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は
じ
め
に

　　　　

わ
け
の
わ
か
ら
な
い
言
葉
の
や
り
と
り
を
称
し
て
「
禅ぜ

ん

問も
ん

答ど
う

」
と
い
い
ま
す
が
、
禅
問
答
と
は
本
来
、
禅
の
指

導
者
が
修
行
僧
に
課
題
を
与
え
、
こ
れ
に
つ
い
て
思
考
さ
せ
て
問
答
を
す
る
中
で
悟
り
に
導
く
と
い
う
高
次
元
の

対
話
で
す
。
高
次
元
で
あ
る
が
ゆ
え
に
一
般
の
人
に
は
な
に
が
な
ん
だ
か
わ
か
ら
ず
、ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
で
す
。

だ
か
ら
「
禅
問
答
」
と
い
え
ば
、「
ち
ぐ
は
ぐ
で
わ
か
り
に
く
い
問
答
」（『
広
辞
苑
』）
の
こ
と
を
い
う
よ
う
に
な
っ

た
の
で
す
。

　

こ
の
禅
問
答
で
提
出
さ
れ
る
課
題
の
言
葉
を
、「
公こ

う

案あ
ん

」
と
い
い
ま
す
。
公
案
と
は
「
公こ

う

府ふ

の
案あ

ん

牘ど
く

」
の
略
で
、

中
国
で
は
権
威
の
あ
る
役
所
の
公
文
書
を
意
味
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
だ
れ
も
逆
ら
え
な
い
威
光
が
あ
っ
た
た
め

に
、
転
じ
て
禅
で
は
、
修
行
僧
を
悟
り
に
導
く
先
人
の
権
威
あ
る
言
葉
を
公
案
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
、
坐
禅
の
修

行
を
す
る
僧
に
与
え
ら
れ
る
問
題
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

本
書
で
は
、
こ
の
公
案
か
ら
百
の
禅
語
を
選
び
出
し
、
著
者
な
り
に
読
み
取
り
ま
し
た
。

　

公
案
は
禅
の
指
導
者
や
修
行
僧
の
専
売
特
許
な
の
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
私
た

ち
俗
界
に
暮
ら
す
普
通
の
人
間
に
と
っ
て
も
、
非
常
に
示し

唆さ

に
富
み
、
生
き
る
指
針
を
与
え
て
く
れ
る
言
葉
が
満
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載
さ
れ
て
い
る
の
が
公
案
の
禅
語
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

公
案
は
、
長
い
歴
史
を
経
て
中
国
か
ら
日
本
に
伝
わ
り
、
現
代
に
生
き
て
い
ま
す
。
そ
の
風
雪
の
中
で
人
間
の

真
実
が
凝
視
さ
れ
、
深
い
人
生
観
が
凝
縮
さ
れ
、
そ
の
言
葉
は
難
解
で
あ
り
な
が
ら
も
普
遍
化
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

だ
か
ら
、
私
た
ち
一
般
の
人
間
に
と
っ
て
も
魅
力
的
で
あ
り
、
折
れ
そ
う
に
な
っ
た
心
を
支
え
て
く
れ
る
名
言
を

多
々
見
い
だ
し
う
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

古
い
話
で
す
が
、
元
横
綱
の
貴
乃
花
が
横
綱
に
昇
進
す
る
と
き
、「
不ふ

惜し
ゃ
く

身し
ん

命み
ょ
う」
と
言
っ
て
相
撲
に
命
を
か
け

る
決
意
を
語
り
、
話
題
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
『
法ほ

華け

経き
ょ
う』
の
言
葉
で
す
か
ら
禅
語
と
は
い
え
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
み
ご
と
に
当
時
の
貴
乃
花
の
気
持
ち
を
表
し
た
仏
教
語
で
し
た
。

　

ま
た
、
福
岡
ダ
イ
エ
ー
ホ
ー
ク
ス
監
督
の
工
藤
公
康
さ
ん
は
、「
前ぜ

ん

後ご

際さ
い

断だ
ん

」
と
い
う
禅
の
言
葉
に
共
感
を
覚

え
る
と
話
し
て
い
ま
し
た
。「
前
後
際
断
」
に
つ
い
て
は
本
書
の
中
で
も
紹
介
し
て
い
ま
す
が
、
と
て
も
深
い
言

葉
で
す
。

　

さ
ら
に
、東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
聖
火
ラ
ン
ナ
ー
、女
子
サ
ッ
カ
ー
の
元
日
本
代
表
な
で
し
こ
ジ
ャ
パ
ン
の
佐
々

木
則
夫
前
監
督
は
、
こ
れ
も
本
書
に
あ
る
「
歩ほ

歩ほ

是こ
れ

道ど
う

場じ
ょ
う」

と
い
う
禅
語
が
座ざ

右ゆ
う

の
銘め

い

だ
と
い
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
人
々
は
自
分
の
心
を
支
え
る
言
葉
を
求
め
、
見
つ
け
、
そ
れ
を
羅ら

針し
ん

盤ば
ん

と
し
て
生
き
よ
う
と
し

ま
す
。

　

い
ま
「
四
字
熟
語
」
が
は
や
っ
て
い
る
と
い
い
ま
す
が
、
そ
れ
も
羅
針
盤
と
し
て
の
言
葉
を
探
し
求
め
る
庶
民

の
欲
求
の
表
れ
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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政
治
も
、
経
済
も
、
社
会
制
度
も
行
き
づ
ま
り
を
見
せ
、
先
の
見
通
し
が
き
か
ず
に
い
る
と
こ
ろ
に
毎
年
の
よ

う
に
自
然
災
害
や
ウ
イ
ル
ス
な
ど
に
猛
襲
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
ん
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
は
言

葉
の
力
を
バ
ネ
に
し
て
、
こ
の
苦
境
を
乗
り
越
え
て
い
こ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
中
治
郎　
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お
い
な
り

