
本
書
は
、
宗
密
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
華
厳
禅
を
研
究
対
象
と
し
、
華

厳
禅
の
形
成
に
至
る
中
国
仏
教
を
思
想
史
的
に
解
明
し
た
労
作
で
あ
る
。

標
題
に
お
い
て
示
さ
れ
た
「
華
厳
禅
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
見
耳
慣
れ
ぬ

言
葉
で
あ
る
が
、
著
者
自
身
が
本
書
の
「
序
」
で
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
古
来
誰
か
が
そ
れ
を
自
称
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
中
国
仏
教
に
お

い
て
成
立
し
た
二
つ
の
宗
派
で
あ
る
華
厳
宗
と
禅
宗
と
に
跨
が
る
研
究
領

域
を
研
究
対
象
と
す
る
と
き
、
宗
密
の
思
想
に
お
い
て
は
、
華
厳
と
禅
と

い
っ
た
二
項
目
分
離
の
発
想
で
は
把
握
で
き
ぬ
新
し
い
立
場
が
成
立
し
た

そ
れ
を
著
者
は
「
華
厳
禅
」
と
し
て
設
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に

華
厳
と
禅
と
の
間
の
問
題
を
取
り
扱
っ
た
研
究
成
果
に
は
、
そ
の
代
表
的

な
も
の
と
し
て
高
峯
了
州
博
士
の
「
華
厳
と
禅
と
の
通
路
」
（
南
都
仏
教
研

究
会
、
昭
和
三
一
年
一
二
月
）
が
あ
る
。
そ
の
刊
行
以
後
、
今
日
に
至
る
ま

で
華
厳
と
禅
と
の
両
分
野
に
関
す
る
研
究
は
、
遂
行
さ
れ
、
多
数
の
研
究

論
文
や
研
究
害
が
公
け
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
華
厳
の
面
か
ら
い

え
ば
、
中
国
禅
の
影
響
を
受
け
て
い
る
澄
観
や
宗
密
な
ど
の
諸
師
に
関
す

書
評
・
紹
介

吉
津
宜
英
著

華
厳
禅
の
思
想
史
的
研
究

一
色
順
心

る
思
想
史
的
な
方
法
に
よ
る
書
物
が
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
経
過
の

中
で
、
吉
津
宜
英
氏
の
仏
教
研
究
は
、
中
国
華
厳
お
よ
び
朝
鮮
華
厳
を
中

心
と
し
た
数
多
く
の
研
究
論
文
と
し
て
発
表
さ
れ
、
そ
の
斬
新
か
つ
綿
密

な
る
研
究
に
対
し
て
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
ご
と

く
で
あ
る
。
こ
の
た
び
吉
津
氏
が
世
に
問
わ
れ
た
『
華
厳
禅
の
思
想
史
的

研
究
』
は
、
「
学
術
叢
書
禅
仏
教
」
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
と
し
て
出
版
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
多
方
面
に
わ
た
る
長
年
の
研
究
蓄
積
を
ふ
ま
え
つ
つ
そ
れ

を
堀
り
下
げ
る
こ
と
を
通
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
書
の
随

所
に
著
者
自
身
の
深
い
問
題
意
識
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
本

書
の
内
容
は
、
華
厳
宗
の
成
立
を
ど
こ
に
み
る
か
と
い
う
問
題
を
基
点
と

し
て
華
厳
宗
お
よ
び
禅
宗
の
諸
師
の
思
想
動
向
を
有
機
的
に
把
捉
し
つ
つ
、

華
厳
禅
の
確
立
に
至
る
宗
密
の
仏
教
の
思
想
的
必
然
性
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
場
合
、
と
く
に
教
判
と
成
仏
論
と
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て

い
る
と
こ
ろ
に
本
書
の
一
貫
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
中
国
仏

教
の
諸
師
の
思
想
お
よ
び
華
厳
と
禅
と
の
二
宗
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、

「
教
」
と
「
宗
」
と
い
う
基
本
的
視
点
に
よ
っ
て
所
論
が
展
開
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
教
禅
一
致
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
き
た
宗
密
の
仏
教
は
、
実

は
本
来
成
仏
を
内
容
と
す
る
華
厳
禅
の
確
立
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
「
教

で
も
禅
で
も
な
い
」
第
三
の
立
場
を
確
立
し
た
人
と
し
て
明
証
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
宗
密
の
華
厳
禅
に
先
行
す
る
智
傭
・
義
湘
・
法
蔵
・
慧
苑
・

李
通
玄
・
澄
観
な
ど
の
諸
師
の
思
想
に
関
し
て
も
、
新
た
な
る
問
題
点
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
書
が
公
刊
の
運
び
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
華

