
こ
の
紀
要
は
、
“
年
３
月
に
花
園
大
学
の
禅
文
化
研
究
所
の
研
究
機
関

誌
と
し
て
創
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
こ
と
に
新
し
い
方
向
を

目
指
し
た
神
学
関
係
の
論
文
集
と
い
う
》
へ
き
で
、
単
に
一
つ
の
専
門
的
な

研
究
分
野
に
と
っ
て
意
義
を
有
す
る
だ
け
で
な
く
、
少
く
と
も
人
生
を
直

視
し
よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
ひ
と
し
く
強
い
関
心
を
寄
せ
る
に
値

す
る
啓
蒙
書
と
し
て
の
意
味
を
も
持
っ
て
い
る
。

本
書
に
収
録
せ
ら
れ
て
い
る
論
文
は

久
松
真
一
禅
学
即
今
の
課
題

柳
田
聖
山
臨
済
義
玄
の
人
間
観
ｌ
「
臨
済
録
」
お
ぼ
え
が
き

藤
吉
慈
海
ラ
オ
ス
の
僧
院
ｌ
そ
の
瞑
想
法
を
中
心
と
し
て

久
須
本
文
雄
二
程
子
学
禅
考

の
４
編
か
ら
な
っ
て
お
り
、
最
後
に
禅
学
研
究
室
の
編
蟇
に
な
る
「
禅
学

関
係
文
献
目
録
（
昭
和
“
ｌ
蛇
年
）
」
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
今
は
こ
の

う
ち
、
久
松
・
柳
田
両
先
生
の
論
文
が
と
く
に
禅
学
の
本
質
を
追
求
し
な

が
ら
、
現
代
的
な
禅
の
展
望
に
大
き
な
役
割
り
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
、
こ
の
２
編
に
つ
い
て
述
筆
へ
て
み
た
い
と
思
う
。

ま
ず
久
松
先
生
の
「
禅
学
即
今
の
課
題
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
「
あ
と
が
き
」
に
よ
る
と
昭
和
鋤
年
６
月
か
ら
半
年
間
、
臨
済
学
院
専

門
学
校
に
お
け
る
先
生
の
特
別
講
義
の
講
義
ノ
ー
ト
で
あ
っ
て
、
禅
学

財
団
法
人
禅
文
化
研
究
所
編

禅
文
化
研
究
所
紀
要
一

福
島
光
哉

究
の
本
質
と
方
法
に
つ
い
て
き
び
し
い
批
判
眼
を
も
っ
て
論
及
さ
れ
て
い

る
。
は
じ
め
に
序
論
に
あ
た
る
部
分
で
、
禅
学
の
課
題
を
考
え
る
場
合
に

世
界
史
的
な
見
地
か
ら
こ
れ
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
同
時
に
、
「
現
実

の
真
相
を
明
ら
め
現
実
の
認
識
に
即
し
て
」
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世

界
の
方
向
を
定
め
ね
ば
な
ら
な
い
点
を
強
調
さ
れ
て
い
る
。

本
論
に
は
い
る
と
、
は
じ
め
に
禅
学
の
方
法
を
知
的
学
問
的
な
研
究
と

行
的
実
践
的
な
研
究
に
大
き
く
二
分
し
、
前
者
を
さ
ら
に
史
学
的
研
究
と

哲
学
的
理
論
的
研
究
に
分
け
て
い
る
。
史
学
的
研
究
は
禅
の
事
実
を
発
展

的
時
間
的
な
関
係
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
事
実
的
本
質
を

明
ら
か
に
し
て
い
く
。
こ
の
場
合
、
た
と
え
ば
寒
山
詩
の
文
学
的
価
値
を

研
究
す
る
と
か
、
語
録
の
言
語
学
的
研
究
と
い
っ
た
よ
う
な
、
い
わ
ば
多

面
的
関
心
か
ら
な
さ
れ
る
禅
学
は
禅
の
現
実
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
契

機
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
禅
の
史
学
的
研
究
の
重
要
性
は
む
し
ろ
内
面
的

関
心
を
も
っ
て
、
禅
そ
の
も
の
の
事
実
を
時
間
的
発
展
関
係
に
お
い
て
と

ら
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
禅
の
内
面
的
必
然
性
に
迫
る
べ
き
史

学
の
綜
合
研
究
こ
そ
即
今
に
な
さ
れ
る
．
へ
き
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
つ
ぎ