多
仏
大
─
─
─
148

66　

机
上
の
学
問
に
は
限
界
が
あ
る　

徳と
く

山さ
ん

焼し
ょ
う

経き
ょ
う

─
─
─
150

67　

物
ま
ね
で
真
理
は
つ
か
め
な
い　

倶ぐ

胝て
い

竪じ
ゃ

指し

─
─
─
152

68　

心
地
よ
い
疲
労
感
が
人
生
の
真
髄　

坐ざ

久き
ゅ
う

成じ
ょ
う

労ろ
う

─
─
─
154

69　

修
行
を
し
て
こ
そ
仏ぶ

っ

性し
ょ
うは

生
き
る　

風
ふ
う
し
ょ
う
は
じ
ょ
う
じ
ゅ
う
に
し
て
と
こ
ろ
と
し
て
あ
ま
ね
か
ら
ざ
る
な
し

性
常
住
無
処
不
周
─
─
─
156

70　

二
元
対
立
的
な
見
方
を
変
え
る　

南な
ん

泉せ
ん

斬ざ
ん

猫み
ょ
う

─
─
─
158

71　

心
を
無
に
す
れ
ば
炎
暑
も
気
に
な
ら
な
い　

滅
し
ん
と
う
を
め
っ
き
ゃ
く
す
れ
ば
ひ
お
の
ず
か
ら
す
ず
し

却
心
頭
火
自
涼
─
─
─
160

72　

自
然
に
身
を
任
せ
て
本
来
の
自
分
に
戻
る　

雲
く
も
む
し
ん
に
し
て
も
っ
て
し
ゅ
う
を
い
ず

無
心
以
出
岫
─
─
─
162

73　

執
着
す
る
心
を
な
く
せ　

応お
う

無む

所し
ょ

住じ
ゅ
う

而に

生し
ょ
う

其ご

心し
ん

─
─
─
164

74　

死
を
自
覚
し
た
と
き
、
生
の
大
切
さ
が
わ
か
る　

死
し
ち
ゅ
う
に
か
つ
を
え
た
り

中
得
活
─
─
─
166

75　

あ
る
が
ま
ま
の
こ
の
存
在
が
す
ば
ら
し
い　

独ど
く

坐ざ

大だ
い

雄ゆ
う

峰ほ
う

─
─
─
168
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羅
針
盤
を
手
に
真
理
を
探
す
旅
に
出
よ　
171