厳
や
禅
の
研
究
者
の
み
な
ら
ず
幅
広
い
分
野
の
研
究
者
に
も
裡
益
す
る
で

あ
ろ
う
こ
と
間
違
い
な
い
。
そ
れ
と
と
も
に
、
本
書
が
思
想
史
的
研
究
で

ワ1

ノーL



あ
る
こ
と
は
著
者
自
身
が
「
序
」
の
中
で
記
す
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
研
究

者
自
身
の
研
究
姿
勢
と
そ
の
方
法
に
つ
い
て
も
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
少
な

く
な
い
の
で
あ
る
。

本
書
の
構
成
は
、
六
章
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
の
記
述
内
容
を
知
る

う
え
に
必
要
な
項
目
を
略
示
す
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

序第
一
章
華
厳
教
学
の
成
立

第
二
章
法
蔵
教
学
の
変
容

第
三
章
達
摩
禅
宗
の
成
立
と
発
達

第
四
章
澄
観
の
華
厳
教
学
と
禅
宗

第
五
章
宗
密
に
お
け
る
華
厳
禅
の
成
立

第
六
章
華
厳
禅
の
系
譜

上
記
の
章
題
の
も
と
に
、
第
六
章
の
み
は
節
目
を
立
て
な
い
が
、
前
五

章
の
各
左
が
い
く
つ
か
の
節
に
分
か
れ
て
い
る
。
な
お
本
書
の
末
尾
に
は

索
引
と
英
文
目
次
・
英
文
要
旨
が
付
さ
れ
て
い
る
。

一
一

以
上
の
よ
う
な
項
目
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
、
本
書
の
内
容
を
簡
約
し

て
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
本
書
の
標
題
が
指
示
す
る
華
厳
禅
は
第
五

章
と
第
六
章
に
お
い
て
論
述
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
そ
れ
以
前
の
四
章
す

な
わ
ち
宗
密
以
前
の
華
厳
と
禅
を
取
り
上
げ
た
箇
所
の
内
容
紹
介
か
ら
は

じ
め
る
こ
と
と
す
る
。

第
一
章
「
華
厳
教
学
の
成
立
」
は
、
主
に
法
蔵
の
華
厳
教
学
を
中
心
に

論
述
さ
れ
て
い
る
。
本
章
は
五
節
に
分
か
れ
、
一
三
五
頁
分
に
も
及
ぶ
も

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
蔵
の
教
学
の
形
成
と
、
そ
の
中
核
を
な
す
と

考
え
ら
れ
る
法
界
縁
起
説
、
お
よ
び
成
仏
論
の
詳
説
、
そ
し
て
成
仏
論
の

付
論
と
し
て
の
縁
起
相
由
と
法
性
融
通
の
構
造
を
明
す
も
の
で
あ
る
。
最

初
に
序
説
と
し
て
智
倣
の
教
判
論
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
華
厳
宗
が
い
つ

成
立
し
た
の
か
は
確
定
し
が
た
い
問
題
で
あ
る
が
、
著
者
は
、
華
厳
教
学

の
成
立
形
態
を
誰
の
教
学
に
見
出
す
の
か
と
い
う
問
題
を
、
教
判
論
の
立

場
か
ら
考
察
す
る
。
智
倣
の
教
判
論
の
場
合
、
最
初
期
の
著
作
で
あ
る

『
捜
玄
記
』
か
ら
、
晩
年
の
著
作
に
至
る
ま
で
終
始
一
貫
し
て
漸
頓
円
の

三
教
判
を
守
っ
て
い
る
。
し
か
も
智
侭
は
、
『
華
厳
経
』
を
頓
と
円
と
の

二
教
に
関
わ
る
も
の
と
規
定
す
る
。
こ
の
規
定
は
新
羅
の
義
湘
に
お
い
て

も
継
承
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
法
蔵
の
教
学
を
形
成
し
て
い
る
多
く
の

要
素
が
師
の
智
雌
に
拠
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
法
蔵
が
『
華
厳
経
』

を
頓
教
か
ら
切
り
離
し
「
華
厳
経
』
を
円
教
の
み
に
し
て
、
別
教
一
乗
と

規
定
し
た
一
点
に
お
い
て
、
華
厳
教
学
の
成
立
を
み
た
い
と
す
る
。
つ
ま

り
そ
の
成
立
を
『
五
教
章
』
に
お
け
る
五
教
判
の
確
立
に
お
い
て
認
定
す

る
と
述
ぺ
る
（
第
一
節
）
。
こ
れ
を
う
け
て
「
五
教
章
』
に
説
か
れ
る
五
教

判
の
内
容
を
検
討
す
る
。
五
教
の
第
五
円
教
を
別
教
一
乗
の
み
に
限
定
し
、

同
教
一
乗
を
そ
こ
か
ら
排
除
す
る
法
蔵
と
、
同
教
一
乗
が
円
教
に
内
在
す

る
と
み
な
す
智
徹
と
は
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
。
ま
た
何
故
に
法
蔵
は
同