に
哲
学
的
理
論
的
研
究
に
お
い
て
は
、
禅
の
本
質
の
研
究
が
そ
の
課
題
と

な
る
の
で
あ
っ
て
、
史
学
的
研
究
の
よ
う
に
多
く
の
禅
の
事
実
か
ら
帰
納

的
に
禅
の
本
質
を
見
出
す
と
い
う
の
で
な
く
、
た
と
え
ば
わ
れ
わ
れ
の
内

面
的
な
心
の
要
求
か
ら
生
き
た
禅
の
本
質
を
見
出
し
て
い
く
、
と
い
う
よ

う
な
点
を
研
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
禅
が
絶
対
的
な
も
の
で
あ

る
か
ど
う
か
、
神
や
佛
の
実
在
に
つ
い
て
そ
の
あ
り
か
た
が
超
越
的
で
あ

る
か
内
在
的
で
あ
る
か
、
な
ど
の
問
題
を
理
論
的
に
追
求
し
て
い
く
。
そ

し
て
こ
の
よ
う
に
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
禅
の
本
質
は
、
は
た
し
て
佛
教
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中
の
本
当
の
佛
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
に
は
、
他
の
諸
思
想

た
と
え
ば
浄
土
真
宗
や
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
立
場
か
ら
の
批
判
に
こ
た
え

ね
ば
な
ら
ぬ
し
、
ま
た
禅
の
本
質
そ
の
も
の
も
反
省
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
禅
の
普
遍
性
真
理
性
を
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
が
い
わ

ゆ
る
禅
の
学
問
的
研
究
に
つ
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
内
容
で
あ
る
が
、
こ

の
論
文
が
書
か
れ
て
二
十
数
年
を
経
た
今
日
で
は
、
と
く
に
史
学
的
研
究

の
外
面
的
関
心
か
ら
な
さ
れ
る
研
究
は
随
分
多
く
の
研
究
成
果
が
な
さ
れ

て
来
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
学
問
の
客
観
性
実
証
性
を
重
視
す
る
こ
と

か
ら
、
熾
埠
本
を
素
材
と
す
る
文
献
学
的
研
究
な
ど
に
よ
っ
て
も
知
り
得

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
史
学
的
研
究
の
う
ち
、
内
面
的
関
心
か
ら
な

さ
れ
る
禅
そ
の
も
の
の
歴
史
的
関
係
な
ど
に
つ
い
て
は
意
外
に
停
滞
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
結
果
を
招
来
し
た
原
因
は
禅

の
哲
学
的
研
究
者
が
、
史
学
的
研
究
に
あ
ま
り
関
心
を
示
さ
な
い
と
こ
ろ

に
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
行
的
実
践
的
な
課
題
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
論
文
は
こ
の

点
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
前
述
の
ご
と

き
学
問
的
研
究
は
科
学
的
知
的
な
研
究
で
あ
る
か
ら
禅
の
修
行
な
ど
と
は

無
関
係
に
な
し
得
る
が
、
こ
れ
は
宗
教
的
関
心
を
も
っ
て
禅
的
な
人
に
な

る
こ
と
を
求
め
る
実
践
的
な
学
問
態
度
を
い
う
の
で
あ
る
。
「
単
な
る
理

解
で
は
、
学
問
が
ま
だ
対
象
的
に
な
っ
て
い
て
、
主
体
的
で
は
な
い
」
と

い
わ
れ
る
よ
う
に
、
少
く
と
も
宗
門
の
学
問
に
お
い
て
は
そ
う
い
っ
た
科

学
的
に
学
ぶ
こ
と
以
外
に
大
事
な
「
学
び
」
が
あ
る
。
実
践
と
一
つ
に
な

っ
た
学
び
方
、
「
自
覚
的
な
修
行
に
対
す
る
自
覚
を
も
つ
」
学
び
方
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら
著
者
は
現
状
の
教
団
や
教
育
機
関
に
対
し

て
厳
し
い
批
判
の
眼
を
向
け
ら
れ
て
い
て
、
批
判
に
よ
っ
て
「
崩
れ
る
ぺ

き
も
の
は
断
じ
て
崩
れ
て
よ
い
と
思
ふ
」
と
ま
で
極
言
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
腐
敗
し
た
教
団
の
中
に
あ
っ
て
、
今
日
な
お
禅
の
本
質
に
適
っ
た
も

