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道
元
の
霊
魂
観

仏
教
と
霊
魂
に
関
す
る
議
論
は
、
あ
る
意
味
で
根
元
的
な
も
の
で
あ
る
し
、
継
続
的
か
つ
普
遍
的
に
な
さ
れ
て
き
た
。
多
く
の
仏
教
者

が
対
峙
し
続
け
て
き
た
命
題
と
も
い
え
よ
う
。
日
本
曹
洞
宗
の
祖
と
さ
れ
る
道
元
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
中
国

留
学
か
ら
の
帰
国
直
後
と
も
い
え
る
寛
喜
三
（
一
二
三
一
）
年
、
建
仁
寺
滞
在
の
時
期
に
著
さ
れ
た

道
話

に
、
す
で
に
以
下
の
よ

う
な
説
示
が
あ
る
。

と
ふ
て
い
は
く
、
あ
る
が
い
は
く
、

生
死
を
な
げ
く
こ
と
な
か
れ
、
生
死
を
出
離
す
る
に
い
と
す
み
や
か
な
る
み
ち
あ
り
。
い

は
ゆ
る
心
性
の
常
住
な
る
こ
と
は
り
を
し
る
な
り
。
そ
の
む
ね
た
ら
く
、
こ
の
身
体
は
、
す
で
に
生
あ
れ
ば
か
な
ら
ず
滅
に
う
つ
さ

れ
て
ゆ
く
こ
と
あ
り
と
も
、
こ
の
心
性
は
あ
え
て
滅
す
る
事
な
し
。
よ
く
生
滅
に
う
つ
さ
れ
ぬ
心
性
わ
が
身
に
あ
る
こ
と
を
し
り
ぬ

れ
ば
、
こ
れ
を
本
来
の
性
と
す
る
が
ゆ
ゑ
に
、
身
は
こ
れ
か
り
の
す
が
た
な
り
、
死
此
生
彼
さ
だ
ま
り
な
し
。
心
は
こ
れ
常
住
な
り
、

去
来
現
在
か
は
る
べ
か
ら
ず
。
か
く
の
ご
と
く
し
る
を
、
生
死
を
は
な
れ
た
り
と
は
い
ふ
な
り
、
こ
の
む
ね
を
し
る
も
の
は
、
従
来

の
生
死
な
が
く
た
え
て
、
こ
の
身
お
は
る
と
き
性
海
に
い
る
。
性
海
に
朝
宗
す
る
と
き
、
諸
仏
如
来
の
ご
と
く
妙
徳
ま
さ
に
そ
な
は
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る
。
い
ま
は
た
と
ひ
し
る
と
い
ゑ
ど
も
、
前
世
の
妄
業
に
な
さ
れ
た
る
身
体
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
諸
聖
と
ひ
と
し
か
ら
ず
。
い
ま
だ
こ

の
む
ね
を
し
ら
ざ
る
も
の
は
、
ひ
さ
し
く
生
死
に
め
ぐ
る
べ
し
。
し
か
あ
れ
ば
す
な
は
ち
、
た
ゞ
い
そ
ぎ
て
心
性
の
常
住
な
る
む
ね

を
了
知
す
べ
し
。
い
た
づ
ら
に
閑
坐
し
て
一
生
す
ぐ
さ
ん
、
な
に
の
ま
つ
と
こ
ろ
あ
ら
む
。

か
く
の
ご
と
く
い
ふ
む
ね
、
こ
れ
は
ま
こ
と
に
諸
仏
諸
祖
の
道
に
か
な
へ
り
や
、
い
か
む
。

し
め
し
て
い
は
く
、
い
ま
い
ふ
と
こ
ろ
の
見
、
ま
た
く
仏
法
に
あ
ら
ず
。
先
尼
外
道
が
見
な
り
。

い
は
く
、
か
の
外
道
の
見
は
、
わ
が
身
う
ち
に
ひ
と
つ
の
霊
知
あ
り
、
か
の
知
、
す
な
は
ち
縁
に
あ
ふ
と
こ
ろ
に
、
よ
く
好
悪
を