教
一
乗
と
第
五
円
教
と
の
間
に
「
け
じ
め
」
を
つ
け
る
の
か
。
そ
こ
に
は

三
論
・
法
相
・
天
台
な
ど
の
先
行
す
る
諸
教
学
へ
の
批
判
と
、
反
溌
の
意

識
が
感
取
さ
れ
る
。
中
で
も
そ
の
最
大
の
理
由
と
し
て
玄
葵
門
下
の
基
の

活
躍
と
そ
の
教
学
形
成
に
対
す
る
法
蔵
な
り
の
批
判
が
あ
っ
た
。
基
の
三

時
教
や
八
宗
に
刺
激
さ
れ
て
法
蔵
の
五
教
判
が
確
立
し
た
の
で
は
な
い
か
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と
推
論
す
る
（
第
二
節
）
。
次
に
十
宗
判
と
四
宗
判
に
つ
い
て
も
検
討
が
加

え
ら
れ
る
。
基
の
第
八
応
理
円
実
宗
つ
ま
り
唯
識
学
が
法
蔵
の
十
宗
の
中

の
ど
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
か
と
い
え
ば
、
十
宗
が
基
の
八
宗
に
拠
っ
て

形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
、
唯
識
学
は
そ
の
中
の
ど
こ
に
も
相

当
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
所
在
不
明
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、
玄
奨
所
伝
の
仏
教
が
「
唯
識
法
相
宗
」
と
呼
称
さ
れ
、
四
宗
判
の
第

三
宗
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
は
十
宗
に
お
け

る
不
備
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
著
者
は
、
四
宗
判
そ
の
も
の
の

性
格
は
、
あ
く
ま
で
「
起
信
論
」
な
ど
の
教
理
を
、
如
来
蔵
を
宗
と
す
る

も
の
と
規
定
し
、
そ
の
立
場
か
ら
空
仏
教
や
唯
識
大
乗
を
批
判
す
る
た
め

の
教
判
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
五
教
判
や
十
宗
判
の
よ
う
に
第
五
円

教
な
り
、
第
十
円
明
具
徳
宗
の
華
厳
別
教
一
乗
を
主
張
す
る
た
め
の
教
判

で
は
な
い
と
指
摘
す
る
（
第
三
節
）
。
次
に
、
法
蔵
の
法
界
縁
起
説
が
『
五

教
章
』
や
「
探
玄
記
』
を
手
が
か
り
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
の
場

合
に
、
智
悩
の
縁
起
説
と
の
関
係
に
お
い
て
法
蔵
の
法
界
縁
起
の
性
格
が

浮
彫
に
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
法
界
縁
起
説
は
、
名
称
と
し
て
は
地
論
や

智
傭
の
著
作
に
出
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
仏
性
縁
起
あ

る
い
は
一
乗
縁
起
、
さ
ら
に
は
単
に
縁
起
と
称
す
る
だ
け
で
も
十
分
で
あ

る
よ
う
な
性
格
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
法
蔵
に
お
い
て
は
「
法
界
縁

起
」
と
い
う
呼
称
そ
の
も
の
が
ま
ず
重
要
で
あ
る
。
し
か
も
法
蔵
の
法
界

縁
起
は
、
五
教
判
の
第
五
円
教
の
義
理
と
し
て
、
同
教
一
乗
を
媒
介
と
し
、

一
切
の
教
法
の
基
盤
と
な
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
別

教
一
乗
の
縁
起
と
し
て
限
定
さ
れ
る
縁
起
説
な
の
で
あ
る
（
第
四
節
）
。
次

に
「
法
界
縁
起
の
成
仏
論
」
と
い
う
節
目
の
も
と
に
、
㈲
智
傭
の
成
仏
論

目
義
湘
の
成
仏
論
国
法
蔵
の
成
仏
論
と
い
う
三
項
目
に
分
け
て
各
灸
の
成

仏
論
を
検
討
す
る
。
智
倣
・
義
湘
の
思
想
的
影
響
を
う
け
つ
つ
、
法
蔵
に

お
い
て
は
、
後
の
「
華
厳
経
旨
帰
』
『
探
玄
記
」
な
ど
の
著
作
の
中
に
、

信
満
成
仏
と
は
別
の
、
第
五
円
教
独
自
の
成
仏
論
と
い
い
う
る
「
旧
来
成

仏
」
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
が
解
明
さ
れ
て
い
る
（
第
五
節
）
。
前
節
を
う