の
を
維
持
し
て
い
る
の
は
禅
堂
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
こ
の
禅

堂
の
修
行
に
も
多
く
の
矛
盾
を
蔵
し
て
い
る
。
禅
堂
自
体
は
社
会
か
ら
閉

ざ
さ
れ
た
機
関
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
室
内
に
お
い
て
は
あ
く
ま
で

師
弟
と
も
に
禅
的
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
究
極
の
目
的
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
目
的
の
た
め
に
重
要
な
課
題
と
な
る
の
は
伝
統
の
問

題
で
あ
る
が
、
先
生
は
こ
れ
に
つ
い
て
伝
統
を
破
る
側
面
と
伝
統
を
守
っ

て
い
く
側
面
の
二
面
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
伝
統
を
破
る
と
い
う

の
は
、
無
批
判
無
反
省
に
形
式
化
ド
グ
↓
、
化
せ
ら
れ
た
行
規
を
維
持
す
る

こ
と
に
対
す
る
批
判
か
ら
起
っ
て
来
る
の
で
あ
る
が
、
伝
統
は
必
然
的
に

ド
グ
マ
的
な
性
格
を
有
す
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
理
性
的
に
批

判
し
反
省
す
る
の
で
な
け
れ
ば
盲
目
的
な
麻
酔
薬
に
な
っ
て
し
ま
う
。
自

覚
的
に
参
禅
し
不
立
文
字
の
真
意
に
体
達
せ
ん
と
す
る
者
な
ら
、
「
何
処

ま
で
も
伝
統
に
対
し
て
自
己
の
納
得
で
き
る
と
こ
ろ
ま
で
批
判
す
尋
へ
き
」

内
容
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
禅
堂
の
伝
統
は
い
わ
ゆ
る
型
と
精
神
と

い
う
矛
盾
せ
る
契
機
の
も
と
に
保
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
伝
統
を
破
る

と
は
こ
の
型
と
精
神
が
完
全
に
一
致
す
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
伝
統
を
批
判
し
て
い
く
標
準
は
何

か
と
い
う
と
、
第
一
に
歴
史
的
研
究
に
よ
っ
て
禅
の
出
発
点
を
明
ら
か
に

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
今
日
の
禅
を
批
判
す
る
。
第
二
に
現
存
の
伝
統
を
本

質
的
に
批
判
し
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
さ
ら
に
将
来
へ
の
展
望
が
な
さ
れ

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
今
日
の
禅
が
禅
そ
の
も
の
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と
し
て
立
つ
場
を
、
伝
統
以
前
に
か
え
っ
て
明
ら
か
に
す
べ
き
だ
、
と
い

う
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
伝
統
を
守
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
一
体
禅
に
伝
統
と
い
う

も
の
が
あ
っ
て
よ
い
の
か
、
と
い
う
重
大
な
課
題
が
残
る
。
た
し
か
に
室

内
の
伝
統
に
は
貴
い
伝
統
が
あ
っ
て
今
日
に
お
い
て
も
遵
守
す
べ
き
型
と

考
え
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
本
来
禅
堂
内
の
型
が
伝
統
と
呼
ば
れ

る
の
は
、
師
家
の
型
を
参
禅
者
に
伝
え
る
と
こ
ろ
か
ら
起
る
の
で
あ
る
が
、

師
家
は
そ
の
型
を
教
え
る
の
で
な
く
、
参
禅
者
が
型
に
は
ま
る
こ
と
を
念

じ
つ
つ
、
参
禅
者
が
自
発
的
自
覚
的
に
そ
の
型
を
見
出
し
て
い
く
と
こ
ろ

に
型
の
尊
厳
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
参
禅
者
が
創
造
的
に

発
見
し
た
型
が
実
は
伝
統
的
な
型
で
あ
っ
た
よ
う
な
型
を
い
う
の
で
あ
る
《

だ
か
ら
型
が
伝
統
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
単
な
る
形
式
で
は
な
く
、
実
質
的

内
容
、
精
神
に
よ
っ
て
お
の
ず
か
ら
伝
統
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を