 
76　

万
人
に
救
い
の
手
は
伸
び
て
い
る　

一
い
ち
げ
つ
て
ん
に
あ
り
て
か
げ
し
ゅ
す
い
に
い
ん
す

月
在
天
影
印
衆
水
─
─
─
172

77　

比
べ
な
い　

至し

道ど
う

無ぶ

難な
ん

─
─
─
174

78　

理
想
は
自
分
の
心
の
中
に
あ
る　

無ぶ

事じ

是こ
れ

貴き

人に
ん

─
─
─
176

79　

あ
ら
ゆ
る
も
の
は
生
じ
、
滅
し
て
い
く　

不
あ
め
な
ら
ず
し
て
は
な
な
お
お
つ

雨
花
猶
落
─
─
─
178

80　

老
い
を
嘆
い
て
も
し
か
た
が
な
い　

歳さ
い
さ
い
ね
ん
ね
ん
ひ
と
お
な
じ
か
ら
ず

々
年
々
人
不
同
─
─
─
180

81　

あ
ら
ゆ
る
存
在
は
み
な
尊
い　

乾か
ん

屎し

橛け
つ

─
─
─
182

82　

言
葉
で
は
表
し
尽
く
せ
な
い
真
理
を
つ
か
む　

拈ね
ん

華げ

微み

笑し
ょ
う

─
─
─
184

83　

真
理
は
師
か
ら
弟
子
へ
と
継
承
さ
れ
る　

迦か

葉し
ょ
う

刹せ
っ

竿か
ん

─
─
─
186

84　

言
葉
を
超
え
て
心
に
伝
わ
る
も
の　

無む

説せ
つ

無む

聞も
ん

是こ
れ

真し
ん

般は
ん

若に
ゃ

─
─
─
188

85　

あ
ら
ゆ
る
存
在
が
仏
さ
ま
の
教
え　

谿け
い

声せ
い

山さ
ん

色し
ょ
く

─
─
─
190

86　

す
べ
て
の
存
在
が
絶
対
で
あ
り
、
な
に
も
の
に
も
代
え
難
い　

山や
ま
は
こ
れ
や
ま
み
ず
は
こ
れ
み
ず

是
山
水
是
水
─
─
─
192

87　

原
点
に
帰
れ　

曹そ
う

源げ
ん
の

一い
っ

滴て
き

水す
い

─
─
─
194

88　

自
分
を
支
え
る
の
は
信
仰
心
と
い
う
杖　

芭ば

蕉し
ょ
う

拄し
ゅ

杖じ
ょ
う

─
─
─
196



89　

仏
さ
ま
は
い
つ
も
声
を
か
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る　

頻
し
き
り
に
し
ょ
う
ぎ
ょ
く
と
よ
ぶ
も
も
と
ぶ
じ

呼
小
玉
元
無
事
─
─
─
198

90　

五
つ
の
智ち

慧え

で
人
格
を
完
成
さ
せ
る　

一い
っ
け
ご
よ
う
を
ひ
ら
く

華
開
五
葉
─
─
─
200

91　

真
理
だ
け
は
永
遠
に
変
わ
ら
な
い　

大だ
い

龍り
ゅ
う

堅け
ん

固ご

法ほ
っ

身し
ん

─
─
─
202

92　

ま
ず
踏
み
入
っ
て
み
る　

龍
り
ゅ
う

門も
ん

─
─
─
204

93　

一
念
を
貫
け
ば
願
い
は
か
な
う　

水す
い

到と
う

渠き
ょ

成せ
い

─
─
─
206

94　

絶
妙
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
見
逃
す
な　

啐そ
っ

啄た
く

同ど
う

時じ

─
─
─
208

95　

権
威
に
と
ら
わ
れ
ず
、
真
実
の
相
を
見
抜
く　

丹た
ん

霞か

焼し
ょ
う

仏ぶ
つ

─
─
─
210

96　

す
べ
て
の
存
在
が
真
実
を
表
し
て
い
る　

無む

情じ
ょ
う

説せ
っ

法ぽ
う

─
─
─
212

97　

欲
を
捨
て
る
こ
と
で
清
ら
か
に
な
れ
る　

供く

養よ
う

諸し
ょ

仏ぶ
つ

─
─
─
214

98　

自
他
の
境

き
ょ
う

界か
い

を
越
え
、
相
手
に
な
り
き
る　

庭て
い

前ぜ
ん
の

柏は
く

樹じ
ゅ

子し

─
─
─
216

99　

あ
り
の
ま
ま
の
自
分
で
生
き
る　

体た
い

露ろ

金き
ん

風ぷ
う

─
─
─
218

100　

あ
た
り
ま
え
で
あ
る
こ
と
こ
そ
あ
り
が
た
い　

柳
り
ゅ
う

緑り
ょ
く

花か

紅こ
う

─
─
─
220

　
お
わ
り
に　
222



沈思する羅漢（箱根仙石原の五百羅漢）



16

01　
主
体
性
を
持
っ
て
生
き
る

　

主し

ゅ

人じ

ん

公こ

う

　　
瑞ず

い

巌が
ん

の
彦げ

ん

和お

尚し
ょ
う、

毎
日
自
ら
主し

ゅ

人じ
ん

公こ
う

と
喚よ

び
、
復ま

た
自
ら
応お

う

諾だ
く

し
、
乃す

な
わち

云い
わ

く
、
惺せ

い

惺せ
い

著じ
ゃ
く、

喏だ
く

。
他た

時じ

異い

日じ
つ

、
人

の
瞞ま

ん

を
受
く
る
こ
と
莫な

か

れ
、
喏だ

く

喏だ
く

。
─
─
─
『
無む

門も
ん

関か
ん

』
一
二

　
❖
瑞ず

い

巌が
ん

寺じ

の
師し

彦げ
ん

和お

尚し
ょ
うは
、
毎
日
自
分
を
自
分
で
「
主し

ゅ

人じ
ん

公こ
う

」
と
呼
び
、
自
ら
「
は
い
」
と
返
事
を
し
て
い
た
。

あ
る
と
き
は
「
目
を
覚
ま
せ
よ
」
と
自
分
に
言
っ
て
「
は
い
」
と
返
事
を
し
、
別
の
日
は
「
人
に
だ
ま
さ
れ
る
な

よ
」
と
自
分
に
言
っ
て
「
は
い
、
は
い
」
と
返
事
を
し
て
い
た
。

　　

唐と
う

末
、
中
国
浙せ

っ

江こ
う

省し
ょ
うの
瑞
巌
寺
に
住
ん
で
い
た
瑞
巌
師
彦
和
尚
の
話
で
す
。

　

師
彦
の
み
な
ら
ず
、
私
た
ち
の
中
に
も
こ
の
よ
う
に
二
人
の
自
分
が
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

一
人
は
他
人
や
権
威
、
世
間
に
引
き
ず
ら
れ
て
し
ま
う
自
分
で
す
。
そ
し
て
も
う
一
人
は
、
そ
ん
な
自
分
に
疑
問

を
持
ち
、
ほ
ん
と
う
の
自
己
を
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
自
分
で
す
。
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後
者
の
ほ
う
を
こ
こ
で
は
「
主
人
公
」
と
呼
び
、
そ
の
よ
う
な
主
体
性
を
持
っ
て
生
き
る
べ
き
こ
と
を
教
え
て

い
る
の
で
す
。

　

近
年
は
毎
年
の
よ
う
に
大
き
な
自
然
災
害
に
見
舞
わ
れ
、
特
に
失
業
率
が
増
え
、
就
職
が
難
し
く
な
っ
て
い
る

と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
求
人
と
求
職
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
も
多
い
と
聞
き
ま
す
。

　

あ
る
面
で
は
、
み
ん
な
が
大
企
業
や
安
定
企
業
を
求
め
る
た
め
就
職
で
き
な
い
人
が
大
勢
出
る
一
方
、
中
小
や

零
細
企
業
に
は
人
が
集
ま
ら
な
い
の
で
す
。

　

み
ん
な
が
求
め
る
と
こ
ろ
が
安
心
だ
ろ
う
と
い
う
考
え
は
、
世
間
に
引
き
ず
ら
れ
た
発
想
で
す
。
ほ
ん
と
う
に

自
分
が
や
り
た
い
こ
と
は
な
ん
な
の
か
と
考
え
、
生
き
が
い
を
重
視
し
て
仕
事
を
探
せ
ば
、
中
小
や
零
細
の
中
に

し
か
な
い
場
合
だ
っ
て
あ
り
ま
す
。

　

自
分
の
中
の
主
人
公
を
呼
び
出
し
、
主
体
的
に
生
き
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
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23　
大だ

い
事じ

は
些さ

事じ

の
中
に
あ
る

　

趙じ
ょ
う

州し
ゅ
う

洗せ

ん

鉢ぱ

つ

　　
趙じ

ょ
う

州し
ゅ
う、

因ち
な

み
に
僧
問
う
、
某そ

れ

甲が
し

、
乍さ

入に
ゅ
う

叢そ
う

林り
ん

、
乞こ

う
師
指
示
せ
よ
、
州
云い

わ

く
、
喫き

っ

粥し
ゅ
くし

了お
わ

る
や
未い

ま

だ
し
や
。
僧

云
く
、
喫
粥
し
了
る
。
州
云
く
、
鉢は

つ

孟う

を
洗
い
去
れ
。
其そ

の
僧
省せ

い

有あ

り
。
─
─
─
『
無む

門も
ん

関か
ん

』
七

　
❖
あ
る
僧
が
、
趙

じ
ょ
う

州し
ゅ
う

和お

尚し
ょ
うに
尋
ね
た
。「
私
は
僧
堂
（
叢そ

う

林り
ん

）
に
入
っ
た
ば
か
り
の
新
参
者
で
す
。
ど
う
か
禅
の

真
髄
を
教
え
て
く
だ
さ
い
」
と
。
す
る
と
趙
州
は
、「
朝
食
の
お
粥か

ゆ

は
食
べ
た
の
か
ね
。
そ
れ
と
も
ま
だ
か
ね
』

と
問
う
た
。
僧
は
、『
は
い
、
食
べ
終
わ
り
ま
し
た
』
と
答
え
た
。
趙
州
は
、「
で
は
鉢は

ち

を
洗
っ
て
お
き
な
さ
い
」

と
言
っ
た
。
こ
れ
を
聞
い
て
、
僧
は
い
さ
さ
か
悟
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
　

