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愛
知
学
院
大
学

は

じ

め

に

道
元
禅
師
（
以
下
、
敬
称
略
）
が
自
ら
の
仏
法
を
確
立
し
て
ゆ
く
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
主
張
は

正
法
眼
蔵

な
ど
に
著
わ
さ
れ
、

学
人
化
導
の
垂
示
は
門
弟
子
の
記
録
に
よ
っ
て

永
平
広
録

ほ
か
の
語
録
と
な
っ
た
。

例
え
ば
、
道
元
は
会
下
の
学
人
に
、

身
の
威
儀
を
改
む
れ
ば
、
心
も
随
っ
て
転
ず
る
な
り

と
説
く
と
と
も
に
、

ま
た
云
く
、
得
道
の
事
は
心
を
も
て
得
る
か
、
身
を
以
て
得
る
か
。（
中
略
）
今
我
が
家
は
、
身
心
倶
に
得
る
な
り
。
そ
の
中
に
、

心
を
も
て
仏
法
を
計
校
す
る
間
は
、
万
劫
千
生
に
も
得
べ
か
ら
ず
。
心
を
放
下
し
て
、
知
見
解
会
を
捨
つ
る
時
、
得
る
な
り
。
見
色

明
心
、
聞
声
悟
道
の
ご
と
き
も
、
な
ほ
身
を
得
る
な
り
。

然
れ
ば
、
心
の
念
慮
知
見
を
一
向
す
て
て
、
只
管
打
坐
す
れ
ば
、
今
少
し
道
は
親
し
み
得
る
な
り
。
然
れ
ば
道
を
得
る
事
は
、
正
し

く
身
を
以
て
得
る
な
り
。
是
れ
に
よ
り
て
坐
を
専
ら
に
す
べ
し
と
覚
ゆ
る
な
り
。

と
も
開
示
し
て
い
る
。

道
元
に
と
っ
て
身
を
整
え
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
心
も
整
う
こ
と
で
あ
り
、
仏
道
を
得
る
と
は
、
身
心
を
も
っ
て
受
領
す
る
こ
と
で
あ
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っ
た
。
身
の
実
在
を
視
野
か
ら
外
し
た
知
と
し
て
の
仏
道
は
、
自
ら
が
習
得
し
た
論
理
性
の
範
囲
の
中
で
し
か
存
在
し
得
な
い
も
の
で
あ

り
、
香
厳
智
閑
が
師
の

山
霊
祐
に
問
い
つ
め
ら
れ
て
答
え
を
見
出
せ
な
か
っ
た
立
場
と
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

香
厳
は
そ
の
後
、
一
切
の
念
慮
知
見
を
捨
て
た
か
ら
こ
そ
、
石
が
竹
を
撃
つ
音
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
で
は
な
い
か
と
道
元
は
説
く
。

知
の
領
域
で
仏
法
を
了
得
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
限
り
、
身
に
思
想
を
収
束
さ
せ
る
し
か
残
さ
れ
た
方
法
は
な
い
。

正
法
眼
蔵

現
成
公
案

巻
に
は
、

仏
道
を
な
ら
ふ
と
い
う
は
、
自
己
を
な
ら
ふ
な
り
。
自
己
を
な
ら
ふ
と
い
う
は
、
自
己
を
わ
す
る
る
な
り
、
自
己
を
わ
す
る
る
と
い

ふ
は
、
万
法
に
証
せ
ら
る
る
な
り
、
万
法
に
証
せ
ら
る
る
と
い
ふ
は
、
自
己
の
身
心
、
お
よ
び
他
己
の
身
心
を
し
て
脱
落
せ
し
む
る

な
り
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
自
己
と
い
う
こ
と
ば
が
、
身
心
の
語
を
経
由
し
て
脱
落
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
。

個
と
し
て
の
全
人
格
を
指
し
示
す

自
己

と
い
う
こ
と
ば
は
曖
昧
で
あ
り
、
存
在
と
し
て
の
自
身
と
仏
法
の
関
係
に
言
及
す
る
場
面

に
お
い
て
は
不
充
分
な
こ
と
ば
と
し
て
、
道
元
は
身
心
か
ら
身
へ
と
概
念
を
巧
み
に
動
か
し
て
ゆ
く
。
こ
の
こ
と
ば
の
移
行
は
、
道
元
の

思
想
が
現
実
の
上
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
表
明
す
る
と
と
も
に
、

脱
落

へ
と
転
じ
る
必
須
の
過
程
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。天

童
山
に
お
け
る
師
如
浄
の
指
導
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
道
元
の
大
事
了
畢
を
象
徴
す
る
こ
と
ば
が

身
心
脱
落

で
あ
る
。

只
管
打

坐

を
標

し
、
段
階
的
に

悟

と
い
う
目
的
に
迫
ら
ん
と
す
る
手
法
を
採
ら
な
い
道
元
に
と
っ
て
、
精
神
と
身
体
を
結
び
つ
け
る
も

の
が
坐
禅
で
あ
り
、
日
常
生
活
の
全
体
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、