け
て
、
法
界
縁
起
の
構
造
を
な
す
縁
起
相
由
と
法
性
融
通
に
つ
い
て
述
べ

る
。
法
蔵
の
『
華
厳
経
旨
帰
』
『
五
教
章
」
『
探
玄
記
』
『
遊
心
法
界
記
』

の
所
説
を
手
が
か
り
と
し
て
検
討
す
る
。
法
蔵
の
法
界
縁
起
の
構
造
は
、

縁
起
相
由
か
ら
法
性
融
通
へ
と
い
う
方
向
を
も
つ
。
縁
起
相
由
は
『
五
教

章
』
の
い
わ
ば
縁
起
に
関
わ
る
一
切
の
議
論
の
総
括
で
あ
っ
た
が
、
『
華

厳
経
旨
帰
』
に
説
か
れ
る
法
性
融
通
の
議
論
に
関
し
て
は
『
五
教
章
』
の

中
か
ら
は
そ
れ
を
跡
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
現
存
の
文
献
の

中
で
は
杜
順
の
『
法
界
観
門
』
を
そ
の
背
景
に
予
想
し
う
る
と
述
べ
ら
れ

る
が
、
重
要
な
指
摘
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
第
六
節
）
。

第
二
章
「
法
蔵
教
学
の
変
容
」
で
は
、
法
蔵
の
弟
子
の
静
法
寺
慧
苑
の

教
学
と
、
法
蔵
教
学
の
影
響
の
も
と
に
あ
っ
て
法
蔵
と
は
異
類
の
思
想
を

表
明
し
た
李
通
玄
の
思
想
が
究
明
さ
れ
る
。
慧
苑
・
李
通
玄
の
教
学
に
は
、

教
判
と
教
理
の
両
面
に
わ
た
っ
て
法
蔵
の
教
学
と
の
異
な
り
が
あ
る
。
法

蔵
と
の
対
比
を
す
る
と
と
も
に
、
慧
苑
・
李
通
玄
の
教
学
に
お
け
る
独
自

性
の
発
揮
の
面
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
慧
苑
の
た
て
た
教
判
は

四
教
で
あ
る
が
、
そ
の
教
判
の
性
格
は
、
法
蔵
の
五
教
判
・
十
宗
判
・
四

宗
判
の
三
者
を
総
合
し
た
教
判
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
十
玄
説
を
徳
相
の

十
玄
と
業
用
の
十
玄
と
に
分
け
た
こ
と
で
法
蔵
の
十
玄
説
か
ら
は
か
な
り

変
容
し
て
い
る
こ
と
、
慧
苑
の
成
仏
論
は
法
性
融
通
一
元
の
立
場
で
の
成
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仏
論
で
あ
っ
て
法
蔵
の
縁
起
相
由
。
法
性
融
通
の
二
元
の
立
場
と
は
異
な

り
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（
第
一
節
）
。
李
通
玄
の
「
新
華
厳
経
論
』

の
玄
談
部
分
に
十
教
判
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
み
る
と
き
法

蔵
の
五
教
判
を
指
南
と
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
法
蔵
の
五
教
判
で
は
『
華

厳
経
』
を
別
教
一
乗
の
み
と
限
定
し
て
そ
の
至
上
性
を
示
し
て
い
る
が
、

李
通
玄
の
十
教
判
で
の
「
華
厳
経
」
の
位
置
づ
け
に
は
い
わ
ば
同
教
一
乗

の
立
場
が
出
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
ま
た
、
李
通
玄
の
成
仏

説
が
検
討
さ
れ
、
彼
の
成
仏
説
に
は
、
法
蔵
に
至
る
ま
で
の
信
満
成
仏
あ

る
い
は
三
生
成
仏
を
意
識
し
、
そ
れ
ら
を
超
克
し
、
実
践
的
に
徹
底
化
し

よ
う
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
（
第
二
節
）
・

第
三
章
「
達
摩
禅
宗
の
成
立
と
発
達
」
で
は
、
達
摩
禅
宗
の
成
立
（
第

一
節
）
と
、
八
世
紀
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
の
達
摩
禅
宗
の
様
相
（
第
二

節
）
が
示
さ
れ
る
。
著
者
は
、
禅
宗
の
成
立
が
ま
さ
に
「
宗
」
と
い
う
文

字
に
象
徴
さ
れ
る
立
場
に
よ
る
こ
と
を
述
雲
へ
、
禅
宗
の
列
祖
に
加
え
ら
れ

て
い
く
人
々
に
は
「
宗
」
の
立
場
が
あ
り
、
、
ま
た
、
列
祖
に
な
る
以
外
の

習
禅
者
は
だ
い
た
い
「
教
」
の
立
場
に
居
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

