吾
の
観
音
は
「
許
多
手
眼
」
な
り
。
し
か
あ
れ
ど
も
、
多
少
の
道
に
は
あ
ら
ず
。
雲
巌
・
道
吾
の
許
多

手
眼
の
観
音
を
参
学
す
る
と
き
、
一
切
諸
仏
は
観
音
の
三
昧
を
成
八
九
成
す
る
な
り
。

　

雲
巌
・
道
吾
の
観
音
は
、
釈
迦
の
説
く
観
音
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

四
、
古
則
解
釈
の
両
方
向

　

以
上
、『
碧
巌
録
』
と
『
正
法
眼
蔵
』
が
、
同
じ
古
則
「
雲
巌
大
悲
手
眼
」
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
を
見
た
。
同
じ

古
則
に
対
す
る
両
者
の
解
釈
は
ま
っ
た
く
正
反
対
と
言
っ
て
も
よ
い
方
向
を
向
い
て
い
る
。

　
『
碧
巌
録
』
で
は
、
何
よ
り
も
古
則
の
眼
目
は
外
な
る
観
音
で
は
な
く
、
修
行
者
自
身
の
主
体
的
な
は
た
ら
き
が
問
わ
れ

て
い
る
。「
徧
身
」
よ
り
「
通
身
」
が
中
心
に
考
え
ら
れ
な
が
ら
も
、
言
葉
に
捉
わ
れ
る
こ
と
が
誡
め
ら
れ
、
単
純
な
優
劣

は
否
定
さ
れ
て
、「
徧
身
」
で
も
「
通
身
」
で
も
捉
え
き
れ
な
い
境
地
へ
と
超
出
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、『
正
法
眼
蔵
』
で
は
、
一
気
に
言
葉
を
超
越
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
さ
れ
ず
、
か
え
っ
て
、
一
語
一
語

を
吟
味
点
検
し
て
ゆ
く
。
雲
巌
と
道
吾
を
同
格
と
し
て
、
釈
迦
を
も
超
え
る
と
賛
美
す
る
。
そ
こ
で
は
、
観
音
の
は
た
ら
き

を
た
だ
ち
に
自
己
の
問
題
に
還
元
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
む
し
ろ
観
音
は
仏
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
境
地
の
体
得
が
目
指
さ
れ

る
。
と
り
わ
け
も
と
の
古
則
で
は
批
判
的
に
見
ら
れ
て
い
た
雲
巌
の
言
に
高
い
境
地
を
読
み
取
る
。
通
常
読
み
飛
ば
さ
れ
て

し
ま
う
「
許
多
手
眼
」
の
と
こ
ろ
に
着
目
し
、
手
眼
の
は
た
ら
き
が
数
量
に
捉
わ
れ
な
い
自
由
さ
を
持
つ
こ
と
を
言
う
。
そ

こ
で
は
、
主
体
が
消
え
、
手
眼
そ
れ
自
体
が
自
在
に
は
た
ら
き
出
す
。
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こ
の
よ
う
な
両
者
の
違
い
は
、
こ
の
古
則
の
解
釈
だ
け
に
限
ら
ず
、『
碧
巌
録
』
と
『
正
法
眼
蔵
』
全
体
の
方
向
に
関
わ

る
。『
碧
巌
録
』
は
、
古
則
を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
も
、
言
句
に
捉
わ
れ
る
こ
と
を
誡
め
、
そ
れ
を
超
え
た
境
地
の
体
得

へ
と
修
行
者
を
仕
向
け
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
道
元
は
む
し
ろ
主
体
を
放
擲
す
る
こ
と
で
、
悟
り
に
近
づ
こ
う

と
す
る
。「
自
己
を
は
こ
び
て
万
法
を
修
証
す
る
を
迷
と
す
、
万
法
す
ゝ
み
て
自
己
を
修
証
す
る
は
さ
と
り
な
り
」（
現
成
公

案
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、「
万
法
」
の
中
に
自
己
を
開
放
し
よ
う
と
す
る
。

　

こ
う
し
た
両
者
の
違
い
は
ど
こ
か
ら
来
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
足
飛
び
に
中
国
と
日
本
の
文
化
比
較
ま
で
話
を
持
っ
て

行
っ
て
し
ま
う
の
は
、
い
さ
さ
か
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
単
に
両
者
の
個
性
に
帰
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ

こ
に
は
、
両
者
の
置
か
れ
た
思
想
史
的
な
位
置
づ
け
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。『
碧
巌
録
』
は
、
文
字
禅
か

ら
看
話
禅
へ
の
流
れ
の
中
で
、「
無
事
」
を
否
定
し
、
修
行
に
邁
進
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
そ
の
志
向
は
後
継
者
の
大
慧
に

よ
っ
て
看
話
禅
と
し
て
確
立
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
実
践
的
な
立
場
は
、
朱
子
学
な
ど
に
も
引
き
継
が
れ
る
。
他
方
、
道
元

は
、
中
国
の
禅
を
日
本
の
場
に
移
植
す
る
過
程
で
、
本
覚
思
想
や
『
法
華
経
』
な
ど
、
当
時
の
叡
山
系
天
台
の
影
響
を
大
き

く
受
け
る
。
そ
こ
に
、
親
鸞
の
「
自
然
法
爾
」
に
も
通
ず
る
、
自
己
を
仏
の
世
界
に
開
放
し
て
い
く
思
想
が
形
成
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

⑴
小
川
隆
『
続
・
語
録
の
こ
と
ば
』（
禅
文
化
研
究
所
、
二
〇
一
〇
）、
ⅶ
頁
。

⑵
同
、
ｖ
頁
。

⑶
同
、
ｖ
―
ⅵ
頁
。

⑷
『
正
法
眼
蔵
』
は
、
水
野
弥
穂
子
校
注
『
正
法
眼
蔵
』
一
（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
〇
）
に
よ
る
。

⑸
『
碧
巌
録
』
の
本
文
と
現
代
語
訳
は
、
拙
編
訳
『
現
代
語
訳
碧
巌
録
』
下
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
）
に
基
づ
き
、
訳
は
多
少
改
め
た
。
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以
下
、
同
じ
。

⑹
景
徳
伝
灯
録
研
究
会
編
『
景
徳
伝
灯
録
』
五
（
禅
文
化
研
究
所
、
二
〇
一
三
）、
三
九
六
頁
。