仏
行

と
い
う
こ
と
ば
の
解
釈
を
広
げ
、
一
挙
手
一
投
足
に
修
行
と
し

て
の
意
義
を
持
た
せ
た
の
で
あ
る
。
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そ
の
意
味
で
、

身
心
脱
落

の
語
は
、
精
神
の
位
置
ま
で
身
体
の
存
在
性
を
引
き
上
げ
ん
と
し
た
道
元
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

洗
面

洗
浄

の
両
巻
を
設
け
、
そ
の
中
に

華
厳
経

浄
行
品

か
ら
の

頌
を
引
用
す
る
こ
と
と

無
縁
で
は
な
い
。

そ
の
よ
う
な
道
元
の
仏
法
観
は
、
原
体
験
の
表
現
と
し
て

身
心
脱
落

に
表
わ
さ
れ
、
門
下
へ
の
説
示
と
し
て

眼
横
鼻
直

と
し

て
披
瀝
さ
れ
る
。

身
体
と
心
を
分
離
し
て
二
元
的
に
捉
え
る
こ
と
の
な
い
道
元
に
と
っ
て
、
坐
禅
は
単
な
る

悟

に
至
る
手
段
で
は
な
く
、
身
心
が
一

元
化
す
る

時

で
あ
り

場

と
な
る
。
身
と
心
が
仏
法
に
沿
っ
て
一
体
に
動
く
こ
と
は
、
自
己
の
完
全
な
る
成
就
で
あ
り
、
一
元
化

以
前
に
起
こ
り
得
る
身
と
心
の
不
安
定
な
揺
動
は
払
拭
さ
れ
、
何
も
の
に
対
し
て
も
身
心
の

衡
を
失
わ
な
い
自
己
が
完
成
す
る
の
で
あ

る
。そ

れ
故
、

眼
横
鼻
直

を
記
す

永
平
広
録

の
上
堂
で
は
、

不
被
人
瞞

と
も
記
す
の
で
あ
る
。

或
従
知
識

に
よ
り
、
ま
た
、

或
従
経
巻

に
よ
っ
て
自
己
の
真
源
へ
回
帰
す
る
試
み
を
継
続
す
る
と
こ
ろ
に

行

と
し
て
の
意
義
が
存
在
す
る
な
ら
、

眼
横
鼻

直

を
認
得
し
了
っ
た
自
己
は
、
完
結
し
得
た
存
在
と
し
て
釈
尊
と
並
立
す
る
こ
と
と
な
り
、
も
は
や
他
者
か
ら
の
い
か
な
る
影
響
を
被

る
こ
と
も
な
い
。
過
去
に
は
目
的
と
も
し
て
い
た

悟

も
、
修
行
の
過
程
に
お
け
る
師
の
方
便
も
、
修
行
の
結
果
と
し
て
の
師
の
印
可

も
、
自
ら
が
自
己
の
真
源
を
見
出
し
た
以
上
、

瞞

と
な
る
。
そ
れ
は
、
自
身
に
お
い
て
す
べ
て
了
畢
し
た
者
の
み
が
い
い
得
る
こ
と

で
あ
る
。

師
を
含
め
て
他
者
よ
り

眼
横
鼻
直

を
教
示
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は

瞞

に
ほ
か
な
ら
ず
、
自
身
で
認
得
す
る
ゆ
え

瞞
ぜ
ら
れ

ず

と
い
え
る
。
そ
れ
は
以
下
に
記
す
上
堂
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
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道
元
は
、
同
じ
く

永
平
広
録

巻
二

大
仏
寺
語
録

末
尾
の
、

天
童
和
尚
忌
上
堂

に
お
い
て
、

莫
謂
、
先
師
瞞
弟
子
、
天
童
却
被
道
元
瞞
。

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
先
の

瞞

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
確
と
な
る
。
こ
の
立
場
を
表
明
す
る
こ
と
が
師
恩
に
報
ず
る
こ
と

に
な
る
故
、
道
元
は
先
師
の
忌
日
上
堂
に
再
度

瞞

の
語
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
出
発
点
を
持
つ
道
元
の
仏
法
は
、
そ
の
後
の
展
開
に
よ
り
様
々
な
形
容
を
与
え
ら
れ
る
。

道
元
の
用
い
た
こ
と
ば
を
基
と
し
て

威
儀
即
仏
法

作
法
是
宗
旨

な
ど
の
語
が
生
ま
れ
、
い
ず
れ
も
語
句
の
持
つ
概
念
か
ら
、

そ
の
著
述
に
触
れ
た
こ
と
の
な
い
者
に
も
綿
密
に
し
て
厳
格
な
宗
風
を
想
起
さ
せ
る
に
充
分
で
あ
る
。

道
元
一
代
の
行
実
か
ら
も
、
京
を
離
れ
て
越
前
に
居
を
移
す
な
ど
は
、
当
時
の
僧
侶
と
は
逆
の
径
を
往
く
も
の
で
あ
り
、
時
代
と
交
わ