　

唐
代
の
名
僧
で
あ
る
趙

じ
ょ
う

州し
ゅ
う

従じ
ゅ
う

諗し
ん

に
新
参
の
僧
が
禅
の
真
髄
を
尋
ね
る
と
、
趙
州
は
『
朝
食
は
す
ん
だ
の
か
』

と
問
い
ま
す
。
こ
の
問
い
が
、
実
は
僧
の
質
問
に
対
す
る
趙
州
の
答
え
だ
っ
た
の
で
す
。

　

禅
の
真
髄
と
は
、
ど
こ
か
ほ
か
の
特
別
な
と
こ
ろ
に
し
ま
っ
て
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
朝
起
き
て
顔
を
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洗
う
。
朝
食
を
と
る
。
食
器
を
洗
う
。
掃
除
を
す
る
。
会
社
員
な
ら
出
勤
し
て
仕
事
を
す
る
。
昼
食
を
と
る
。
人

と
会
う
。
本
を
読
む
…
…
等
々
、
日
常
の
こ
れ
ら
の
些さ

事じ

に
全
力
を
尽
く
し
、
自
分
を
投
入
す
る
こ
と
こ
そ
が
禅

な
の
で
し
ょ
う
。
行

ぎ
ょ
う

住じ
ゅ
う

坐ざ

臥が

、
す
べ
て
が
禅
の
顕
現
な
の
で
す
。

　

だ
か
ら
趙
州
は
、
大
事
を
含
ん
で
い
る
些
事
で
あ
る
朝
食
の
こ
と
を
問
い
、
そ
れ
で
も
気
づ
か
な
い
僧
に
鉢
を

洗
え
と
言
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
に
至
っ
て
は
じ
め
て
、
僧
は
気
づ
き
ま
し
た
。

　

雑
用
を
嫌
っ
て
仕
事
を
辞
め
る
若
者
が
多
い
と
聞
き
ま
す
。
ど
ん
な
些
末
な
仕
事
で
も
、
本
気
で
考
え
、
自
分

を
投
入
す
れ
ば
雑
用
な
ん
て
な
い
は
ず
で
す
。
毛
嫌
い
を
せ
ず
、
工
夫
し
て
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。
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31　
も
の
の
見
方
を
変
え
て
み
る

　

趙じ
ょ
う

州し
ゅ
う

狗く

子す

　　
趙じ

ょ
う

州し
ゅ
う

和お

尚し
ょ
う、

因ち
な

み
に
僧
問
う
、
狗く

子す

に
還か

え

っ
て
仏ぶ

っ

性し
ょ
う

有あ

り
や
也ま

た
無
し
や
。
州

し
ゅ
う

曰い
わ

く
、
無む

。
─
─
─
『
無む

門も
ん

関か
ん

』
一

　
❖
一
人
の
僧
が
趙

じ
ょ
う

州し
ゅ
う

和お

尚し
ょ
うに
尋
ね
た
。「
犬
（
狗
）
に
仏ぶ

っ

性し
ょ
うは
あ
り
ま
す
か
、
そ
れ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
。

す
る
と
趙
州
は
、「
無
」
と
答
え
た
。

　　

唐
代
の
禅
の
名
僧
、
趙

じ
ょ
う

州し
ゅ
う

従じ
ゅ
う

諗し
ん

の
逸
話
で
す
。

　

あ
る
日
、
修
行
僧
が
趙
州
に
、「
犬
に
仏
性
は
あ
る
か
、
な
い
か
」
と
質
問
す
る
と
、
趙
州
は
「
無
」
と
答
え

た
と
い
う
の
で
す
。

　
「
仏
性
」
と
い
う
語
は
し
ば
し
ば
登
場
し
て
い
ま
す
が
、「
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
み
な
仏
に
な
る
可
能
性
（
仏
と
な

る
種
子
）
を
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
考
え
方
で
、「
一い

っ

切さ
い

衆し
ゅ

生じ
ょ
う

悉し
つ

有う

仏ぶ
っ

性し
ょ
う」（『

涅ね

槃は
ん

経ぎ
ょ
う』）

な
ど
と
い
う
言
葉
で
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言
い
表
さ
れ
ま
す
。
そ
の
可
能
性
が
煩
悩
で
覆
い
隠
さ
れ
、
表
に
出
て
こ
ら
れ
な
い
で
い
る
の
が
私
た
ち
衆し

ゅ

生じ
ょ
うだ

と
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
考
え
方
は
の
ち
に
拡
大
解
釈
さ
れ
、
生
き
物
（
有う

情じ
ょ
う）

は
も
ち
ろ
ん
、
石
や
植
物
な
ど
の
非
生
物
（
非ひ

情じ
ょ
うあ

る
い
は
無む

情じ
ょ
う）

も
仏
性
を
持
つ
と
さ
れ
、「
草そ

う

木も
く

国こ
く

土ど

悉し
っ

皆か
い

成じ
ょ
う

仏ぶ
つ

」
な
ど
と
い
わ
れ
ま
し
た
。

　

だ
か
ら
、僧
が
趙
州
に
期
待
し
て
い
た
答
え
は
、当
然「
有う

」で
し
た
。
と
こ
ろ
が
趙
州
は
、「
無む

」と
答
え
ま
し
た
。

な
ぜ
で
し
ょ
う
。

　