わ
き
ま
へ
、
是
非
を
わ
き
ま
ふ
。
痛
痒
を
し
り
、
苦
楽
を
し
る
、
み
な
か
の
霊
知
の
ち
か
ら
な
り
。
し
か
あ
か
の
霊
性
は
、
こ
の
身

の
滅
す
る
と
き
、
も
ぬ
け
て
か
し
こ
に
う
ま
る
る
ゆ
ゑ
に
、
こ
こ
に
滅
す
と
み
ゆ
れ
ど
も
、
か
し
こ
の
生
あ
れ
ば
、
な
が
く
滅
せ
ず

し
て
常
住
な
り
と
い
ふ
な
り
。
か
の
外
道
が
見
、
か
く
の
ご
と
し
。

（
岩
波
文
庫
本

正
法
眼
蔵

一
・
三
一
〜
三
三
頁
）

こ
の
説
示
は
、
心
常
相
滅
説
を
否
定
し
た
道
元
の
立
場
を
示
す
も
の
と
し
て
、
つ
ね
に
指
摘
さ
れ
る
部
分
で
あ
る
。
つ
ま
り
道
元
は
、

常
住
の
霊
魂
の
存
在
に
つ
い
て
は
強
く
こ
れ
を
否
定
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
あ
ら
た
め
て
曹
洞
宗
に
お
け
る
霊
魂
観
な
ど
、
論
じ

る
意
味
は
な
い
か
の
よ
う
に
も

え
ら
れ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
中
世
後
半
に
飛
躍
的
に
拡
大
し
た
教
団
と
し
て
の
曹
洞
宗
が
、
在
俗
者

に
対
す
る
葬
儀
の
執
行
を
重
要
な
教
化
手
段
と
し
て
用
い
た
こ
と
も
、
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
広
瀬
良
弘

禅
宗
地
方
展
開
史

の
研
究

吉
川
弘
文
館
一
九
八
八
年
）。
し
か
も
、
そ
こ
で
行
わ
れ
た
葬
儀
を
構
造
的
に
見
る
と
、
い
わ
ゆ
る

没
後
作
僧

と
表
現
さ
れ

る
死
後
出
家
儀
礼
と
、
中
国
禅
宗
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
た
亡
僧
葬
儀
を
連
続
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

曹
洞
宗
の
葬
儀
が
出
家
儀
礼
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
本
学
会
に
お
い
て
も
報
告
し
た
（

禅
門
の
葬
儀
と
戒

名
授
与

日
本
佛
教
学
会
年
報

第
六
三
号
一
九
九
八
年
）
が
、
あ
る
意
味
で
霊
魂
の
存
在
を
前
提
と
す
る
か
の
よ
う
な
宗
教
概
念
と
し
て
、
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死
後
出
家
と
い
う
こ
と
を
容
認
す
る

え
方
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
か
が
、
筆
者
自
身
の
大
き
な
疑
問
と
し
て
あ
っ

た
。
そ
の
点
に
重
要
な
示
唆
を
提
供
し
て
く
れ
た
の
が
、
三
橋
正
氏
が

平
安
時
代
の
信
仰
と
宗
教
儀
礼

（
続
群
書
類
従
完
成
会
二
〇
〇

〇
年
）
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
た
、
平
安
期
の
天
皇
・
皇
族
か
ら
始
ま
り
、
公
卿
に
も
広
ま
っ
て
い
っ
た
臨
終
出
家
と
い
う
習
慣
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
と
、
曹
洞
宗
で
い
う
と
こ
ろ
の