る
こ
と
の
な
い
精
神
の
高
矩
を
示
し
た
例
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、
深
山
幽
谷
の
境
に
赴
い
た
こ
と
が
隠
遁
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
志
比
庄
に
叢
林
を
開
い
た
こ
と
に
示
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
点
は
、
道
元
が
隠
遁
者
と
一
線
を
画
し
、
正
法
の
興
隆
を
求
め
、
学
人
の
育
成
を
希
っ
て
越
前
の
地
を
選
ん
だ
こ
と
を
現
わ
し

て
い
る
。

換
言
す
る
な
ら
、
自
己
の
身
体
を
置
く
空
間
、
精
神
を
機
能
さ
せ
る
時
を
失
な
い
、
逃
避
と
し
て
山
間
に
坐
す
者
達
と
は
道
元
の
思
想

が
本
質
的
に
異
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

過
去
に
お
い
て
道
元
は
隠
遁
も
仏
法
の
一
形
態
と
捉
え
、
空
阿
弥
陀
に
代
表
さ
れ
る
当
時
の
遁
世
者
に
心
を
寄
せ
る
時
代
の
あ
っ
た
こ

と
が

正
法
眼
蔵
随
聞
記

に
記
さ
れ
て
い
る
。

山
間
に
閑
居
し
て
自
己
を
律
し
、
浄
行
の
修
道
者
と
し
て
す
ご
す
こ
と
へ
の
あ
こ
が
れ
が
心
に
芽
生
え
た
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

道
元
禅
師
の
禅
思
想
と
祈
り
（
佐
藤
悦
成
）

一
六
二



し
か
し
、
遁
世
は
仏
法
と
し
て
の
真
価
を
自
ら
捨
て
去
っ
た
者
の
自
己
満
足
に
過
ぎ
な
い
。
出
世
の
仏
法
が
師
か
ら
法
嗣
へ
と
受
け
継

が
れ
、
そ
れ
が
俗
世
に
お
い
て
化
導
救
済
と
し
て
機
能
す
る
点
に
こ
そ
仏
法
の
本
質
が
あ
る
な
ら
ば
、
遁
世
は
現
実
逃
避
で
あ
り
、
仏
法

の
形
骸
と
い
わ
ね
は
な
ら
な
い
。

遁
世
者
を

浄
行
の
菩
薩

と
尊
崇
す
る
世
俗
の
人
々
の
視
点
は
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
、
道
元
は
門
下
の
学
人
に
繰
り
返
し
教
示
し
て

い
る
。
勿
論
、
浄
行
そ
の
も
の
に
過
誤
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
浄
行
を
目
的
と
誤
り
、
ま
た
、
浄
行
を
手
段
と
捉
え
て
、
そ
の
意
義
を
理

解
し
な
い
者
達
に
こ
そ
過
失
が
あ
る
の
で
あ
る
。

経
典
は
浄
行
と
し
て
項
目
を
挙
げ
て
は
い
る
が
、
修
道
過
程
に
お
い
て
そ
れ
ら
は
す
べ
て
我
が
身
に
備
わ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
意

を
用
い
て
行
う

行

で
は
な
い
と
道
元
は
い
う
。

こ
の
よ
う
な
垂
示
が
行
な
わ
れ
る
背
景
に
は
、
道
元
自
身
が
遁
世
に
悩
み
、
そ
れ
を
解
決
し
て
き
た
事
実
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
故
、
遁
世
の
虚
偽
を
指
弾
し
得
る
の
で
あ
る
。

右
の
ご
と
き
道
元
の
仏
法
は
、
従
来
の
我
が
国
で
は
眼
を
向
け
る
者
の
な
か
っ
た
日
常
的
行
為
に
宗
教
的
意
義
を
与
え
、
そ
の
た
め
に

食
事
・
排
泄
・
睡
眠
に
ま
で
言
及
す
る
。
そ
の
論
理
展
開
の
端
緒
と
し
て
引
用
し
た
の
が

浄
行
品

で
あ
り
、
自
身
調
伏
へ
の
願
い
で

あ
っ
た
。

一

正
法
眼
蔵

洗
浄

巻

こ
の
巻
の
奥
書
に
は
、

爾
時
延
応
元
年
己
亥
冬
十
月
二
十
三
日
在
雍
州
宇
治
県
観
音
導
利
院
輿
聖
宝
林
寺
示
衆
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と
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
道
元
が

正
法
眼
蔵

と
し
て
大
衆
に
示
し
始
め
て
五
番
目
の
垂
示
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

