
過
去
十
数
年
の
間
、
北
米
の
禅
宗
史
の
研
究
は
、
多
く
の
若
い
研
究
者

の
出
現
に
よ
り
、
飛
躍
的
に
発
展
し
た
事
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例

え
ば
、
中
国
禅
に
つ
い
て
言
え
ば
、
コ
ー
ネ
ル
大
学
の
ジ
ョ
ン
・
マ
ク
レ

イ
教
授
は
北
宗
禅
に
つ
い
て
の
大
著
、
園
ｍ
ｚ
ｏ
ミ
ミ
蔑
粋
宮
ミ
ミ
ミ
善
雨

①

岡
ミ
ミ
ミ
さ
ご
旦
岡
ミ
ご
ｇ
電
§
邑
陣
ミ
§
冒
苫
を
発
表
し
て
い
る
し
、
ス

タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
、
、
〈
ｌ
ナ
ー
ド
・
フ
ォ
ー
ル
教
授
は
禅
を
脱
構
築
す

②

る
一
連
の
著
作
を
世
に
送
り
出
し
て
い
る
。
ま
た
日
本
の
禅
に
つ
い
て
も

次
灸
と
注
目
す
べ
き
研
究
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
ス
タ
ン
フ

ォ
ー
ド
大
学
の
カ
ー
ル
・
ビ
ラ
フ
ェ
ル
ト
教
授
に
よ
る
道
元
禅
師
の
『
普

③

勧
座
禅
儀
』
の
研
究
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
多
く
の
ア
メ

リ
カ
の
学
者
が
禅
宗
の
思
想
と
歴
史
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
北
米
の
禅
研

究
は
新
し
い
時
代
に
入
っ
た
と
い
う
感
が
深
い
。

’
ｊ
、
く
Ｊ
１
ｌ
Ｊ
～
く
ｒ
ｊ
、
／
う
ぐ
ｆ
、
／
、
イ
ｊ
ロ
ー
ｌ

書
評
・
紹
介

‘
ノ
ー
ｆ
ｊ
ｊ
く
ノ
ー
！
ｆ
，
く
ノ
ー
く
く
ノ
、
ｆ
ｊ
ｊ
く

阿
○
ウ
①
再
同
．
団
口
望
昌
①
匡
』
］
Ｈ
・
｝

自
毒
や
ざ
ご
苫
昌
ざ
葛
旦

○
琴
ご
貴
富
国
患
包
汽
○
ぺ
、
Ｐ
．

の
ミ
ミ
》
亀
切
言
亀
包
営
急

ー

の
迂
画
韓
国
匙
、
具
①
蝿
豈
》
悪

日
苫
、
『
ご
蔦
酎
ミ
冒
剴
ミ
‐

鈴
声
．
。
ら
べ
雲
・
香
◎
薑

ロ
バ
ー
ト
。
Ｆ
・
ロ
ー
季

さ
て
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
胃
常
甸
ミ
ミ
ミ
。
薑
具
ｇ
ざ
ご
国
§
ご
亀
営

ｇ
営
邑
亀
員
氏
ミ
§
は
、
も
と
も
と
ゞ
ハ
ズ
ウ
ェ
ル
教
授
が
零
ハ
ー
ク
レ
イ

に
提
出
し
た
弓
宮
口
論
文
を
大
幅
に
書
き
換
え
て
、
即
自
ｏ
①
甘
口
国
昌
‐

ぐ
の
国
辱
扉
⑦
、
ｍ
か
ら
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
大
正
大
蔵
経

第
九
巻
法
華
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
金
剛
三
昧
経
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
⑩
金
剛
三
味
経
の
作
者
と
そ
の
思
想
的
背
景
に
つ
い
て
詳
し
い
考

こ
れ
ら
の
研
究
者
の
中
で
も
特
に
注
目
さ
れ
て
い
る
人
が
、
現
在
カ
リ

フ
ォ
ル
’
一
ア
大
学
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
校
（
ロ
ロ
弓
の
邑
耳
具
６
画
旨
○
自
国
鼻