没
後
作
僧

と
を
結
び
つ
け
、
単
に
儀
礼
の
構
造
的
な
面
だ
け
で
は
な
く
、
臨
終
出
家
が
展

開
し
伝
播
し
て
い
っ
た
延
長
線
上
に
死
後
出
家
が
出
現
し
、
結
果
と
し
て

没
後
作
僧

を
容
認
す
る
宗
教
意
識
が
醸
成
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
と

え
た
（
拙
稿

道
元
の
戒
律
観
と

没
後
作
僧

禅
学
研
究

第
八
〇
号
二
〇
〇
一
年
）。

右
の
よ
う
な

察
を
前
提
と
し
て
、
霊
魂
の
存
在
を
明
確
に
否
定
し
た
道
元
を
宗
祖
と
す
る
日
本
曹
洞
宗
に
お
い
て
、
死
後
出
家
に
対

す
る
道
元
の
立
場
と

没
後
作
僧

に
よ
る
葬
儀
を
、
ど
の
よ
う
に
す
り
寄
せ
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
試
み
た
い
。

二

公
卿
の
臨
終
出
家
と
死
後
出
家

別
稿
で
も

察
し
た
が
、
平
安
期
の
天
皇
が
臨
終
出
家
を
す
る
習
慣
が
、
皇
族
か
ら
公
卿
へ
と
広
ま
っ
て
い
き
、
臨
終
出
家
を
し
た
場

合
と
そ
う
で
な
い
場
合
が
、
明
確
に
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
藤
原
師
輔
の
場
合
、

西
宮
記

巻
十
四
裏
書
に

天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
五
月
四
日
、
前
右
大
臣
師
輔
薨
ず
、
定
め
有
り
、
出
家
す
る
に
依
り
て
、
薨
奏
・
贈
位
事
行
わ
れ
ず

（
傍
線
筆
者
）

と
あ
り
、
摂
政
関
白
な
ど
を
経
験
し
た
公
卿
が
薨
じ
た
際
に
行
わ
れ
て
い
た

薨
奏
・
贈
位

を
、
臨
終
出
家
し
た
場
合
に
は
行
わ
な
い

と
い
う
定
め
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
習
慣
が
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

小
右
記

永
祚
元

年
（
九
八
九
）
六
月
二
十
六
日
条
の
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廿
六
日
、
乙
亥
、
太
相
府
（
藤
原
頼
忠
）
危
急
に
悩
み
給
う
の
由
云
々
、
仍
ち
卯
時
許
り
に
馳
せ
参
じ
、
辰
時
許
り
に
薨
じ
給
う
、

是
に
先
ん
じ
て
余
□
□
□
□
頭
中
将
（
藤
原
公
任
）
御
頂
髪
を
下
せ
し
め
、
授
戒
せ
し
め
奉
り
了
る
、
早
朝
御
馬
一
疋
を
以
て
広
隆

寺
に
て
諷
誦
す

と
い
っ
た
記
事
か
ら
は
、
本
人
の
意
思
を
確
認
し
た
様
子
が
窺
え
な
い
し
、
同
じ

小
右
記

長
和
四
年
（
一
〇
一
五
）
五
月
条
の

廿
日
、
己
亥
、（
中
略
）
為
信
（
清
原
）
真
人
病
悩
体
、（
中
略
）
言
語
通
ぜ
ず
、
水
漿
を
受
け
ず
云
々
、

廿
二
日
、
辛
丑
、
早
朝
或
が
云
う
、
為
信
真
人
去
夜
卒
去
す
と
云
々
、
驚
き
な
が
ら
光
頼
を
差
し
問
い
遣
わ
す
、
帰
り
来
た
り
て
云

う
、
丑
剋
許
り
に
逝
去
す
、
言
わ
ず
と
雖
も
気
色
に
依
り
て
昨
日
出
家
せ
し
め
了
ん
ぬ

と
い
う
例
な
ど
は
、
あ
た
か
も
臨
終
出
家
を
当
然
視
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に

小
右
記

万

寿
四
年
（
一
〇
二
七
）
十
二
月
四
日
条
に
よ
れ
ば
、
御
堂
関
白
藤
原
道
長
と
権
大
納
言
藤
原
行
成
が
同
日
に
薨
じ
て
い
る
が
、
道
長
は
病