初
期
教
団
に
お
け
る
道
元
の
説
示
記
録
で
あ
る

随
聞
記

か
ら
当
時
を
推
測
す
れ
ば
、
僧
堂
に
起
居
す
る
学
人
は
僅
か
で
あ
る
も
の

の
、
懐

を
首
座
に
任
じ
て

払
を
行
な
わ
せ
る
な
ど
、
叢
林
と
し
て
の
形
態
を
整
え
つ
つ
あ
っ
た
時
代
で
あ
る
。

修
行
と
は
僧
堂
に
お
け
る
坐
禅
の
み
で
は
な
く
、
日
常
の
す
べ
て
が
修
行
で
あ
る
こ
と
を
、
師
か
ら
の
説
示
だ
け
で
は
な
く
、
学
人
自

身
が
自
ら
の
経
験
を
通
し
て
理
解
し
、
ま
た
、
体
現
し
な
く
て
は
道
元
の
め
ざ
す
叢
林
と
は
い
え
な
い
こ
と
か
ら
、
本
巻
の
冒
頭
に
、

作
法
こ
れ
宗
旨
な
り
、
得
道
こ
れ
作
法
な
り

と
示
し
て
、

末
な
行
為
も

仏
行

で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
示
す
の

で
あ
る
。

生
き
て
い
る
自
己
を
自
か
ら
が
認
識
す
る
時
、

食
べ
る

行
為
の
対
極
に
あ
る

排
泄

行
為
を
あ
ま
り
に
も
軽
ん
じ
て
い
る
の
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
道
元
は

え
る
。
修
行
の
た
め
我
が
身
を
保
つ

食

行
為
の
価
値
が

浄

で
あ
る
な
ら
ば
、
大
小
便
の
排
泄

は

汚

で
あ
り

穢

と
捉
え
て
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
の
は
世
俗
の
価
値
観
で
あ
り
、
出
家
者
の
道
で
は
な
い
と
い
う
の
が
道
元
の
想

い
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
自
身
の
生
命
活
動
に
浄
・
穢
の
相
対
を
持
ち
こ
む
こ
と
は
、
自
ら
の
内
に
両
極
の
行
為
が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
自
分
で
認
め
る
こ
と
と
な
り
、

仏

と
し
て
の
存
在
を
自
ら
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
が
道
元
の
立
場
で
あ
っ
た
と
も
い

え
よ
う
。

道
元
は
南
嶽
懐
譲
と
六
祖
慧
能
に

不
染
汚

を
語
ら
せ
、
仏
々
祖
々
が
護
持
し
て
き
た
修
証
は
身
心
が
汚
れ
て
い
な
い
こ
と
を
証
す

こ
と
に
あ
る
と
記
す
。
現
実
の
染
汚
と
思
想
の
染
汚
が
同
一
の
視
点
で
語
ら
れ
、

仏
果
に
い
た
り
て
な
お
退
せ
ず
、
廃
せ
ざ
る
な
り

と
記
す
こ
と
で
、
法
の
清
浄
が
身
心
の
清
浄
に
ま
で
拡
大
さ
れ
、
仏
法
と
身
心
が
等
価
値
の
認
識
の
も
と
に
行
が
継
続
さ
れ
て
こ
そ
、

作
法
こ
れ
宗
旨
な
り

と
い
い
得
る
と
道
元
は
示
す
。
そ
の
視
点
で
は
、
大
小
便
を
洗
う
こ
と
、
指
の
爪
を
短
か
く
す
る
こ
と
の
意
義
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を
理
解
で
き
て
か
ら
、
行
を
実
践
す
る
の
で
は
遅
い
の
で
あ
る
。
意
義
が
何
処
に
あ
る
の
か
不
明
の
ま
ま
で
も
よ
い
か
ら
、
手
本
の
通
り

行
な
う
こ
と
を
道
元
は
望
ん
で
い
る
。

す
べ
て
を

仏
行

と
し
て

履
行

す
る
こ
と
で
身
心
の
清
浄
は
成
就
す
る
と
道
元
は
み
る
ゆ
え
に
、

身
か
な
ら
ず
し
も
本
浄
に

あ
ら
ず
、
本
不
浄
に
あ
ら
ず
。
諸
法
ま
た
か
く
の
ご
と
し

と
記
す
の
で
あ
る
。
我
が
身
が
本
来
的
・
根
源
的
に
清
浄
だ
と
い
う
こ
と
は

固
定
概
念
の
束
縛
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
見
解
に
同
調
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
逆
に
、
現
実
の
自
己
に
束
縛
さ
れ
て
、
自
身
を
不
浄
と

決
め
つ
け
る
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
身
を
ど
の
よ
う
に
修
め
る
か
は
、
自
ら
決
め
て
行
じ
る
こ
と
で
し
か
現
成
し
な
い

か
ら
で
あ
る
と
道
元
は
述
べ
、
そ
れ
は
、
誰
し
も
が
浄
を
疑
う
こ
と
の
な
い

諸
法

も
同
じ
で
あ
る
と
も
い
う
。

法
は
我
々
の
眼
前
に
現
成
し
て
お
り
、
何
も
蔵
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
観
る
者
、
観
ざ
る
者
が
あ
り
、
行
ず
る
者
、
行

ぜ
ざ
る
者
の
あ
る
こ
と
を

え
れ
ば
、
す
べ
て
を
本
来
不
変
と
断
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
れ
が
仏
教
の