冒
切
シ
侭
①
］
①
里
ｄ
ｏ
伊
揚
）
で
教
鞭
を
と
ら
れ
て
い
る
ロ
バ
ー
ト
。
Ｅ
・

バ
ズ
ウ
ェ
ル
冑
．
（
園
。
ｇ
昇
同
．
国
巨
の
急
呂
》
冑
・
）
教
授
で
あ
る
。
バ
ズ

ゥ
ェ
ル
教
授
は
長
年
の
問
、
韓
国
で
禅
の
修
行
を
積
ま
れ
た
が
、
後
に
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
余
ハ
ー
ク
レ
イ
校
（
ｄ
ｏ
用
烏
①
］
①
己
の
大
学
院
に
入

学
さ
れ
、
仏
教
学
を
学
ば
れ
た
。
す
で
に
、
ハ
ー
ク
レ
イ
在
学
中
、
韓
国

④

の
重
要
な
禅
僧
の
知
語
に
つ
い
て
の
研
究
を
出
版
し
て
い
る
。
こ
れ
は
四

○
○
．
ヘ
ー
ジ
以
上
に
も
及
ぶ
大
著
で
あ
る
が
、
韓
国
の
仏
教
を
始
め
て
ア

メ
リ
カ
に
紹
介
し
た
書
物
と
し
て
、
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

ま
た
最
近
、
仏
教
に
お
け
る
偽
経
を
扱
っ
た
論
文
集
の
ｇ
営
、
篭
団
員
‐

⑤

暑
営
匹
営
ミ
息
言
を
編
集
し
、
さ
ら
に
昨
年
、
韓
国
の
禅
宗
僧
院
生
活

に
つ
い
て
詳
し
く
研
究
し
た
閂
詩
的
§
ミ
ミ
ミ
島
。
同
息
、
ミ
苫
尽
●
酎
員
‐

⑥

量
曾
、
雷
亀
昌
尽
営
９
量
、
言
営
昌
這
丙
ミ
閨
も
出
版
し
て
い
る
。
そ
の

ほ
か
に
も
、
中
国
や
韓
国
の
禅
に
つ
い
て
多
く
の
論
文
を
発
表
し
て
お
り
、

⑦

非
常
に
幅
広
い
研
究
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
。
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察
と
、
②
金
剛
三
昧
経
の
英
訳
と
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容

を
詳
し
く
記
載
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

第
一
部
研
究
編
弓
ゅ
再
○
己
。
叩
望
巨
身
）

第
一
章
偽
経
と
し
て
の
金
剛
三
昧
経
（
目
①
冒
冒
堕
寧
ミ
ミ
ミ
‐

ぬ
ミ
ミ
色
四
ｍ
四
口
シ
も
○
日
目
む
げ
己
の
日
包
詳
ｐ
Ｈ
①
）

第
二
章
新
羅
学
僧
の
伝
記
官
房
国
騨
唱
○
唱
苔
耳
昌
吾
①

属
目
①
四
口
の
ｏ
ゴ
巳
冨
黒
）

第
三
章
金
剛
三
味
経
に
見
ら
れ
る
仏
教
教
理
角
胃
ロ
○
・
吋
言
巴

日
①
四
ｏ
屋
甘
、
ｏ
【
計
両
①
『
宮
一
室
画
の
畠
ご
昌
包
言
）

第
四
章
金
剛
三
味
経
に
お
け
る
禅
的
要
素
ｌ
こ
の
経
典
の
成

立
に
つ
い
て
の
証
拠
ち
ぽ
筥
口
国
の
曽
の
日
、
旨
昏
①
胃
‐

鳶
畠
ミ
や
昌
包
萱
恥
固
く
丘
①
昌
○
①
昏
鄙
庁
彦
①
シ
ロ
ナ
ぽ
○
勗
匡
も
具

庁
彦
①
の
ロ
庁
Ｈ
四
）

第
二
部
金
剛
三
味
経
の
英
訳
（
国
営
の
冨
式
○
口
》
ｇ
、
尋
冒
曽
－

ミ
ミ
ミ
畠
苫
局
。
：
具
』
§
ミ
ミ
ミ
ミ
患
の
。
§
誉
皇
）

最
後
に
は
、
中
国
語
・
韓
国
語
・
日
本
語
・
欧
米
諸
国
の
言
語
で
書
れ
た

金
剛
三
味
経
や
禅
宗
史
に
関
す
る
研
究
害
や
学
術
論
文
の
詳
し
い
ピ
ブ
リ

オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。

・
ハ
ズ
ウ
ェ
ル
教
授
が
序
文
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
第
二
部
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
金
剛
三
昧
経
の
英
訳
は
、
欧
米
諸
国
の
言
語
へ
の
始
め
て
の
翻