「
教
」
に
対
す
る
「
宗
」
と
い
う
図
式
で
、
中
国
仏
教
に
お
け
る
禅
宗
の

成
立
の
意
義
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す

れ
ば
、
す
で
に
達
摩
の
語
録
で
あ
る
ヨ
一
入
四
行
論
』
に
お
い
て
「
禅
宗
」

は
十
二
分
に
成
立
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

第
四
章
「
澄
観
の
華
厳
教
学
と
禅
宗
」
で
は
、
澄
観
が
華
厳
の
法
灯
に

あ
る
学
匠
で
あ
り
つ
つ
、
禅
宗
隆
盛
の
世
で
ど
の
よ
う
な
教
学
を
打
ち
立

て
て
い
っ
た
の
か
を
、
華
厳
教
学
と
禅
宗
と
の
関
連
に
問
題
を
し
ぼ
っ
て

考
察
す
る
。
本
章
は
五
節
に
分
か
れ
、
前
四
節
に
お
い
て
詳
細
な
検
討
が

な
さ
れ
、
そ
の
ま
と
め
が
第
五
節
で
あ
る
。
ま
ず
、
教
判
と
宗
趣
の
面
か

ら
論
ぜ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
華
厳
経
疏
』
「
演
義
紗
』
『
行
願
品
疏
』

の
三
つ
の
著
作
に
表
わ
れ
る
教
判
と
宗
趣
を
取
り
あ
げ
て
、
そ
こ
に
お
け

る
禅
宗
へ
の
対
応
が
論
究
さ
れ
て
い
る
。
本
節
末
尾
の
著
者
の
ま
と
め
に

よ
れ
ば
次
の
三
点
と
な
る
。
㈲
五
教
の
第
四
頓
教
に
禅
宗
を
配
し
た
の
は

禅
宗
を
「
教
」
で
裏
づ
け
る
方
向
性
と
、
そ
の
内
容
が
第
五
円
教
の
「
華

厳
経
』
の
至
上
性
に
は
及
ば
な
い
と
い
う
批
判
と
を
共
に
含
ん
で
い
る
。

目
教
判
の
異
説
か
ら
「
宗
」
に
関
わ
る
も
の
を
除
き
、
十
宗
を
宗
趣
へ
移

し
た
の
は
、
宗
は
本
来
「
教
の
宗
」
と
し
て
こ
そ
考
え
る
、
へ
き
だ
と
い
う

主
張
と
、
「
教
に
依
ら
な
い
宗
」
を
立
て
る
禅
宗
へ
の
批
判
を
含
む
。
㈲

「
法
性
宗
」
「
無
相
宗
」
あ
る
い
は
「
法
相
宗
」
な
ど
の
用
例
は
、
「
教
の

宗
」
と
い
う
大
前
提
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
禅
宗
の
よ
う
な
独
断
と
偏
見
の
危

険
性
を
犯
さ
な
い
で
「
宗
」
の
立
場
を
示
し
う
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
第

一
節
）
。
次
に
四
法
界
説
が
問
題
と
さ
れ
る
。
澄
観
は
事
法
界
・
理
法
界

・
理
事
無
砿
法
界
・
事
事
無
擬
法
界
の
四
法
界
説
を
形
成
し
た
。
そ
れ
は

慧
苑
の
教
説
に
対
す
る
批
判
を
背
景
と
し
、
法
蔵
の
法
界
縁
起
説
を
復
活

さ
せ
、
そ
れ
と
『
法
界
観
門
』
の
内
容
と
を
全
面
的
に
結
び
つ
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
。
前
節
の
教
判
と
宗
趣
の
中
で
、
「
宗
」
は
本
来

「
教
の
宗
」
と
し
て
あ
る
鐙
へ
き
で
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
が
、
澄
観
は

宗
に
対
す
る
教
の
優
位
性
を
「
義
」
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
、
「
義
」
の
世
界

を
四
法
界
と
し
て
形
成
し
た
と
述
舎
へ
ら
れ
て
い
る
（
第
二
節
）
。
澄
観
の
成

仏
論
は
、
事
事
無
砿
法
界
の
成
仏
論
で
あ
る
こ
と
を
解
明
す
る
。
そ
の
こ

と
は
「
八
十
華
厳
経
』
「
如
来
出
現
品
第
三
十
七
」
の
一
文
の
解
釈
を
め

ぐ
っ
て
の
問
題
で
あ
り
、
詳
細
に
検
討
さ
れ
る
。
第
一
章
第
五
節
に
み
ら
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れ
た
法
蔵
の
成
仏
論
は
、
信
満
成
仏
と
旧
来
成
仏
と
い
う
二
つ
の
形
態
に