状
が
悪
化
し
た
寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
に
出
家
す
る
も
の
の
一
命
を
取
り
留
め
、
そ
の
後
僧
と
し
て
善
業
を
積
ん
だ
結
果
、
自
ら
建
立

し
た
法
成
寺
阿
弥
陀
堂
で
、
理
想
的
な
臨
終
行
儀
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
の
行
成
は
、
妻
が
亡
く
な
る
と
き
に

平
日
の
契

に
よ
っ
て
出
家
さ
せ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
自
ら
も
臨
終
出
家
す
る
意
志
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
容
態
が

急
変
し
、
厠
へ
行
く
と
き
に
転
ん
で
頓
死
し
た
た
め
、
出
家
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
状
況
か
ら
見
る
と
、
公
卿
の
間
で
は
、
臨
終
に
お
い
て
出
家
す
る
こ
と
が
当
然
の
習
慣
と
し
て
定
着
し
、
い
ち
い
ち
本

人
の
意
思
を
確
認
し
な
く
て
も
、
周
囲
の
縁
者
が
勝
手
に
出
家
の
手
続
き
を
と
る
こ
と
も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
し
、
現
実
問
題
と
し
て

確
認
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
も
、
少
な
く
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
な
れ
ば
、
臨
終
出
家
と
い
い
な
が
ら
、
実
際
に
は

死
後
出
家
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
と

え
ら
れ
る
。
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死
後
出
家
が
い
つ
頃
か
ら
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、

公
卿
補
任

に
藤
原
道
長
の
孫
信
長
が
、
寛
治
八
年
（
一
〇
九
四
）
九
月
三

日
に
薨
じ
、
翌
日
出
家
し
た
と
あ
る
。
た
だ
し

中
右
記

の
同
日
条
に
は
、
死
亡
し
た
日
の
朝
に
出
家
し
た
と
あ
り
、
検
討
を
要
す
る

記
事
で
あ
る
。
確
実
な
死
後
出
家
と
見
ら
れ
る
の
は
、
九
条
兼
実
の
息
良
通
の
死
を
伝
え
た

玉
葉

文
治
四
年
（
一
一
八
八
）
二
月
二

十
日
条
の
記
事
で
あ
る
。

辰
刻
に
及
び
て
い
さ
さ
か
鼻
気
通
ぜ
し
む
云
々
、
仍
て
重
ね
て
以
て
加
持
す
と
雖
も
、
即
ち
そ
の
気
止
ま
り
了
る
、（
中
略
）
な
お

数
刻
こ
れ
を
加
持
す
る
も
、
遍
身
皆
冷
え
了
ん
ぬ
、

（
中
略
）

今
夜
出
家
の
事

戒
師
仏
厳
上
人
な
り

、
な
ら
び
に
廿
二
日
入
棺
、
同
夜
嵯
峨
辺
堂
に

か
に
出
す
べ
き

経
光
法
師
所
領
な
り
、

は
な
は
だ
便
宜
あ
る
所
な
り
、
方
忌
無
し

事
等
、
僅
か
に
以
て
旨
を
沙
汰
し
了
ん
ぬ

蘇
生
の
加
持
を
試
み
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
臨
終
出
家
が
間
に
合
わ
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
で
は
な
い
し
、
仏
厳
が
、
死
に
顔
が
穏
や
か

で
あ
る
か
ら
天
上
に
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
言
っ
て
い
る
点
で
も
、
死
亡
を
確
認
し
て
か
ら
の
出
家
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

ま
た
、
臨
終
出
家
の
習
慣
が
武
家
社
会
に
も
広
ま
る
可
能
性
は
、

明
月
記

正
治
元
年
（
一
一
九
九
）
正
月
二
十
日
条
の

前
将
軍

（
源
頼
朝
）
去
る
十
一
日
に
出
家
し
、
十
三
日
入
滅
す
、

大
略
は
頓
病
か

と
い
う
記
事
か
ら
も
推
測
で
き
る
。
公
卿
に
定
着
し
つ
つ

あ
っ
た
死
後
出
家
と
い
う
習
慣
に
つ
い
て
も
、
当
然
武
士
階
級
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
臨
終
で
あ
れ
没
後
で
あ