訳
で
あ
り
、
そ
の
た
め
特
に
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
重
要
な
意
味

を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
で
最
も
注
目
さ
れ
る
箇
所
は
、
第
一

部
の
研
究
編
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
金
剛
三
昧
経
の
成
立
に
つ
い
て
、
い

く
つ
か
の
興
味
深
い
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
要
約
す
れ
ば
、
次

の
二
点
に
納
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

１
金
剛
三
味
経
は
六
八
六
年
ご
ろ
に
新
羅
で
成
立
し
た
経
典
で
あ
る
。

２
そ
の
作
者
は
初
期
禅
宗
の
東
山
法
門
に
属
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

づ
（
》
Ｏ

金
剛
三
味
経
は
、
大
正
大
蔵
経
で
い
え
ば
、
わ
ず
か
九
．
ヘ
ー
ジ
し
か
な

い
短
い
教
典
で
あ
る
。
し
か
し
、
内
容
的
に
は
非
常
に
豊
富
で
あ
り
、
水

野
弘
元
博
士
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
南
北
朝
末
頃
ま
で
の
中
国
で
問
題

と
せ
ら
れ
て
い
た
仏
教
思
想
が
殆
ど
す
べ
て
こ
の
教
典
の
中
に
網
羅
せ
ら

⑧

れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
法
華
経
の
一
乗
三
乗
の
思
想
、
浬

渠
経
の
一
悶
提
や
仏
性
説
、
大
乗
起
信
論
の
如
来
蔵
や
本
覚
始
覚
説
、
さ

ら
に
は
真
諦
三
蔵
に
由
来
す
る
第
九
阿
摩
羅
識
説
な
ど
を
始
め
、
多
く
の

重
要
な
仏
教
思
想
が
現
れ
て
お
り
、
教
理
史
上
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
提

起
し
て
い
る
。

こ
の
教
典
を
取
り
巻
く
多
く
の
問
題
の
中
で
、
従
来
研
究
者
の
関
心
を

最
も
強
く
引
い
て
き
た
も
の
の
一
つ
が
、
そ
の
真
偽
の
問
題
で
あ
る
が
、

今
日
で
は
金
剛
三
味
経
は
中
国
で
作
成
さ
れ
た
偽
経
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
定
説
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
水
野
弘
元
博
士
は
一

九
五
五
年
に
発
表
さ
れ
た
「
菩
提
達
磨
の
二
入
四
行
説
と
金
剛
三
昧
経
」

と
い
う
論
文
の
中
で
、
金
剛
三
味
経
を
さ
ま
ざ
ま
の
角
度
か
ら
検
討
さ
れ
、⑨

菩
提
達
磨
以
降
中
国
で
作
ら
れ
た
教
典
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
欧
米
で
は
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
リ
イ
ベ
ン
タ
ー
ル
（
弓
農
図
巨
。
‐

宮
口
昏
己
）
教
授
も
、
一
九
五
六
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
学
術
雑
誌
弓
。
譲
晶
‐

菅
。
に
発
表
さ
れ
た
《
《
胃
§
・
画
昏
。
冒
冒
韓
亀
薑
目
ご
こ
の
中
で
、

⑩

金
剛
三
昧
経
の
偽
選
説
を
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
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し
か
し
そ
れ
ら
の
見
解
に
対
し
て
、
本
学
の
木
村
宣
彰
助
教
授
は
金
剛

三
味
経
の
新
羅
選
述
説
を
主
張
し
た
。
彼
は
一
九
七
六
年
に
「
金
剛
三
昧

経
の
真
偽
問
題
」
と
題
し
た
論
文
を
『
仏
教
史
学
研
究
』
（
一
八
号
）
に

⑪

掲
載
し
、
そ
の
中
で
金
剛
三
昧
経
が
「
南
北
朝
か
ら
階
唐
に
か
け
て
重
視

さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
教
典
の
所
説
、
各
宗
の
教
義
学
説
を
殆
ど
全
て
網
羅
し