お
い
て
捉
え
ら
れ
た
。
そ
の
中
の
旧
来
成
仏
に
関
し
て
は
『
華
厳
経
」
「
性

起
品
」
の
一
文
に
拠
っ
て
、
し
か
も
法
界
縁
起
説
が
援
用
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
旧
訳
・
新
訳
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
同
一
箇
処
の
経
文
を
澄

観
も
解
釈
し
た
と
い
え
る
。
そ
の
註
釈
で
あ
る
『
演
義
紗
』
の
中
に
お
い

て
事
事
無
腰
法
界
の
成
仏
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
成
仏
論
に

関
す
る
法
蔵
と
澄
観
の
相
違
を
明
確
に
し
、
澄
観
に
お
け
る
事
事
無
砺
法

界
の
成
仏
論
は
、
性
を
以
て
相
を
融
ず
る
「
性
起
」
を
内
容
と
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
第
三
節
）
。
澄
観
の
著
作
に
は
般
若

三
蔵
訳
出
の
「
四
十
巻
華
厳
経
」
の
註
釈
で
あ
る
『
行
願
品
疏
』
が
あ
り
、

『
華
厳
経
疏
』
や
『
演
義
紗
』
よ
り
後
に
撰
述
さ
れ
た
。
こ
の
「
行
願
品

疏
」
の
中
の
第
五
門
「
修
証
浅
深
」
は
、
宗
密
の
「
円
覚
大
疏
』
「
修
証
階

差
」
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
。
ま
ず
最
初
に
両
者
の
対
照

テ
キ
ス
ト
が
漢
文
体
の
ま
ま
掲
げ
ら
れ
、
両
テ
キ
ス
ト
の
中
の
符
合
す
る

箇
所
が
示
さ
れ
る
。
次
に
「
修
証
浅
深
」
の
全
部
分
の
国
訳
が
提
示
さ
れ
、

そ
こ
に
み
ら
れ
る
澄
観
の
禅
宗
観
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
る
。
当
時
の
禅
宗

の
隆
盛
に
対
処
す
る
と
と
も
に
彼
自
身
の
華
厳
教
学
の
中
に
こ
れ
を
い
か

に
取
り
込
ん
で
い
く
か
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
「
修
証
浅
深
」
が
書
か
れ

た
。
澄
観
が
「
修
証
浅
深
」
の
中
で
禅
宗
の
頓
を
取
り
扱
い
、
ま
た
禅
宗

に
お
け
る
機
の
自
覚
を
論
じ
た
こ
と
は
、
彼
自
身
の
華
厳
の
法
門
へ
の
悟

入
に
お
い
て
も
機
の
自
覚
を
深
め
る
こ
と
に
な
っ
た
（
第
四
節
）
。

第
五
章
「
宗
密
に
お
け
る
華
厳
禅
の
成
立
」
で
は
、
宗
密
の
教
学
が
華

厳
禅
と
も
呼
ぶ
ぺ
き
教
学
の
建
立
に
あ
り
、
そ
の
内
容
が
徹
底
し
た
本
来

成
仏
で
あ
る
こ
と
が
解
明
さ
れ
る
。
本
書
の
眼
目
で
あ
る
こ
の
章
は
、
㈲

教
判
と
『
円
覚
経
」
、
㈲
本
来
成
仏
論
、
同
禅
源
と
頓
悟
、
㈲
荷
沢
宗
の

主
張
、
㈲
原
人
と
帰
一
の
五
節
に
分
け
て
説
か
れ
て
い
る
。
宗
密
の
教
判

論
に
は
法
蔵
や
澄
観
の
場
合
と
は
異
な
る
独
自
の
組
み
か
え
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
が
、
「
円
覚
大
疏
』
よ
り
「
禅
源
諸
詮
集
都
序
』
『
原
人
論
』

に
至
る
教
判
の
内
容
が
明
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
宗
密
自
身
の
教
判
に
対

す
る
考
え
方
の
深
ま
り
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
宗
密
が

『
円
覚
経
』
を
「
華
厳
経
』
と
の
関
係
に
お
い
て
ど
う
位
置
づ
け
た
の
か
、

ま
た
「
禅
源
諸
詮
集
都
序
」
の
禅
と
教
と
の
対
配
を
称
し
て
従
来
は
教
禅

一
致
説
と
い
う
が
そ
の
よ
う
な
表
現
が
宗
密
の
真
意
に
当
た
る
も
の
で
あ

る
か
否
か
と
い
っ
た
点
な
ど
が
検
討
さ
れ
る
（
第
一
節
）
。
次
に
、
本
来
成

仏
論
に
つ
い
て
の
著
者
の
所
論
が
展
開
す
る
。
「
円
覚
経
』
の
中
に
「
本
来

成
仏
」
の
一
句
が
ど
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
出
て
く
る
か
を
確
認
し
た
う