え
方
の
基
盤
で
あ
る
と

す
る
の
で
あ
る
。

或
従
知
識

と
い
い
、

或
従
経
巻

と
す
る

従

う
の
語
は
、
道
元
が
こ
こ
に
記
す

作
法
こ
れ
宗
旨

を
構
成
す
る
柱
と
も

い
え
る
。
見
た
ま
ま
、
教
え
ら
れ
た
ま
ま
の
形
を
自
身
に
お
い
て
実
行
す
る
時
、
そ
の
行
為
を
思
想
が
支
え
て
い
る
こ
と
を
体
解
で
き
る

と
道
元
は
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
理
解
を
促
す
た
め

浄
行
品

の
一
節
を
引
用
し
、
自
説
が
妄
説
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
示
し
て
実
践
へ
の
糸
口
を
与
え
ん
と
試
み

る
の
で
あ
る
。

華
厳
経
浄
行
品
云
、
左
右
便
利
、
当
願
衆
生
、

除
穢
汚
、
無
婬
怒
癡
。
…
…

大
小
便
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
衆
生
は
穢
れ
・
汚
れ
を
除
く
と
と
も
に
、
婬
（
貪
）・
怒
（
瞋
）・
癡
の
三
毒
を
も
除
く
こ
と
を
願
う
べ
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き
で
あ
る
、
と
記
す

文
を
引
用
す
る
。

右
は
、
出
家
受
戒
者
の

盥
洗

の
願
（
七
願
）
三
番
目
と
し
て

浄
行
品

に
記
さ
れ
る
。

次
い
で
道
元
は
、
師
如
浄
の
こ
と
ば
を
記
し
て
、
身
心
を
浄
な
ら
し
め
る
と
は
、
長
髪
長
爪
を
い
ま
し
め
る
こ
と
だ
と
示
す
。
髪
を
剃

り
、
爪
を
剪
る
こ
と
が
仏
法
了
畢
の
道
だ
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
も

作
法
こ
れ
宗
旨
な
り

と
す
る
道
元
の
仏
法
観
が
記
さ
れ
、

僧
形
に
仏
法
の
具
現
を
主
張
し
て
い
る
。

道
元
は
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
異
形
の
僧
を
認
め
る
こ
と
が
な
い
。
世
間
に
お
い
て
は
、
悟
入
の
後
は
、
長
髪
長
爪
の
姿
で
世
俗

の
人
と
何
ら
変
わ
る
こ
と
の
な
い
外
見
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
は
悟
り
の
境
界
に
影
響
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
、
僧
と
し
て
の
形
式

に
執
著
し
な
い
そ
の
行
動
が
評
価
を
得
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
道
元
は
そ
の
よ
う
な
欺
瞞
を
決
し
て
許
す
こ
と
な
く
、
そ
れ
は
未
悟

の
証
し
で
あ
り
、
奇
を
て
ら
っ
て
虚
名
を
得
ん
と
す
る
醜
悪
な
姿
で
あ
り
、
唾
棄
す
べ
き
所
行
で
あ
る
と
す
る
。

大
事
を
了
畢
し
得
た
者
に
と
っ
て
、
浄
髪
し
て
円
頂
と
な
す
形
式
に
何
ら
執
著
す
る
も
の
で
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
得
悟

の
境
界
に
お
い
て
は
、
僧
と
し
て
の
清
浄
な
姿
以
外
に
自
ら
の
身
を
置
く
こ
と
は
な
く
、
奇
を
て
ら
う
異
形
に
思
い
が
及
ぶ
こ
と
は
決
し

て
な
い
の
で
あ
る
。

思

の
範
囲
に
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
意
志
の
力
で
行
な
わ
な
い
と
い
う
遮
情
の
側
に
自
己
が
在
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
に
自
由
で

あ
り
、
自
在
に
振
る
舞
っ
て
も
、
思

・
行
動
が
長
髪
長
爪
の
方
向
に
向
く
こ
と
が
な
い
表
徳
の
側
に
居
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

洗
浄

巻
末
尾
に
、

こ
れ
ら
（
規
範
、
規
矩
を
指
す
）
を
あ
き
ら
め
ざ
ら
ん
よ
り
さ
き
は
、
寺
院
を
草
創
し
、
仏
法
を
修
行
せ
ん
、
あ
や
ま
り
お
ほ
く
、

仏
威
儀
そ
な
わ
ら
ず
、
仏
菩
提
い
ま
だ
現
前
せ
ざ
ら
ん
。
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と
記
し
、
厠
の
用
法
、
大
小
便
利
の
作
法
が
仏
の
威
儀
で
あ
り
、
そ
れ
が
備
わ
ら
な
い
限
り
仏
道
は
成
就
し
な
い
と
説
く
と
こ
ろ
に
、
道