僧
の
問
い
か
け
は
、「
有
か
無
か
」
と
い
う
二
元
対
立
的
な
も
の
で
し
た
。
相
対
の
次
元
を
抜
け
出
ら
れ
ず
、

差
別
を
生
む
二
元
対
立
的
な
発
想
は
、
禅
の
嫌
う
と
こ
ろ
で
す
。
趙
州
は
そ
の
発
想
を
否
定
す
る
た
め
、「
有
・
無
」

と
い
う
相
対
的
な
次
元
を
止
揚
す
る
意
味
で
の
絶
対
的
な
「
無
」
を
唱
え
た
の
で
す
。
僧
に
も
の
の
見
方
、
考
え

方
の
変
革
を
迫
る
答
え
で
し
た
。
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35　
心
し
だ
い
で
ど
こ
で
も
道
場
に
な
り
う
る

　

直じ

き

心し

ん

是こ

れ

道ど

う

場じ
ょ
う

　　
直じ

き

心し
ん

は
是こ

れ
道ど

う

場じ
ょ
うな

り
。
虚こ

仮け

な
き
が
故ゆ

え

に
。
─
─
─
『
維ゆ

い

摩ま

経ぎ
ょ
う』「

菩ぼ

薩さ
つ

品ほ
ん

」

　
❖
ま
っ
す
ぐ
な
心
は
す
な
わ
ち
道
場
で
あ
る
。
う
そ
偽い

つ
わり

が
な
い
か
ら
だ
。

　

道
場
と
は
本
来
「
菩ぼ

提だ
い

道ど
う

場じ
ょ
う」
の
略
で
、
お
釈し

ゃ

迦か

さ
ま
が
悟
り
を
開
か
れ
た
菩ぼ

提だ
い

樹じ
ゅ

の
下
の
座
を
い
い
ま
す
。

そ
れ
が
の
ち
に
仏
道
修
行
を
す
る
場
所
を
い
う
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
は
武
道
を
は
じ
め
、
心
身
を
鍛
練
す
る
場

所
を
道
場
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
『
維ゆ

い

摩ま

経ぎ
ょ
う』
に
は
、
光こ

う

厳ご
ん

童ど
う

子じ

と
維ゆ

い

摩ま

居こ

士じ

の
や
り
と
り
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
光
厳
童
子
は
仏
道
を
学
ぶ
求ぐ

道ど
う

者し
ゃ

で
、
維
摩
居
士
は
在ざ

い

家け

の
身
な
が
ら
仏
道
を
究
め
た
富
豪
で
す
。

　

光
厳
童
子
が
城
門
を
出
よ
う
と
し
た
と
き
、
反
対
方
向
か
ら
や
っ
て
来
た
維
摩
居
士
と
出
会
い
ま
し
た
。
童
子

が
「
ど
ち
ら
か
ら
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
か
」
と
聞
く
と
、
維
摩
居
士
は
「
道
場
か
ら
来
た
」
と
答
え
ま
す
。
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は
て
、
道
場
は
城
内
に
あ
る
は
ず
だ
が
、
と
思
い
な
が
ら
、
童
子
が
「
閑
静
な
道
場
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
問

う
と
、
維
摩
居
士
は
「
直じ

き

心し
ん

是こ
れ

道ど
う

場じ
ょ
う」
と
答
え
る
の
で
す
。

　

直
心
と
は
、
素
直
で
ま
っ
す
ぐ
な
心
、
邪じ

ゃ

心し
ん

の
な
い
心
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
う
そ
や
偽
り
の
な
い
そ
う
い
う
心

で
い
れ
ば
、場
所
を
選
ば
ず
、ど
ん
な
と
こ
ろ
で
も
り
っ
ぱ
な
道
場
に
な
る
、と
維
摩
居
士
は
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

私
た
ち
も
、
例
え
ば
電
車
の
中
で
あ
っ
て
も
、
い
い
本
を
夢
中
に
な
っ
て
読
ん
で
い
れ
ば
そ
こ
が
静
か
な
図
書

館
に
変
じ
て
い
る
と
い
っ
た
経
験
を
し
て
い
ま
す
。

　

も
の
ご
と
を
す
る
の
に
、
必
ず
し
も
り
っ
ぱ
な
環
境
や
建
物
は
必
要
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
要
は
心
の
問
題
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
。
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38　
権
威
に
と
ら
わ
れ
る
な

　

麻ま

三さ

ん

斤ぎ

ん

　　
洞と

う

山ざ
ん

和お

尚し
ょ
う、

因ち
な

み
に
僧
問
う
、
如い

何か

な
る
か
是こ

れ
仏ぶ

つ

。
山
云い

わ

く
、
麻ま

三さ
ん

斤ぎ
ん

。
─
─
─
『
無む

門も
ん

関か
ん

』
一
八

　
❖
あ
る
僧
が
、
洞と

う

山ざ
ん

守し
ゅ

初し
ょ

禅ぜ
ん

師じ

に
質
問
し
た
。「
仏
と
は
な
ん
で
す
か
」
と
。
す
る
と
洞
山
は
、「
麻
三
斤
」
と
答

え
た
。

　　

こ
の
「
如い

何か

な
る
か
是こ

れ
仏ぶ

つ

」
と
い
う
質
問
は
、
後
述
の
「
庭て

い

前ぜ
ん
の

柏は
く

樹じ
ゅ

子し

」
に
出
て
く
る
「
祖そ

師し

西せ
い

来ら
い

意い

」

と
と
も
に
、
禅
門
で
は
仏
教
の
根
源
を
問
う
問
い
と
し
て
頻
出
し
ま
す
。

　

あ
る
僧
が
雲
門
宗
の
祖
で
あ
る
雲う

ん

門も
ん

文ぶ
ん

偃え
ん

に
「
仏
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
」
と
尋
ね
る
と
、
雲
門
は

「
乾か

ん

屎し

橛け
つ

（
糞
か
き
べ
ら
）」
と
答
え
た
と
あ
り
ま
す
が
（
81
「
乾
屎
橛
」
参
照
）、
こ
れ
も
よ
く
似
た
公
案
で
す
。

　