著
者
は
「
形
の
な
い
も
の
が
形
の
な
い
も
の
を
伝
へ
る
」
と
云
い
、
「
無

伝
統
の
伝
統
」
と
云
う
の
で
あ
る
。

最
後
に
著
者
は
「
佛
を
絶
対
無
的
主
体
と
い
う
言
葉
で
表
現
で
き
る
」

と
い
っ
て
、
こ
の
絶
対
無
的
主
体
に
つ
い
て
独
創
的
な
理
論
を
展
開
し
、

主
体
的
公
案
に
ま
で
論
及
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
実
践
的
な
佛
教
に
は
向
上

の
行
と
向
下
の
行
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
丁
度
エ
ロ
ス
と
ア
ガ
。
へ
Ｉ
の
関

係
に
も
似
て
お
り
、
こ
の
両
者
を
具
備
す
る
の
が
大
乗
佛
教
で
あ
る
。
エ

ロ
ス
的
な
行
は
ど
こ
ま
で
も
日
常
性
を
否
定
し
、
こ
れ
を
越
え
る
実
践
で

あ
っ
て
、
生
死
と
い
う
も
の
が
絶
対
的
に
否
定
さ
れ
た
主
体
、
し
か
も
そ

の
主
体
性
は
理
性
以
上
に
主
体
的
批
判
を
経
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
決
し

て
不
合
理
へ
の
信
順
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
く
、
常
に
自
者
に
お
け
る

実
証
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
絶
対
不
定
に
よ
っ
て
主
体
は

絶
対
主
体
と
し
て
確
立
さ
れ
、
そ
れ
を
真
如
と
か
常
住
不
変
な
ど
と
い
う

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ア
ガ
・
ヘ
ー
的
な
行
は
、
た
と
え
ば
不
住
浬
鑿

と
か
不
空
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
固
定
的
静
的
な
浬
盤
や
空
を
否
定
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
ど
こ
ま
で
も
ダ
イ
ナ
ミ
ヅ
ク
な
実
践
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

主
体
の
絶
対
転
換
に
よ
っ
て
絶
対
肯
定
さ
れ
、
自
在
の
は
た
ら
き
と
な
っ

て
始
め
て
佛
教
生
活
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
著
者
は
こ
れ
を
「
絶
対
肯

定
の
動
き
の
世
界
、
「
主
体
的
主
体
」
的
な
絶
対
な
有
の
働
き
の
世
界
」

と
名
づ
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
絶
対
無
的
主
体
か
ら
絶
対
有
的
な

働
き
へ
と
転
換
す
る
こ
と
は
、
禅
の
実
践
に
お
い
て
は
理
三
味
か
ら
事
三

味
へ
の
転
換
、
曹
洞
禅
の
理
三
昧
を
重
視
す
る
立
場
と
臨
済
禅
の
事
三
昧

を
重
視
す
る
立
場
と
が
具
備
せ
ら
れ
た
よ
う
な
主
体
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
理
念
に
お
い
て
始
め
て
公
案
も
主
体
的
公
案
と
し
て
成
立

す
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
い
わ
ゆ
る
「
成
り
切
る
」
と
い
う
こ
と
が
主
体

性
の
働
き
と
し
て
創
造
的
な
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で

海
し
づ
○
。

こ
の
論
文
を
一
‐
読
し
て
ま
ず
感
ず
る
こ
と
は
、
こ
れ
が
二
十
数
年
前
に

書
か
れ
た
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
、
今
日
的
な
課
題
を
端
的
に
示
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
単
に
禅
学
の
分
野
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
佛
教
学

の
諸
分
野
に
対
す
る
問
い
か
け
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
佛

教
を
研
究
す
る
者
、
と
く
に
求
道
的
な
態
度
で
佛
教
を
学
ぶ
者
に
は
啓
発

さ
れ
る
要
素
が
き
わ
め
て
豊
富
で
あ
る
。
た
だ
禅
学
を
理
論
的
研
究
と
実

践
的
研
究
に
一
応
分
け
ら
れ
る
こ
と
は
納
得
出
来
る
が
、
こ
の
禅
学
の
二

面
性
を
い
か
に
統
一
し
て
い
く
べ
き
な
の
か
、
そ
し
て
こ
の
二
面
性
を
密
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接
に
関
係
づ
け
る
に
は
い
か
な
る
研
究
姿
勢
が
要
請
さ
れ
る
の
か
、
と
い