元
の
身
体
と
精
神
の
交
わ
る
点
が
あ
る
。

二

正
法
眼
蔵

洗
面

巻

こ
の
巻
は
、
奥
書
に
記
さ
れ
る
限
り
三
度
大
衆
に
示
さ
れ
て
い
る
。
初
回
は
先
に
記
し
た

洗
浄

巻
と
同
日
の
延
応
元
年
十
月
二
十

三
日
に
興
聖
寺
で
の
示
衆
で
あ
り
、
二
回
目
は
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
十
月
二
十
日
に
越
前
吉
峰
寺
で
行
な
わ
れ
、
三
回
目
は
建
長
二

年
正
月
十
日
に
永
平
寺
で
の
こ
と
で
あ
る
。
三
度
の
示
衆
は
異
例
の
こ
と
で
あ
り
、
道
元
が
こ
の
巻
に
込
め
た
想
い
の
強
さ
が
伝
わ
っ
て

く
る
。
し
か
も
、
三
度
目
は
示
寂
の
三
年
前
で
あ
り
、
最
後
ま
で
推
敲
を
重
ね
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

冒
頭
に

華
厳
経

安
楽
行
品

を
引
用
し
た
上
で
道
元
は
、

内
外
倶
浄
な
る
と
き
、
依
報
正
報
清
浄
な
り

と
記
し
、

沐
は
単

に
身
表
を
清
浄
に
な
す
の
み
で
な
く
、
そ
れ
は
仏
祖
の
修
証
で
あ
り
、
浄
の
超
越
、
不
浄
の
透
脱
、
非
浄
非
不
浄
の
脱
落
に
至
る
功
徳
で

あ
る
と
い
う
。

自
己
の
内
面
（
心
）
外
面
（
身
体
）
が
と
も
に
清
浄
で
あ
る
時
、
こ
の
身
心
を
と
り
巻
く
す
べ
て
も
清
浄
に
な
る
と
い
う
。
そ
れ
故
、

道
元
は
沐
浴
の
作
法
に
続
い
て
洗
面
の
作
法
を
記
し
、
続
い
て
歯
を
磨
き
、
舌
を
刮
る
こ
と
に
ま
で
言
及
す
る
。

つ
ぎ
に
楊
枝
を
つ
か
ふ
べ
し
。
今
、
大
宋
国
諸
山
に
は
、
嚼
楊
枝
の
法
、
ひ
さ
し
く
す
た
れ
て
つ
た
は
れ
ざ
れ
ば
、
嚼
楊
枝
の
と
こ

ろ
な
し
と
い
へ
ど
も
、
今
、
吉
祥
山
永
平
寺
、
嚼
楊
枝
の
と
こ
ろ
あ
り
。

と
記
し
、

華
厳
経

浄
行
品

の

文
を
引
く
。

手
執
楊
枝

当
願
衆
生

心
得
正
法

自
然
清
浄
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晨
嚼
楊
枝

当
願
衆
生

得
調
伏
牙

諸
煩
悩

右
の
二
願
は
、

洗
浄

巻
に
引
用
し
た

浄
行
品

の
願
文
と
同
じ
く
、

盥
洗

の
願
の
一
・
二
願
で
あ
る
。

道
元
は

盥
洗

の
七
願
す
べ
て
を

洗
浄

洗
面

の
両
巻
に
引
い
て
、
学
人
に
仏
行
と
し
て
の
所
作
を
教
示
す
る
の
で
あ
る
が
、

浄
行
品

が
学
仏
道
の
基
本
的
作
法
を
記
す
こ
と
に
止
ま
る
の
に
対
し
、
道
元
は
そ
の
作
法
を
思
想
に
昇
華
さ
せ
、
規
矩
の
遵
守
が
仏

法
の
興
隆
と
直
接
に
結
び
付
く
と
ま
で
い
い
切
る
。

そ
れ
故
、
入
宋
し
た
時
に
味
わ
っ
た
失
望
感
を

洗
面

巻
に
隠
さ
ず
記
し
て
い
る
。

嘉
定
十
六
年
（
貞
応
二
年
、
一
二
二
三
）、
癸
四
月
の
な
か
に
、
は
じ
め
て
大
宋
に
諸
山
諸
寺
を
み
る
に
、
僧
侶
の
楊
枝
し
れ
る
な
く
、

朝
野
の
貴

お
な
じ
く
し
ら
ず
。
僧
家
す
べ
て
し
ら
ざ
る
ゆ
え
に
、
も
し
楊
枝
の
法
を
問
著
す
れ
ば
、
失
色
し
て
度
を
失
す
。
あ
は

れ
む
べ
し
、
白
法
の
失
墜
せ
る
こ
と
を
。

道
元
は
大
宋
に
正
法
を
求
め
て
渡
っ
て
行
く
。
明
全
と
い
う
先
達
を
得
る
こ
と
で
、
入
宋
は
現
実
と
な
り
、
期
待
を
胸
に
秘
め
て
寧
波