て
い
る
」
教
典
で
あ
る
点
に
着
目
し
て
、
そ
れ
は
「
通
仏
教
的
で
幅
の
広

い
融
通
無
碍
な
性
格
を
有
し
、
会
通
を
信
条
と
す
る
も
の
で
宗
派
的
な
対

立
を
嫌
う
」
新
羅
の
仏
教
界
の
中
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
力
説
さ

⑫

れ
た
。こ

れ
ら
の
先
学
の
研
究
を
踏
ま
え
て
、
バ
ズ
ウ
ェ
ル
教
授
は
金
剛
三
味

経
の
成
立
課
題
に
つ
い
て
再
検
討
を
加
え
る
の
で
あ
る
が
、
彼
の
結
論
か

ら
い
え
ば
、
こ
の
経
典
は
新
羅
で
つ
く
ら
れ
た
可
能
性
が
非
常
に
高
い
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
彼
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
金
剛
三
昧
経
出
現
に
関

す
る
伝
説
は
、
明
か
に
そ
の
新
羅
起
源
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

伝
説
は
、
「
宋
高
僧
伝
』
や
『
三
国
遺
事
」
な
ど
を
始
め
と
す
る
い
く
つ

か
の
テ
キ
ス
ト
の
中
に
納
め
ら
れ
て
い
る
新
羅
の
元
暁
の
伝
記
に
見
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
当
時
の
新
羅
国

王
の
后
が
病
に
倒
れ
た
の
で
、
良
薬
を
求
め
て
使
者
が
唐
に
派
遣
さ
れ
た
。

し
か
し
中
国
へ
の
航
海
中
、
波
の
中
か
ら
突
然
老
人
が
現
れ
た
。
そ
の
老

人
に
連
れ
ら
れ
、
海
中
の
竜
宮
に
案
内
さ
れ
た
使
者
は
竜
王
に
会
見
し
た
。

そ
の
会
見
中
、
竜
王
は
、
新
羅
王
の
后
の
病
は
、
実
は
使
者
を
竜
宮
に
呼

び
寄
せ
、
金
剛
三
昧
経
を
新
羅
に
伝
え
る
口
実
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を

述
べ
た
。
そ
こ
で
金
剛
三
昧
経
を
授
か
っ
た
使
者
は
本
国
へ
引
き
返
し
、

こ
の
経
典
を
新
羅
に
伝
え
た
が
、
後
に
竜
王
の
指
示
に
従
っ
て
、
新
羅
の

学
僧
元
暁
が
そ
の
注
釈
を
書
い
た
。
こ
れ
が
か
の
有
名
な
『
金
剛
三
昧
経

論
』
で
あ
る
。

バ
ス
ゥ
ェ
ル
教
授
に
よ
る
と
、
こ
の
伝
説
は
明
か
に
金
剛
三
昧
経
が
新

羅
で
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
実
は
、
先
に
挙
げ
た
水
野
論

文
も
木
村
論
文
も
、
共
に
こ
の
伝
説
に
注
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
水
野
博
士
は
竜
宮
を
山
東
半
島
か
、
遼
東
半
島
か
の
い
ず
れ
か
を
象

徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
こ
の
伝
説
は
、
金
剛
三
昧
経
が
中
国
で
作

成
さ
れ
、
新
羅
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ

た
。
さ
ら
に
博
士
は
そ
の
制
作
地
を
新
羅
と
す
る
こ
と
は
考
え
難
く
、
そ

の
理
由
と
し
て
、
元
暁
が
金
剛
三
味
経
を
偽
経
と
見
な
し
て
い
な
い
こ
と

を
挙
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
も
し
こ
の
教
典
が
新
羅
で
作
ら
れ
た
も
の
で

あ
れ
ば
、
元
暁
も
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
詳
し
い
注
釈

害
を
書
く
ほ
ど
そ
の
教
典
を
重
視
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
が

博
士
の
見
解
で
あ
る
。
一
方
、
水
野
博
士
と
は
逆
に
、
木
村
教
授
は
こ
の

逸
話
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
金
剛
三
昧
経
の
新
羅
選
述
説
を
主
張
し
た
。
し

か
し
残
念
な
が
ら
、
バ
ズ
ウ
ェ
ル
教
授
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
木
村

教
授
は
こ
の
伝
説
以
外
、
こ
の
教
典
の
新
羅
撰
述
説
を
裏
付
け
る
資
料
を

示
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
教
授
は
金
剛
三
昧
経
が
新
羅
で
誕
生
し
た
教
典