洞
山
守
初
禅
師
は
、20
「
潜せ

ん

行こ
う

密み
つ

用ゆ
う

」
に
出
て
く
る
洞と

う

山ざ
ん

良り
ょ
う

价か
い

と
は
別
人
で
す
。
こ
の
洞
山
に
、あ
る
僧
が
「
仏

と
は
な
に
か
」と
質
問
す
る
と
、「
三さ

ん

斤き
ん

の
麻あ

さ

だ
よ
」と
答
え
た
と
い
う
の
で
す
。そ
の
真
意
は
な
ん
な
の
で
し
ょ
う
。
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洞
山
の
住
ん
で
い
た
襄

じ
ょ
う

州し
ゅ
う（

江
西
省
）
は
衣
に
す
る
麻
の
産
地
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
か
ら
、
洞
山
は
た
ま
た
ま

手
も
と
に
あ
っ
た
麻
を
見
て
、「
麻
三
斤
」
と
答
え
た
よ
う
で
す
。
つ
ま
り
、
な
ん
で
も
よ
か
っ
た
の
で
す
。

　

そ
れ
よ
り
も
、
僧
の
質
問
が
問
題
で
し
た
。「
如
何
な
る
か
是
れ
仏
」
と
問
う
た
と
き
、
そ
の
質
問
に
洞
山
は

仏
を
絶
対
視
す
る
意
識
を
見
て
取
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

禅
で
は
、
た
と
え
仏
で
あ
れ
祖
師
で
あ
れ
、
そ
れ
を
絶
対
視
し
、
権
威
化
す
る
と
対
象
に
と
ら
わ
れ
る
と
し
て

そ
う
い
う
態
度
を
否
定
し
ま
す
。
だ
か
ら
、
洞
山
の
真
意
は
仏
の
権
威
化
を
否
定
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
草そ

う

木も
く

国こ
く

士ど

悉し
っ

皆か
い

成じ
ょ
う

仏ぶ
つ

」
の
理
念
か
ら
い
え
ば
麻
三
斤
も
り
っ
ぱ
な
仏
、
こ
れ
を
拝
む
態
度
こ
そ
仏ぶ

っ

心し
ん

の
表
れ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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56　
不
安
は
心
が
つ
く
る

　

達だ

る

磨ま

安あ

ん

心じ

ん

　　
達だ

る

磨ま

面め
ん

壁ぺ
き

す
。
二
祖
雪
に
立
つ
。
臂ひ

じ

を
断き

っ
て
云い

わ

く
、「
弟
子
は
心
未い

ま

だ
安
か
ら
ず
。
乞こ

う
、
師
安あ

ん

心じ
ん

せ
し
め
よ
」。

磨
云
く
、「
心
を
将も

ち
来き

た

れ
、
汝な

ん
じが

為た
め

に
安や

す

ん
ぜ
ん
」。
祖
云
く
、「
心
を
覓も

と

む
る
に
了つ

い

に
不
可
得
な
り
」。
磨
云
く
、

「
汝
が
為
に
安
心
し
竟お

わ

ん
ぬ
」。
─
─
─
『
無む

門も
ん

関か
ん

』
四
一

　
❖
達だ

る

磨ま

が
壁
に
向
か
っ
て
坐
禅
を
し
て
い
た
。
二
祖
の
慧え

可か

が
雪
の
中
に
立
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
自
分
の
ひ
じ

を
断
ち
切
っ
て
言
っ
た
。「
弟
子
は
心
が
ま
だ
不
安
で
す
。
師
よ
、安
心
さ
せ
て
く
だ
さ
い
」と
。
す
る
と
達
磨
は
、

「
で
は
そ
の
心
を
持
っ
て
き
な
さ
い
」
と
言
っ
た
。
二
祖
の
慧
可
は
、『
心
を
探
し
た
の
で
す
が
、
ど
う
し
て
も
見

つ
か
り
ま
せ
ん
』
と
答
え
た
。
達
磨
は
言
っ
た
。「
お
ま
え
の
心
を
安
心
さ
せ
て
あ
げ
た
よ
」
と
。

　　

禅
の
初
祖
と
い
わ
れ
、
禅
を
中
国
に
伝
え
た
達だ

る

磨ま

は
、
イ
ン
ド
か
ら
中
国
に
渡
り
、
崇す

う

山ざ
ん

の
少

し
ょ
う

林り
ん

寺じ

で
九
年
間

壁
に
向
か
っ
て
坐
禅
を
続
け
た
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
面め

ん

壁ぺ
き

九く

年ね
ん

」
と
い
う
故
事
と
し
て
知
ら
れ
ま
す
。
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そ
の
達
磨
に
、
の
ち
に
禅
の
二
祖
と
な
る
慧え

可か

が
弟
子
入
り
を
願
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
達
磨
は
こ
れ
を
無
視

し
て
坐
禅
を
続
け
ま
す
。
慧
可
は
固
い
決
意
を
示
す
た
め
に
、
自
ら
左
の
ひ
じ
を
断
ち
切
っ
て
差
し
出
し
、
弟
子

入
り
を
果
た
し
ま
す
。
そ
の
と
き
の
師
弟
の
や
り
と
り
が
右
の
も
の
で
す
。

　
「
不
安
な
心
を
持
っ
て
こ
い
」
と
言
わ
れ
て
、
私
た
ち
な
ら
持
っ
て
い
け
る
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
は
無
理
で
す
。
心
は
定
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
縁え

ん

に
従
っ
て
動
く
も
の
だ
か
ら
で
す
。
最
初
か
ら
不
安

な
心
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
心
が
不
安
に
な
る
の
で
す
。
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
と
き
、
私
た
ち
は
不
安
に
対
処

で
き
ま
す
。
不
安
に
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
不
安
を
と
ら
え
て
客
観
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

の
で
す
。

　

達
磨
は
ま
る
で
、
優
秀
な
臨
床
心
理
士
の
よ
う
で
す
。
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61　
な
り
き
る
こ
と
が
大
事