に
着
い
た
の
で
あ
る
。
渡
航
に
あ
た
っ
て
は
明
全
が
そ
の
手
続
き
の
面
倒
を
み
た
の
で
あ
ろ
う
。
栄
西
の
入
宋
に
関
与
し
た
人
々
の
縁
故

を
た
よ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

道
元
は
、
寧
波
到
着
後
も
暫
く
船
中
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
の
、
阿
育
王
寺
の
典
座
と
問
答
を
交
す
こ
と
で
大
宋
の
仏
法

の
片
鱗
に
触
れ
、
予
想
と
違
わ
ぬ
大
陸
の
仏
法
に
喜
ぶ
一
方
で
、
失
望
も
味
わ
っ
て
い
る
。

生
命
を
賭
し
て
海
を
渡
り
、
文
化
の
中
心
に
足
を
踏
み
入
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
無
名
の
典
座
さ
え
、
日
本
で
は
誰
も
教
え
て
く

れ
な
か
っ
た
仏
法
の
枢
要
を
あ
た
り
ま
え
に
身
に
付
け
て
い
る
。
大
寺
の
大
徳
と
い
わ
れ
る
人
々
は
、
仏
法
に
つ
い
て
充
分
に
理
解
し
、

問
え
ば
堂
々
と
し
た
論
理
を
展
開
す
る
。
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し
か
し
、
そ
の
口
は
臭
い
の
で
あ
る
。
二
、
三
尺
を
隔
て
て
対
話
し
て
も
口
臭
が
耐
え
難
い
の
で
あ
る
。
日
本
人
な
ら
誰
で
も
知
っ
て

い
る
楊
枝
を
使
う
こ
と
を
、
文
化
の
国
の
僧
俗
が
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
失
望
が
い
か
に
大
き
か
っ
た
か
が
、
先
に
引
用
し
た

あ

は
れ
む
べ
し
、
白
法
の
失
墜
せ
る
こ
と
を

の
一
句
に
示
さ
れ
て
い
る
。

道
元
に
と
っ
て
口
臭
の
有
無
は
、
生
活
習
慣
の
問
題
に
止
ま
ら
ず
、

仏
法
の
衰
退

と
し
て
思

さ
れ
て
い
る
。
人
と
し
て
の
生
理

が
仏
法
と
直
接
に
結
び
付
い
て
い
る
点
に
、
道
元
の
思
想
の
特
質
が
あ
る
。

い
ま
わ
れ
ら
、
露
命
を
万
里
の
蒼
波
に
を
し
ま
ず
、
異
域
の
山
川
を
わ
た
り
し
の
ぎ
て
、
道
を
と
ぶ
ら
ふ
と
す
れ
ど
も
、

運
か
な

し
む
べ
し
、
い
く
ば
く
の
白
法
か
、
さ
き
だ
ち
て
滅
没
し
ぬ
ら
ん
。

こ
の
一
節
に
、
道
元
の
悲
憤
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
体
験
す
る
た
め
に
入
宋
し
た
の
で
は
な
い
と
道
元
の
身
心
が

苦
痛
に
満
ち
て
い
る
。
道
元
に
と
っ
て
楊
枝
は
、

出
塵
の
器

で
あ
り
、

清
浄
の
調
度

な
の
で
あ
る
。
こ
の
楊
枝
を
用
い
て
刮
舌
す

る
方
法
は
栄
西
が
日
本
に
伝
え
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
栄
西
が
入
宋
し
た
時
代
に
は
作
法
と
し
て
の
嚼
楊
枝
が
生
き
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
な
ら
、
仏
法
の
衰
退
は
近
年
の
こ
と
で
あ
り
、
今
な
ら
失
な
わ
れ
た
作
法
を
取
り
戻
す
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
の
か
、
少
な
く
と

も
自
分
だ
け
は
仏
の
威
儀
を
将
来
せ
ん
こ
と
を
道
元
は
希
っ
た
の
で
あ
る
。

ひ
そ
か
に
観
想
す
べ
し
、
後
五
百
歳
に
う
ま
れ
て
、
辺
地
遠
島
に
処
す
れ
ど
も
、
宿
善
く
ち
ず
し
て
古
仏
の
威
儀
を
正
伝
し
、
染
汚

せ
ず
、
修
証
す
る
、
随
喜
歓
喜
す
べ
し
。

の
一
節
は
ま
さ
に
道
元
の
心
境
を
如
実
に
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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結

語

入
宋
以
前
に
道
元
が
想
い
描
い
た
内
な
る
幻
想
と
し
て
の
仏
法
は
、
楊
枝
作
法
を
知
ら
な
い
大
宋
の
仏
法
と
、
叢
林
の
食
事
を
司
る
典

座
が
示
し
た
正
法
と
の
較
差
に
よ
っ
て
崩
れ
去
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
道
元
は
自
ら
を
見
失
な
っ
た
ま
ま
、
内
な
る
自
己
を
再
構
築
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
彷
徨
は
如
浄
と
の
相
見
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る
。
道
元
の
正
法
へ
の
飢
餓
と
い
っ
て
よ
い
状
況
は
、
如
浄