で
あ
る
こ
と
を
確
実
に
立
証
す
る
証
拠
を
提
示
し
て
い
な
い
、
と
バ
ズ
ウ

ェ
ル
教
授
は
言
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
バ
ス
ウ
ェ
ル
教
授
は
、
金
剛
三
昧
経
が
新
羅
で
成
立
し
た
と
い

う
仮
説
を
実
証
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、
中
国
で
編
纂
さ
れ
た
経
録
に
注

目
す
る
。
バ
ス
ゥ
ェ
ル
教
授
に
よ
る
と
ｌ
こ
れ
は
水
野
博
士
や
木
村
教

授
も
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
ｌ
経
録
の
中
で
、
金
剛
三
昧
経
が

n 局

、イ



始
め
て
現
れ
る
の
は
、
三
七
四
年
に
編
纂
さ
れ
た
釈
道
安
の
『
綜
理
衆
経

目
録
』
（
以
下
「
道
安
録
』
と
略
称
す
る
）
で
あ
る
。
だ
が
、
金
剛
三
昧

経
は
間
も
な
く
中
国
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は

『
道
安
録
』
以
後
の
経
録
が
、
金
剛
三
昧
経
を
閥
訳
と
し
て
い
る
こ
と
か

ら
明
か
で
あ
る
。

し
か
し
金
剛
三
昧
経
は
突
如
と
し
て
、
七
三
○
年
に
智
昇
に
よ
っ
て
編

纂
さ
れ
た
『
開
元
釈
教
録
』
の
中
に
再
び
現
れ
る
の
で
あ
る
。
智
昇
は
こ

の
金
剛
三
昧
経
こ
そ
、
『
道
安
録
』
以
来
消
失
し
て
い
た
経
典
で
あ
る
と

考
え
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
実
は
最
近
（
伝
説
に
よ
れ
ば
）

竜
宮
か
ら
新
羅
に
も
た
ら
さ
れ
た
経
典
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
バ

ズ
ウ
ェ
ル
教
授
が
言
う
よ
う
に
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
金
剛
三

味
経
は
、
『
開
元
釈
教
録
』
に
現
れ
る
五
○
年
前
に
、
す
で
に
新
羅
に
存

在
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
元
暁
が
、
そ
の
死
の
直
前
の
六
八
六

年
に
『
金
剛
三
昧
経
諭
』
を
著
し
て
い
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
元
暁
死
後
の
六
九
五
年
に
中
国
で
作
ら
れ

た
『
大
周
刊
定
衆
経
目
録
』
に
も
金
剛
三
味
経
の
名
が
見
え
な
い
、
と
い

う
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
考
え
会
わ
す
と
、
新
羅
で
金
剛
三
味
経
が

流
布
し
、
研
究
さ
れ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
長
い
間
こ
の
経
典
は
中
国

で
は
全
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
金
剛
三
昧
経
が

六
八
六
年
以
前
に
新
羅
で
作
ら
れ
た
こ
と
を
立
証
す
る
も
の
で
あ
る
、
と

バ
ズ
ウ
ェ
ル
教
授
は
論
じ
て
い
る
。

一
一
一

こ
の
よ
う
に
バ
ズ
ウ
ェ
ル
教
授
は
金
剛
三
昧
経
の
新
羅
選
述
説
を
主
張

す
る
の
で
あ
る
が
、
次
に
問
題
と
な
る
の
が
、
こ
の
経
典
が
、
誰
に
よ
っ

て
、
い
か
な
る
理
由
で
書
か
れ
た
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
も
、
。
ハ
ズ
ウ
ェ
ル
教
授
は
大
変
興
味
深
い
説
を
提
唱
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
経
典
は
、
初
期
禅
宗

史
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
一
派
で
あ
る
東
山
法
門
に
属
す
る

人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

従
来
、
特
に
水
野
弘
元
博
士
な
ど
に
よ
っ
て
、
金
剛
三
昧
経
に
は
、
初

期
禅
宗
独
特
の
教
義
な
ど
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
論
証
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
主
な
も
の
は
、
の
初
期
禅
宗
で
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
二
入
四
行
説
と