れ
、
死
亡
を
前
提
と
し
て
出
家
の
手
続
き
が
と
ら
れ
、
必
然
的
に
僧
名
が
授
与
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
諡
（
お
く
り
な
）
と
し
て
の
死
後

戒
名
も
、
右
に
見
て
き
た
よ
う
な
過
程
を
辿
っ
て
、
次
第
に
定
着
し
て
い
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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三

道
元
と
死
後
出
家

源
頼
朝
や
九
条
兼
実
は
、
道
元
よ
り
も
一
世
代
上
の
人
た
ち
で
あ
り
、
特
に
兼
実
は
、
道
元
の
父
と
も
目
さ
れ
る
久
我
通
親
と
、
政
治

的
ラ
イ
バ
ル
と
も
い
う
べ
き
人
物
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
た
ち
を
取
り
巻
く
社
会
状
況
は
、
当
然
、
道
元
の
思
想
形
成
に
も
影
響
を
及
ぼ

し
た
と
思
わ
れ
る
。
道
元
は
、
亡
く
な
っ
た
後
に
出
家
儀
礼
を
行
う
よ
う
な
習
慣
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
こ
で
、
道
元
が
臨
終
出
家
や
死
後
出
家
に
言
及
し
た
部
分
を
探
し
て
み
る
と
、

正
法
眼
蔵

大
修
行

巻
に
以
下
の
よ
う
な
説

示
が
あ
る
。

老
非
人
ま
た
今
百
丈
に
告
し
て
い
は
く
、

乞
依
亡
僧
事
例

。

こ
の
道
し
か
あ
る
べ
か
ら
ず
。
百
丈
よ
り
こ
の
か
た
、
そ
こ
ば
く
の
善
知
識
、
こ
の
道
を
疑
著
せ
ず
、
お
ど
ろ
か
ず
。
そ
の
宗
趣

は
、
死
野
狐
い
か
に
し
て
か
亡
僧
な
ら
ん
。
得
戒
な
し
、
夏
臘
な
し
、
威
儀
な
し
、
僧
宗
な
し
。
か
く
の
ご
と
く
な
る
物
類
、
み
だ

り
に
亡
僧
の
事
例
に
依
行
せ
ば
、
未
出
家
の
何
人
死
、
と
も
に
亡
僧
の
例
に
準
ず
べ
き
な
ら
ん
。
死
優
婆
塞
、
死
優
婆
夷
、
も
し
請

ず
る
こ
と
あ
ら
ば
、
死
野
狐
の
ご
と
く
亡
僧
の
事
例
に
依
準
す
べ
し
。
依
例
を
も
と
む
る
に
、
あ
ら
ず
、
き
か
ず
。
仏
道
に
そ
の
事

例
を
正
伝
せ
ず
、
お
こ
な
は
ん
と
お
も
ふ
と
も
、
か
な
ふ
べ
か
ら
ず
。
い
ま
百
丈
の

依
法
火
葬

す
と
い
ふ
、
こ
れ
あ
き
ら
か
な

ら
ず
。
お
そ
ら
く
は
あ
や
ま
り
な
り
。
し
る
べ
し
、
亡
僧
の
事
例
は
、
入
涅
槃
堂
の
功
夫
よ
り
、
到
菩
提
園
の?

道
に
お
よ
ぶ
ま
で
、

み
な
事
例
あ
り
て
み
だ
り
な
ら
ず
。
岩
下
の
死
野
狐
、
た
と
ひ
先
百
丈
の
自
称
す
と
も
、
い
か
で
か
大
僧
の
行
李
あ
ら
ん
、
仏
祖
の

骨
髄
あ
ら
ん
。
た
れ
か
先
百
丈
な
る
こ
と
を
証
拠
す
る
。
い
た
づ
ら
に
野
狐
精
の
変
怪
を
ま
こ
と
な
り
と
し
て
、
仏
祖
の
法
儀
を
軽