う
今
日
鋭
く
問
わ
れ
て
い
る
課
題
に
対
し
て
は
十
分
究
明
さ
れ
て
い
る
と

は
思
え
な
い
。
も
っ
と
も
伽
を
絶
対
無
的
主
体
と
し
て
把
握
し
て
い
か
れ

た
中
に
、
こ
の
課
題
に
対
す
る
重
大
な
示
唆
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
思
う

が
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
換
言
す
れ
ば
禅
の
学
問
と
実
践
の
不
可
分
性
に

つ
い
て
具
体
的
に
論
及
す
、
へ
き
問
題
が
残
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け

で
あ
る
。

つ
ぎ
に
柳
田
先
生
の
「
臨
済
義
玄
の
人
間
観
」
は
、
著
者
が
二
十
数
年

間
に
わ
た
っ
て
取
り
組
ん
で
来
ら
れ
た
臨
済
録
を
中
心
と
し
て
、
臨
済
自

身
の
人
間
及
び
そ
の
人
間
の
立
場
を
実
に
生
き
生
き
と
描
写
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
禅
者
の
主
体
性
と
は
か
く
あ
る
べ
き
も
の
、
と
も
い
う

べ
き
典
型
的
な
禅
的
人
間
の
イ
メ
ー
ジ
を
浮
き
彫
り
に
し
て
お
り
、
読
者

を
感
動
さ
せ
る
迫
力
を
も
っ
て
人
間
の
内
奥
を
掘
り
下
げ
た
研
究
論
文
と

い
う
こ
と
が
出
来
る
。
著
者
は
臨
済
の
人
間
観
に
つ
い
て
、
「
臨
済
禅
の

祖
師
と
し
て
、
か
れ
が
人
間
と
い
う
も
の
を
、
ど
う
考
え
て
い
た
か
と
い

う
の
で
は
な
く
し
て
、
臨
済
と
い
う
人
が
も
っ
と
も
豊
か
に
人
間
的
で
あ

り
、
か
れ
く
ら
い
深
く
人
間
の
立
場
に
徹
し
、
声
た
か
く
そ
の
価
値
を
主

張
し
た
人
は
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
け
つ
き
よ
く
は
臨
済
の
禅
の
本
質

を
な
し
て
い
る
」
と
、
端
的
に
述
零
へ
ら
れ
て
い
る
通
り
、
こ
の
論
文
は
一

貫
し
て
臨
済
義
玄
の
き
わ
め
て
具
体
的
活
動
的
な
全
人
的
立
場
を
描
写
す

る
こ
と
に
焦
点
を
し
ぼ
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
唐
末
の
時
代
精
神
が
韓
愈
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
新
し
い
現

実
的
な
人
間
主
義
を
高
揚
せ
ん
と
し
て
新
し
い
人
間
学
を
提
唱
し
、
つ
い

に
排
佛
運
動
に
い
た
っ
た
こ
と
を
述
・
へ
、
こ
れ
ら
の
時
代
精
神
と
臨
済
義

玄
の
人
間
観
と
が
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
臨
済
の

禅
は
老
荘
的
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
老
荘
思
想
そ
の
も
の
は
儒
教
的
な
名

教
主
義
に
対
す
る
批
判
勢
力
と
し
て
の
歴
史
的
産
物
で
あ
っ
た
が
、
禅
宗

は
む
し
ろ
イ
ン
ド
伝
来
の
正
統
派
佛
教
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て

の
姿
勢
を
も
っ
て
い
た
。
中
で
も
臨
済
義
玄
の
場
合
、
そ
の
姿
勢
は
全
体

的
な
人
間
の
直
観
を
目
指
す
反
体
制
的
乃
至
伝
統
批
判
的
な
性
格
を
も
っ

て
い
て
、
禅
宗
の
正
統
派
と
も
い
う
べ
き
荷
沢
禅
を
も
打
破
す
る
よ
う
な

き
わ
め
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
禅
風
を
も
っ
て
い
た
と
い
い
得
る
。
こ
の
点
を

著
者
は
宗
密
の
議
論
を
通
し
て
論
証
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
宗
密
は
禅
源