深
い
関
係
に
あ
る
二
入
説
（
二
入
と
は
理
入
と
行
入
の
こ
と
）
と
、
⑨
守

一
と
呼
ば
れ
る
、
特
に
東
山
法
門
で
重
視
さ
れ
た
禅
法
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
見
る
と
、
金
剛
三
味
経
の
作
者
は
初
期
禅
宗
の
教
義
や
実
践
法
に
通

じ
て
い
た
こ
と
が
明
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
バ
ズ
ウ
ェ
ル
教
授
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
金
剛
三
昧
経
の
作
者
は
こ
れ
ら
の
教
義
や
実
践
法
を
無
批
判

に
受
け
い
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
金
剛
三
昧
経
の
中
に
は
二

入
説
を
説
い
て
い
る
箇
所
が
あ
る
が
、
最
終
的
に
そ
れ
は
分
別
に
も
と
ず

く
も
の
と
し
て
退
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
と
対
照
的
に
、
金
剛
三
味

経
は
守
一
を
正
し
く
如
来
禅
に
入
る
方
法
と
し
て
賛
嘆
し
て
い
る
。
お
な

じ
初
期
禅
宗
の
教
義
に
つ
い
て
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
、
全
く
反
対
の
見
解

を
金
剛
三
昧
経
は
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
こ
の
経
典
の
作
者
が
、

守
一
の
禅
法
を
重
視
し
た
東
山
法
門
に
深
い
関
わ
り
を
持
つ
人
物
で
あ
っ

た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
、
と
バ
ズ
ウ
ェ
ル
教
授
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
金
剛
三
味
経
の
作
者
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

を
断
定
す
る
確
実
な
資
料
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
ゞ
ハ
ズ
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閃
ｇ
〕
①
件
固
国
匡
の
芝
①
房
．
冑
・
》
日
勤
言
蜀
ミ
ミ
ミ
さ
畠
ミ
○
弩
圏
苫
‐
固
い
ｇ
侭
更

鳴

営
○
言
高
畠
Ｓ
ご
菖
肉
。
患
＆
恥
司
琴
、
三
宮
青
急
勿
邑
蚤
圏
包
量
‐
吻
曽
宝
亀
〕
邑
切
謹
包
包
雪
急

ウ
ェ
ル
教
授
は
朝
鮮
半
島
に
始
め
て
禅
を
伝
え
た
と
さ
れ
て
い
る
法
朗
こ

そ
、
こ
の
経
典
の
作
者
で
は
な
い
か
、
と
推
測
し
て
い
る
。
法
朗
は
、
六

三
二
’
六
四
六
の
間
、
新
羅
か
ら
中
国
に
渡
っ
た
僧
で
あ
る
。
彼
は
東
山

法
門
の
道
信
に
師
事
し
た
が
、
六
七
六
年
以
降
新
羅
に
戻
り
、
禅
を
広
め

た
。
こ
の
よ
う
に
、
法
朗
は
金
剛
三
昧
経
の
作
者
に
必
要
な
条
件
を
全
て

満
た
し
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
は
新
羅
出
身
の
僧
侶
で
あ
り
、
六
八
六
年
ご

ろ
に
は
新
羅
に
滞
在
し
て
お
り
、
当
時
の
中
国
禅
、
特
に
東
山
法
門
に
つ

い
て
詳
し
い
知
識
を
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
理
由
に
よ
り
、
ゞ
ハ
ズ
ウ
ェ

ル
教
授
は
金
剛
三
昧
経
の
作
者
を
法
朗
と
考
え
、
彼
が
東
山
法
門
の
教
え

を
新
羅
に
伝
え
る
た
め
に
、
こ
の
経
典
を
作
成
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と

推
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
今
ハ
ズ
ゥ
ェ
ル
教
授
の
金
剛
三
昧
経
成
立
に
関
す

る
研
究
を
中
心
に
本
書
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
本
書
に
は
こ
の
ほ
か
に
も

中
国
・
新
羅
の
初
期
禅
宗
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ
い
て
詳
し
い

説
明
が
な
さ
れ
て
お
り
、
最
近
の
禅
宗
史
を
扱
う
英
文
の
書
物
の
中
で
も
、

最
も
興
味
深
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
さ
ら
に
、
第
二
部

に
付
記
さ
れ
て
い
る
金
剛
三
味
経
の
英
訳
も
、
ス
ム
ー
ズ
に
読
め
る
訳
で

あ
り
、
欧
米
の
金
剛
三
味
経
研
究
に
大
き
く
貢
献
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
。
こ
の
金
剛
三
昧
経
の
研
究
を
、
、
ヘ
ー
ス
と
し
て
、
、
ハ
ズ
ウ
ェ
ル
教
授
が