え
で
、
宗
密
が
こ
の
「
本
来
成
仏
」
を
ど
の
よ
う
に
註
釈
し
て
い
る
の
か

が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
「
円
覚
大
疏
』
に
お
い
て
、
宗
密
は
成
仏
説
を
⑩
一

生
成
仏
②
三
祇
成
仏
③
相
尽
成
仏
帥
初
住
成
仏
⑤
一
念
成
仏
⑥
本
来
成
仏

の
六
種
成
仏
説
と
し
て
出
す
。
六
種
の
中
の
⑤
一
念
成
仏
は
禅
宗
の
成
仏

論
に
相
当
す
る
と
い
う
。
㈱
本
来
成
仏
に
つ
い
て
宗
密
は
二
論
と
一
経
と

一
注
釈
を
引
用
す
る
。
こ
れ
ら
の
引
用
の
中
で
も
『
八
十
巻
華
厳
経
』
の

「
普
一
切
衆
生
成
正
覚
」
の
一
文
と
、
そ
れ
に
対
す
る
澄
観
の
『
華
厳
経
疏
』

の
註
釈
の
引
用
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
著
者
は
、
宗
密
の
『
円
覚

大
疏
』
の
中
に
こ
の
引
用
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
華
厳
禅
が
成

立
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
「
華
厳
経
疏
』
の
そ
の
引
用
文
は
、
事
事
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無
磯
法
界
の
成
仏
論
で
あ
る
「
旧
来
成
仏
」
の
箇
所
と
同
一
な
の
で
あ
る
。

前
章
に
お
い
て
も
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
澄
観
は
「
教
」
の
立
場
か
ら
「
華

厳
経
」
の
精
髄
を
性
起
と
し
て
把
握
し
、
そ
れ
を
成
仏
論
に
お
い
て
も
論

証
し
て
み
せ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
宗
密
は
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
が
、

し
か
し
彼
は
宗
と
し
て
の
「
逐
機
頓
」
の
場
で
受
け
と
め
た
。
澄
観
に
至

る
ま
で
成
就
し
て
き
た
成
仏
論
を
「
円
覚
経
」
の
本
来
成
仏
を
場
に
し
て

受
け
と
め
、
単
に
化
儀
頓
の
よ
う
に
仏
の
法
界
の
事
実
と
し
て
受
け
入
れ

る
の
で
は
な
く
、
逐
機
頓
と
し
て
衆
生
の
自
覚
の
根
拠
と
し
て
把
握
し
た

の
で
あ
る
。
華
厳
の
教
理
の
一
切
を
逐
機
頓
の
禅
の
立
場
で
受
け
と
め
た

も
の
を
華
厳
禅
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
。
内
容
は
華
厳
で
あ
り

な
が
ら
、
そ
の
活
用
は
一
切
禅
宗
の
や
り
方
で
一
貫
さ
せ
る
、
そ
こ
に
宗

密
の
立
場
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
（
第
二
節
）
。
次
は
、
本
来

成
仏
論
が
ど
の
よ
う
に
宗
密
の
教
学
の
中
で
活
用
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う

問
題
で
あ
る
。
『
円
覚
大
疏
」
の
玄
談
の
考
察
に
始
ま
り
「
禅
源
諸
詮
集

都
序
』
を
詳
細
に
検
討
す
る
中
で
、
こ
の
問
題
は
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
ま
ず
、
『
円
覚
大
疏
』
の
玄
談
の
第
四
分
斉
幽
深
に
お
い
て
、
宗
密

は
『
円
覚
経
』
の
義
理
を
示
す
た
め
に
、
主
と
し
て
『
起
信
論
』
の
一
心

・
二
門
・
二
覚
・
三
細
・
六
鹿
の
教
理
に
拠
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
覚
不

覚
の
二
覚
の
中
の
覚
の
義
の
箇
処
で
本
来
成
仏
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
根
本
は
一
心
で
あ
り
、
一
真
法
界
で
あ
り
、
円
覚
妙
心
で
あ
る
が
、

現
実
に
は
不
覚
か
ら
覚
へ
と
い
う
自
覚
の
中
で
本
来
成
仏
を
把
握
す
る
の

で
あ
る
。
著
者
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
そ
の
意
味
で
、
た
と
え
本
来
成
仏
と