諸
詮
集
都
序
な
ど
に
お
い
て
、
南
宗
禅
の
心
性
を
究
明
す
る
中
で
洪
州
と

荷
沢
の
二
宗
に
つ
い
て
言
及
し
、
洪
州
で
は
心
の
本
性
を
「
い
ま
現
に
も

の
を
言
い
、
動
作
し
、
負
り
瞑
り
、
あ
る
い
は
慰
み
ぶ
か
い
気
も
ち
や
、

耐
え
し
の
び
の
心
を
お
こ
し
、
善
悪
や
苦
楽
の
情
を
生
み
だ
し
て
い
る
当

の
心
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
君
た
ち
の
佛
性
で
あ
り
、
そ
れ
が
そ
の
ま

ま
本
よ
り
佛
な
の
で
あ
」
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
「
随
縁
の
応
用
で
対

象
を
予
想
す
る
」
も
の
で
あ
る
か
ら
、
心
性
そ
の
も
の
を
表
わ
し
て
い
な

い
。
そ
れ
に
対
し
て
荷
沢
宗
の
場
合
は
「
静
か
で
空
な
る
知
こ
そ
、
君
た

ち
の
真
実
の
本
性
で
あ
り
、
迷
っ
て
い
る
と
き
も
悟
っ
た
と
き
も
、
心
は

も
と
よ
り
そ
れ
を
明
か
に
知
っ
て
い
る
の
だ
。
…
…
と
こ
ろ
が
、
い
つ
と

も
な
し
に
、
本
来
の
知
を
見
失
う
故
に
、
気
ま
ぐ
れ
の
感
覚
的
な
身
心
の

動
き
に
と
ら
わ
れ
、
そ
れ
を
自
分
の
主
体
と
思
っ
て
、
貧
り
や
瞑
り
な
ど

の
情
念
を
起
す
の
で
あ
る
」
か
ら
、
こ
こ
に
い
う
知
は
「
自
性
の
本
用
で
、

わ
れ
わ
れ
の
心
そ
の
も
の
の
本
来
的
な
は
た
ら
き
を
い
う
」
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
宗
密
は
洪
州
宗
で
は
一
」
の
自
性
の
本
用
を
欠
く
も
の
で
あ
る
と
批
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判
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
こ
の
洪
州
批
判
は
正
当
で
あ
る
か

ど
う
か
、
こ
こ
で
著
者
は
洪
州
の
真
の
立
場
を
臨
済
録
を
通
し
て
明
ら
か

に
し
て
い
る
。

ま
ず
第
一
に
臨
済
録
に
あ
ら
わ
れ
る
「
人
」
と
い
う
字
の
頻
出
度
が
き

わ
め
て
高
い
こ
と
を
実
証
し
、
そ
の
場
合
の
人
の
意
味
は
普
通
に
わ
れ
わ

れ
が
人
間
と
い
う
語
で
意
味
す
る
も
の
に
近
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た

と
え
ば
「
諸
君
と
い
う
只
今
わ
た
し
の
目
の
前
で
、
わ
た
し
の
説
法
に
き

き
い
っ
て
い
る
当
の
人
な
の
だ
。
」
（
是
祢
即
今
目
前
聴
法
底
人
）
と
い
う

よ
う
に
、
た
だ
ち
に
具
体
的
現
実
的
な
人
間
に
お
い
て
佛
教
に
お
け
る
主

体
性
の
問
題
を
把
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
人
」
は
観

念
的
原
理
的
な
も
の
を
い
う
の
で
は
な
い
。
こ
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
荷

沢
宗
の
「
知
」
は
む
し
ろ
抽
象
的
で
あ
り
静
態
的
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
し
て
こ
う
い
っ
た
臨
済
の
人
間
観
は
人
間
に
内
在
す
る
矛
盾

的
性
格
、
た
と
え
ば
妄
心
と
佛
性
と
い
っ
た
よ
う
な
本
来
性
と
現
実
性
と

い
う
も
の
を
一
つ
の
も
の
と
し
て
、
い
わ
ば
全
体
的
人
間
と
し
て
把
握
し

て
い
く
。
佛
性
と
い
う
の
も
成
佛
可
能
性
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
た
だ

ち
に
佛
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
可
能
性
と
現
実
性
を
も
一
つ
の
現
成
と
み
て

い
く
面
が
強
調
さ
れ
て
来
る
。
無
依
の
道
人
と
い
わ
れ
る
場
合
も
目
前
聴

法
底
人
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
文
字
通
り
何
に
も
依
ら
な
い
、
そ
し
て
そ

の
故
に
「
あ
え
て
あ
ら
ゆ
る
依
を
と
る
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
限
り
な
く
依
を
変
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
現
実
と
主
体
と
が