今
後
、
元
暁
の
「
金
剛
三
昧
経
論
』
に
取
り
組
み
、
韓
国
の
仏
教
思
想
を

よ
り
一
層
詳
し
く
解
説
し
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
次
第
で
あ
る
。

』
、
Ｒ
ご
Ｓ
ぎ
ご
．
（
国
目
８
８
口
叩
瑁
風
ロ
８
３
口
目
員
ぐ
閏
巴
耳
目
部
①
の
の
〉
ご
雪
）
．

覗
汪①

］
○
冒
罰
．
富
。
”
Ｐ
⑦
、
閂
言
ご
ｏ
真
言
曽
粋
言
具
ミ
ミ
尋
、
、
ミ
‐

署
員
雲
§
旦
岡
ミ
ご
ｏ
尋
§
草
画
屋
昌
琴
言
薑
あ
言
昌
閉
冒
同
色
牌
シ
巴
曽
］

ロ
ロ
ロ
ロ
宮
曾
邑
・
ロ
○
．
騨
国
○
国
○
旨
冒
“
ご
己
ぐ
①
厨
岸
く
具
国
Ｐ
司
巴
営
弔
Ｈ
①
閉
．

』
④
、
③
。

②
国
①
目
Ｐ
＆
国
①
貝
①
、
門
意
酎
意
ご
ミ
ミ
尋
ミ
今
鼠
営
ミ
．
．
淫
。
ミ
ミ
、
ミ

く

く

の
ミ
ミ
馬
具
ｏ
言
ミ
悶
習
即
良
き
房
ミ
』
甸
矧
目
。
鼻
○
月
甸
風
ｐ
８
８
ｐ

、

ご
己
ぐ
①
尉
巴
ご
吋
尉
の
、
印
》
邑
閏
．
○
尋
忌
富
曽
風
き
計
急
富
包
Ｏ
Ｇ
ミ
吻
錆
き
め
》

（
勺
Ｈ
言
Ｏ
の
甘
口
“
弔
凰
ｐ
ｏ
の
さ
］
］
己
昌
ぐ
の
厨
』
ご
弓
禺
の
朋
邑
忠
）
．

③
。
胃
］
国
の
冨
巴
犀
》
ｂ
ｏ
照
ミ
の
冒
亀
惠
誤
ミ
め
こ
国
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
、

国
①
門
戸
里
①
吋
恥
ｑ
目
ぐ
①
勗
洋
ぐ
具
○
昌
麗
９
国
慰
甸
Ｈ
①
、
の
）
岳
器
．

④
詞
○
房
昇
同
．
田
尻
急
昌
、
嵜
・
』
＆
．
』
閂
言
肉
弓
偽
§
》
崖
、
萱
。
ｓ
Ｓ
ご

雨
§
』
閂
詩
Ｃ
Ｏ
鳶
ミ
ミ
ミ
ミ
雰
呉
昌
営
ミ
》
国
ｏ
ｐ
ｇ
昌
冒
己
凰
ぐ
①
Ｈ
‐

ｍ
詳
胃
具
国
①
笥
色
は
勺
Ｈ
①
閉
曹
目
や
、
い

⑤
両
：
①
拝
同
．
切
扇
急
昌
・
青
。
．
§
雪
鴎
、
即
嵐
§
菖
堅
菅
。
こ
さ
言
》

国
○
口
○
冒
冒
恥
己
昌
ぐ
の
Ｈ
曽
噂
具
出
固
く
巴
］
勺
Ｈ
①
の
の
』
己
電
．
な
お
、
こ

の
害
は
『
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第
五
五
号
の
中
で
、
山
野
俊
郎
氏
に