い
う
表
現
を
と
ら
な
く
と
も
一
心
・
二
門
・
二
覚
す
な
わ
ち
五
重
本
末
の

第
一
重
か
ら
第
三
重
ま
で
に
所
属
す
る
言
葉
に
は
す
尋
へ
て
本
来
成
仏
論
が

付
随
し
て
い
る
と
い
う
。
宗
密
の
禅
風
を
代
表
す
る
頓
悟
漸
修
は
第
三
重

の
本
覚
に
根
拠
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
本
源
が
第
一
重
の
一
心
で
あ
り
、

こ
の
本
源
と
し
て
の
一
心
が
『
禅
源
諸
詮
集
都
序
』
で
は
「
禅
源
」
と
称

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
都
序
』
の
内
容
は
五
八
項
よ
り
な
る
が
、
著
者
は

こ
れ
を
大
き
く
三
つ
に
分
類
し
て
、
仙
禅
経
一
致
を
主
と
し
て
説
い
て
い

る
段
②
宗
教
一
体
を
示
し
て
い
る
段
③
頓
漸
悟
修
に
つ
い
て
宗
密
独
自
の

立
場
を
示
し
て
い
る
段
、
と
み
な
し
た
う
え
で
『
都
序
』
の
所
説
の
内
容

を
検
討
す
る
の
で
あ
る
。
『
都
序
』
の
三
段
を
一
貫
す
る
も
の
が
禅
源
と
し

て
の
真
性
で
あ
り
、
本
覚
真
性
と
い
わ
れ
る
も
の
は
本
来
成
仏
の
頓
悟
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
第
三
節
）
。
斐
休
の
質
問
に
答
え
る

形
で
と
く
に
洪
州
宗
と
荷
沢
宗
の
差
異
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
意
図

の
も
と
に
著
さ
れ
た
書
物
に
「
斐
休
拾
遺
間
』
が
あ
る
。
こ
の
著
作
に
み

ら
れ
る
荷
沢
宗
の
主
張
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
宗
密
が
説
く
本
来

成
仏
が
禅
宗
の
即
心
是
仏
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
が
示
さ
れ
て
い
る

（
第
四
節
）
。
ま
た
儒
教
や
道
教
の
人
間
観
に
対
し
、
仏
教
の
そ
れ
を
原
ね

る
と
い
う
『
原
人
論
」
も
著
さ
れ
た
が
、
そ
の
内
容
を
考
察
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
所
説
の
内
容
に
み
ら
れ
る
中
心
的
な
基
調
は
本
来
成
仏
論
で
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
第
五
節
）
・

最
後
の
第
六
章
「
華
厳
禅
の
系
譜
」
で
は
、
前
章
で
論
ぜ
ら
れ
た
宗
密

の
華
厳
禅
を
う
け
て
、
そ
れ
以
後
の
中
国
に
お
け
る
華
厳
禅
に
つ
な
が
る

人
々
の
系
譜
が
検
討
さ
れ
る
。
こ
の
系
譜
に
直
接
的
に
つ
な
が
る
人
と
し

て
は
、
宗
密
の
弟
子
で
あ
る
斐
休
、
北
宋
時
代
の
子
瑠
、
浄
源
、
そ
し
て

賢
首
宗
の
学
修
者
と
渭
代
の
続
法
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た

華
厳
禅
の
系
譜
に
入
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
人
も
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あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
著
者
は
、
華
厳
禅
の
系
譜
を
考
察
す
る
中
で
、

再
度
、
華
厳
禅
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
説
明
す
る
。
法
蔵
か
ら
宗
密
を
経

由
し
た
華
厳
の
理
解
を
「
華
厳
禅
」
と
認
定
し
た
の
で
あ
っ
て
、
法
蔵
か

ら
宗
密
を
経
由
し
な
い
華
厳
の
系
譜
も
多
い
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
今
後
、
中
国
で
は
延
寿
、
高
麗
で
は
知
訓
、

日
本
で
は
明
恵
の
教
学
が
、
こ
の
華
厳
禅
の
「
本
来
成
仏
論
」
の
視
点
か

ら
改
め
て
検
討
し
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
書
の
通
読
を
す
る
中
で
、
本
文
や
引
用
文
の
箇
所
に
、
誤
字

・
誤
植
お
よ
び
脱
字
と
み
な
す
尋
へ
き
も
の
が
い
く
つ
か
あ
っ
た
が
、
本
書

の
論
旨
を
妨
げ
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
の
で
そ
の
二
に
つ
い
て
は
省

略
し
た
。（

昭
和
六
○
年
三
月
、
大
東
出
版
社
、
Ａ
５
版
、
Ⅷ
十
三
五
八
頁
、
索
引
一
二

頁
、
英
文
目
次
・
要
旨
一
五
頁
）
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