慢
す
べ
か
ら
ず
。

曹
洞
宗
の
葬
儀
と
霊
魂
観
（
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尾
良
信
）

一
五
〇



仏
祖
の
児
孫
と
し
て
は
、
仏
祖
の
法
儀
を
お
も
く
す
べ
き
な
り
。
百
丈
の
ご
と
く
、
請
ず
る
に
ま
か
す
る
こ
と
な
か
れ
。

（
中

略
）

し
か
あ
れ
ば
す
な
は
ち
、
た
と
ひ
国
王
大
臣
な
り
と
も
、
た
と
ひ
梵
天
釈
天
な
り
と
も
、
未
作
僧
の
と
も
が
ら
、
き
た
り
て
亡
僧

の
事
例
を
請
ぜ
ん
に
、
さ
ら
に
聴
許
す
る
こ
と
な
か
れ
。
出
家
受
戒
し
、
大
僧
と
な
り
て
き
た
る
べ
し
と
答
す
べ
し
。
三
界
の
業
報

を
愛
惜
し
て
、
三
宝
の
尊
位
を
願
求
せ
ざ
ら
ん
と
も
が
ら
、
た
と
い
千
枚
の
死
皮
袋
を
拈
来
し
て
亡
僧
の
事
例
を
け
が
し
や
ぶ
る
と

も
、
さ
ら
に
こ
れ
、
を
か
し
の
は
な
は
だ
し
き
な
り
、
功
徳
な
る
べ
か
ら
ず
。
も
し
仏
法
の
功
徳
を
結
良
縁
せ
ん
と
お
も
は
ば
、
す

み
や
か
に
仏
法
に
よ
り
て
出
家
受
戒
し
、
大
僧
と
な
る
べ
し
。

（
岩
波
文
庫
本

正
法
眼
蔵

三
・
三
七
七
〜
三
八
〇
頁
）

右
の
説
示
を
見
る
限
り
道
元
は
、
百
丈
が
死
ん
だ
野
狐
を
亡
僧
に
準
じ
た
儀
礼
で
火
葬
し
た
と
い
う
話
を
、
誤
り
で
あ
る
と
断
定
し
て

い
る
。
死
ん
だ
野
狐
を
亡
僧
と
同
じ
よ
う
に
扱
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
死
ん
だ
優
婆
塞
・
優
婆
夷
、
つ
ま
り
在
俗
の
信
者
が
亡
く
な
っ
た
場

合
も
、
要
請
さ
れ
れ
ば
同
様
に
扱
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
た
と
え
国
王
大
臣
で
あ
っ
て
も
、
亡
僧
と
同
じ
よ
う
な
葬
儀
を
要
請
さ
れ
た

場
合
に
は
、
必
ず
出
家
受
戒
し
て
か
ら
来
る
よ
う
説
得
せ
よ
と
し
て
お
り
、
道
元
が
在
俗
の
信
者
に
対
し
て
亡
僧
の
儀
礼
に
準
じ
た
葬
儀

を
行
う
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
は
、
議
論
の
余
地
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
方
で
、

正
法
眼
蔵
随
聞
記

巻
一
に
あ
る
以
下
の
説
示
を
見
る
と
、
臨
終
出
家
に
対
し
て
は
、
多
少
な
り
と
も
寛
容
な
姿
勢
で
あ

る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。

示
云
、
学
道
の
人
は
後
日
を
待
っ
て
、
行
道
せ
ん
と
思
ふ
こ
と
な
か
れ
。
只
今
日
今
時
を
過
ご
さ
ず
し
て
、
日
々
時
々
を
勤
む
べ
き

也
。
爰
に
、
あ
る
在
家
人
、
長
病
あ
り
。
去
年
の
春
の
比
、
相
契
り
て
云
く
、
当
時
の
病
、
療
治
し
て
、
妻
子
を
捨
て
、
寺
の
辺
に