　

百ひ
ゃ
く

丈じ
ょ
う

野や

鴨お

う

子す

　　
馬ば

大だ
い

師し

、
百

ひ
ゃ
く

丈じ
ょ
うと

行
く
つ
い
で
、
野や

鴨お
う

子す

の
飛
び
過
ぐ
る
を
見
る
。
大
師
云い

わ

く
、
こ
れ
什な

麼ん

ぞ
。
丈
云
く
、
野
鴨

子
。
大
師
云
く
、
い
ず
れ
の
処と

こ
ろに

か
去
る
。
丈
云
く
、
飛
び
過
ぎ
去
る
。
大
師
遂つ

い

に
百
丈
の
鼻び

頭と
う

を
ひ
ね
る
。
丈
、

忍に
ん

痛つ
う

の
声
を
な
す
。
大
師
云
く
、
何
ぞ
曾か

つ

て
飛
び
去
ら
ん
。
─
─
─
『
碧へ

き

巌が
ん

録ろ
く

』
五
一

　
❖
馬ば

祖そ

道ど
う

一い
つ

大だ
い

師し

が
弟
子
の
百

ひ
ゃ
く

丈じ
ょ
う

懐え

海か
い

と
旅
を
し
て
い
る
と
き
、
野の

鴨が
も

が
バ
タ
バ
タ
と
飛
び
過
ぎ
て
い
っ
た
。

馬
祖
は
、「
あ
れ
は
な
ん
だ
」
と
言
っ
た
。
百
丈
は
、「
野
鴨
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
答
え
た
。「
ど
こ
へ
行
っ
た
の
か
」

と
馬
祖
が
問
う
と
、「
ど
こ
か
遠
く
へ
飛
び
去
り
ま
し
た
」
と
百
丈
は
返
答
し
た
。
そ
の
と
き
、
馬
祖
は
い
き
な

り
百
丈
の
鼻
先
を
つ
ま
み
、
ひ
ね
り
上
げ
た
。
百
丈
が
悲
鳴
を
あ
げ
る
と
、
馬
祖
は
、「
野
鴨
は
飛
び
去
っ
て
な

ど
い
な
い
。
こ
こ
に
い
る
で
は
な
い
か
」
と
言
っ
た
。

　　

26
「
隻せ

き

手し
ゅ
の

音お
ん

声じ
ょ
う」

の
項
な
ど
で
言
い
ま
し
た
が
、
禅
で
は
貧
富
、
美
醜
、
強
弱
、
善
悪
な
ど
と
い
う
二
元
対
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立
的
な
も
の
の
見
方
を
嫌
い
ま
す
。
同
時
に
、
自
分
と
他
者
、
自
分
と
対
象
物
を
対
立
さ
せ
て
相
対
的
に
見
る
こ

と
も
否
定
し
ま
す
。

　

そ
こ
か
ら
出
て
く
る
の
は
比
較
の
視
点
で
、
優
越
感
や
劣
等
感
な
ど
と
い
う
苦
し
み
の
も
と
を
生
み
出
し
、
真

理
と
は
か
け
離
れ
た
世
界
に
人
を
住
ま
わ
せ
る
か
ら
で
す
。

　

だ
か
ら
、
禅
で
は
相
手
や
対
象
物
に
「
な
り
き
る
」
こ
と
を
教
え
ま
す
。
坐
禅
は
無
に
な
り
き
る
た
め
に
す
る

の
で
す
。

　

百
丈
は
優
秀
な
弟
子
で
し
た
が（
75「
独ど

く

坐ざ

大だ
い

雄ゆ
う

峰ほ
う

」参
照
）、な
り
き
る
こ
と
に
お
い
て
は
ま
だ
未
熟
さ
が
残
っ

て
い
ま
し
た
。
馬
祖
は
そ
こ
を
指
摘
し
た
の
で
す
。
禅
観
を
研
ぎ
澄
ま
せ
ば
野
鴨
に
も
な
り
き
る
は
ず
。
野
鴨
は

飛
び
去
っ
て
な
ど
い
な
い
。
百
丈
と
し
て
こ
こ
に
い
る
で
は
な
い
か
と
。
野
鴨
が
百
丈
か
、
百
丈
が
野
鴨
か
と
い

う
境
地
を
得
る
よ
う
に
示し

唆さ

し
た
の
で
す
。
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70　
二
元
対
立
的
な
見
方
を
変
え
る

　

南な

ん

泉せ

ん

斬ざ

ん

猫み
ょ
う

　　
南な

ん

泉せ
ん

和お

尚し
ょ
う、

東
西
の
両

り
ょ
う

堂ど
う

が
猫

み
ょ
う

児じ

を
争あ

ら
そう

に
因ち

な

ん
で
、
泉
乃す

な
わち

提て
い

起き

し
て
云い

わ

く
、
大だ

い

衆し
ゅ

、
道い

い
得
ば
即
ち
救
わ
ん
、

道
い
得
ず
ん
ば
即
ち
斬ざ

ん

却ぎ
ゃ
くせ

ん
。
衆
、
対こ

た

う
る
無な

し
。
泉
遂つ

い

に
之こ

れ

を
斬き

る
。
晩
に
趙

じ
ょ
う

州し
ゅ
う、

外
よ
り
帰
る
。
泉
、
州

に
挙こ

似じ

す
。
州
乃す

な
わち

履く
つ

を
脱
し
て
頭
上
に
安
じ
て
出
づ
。
泉
云
く
、
子

な
ん
じ

若も

し
在あ

り
し
な
ば
、
即す

な
わち

猫
児
を
救
い
得

た
ら
ん
。
─
─
─
『
無む

門も
ん

関か
ん

』
一
四

　
❖
南な

ん

泉せ
ん

和お

尚し
ょ
うは
、
東
西
の
禅
堂
の
修
行
僧
た
ち
が
猫
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
猫
の
首
を
つ
か
ん
で