よ
っ
て
書
評
さ
れ
て
い
る
。

⑥
罰
○
胃
昇
同
．
国
巨
の
君
の
臣
．
］
Ｈ
。
》
弓
意
Ｎ
譽
冒
。
菖
畠
昏
団
き
き
§
Ｒ
・

卜

切
ミ
ヨ
包
萱
急
、
竜
額
・
討
尽
亀
辱
○
○
苫
詩
曽
も
Ｏ
昌
受
ご
↑
周
。
罵
尋
・
弓
国
ｐ
ｏ
鼻
○
ロ

ト

１

己
昌
ぐ
の
愚
弄
ぐ
勺
尉
閉
．
己
や
い

く

⑦
そ
の
主
な
も
の
を
挙
げ
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

、
ｌ
ノ
ヘ
《
○
ロ
』
ロ
ロ
』
㎡
の
ぐ
の
計
①
Ｈ
ロ
国
威
圃
四
陸
○
昌
○
冷
○
丘
』
．
①
の
①
冒
角
⑦
ロ
津
凹
愈
ぐ
①

１く
目
①
。
彦
国
ご
ロ
の
切
旨
属
○
吋
①
四
口
の
○
口
切
巨
・
口
冨
印
日
電
．
旨
閂
ミ
ミ
ミ
ｏ
爵
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ミ
署
寄
島
言
試
冒
や
誉
（
ざ
ご
罵
患
町
瞳
亀
包
琴
房
ミ
の
Ｑ
ご
く
弓
呉
２
ｚ
・

ｔｏ
片
品
○
曇
．
国
○
口
○
冒
旨
ゞ
ご
己
ぐ
①
禺
望
ご
昌
国
色
葛
巴
昌
甸
片
①
、
の
》
ご
題
．

帥
《
《
日
ロ
①
、
彦
○
其
‐
ｏ
昌
津
ロ
ロ
８
月
彦
具
観
ば
目
‐
丘
匡
い
旨
①
Ｑ
耳
鼻
５
口
北

”
Ｊ
１
、

ト
ト

目
彦
①
固
く
○
旨
陣
Ｏ
ｐ
ｇ
凹
甸
Ｈ
伊
具
ざ
巴
の
ロ
ワ
岸
尉
日
旨
○
巨
昌
①
い
①

○
尾
四
口
ｍ
ｐ
Ｑ
Ｑ
ぽ
尉
呂
画
・
》
）
旨
い
や
ミ
ョ
恥
ご
愚
畠
型
。
至
急
ａ
慧
昌
．
．
』
、
、
、
、
。
や
、
琴
湧

き
両
員
侭
言
や
ミ
、
ミ
営
。
萱
富
鴎
、
目
言
里
、
言
①
９
》
ご
砲
①
尉
討
ｚ
、

○
吋
①
唱
旦
・
国
○
口
○
旨
冨
〕
口
昌
ぐ
①
Ｈ
巴
専
具
国
四
言
巴
］
甸
叶
①
閉
．
忌
雪
．

別
《
『
○
旨
蛍
口
国
閏
日
①
ロ
①
具
旨
硯
衿
属
○
尉
閏
）
ぐ
尉
冨
》
』
）
旨
陣
良
‐

／
ロ
ー
＼

ａ
意
思
酉
ミ
ミ
⑮
ご
ｍ
黛
戟
厨
の
・
・
ご
く
ロ
○
口
巳
。
、
．
Ｆ
ｏ
己
①
伊
国
Ｏ
ｐ
Ｏ
－

旨
冒
ゞ
口
昌
ぐ
①
Ｈ
巴
ご
具
国
四
言
巴
一
勺
Ｈ
①
閉
》
ご
認
．

③
水
野
弘
元
「
菩
提
達
磨
の
二
入
四
行
説
と
金
剛
三
昧
経
」
『
駒
沢

大
学
研
究
紀
要
』
一
三
号
や
ら
．

⑨
水
野
前
論
文
層
．
麓
ｌ
望
．

⑩
言
四
岸
日
巨
：
の
ロ
昏
己
】
《
《
ｚ
ｏ
言
の
○
昌
昏
①
尽
き
畠
争
ミ
ミ
ミ
署
．

弓
》
ｏ
重
言
叩
、
ｓ
ｏ
色
＠
ｍ
ｇ
辛
い
』
、
ｌ
唖
Ｐ

⑪
木
村
宣
彰
「
金
剛
三
昧
経
の
真
偽
問
題
」
『
仏
教
史
学
研
究
』
一

八
号
勺
や
ら
？
巨
刃

⑫
木
村
前
論
文
や
巨
・

10