と
の
出
会
い
で
救
わ
れ
る
故
、

洗
浄

洗
面

巻
を
示
衆
す
る
道
元
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
道
元
の
示
衆
を
聞
く
学
人
は
、
道

元
の
思
想
と
交
わ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
て
入
宋
後
呻
吟
し
た
道
元
と
同
じ
く
身
と
心
を
い
か
に
結
び
付
け
る
べ
き
か
迷
う
の
で
あ
る
。

道
元
は
門
人
に
、
そ
の
呻
吟
、
そ
の
不
安
を
隠
蔽
す
る
な
と
説
き
、

こ
れ
古
仏
の
正
法
な
り
、
道
心
弁
道
の
と
も
が
ら
、
修
証
す
べ

き
な
り

と
老
婆
心
を
も
っ
て
示
す
。

身
心
の
交
わ
り
こ
そ
が
自
己
の
本
質
を
自
ら
諦
ら
か
に
す
る
唯
一
の
方
途
で
あ
る
こ
と
を
道
元
は
自
分
の
体
験
を
も
っ
て
学
人
に
示
し
、

こ
こ
に
明
ら
か
な
修
証
が
あ
る
と
大
衆
の
前
に
立
つ
の
で
あ
る
。

道
元
は

尽
十
方
界
真
実
人
体

と
い
い
、

仏
道
の
身
心
は

木
瓦
礫
な
り
、
風
雨
水
火
な
り

な
ど
の
こ
と
ば
で
自
ら
の
意
図
を

明
か
さ
ん
と
試
み
る
。
伝
統
的
な
こ
と
ば
で
表
せ
ば

草
木
国
土
悉
皆
成
仏

と
も
な
ろ
う
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
存
在
が
仏
性
を
普
遍

的
に
有
し
て
、
成
仏
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
あ
た
り
ま
え
の
説
明
は
道
元
に
お
い
て
可
能
で
は
な
い
。

道
元
に
と
っ
て
器
世
間
の
中
に
あ
る
有
情
と
し
て
の
自
己
が
仏
道
を
成
就
す
れ
ば
、
自
己
を
存
立
さ
せ
て
い
る
周
囲
（
器
世
間
）
も
同

時
に
成
道
す
る
と
主
張
し
、
そ
の
た
め
に
は
こ
の
身
心
が
交
わ
る
こ
と
で
整
合
し
、
不
染
汚
の
修
証
と
し
て
す
べ
て
の
行
為
が
仏
行
と
な

ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
説
く
。
表
象
的
な

す
べ
て
は
本
来
的
に
成
仏
し
て
い
る

と
の
解
説
な
ど
道
元
に
と
っ
て
何
の
意
味
も
持
た
な
い
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の
で
あ
る
。

学
人
に
と
っ
て
外
界
た
る
器
世
間
は
、
共
通
理
解
と
し
て
た
だ
ひ
と
つ
で
あ
る
の
に
対
し
、
内
面
に
お
け
る

自
己
の
観
る

器
世
間

は
学
人
各
個
人
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
認
識
と
し
て
の
器
世
間
は
無
限
に
存
在
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、

悉
皆
成
仏

と
は
観
念
で
は
な
く
、
個
々
の
内
面
に
お
け
る
身
心
と
器
世
間
が
交
わ
っ
た
時
初
め
て
確
認
さ
れ
る
自
己
の
真
実
な
の
で

あ
る
。
こ
の
交
わ
り
を
体
得
し
な
い
者
に
お
い
て
は
、
こ
の
こ
と
ば
は
観
念
に
終
始
し
、
空
し
く
標
語
と
な
る
の
み
で
あ
る
。
道
元
は
そ

れ
を
嫌
悪
し
、
認
識
の
世
界
に
お
い
て
各
個
人
は
別
の
存
在
で
あ
り
、
他
は
他
の
山
河
を
観
て
そ
こ
に
成
仏
し
、
衲
は
衲
の
山
河
を
観
て

こ
こ
に
成
仏
す
る
と
し
た
上
で
、
こ
れ
ま
で
互
い
が
別
に
観
て
い
た
山
河
は
成
仏
に
よ
り
は
じ
め
て
同
一
と
な
る
の
だ
と
説
く
。

自
己
の
身
心
に
仏
道
の
現
成
が
あ
り
、
そ
の
眼
に
映
る
す
べ
て
の
存
在
、
衲
を
と
り
巻
く
す
べ
て
の
事
象
が
真
実
な
の
で
あ
る
。
道
元

は
そ
の
点
を

洗
浄

洗
面

の
両
巻
を
記
す
こ
と
で
明
ら
か
に
な
し
た
と
い
え
る
。

正
法
眼
蔵

発
無
上
心

巻
に
記
さ
れ
た
、

明
星
出
現
時
、
我
与
大
地
有
情
同
時
成
道
。

の
一
節
は
、
こ
れ
ま
で
に
記
し
た
点
を
直
裁
に
表
し
て
い
る
。
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