言
っ
た
。「
こ
の
猫
に
つ
い
て
、
究
極
の
言
葉
を
言
え
。
も
し
言
え
な
け
れ
ば
、
こ
の
猫
を
斬き

る
」
と
。
す
る
と
、

だ
れ
も
な
に
も
言
え
な
か
っ
た
。
南
泉
は
こ
の
猫
を
斬
っ
た
。
そ
の
夜
、
南
泉
の
弟
子
の
趙

じ
ょ
う

州し
ゅ
うが
帰
っ
て
き
た
の

で
、
南
泉
は
い
き
さ
つ
を
話
し
た
。
す
る
と
、
趙
州
は
黙
っ
て
履く

つ

を
脱
ぎ
、
頭
の
上
に
そ
れ
を
載
せ
て
部
屋
を
出

て
い
っ
た
。
南
泉
は
、「
お
ま
え
が
い
て
く
れ
た
ら
猫
は
救
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
に
」
と
言
っ
た
。
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難
し
い
公
案
で
す
。
い
っ
た
い
な
に
を
言
い
た
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

一
説
で
は
、
修
行
僧
た
ち
は
猫
に
仏ぶ

っ

性し
ょ
うが
あ
る
か
な
い
か
で
論
争
を
し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
も
し
そ
う
だ
と

し
た
ら
、
禅
で
は
否
定
さ
れ
る
「
有う

・
無む

」
と
い
う
二
元
対
立
的
な
問
題
を
机
上
に
上
げ
て
議
論
し
て
い
た
こ
と

に
な
り
ま
す
。
有
無
、
善
悪
、
美
醜
、
貧
富
な
ど
、
二
元
対
立
的
な
視
点
は
相
対
を
超
え
ら
れ
ず
、
差
別
を
生
み

ま
す
。
だ
か
ら
南
泉
は
、
二
元
対
立
を
超
え
る
究
極
の
言
葉
を
求
め
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
象
徴
が
猫
を
斬
る
と

い
う
例
え
だ
と
思
い
ま
す
。

　

う
が
っ
た
見
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
履
は
左
右
で
一
対
、
二
元
対
立
の
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
で
す
。
趙
州
が
そ
れ

を
脱
い
で
頭
に
載
せ
た
の
は
、
二
元
対
立
を
超
え
る
と
い
う
表
現
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
だ

と
す
れ
ば
、
趙
州
は
南
泉
の
問
い
に
み
ご
と
に
答
え
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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82　
言
葉
で
は
表
し
尽
く
せ
な
い
真
理
を
つ
か
む

　

拈ね

ん

華げ

微み

笑し
ょ
う

　　
世せ

尊そ
ん

、
昔
、
霊

り
ょ
う

山ぜ
ん

会え

上じ
ょ
うに

在あ

っ
て
、
華
を
拈ね

ん

じ
て
衆し

ゅ

に
示
す
。
是こ

の
時
、
衆
皆
黙も

く

然ね
ん

た
り
。
惟た

だ
迦か

葉し
ょ
う

尊そ
ん

者じ
ゃ

の

み
破は

顔が
ん

微み

笑し
ょ
うす

。
─
─
─
『
無む

門も
ん

関か
ん

』
六

　
❖
お
釈し

ゃ

迦か

さ
ま
は
、
昔
、
霊

り
ょ
う

鷲じ
ゅ

山せ
ん

（
霊

り
ょ
う

山ぜ
ん

）
の
山
上
で
説
法
し
た
と
き
、
花
を
ひ
ね
っ
て
人
々
に
示
し
た
。
人
々

は
な
ん
の
こ
と
か
わ
か
ら
ず
、み
な
沈
黙
を
守
っ
て
い
た
が
、た
だ
迦か

葉し
ょ
う

尊そ
ん

者じ
ゃ

だ
け
が
に
っ
こ
り
と
ほ
ほ
え
ん
だ
。

　　

迦
葉
尊
者
と
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
十
大
弟
子
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
高
弟
で
す
。
お
釈
迦
さ
ま
は
並
み
い
る
弟

子
た
ち
に
花
を
ひ
ね
っ
て
示
し
た
の
で
す
が
、
だ
れ
も
そ
の
意
味
が
わ
か
ら
ず
、
黙
っ
て
ポ
カ
ー
ン
と
し
て
い
ま

し
た
。
そ
ん
な
中
、
迦
葉
尊
者
だ
け
が
に
っ
こ
り
と
ほ
ほ
え
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
言
い
た
い
こ

と
が
わ
か
っ
た
と
い
う
サ
イ
ン
を
出
し
た
の
で
す
。

　

教
え
と
は
、
基
本
的
に
言
葉
で
説
か
れ
る
も
の
で
す
。
お
釈
迦
さ
ま
も
、
弟
子
た
ち
に
言
葉
で
教
え
を
説
か
れ
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ま
し
た
。
そ
の
記
録
が
「
経
典
」
で
す
。
言
葉
と
は
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
欠
か
せ
な
い
大
事
な
手
段
で
す
。

　

で
す
が
、
私
た
ち
が
言
葉
で
一
つ
の
事
実
な
り
真
理
を
言
い
切
ろ
う
と
し
た
と
き
、
必
ず
漏も

れ
る
も
の
が
あ
り

ま
す
。
事
実
や
真
理
は
多
面
的
で
あ
り
、
言
語
は
一
面
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
す
。

　

だ
か
ら
私
た
ち
は
、
言
葉
の
限
界
を
知
り
、
そ
の
奥
に
あ
る
も
の
を
つ
か
む
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
し
ょ
う
。
そ
し
て
そ
れ
を
感
得
し
た
と
き
、
人
と
人
は
心
か
ら
わ
か
り
合
え
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

お
釈
迦
さ
ま
が
花
を
ひ
ね
っ
た
の
は
、
言
葉
を
超
え
る
も
の
（
そ
れ
を
「
禅
」
と
呼
ん
で
も
い
い
で
し
ょ
う
）

を
つ
か
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
サ
イ
ン
で
す
。
そ
の
こ
と
を
、
迦
葉
だ
け
が
ピ
ン
と
理
解
し
た
の
で
す
。
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