一
つ
に
な
っ
て
行
動
し
、
は
た
ら
く
こ
と
を
指
す
。

以
上
の
ご
と
き
臨
済
録
の
精
神
に
つ
い
て
、
著
者
は
伝
灯
録
、
祖
堂
集
、

宗
鏡
録
な
ど
に
よ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
具
体
的
に
論
証
し
て
い

く
。
た
と
え
ば
臨
済
は
目
前
の
弟
子
た
ち
の
行
動
が
、
た
だ
ち
に
佛
性
全

体
の
作
用
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
点
か
ら
、
体
と
用
あ
る
い
は
道
心
と
人

心
の
区
別
な
ど
を
認
め
な
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
区
別
か
ら
生
ず
る
固
定

性
分
別
性
を
打
破
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
朱
子
な
ど
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
臨
済
の
全
体
作
用
が
「
眼
前
の
現
実
的
な
君
臣
・
父

子
・
兄
弟
・
夫
婦
の
上
に
、
た
だ
ち
に
周
伽
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
」

と
い
っ
て
、
行
動
の
規
範
を
無
視
し
た
全
体
性
現
実
性
の
不
十
分
さ
に
対

す
る
批
判
が
あ
っ
た
し
、
ま
た
宗
密
な
ど
は
水
は
舟
を
浮
か
寺
へ
る
と
同
時

に
、
舟
を
覆
え
す
は
た
ら
き
の
あ
る
こ
と
を
混
同
し
て
い
る
と
批
判
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
批
判
は
現
実
の
迷
妄
の
根
幹
と
な
る
諸
矛
盾
を
無
媒
介

に
氷
解
し
て
、
眼
前
の
行
動
を
直
接
的
に
肯
定
し
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま

う
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
す
る
洪
州
系
の
立
場
は
、
そ
う
い

う
現
実
行
動
に
対
す
る
正
邪
是
非
の
価
値
判
断
こ
そ
否
定
さ
る
ゞ
へ
き
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
平
素
心
の
具
体
的
な
精
神
作
用
の
中
に
す
で
に
無
限
の

否
定
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
宗
密
の
い
う
自
性
の
本

用
や
随
縁
の
応
用
を
も
、
と
も
に
絶
し
た
「
人
」
と
し
て
の
は
た
ら
き
こ

そ
洪
州
の
目
指
し
た
全
体
作
用
で
あ
り
、
舟
を
浮
か
《
へ
る
水
も
舟
を
覆
え

す
水
も
、
と
も
に
全
体
の
水
と
し
て
の
作
用
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
よ
う
に
徹
底
し
た
作
用
の
透
脱
性
と
し
て
臨
済
の
全
体
的
人
間
が
主
張

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
臨
済
の
根
底
に
流
れ
て
い

る
の
は
き
び
し
く
般
若
空
観
を
追
求
し
て
い
く
精
神
で
あ
り
、
そ
の
全
体

作
用
は
徹
底
し
た
無
分
別
の
上
に
始
め
て
生
き
て
来
る
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
著
者
は
「
人
」
が
は
た
ら
く
場
所
と
し
て
の
世
界
、
す
な
わ
ち
世
俗
と
し

て
の
世
間
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
の
か
、
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
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柳
田
先
生
は
従
来
禅
宗
史
の
研
究
に
精
力
を
注
ぎ
、
つ
ぎ
く
と
綿
密 

な
考
証
の
成
果
を
発
表
し
て
来
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
か
ら
醸
し 

出
さ
れ
た
歴
史
観
に
立
脚
し
て
臨
済
の
禅
そ
の
も
の
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を 

こ
の
論
文
に
お
い
て
試
み
ら
れ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い 

は
久
松
先
生
が
、
伝
統
批
判
の
標
準
の
一
つ
と
し
て
、
出
発
点
に
戻
っ
て

本
質
を
明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
方
法
を
大 

胆
に
実
行
さ
れ
た
の
だ
と
受
け
取
る
こ
と
も
出
来
る
。

以
上
の
よ
う
に
久
松•

柳
田
両
先
生
の
論
文
は
、
い
ず
れ
も
禅
そ
の
も 

の
に
肉
迫
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
今
後
の
佛
教
学
の
方
法
に
関
し
て
も
貴
重 

な
指
針
を
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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