に
庵
室
を
構
へ
て
、
一
月
両
度
の
布
薩
に
逢
、
日
々
の
行
道
、
法
門
談
義
を
見
聞
し
て
、
随
分
に
戒
行
を
守
り
て
、
生
涯
を
送
ら
ん

曹
洞
宗
の
葬
儀
と
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魂
観
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と
云
し
に
、
其
後
、
種
々
に
療
治
す
れ
ば
、
少
し
き
減
気
在
り
し
か
ど
も
、
又
増
気
在
り
て
、
日
月
空
く
過
し
て
、
今
年
正
月
よ
り
、

俄
に
大
事
に
な
り
て
、
苦
痛
次
第
に
責
る
呈
に
、
思
ひ
き
り
て
日
比
支
度
す
る
庵
室
の
具
足
、
運
び
て
造
る
呈
の
𨻶
も
な
く
、
苦
痛

逼
呈
に
、
先
づ
人
の
庵
室
を
借
り
て
移
り
居
て
、
纔
に
一
両
月
に
死
去
し
ぬ
。
前
夜
菩
薩
戒
受
、
三
宝
に
帰
し
て
、
臨
終
よ
く
て
終

り
た
れ
ば
、
在
家
に
て
狂
乱
し
て
、
妻
子
に
愛
を
発
し
て
、
死
な
ん
よ
り
は
、
尋
常
な
れ
ど
も
、
去
年
思
よ
り
た
り
し
時
、
在
家
を

離
れ
て
寺
に
近
づ
き
て
、
僧
に
馴
て
一
年
行
道
し
て
終
り
た
ら
ば
、
勝
れ
た
ら
ま
し
と
、
存
る
に
つ
け
て
も
、
仏
道
修
行
は
、
後
日

を
待
つ
ま
じ
き
と
、
覚
る
な
り

（
春
秋
社

道
元
禅
師
全
集

第
七
巻
五
六
〜
五
七
頁
）

す
な
わ
ち
、
病
気
が
平
癒
し
て
か
ら
な
ど
と
言
わ
ず
、
思
い
立
っ
た
と
き
に
す
ぐ
出
家
し
て
い
れ
ば
、
よ
り
功
徳
が
積
め
た
の
だ
け
れ

ど
、
そ
れ
で
も
出
家
せ
ず
に
死
ぬ
よ
り
は
よ
か
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、
形
と
し
て
は
臨
終
出
家
を
認
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る

し
、
こ
の
臨
終
出
家
自
体
を
道
元
の
は
か
ら
い
に
よ
る
と
す
る
意
見
も
あ
る
（
桐
野
好
覚

宗
門
の
葬
送
と
信
仰

｜
道
元
禅
師
に
お
け
る
葬

送
観
を
探
っ
て
｜

宗
学

研
究
紀
要

十
四
）。

こ
の
よ
う
な
道
元
の
態
度
は
、
お
そ
ら
く
当
時
の
社
会
状
況
と
無
縁
で
は
な
く
、
臨
終
出
家
が
便
宜
的
に
死
後
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
は
な
く
、

玉
葉

が
伝
え
る
よ
う
な
、
確
信
的
な
死
後
出
家
を
当
然
視
す
る
よ
う
な
風
潮
が
広
ま
っ
た
こ
と
が
、
背
景
と
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と

え
ら
れ
る
。

四

葬
儀
と
伝
法

ま
と
め
に
か
え
て

日
本
仏
教
に
お
け
る
在
家
葬
儀
に
つ
い
て
は
、
早
く
に
圭
室
諦
成

葬
式
仏
教

（
大
法
輪
閣

一
九
六
三
年
）
松
浦
秀
光

禅
林
の
葬

法
と
追
善
供
養
の
研
究

（
山
喜
房
仏
書
林

一
九
六
九
年
）
な
ど
の
研
究
が
あ
る
が
、
未
解
明
の
部
分
が
少
な
く
な
い
。
禅
宗
に
お
け
る

曹
洞
宗
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葬
儀
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霊
魂
観
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在
家
葬
儀
が

禅
苑
清
規

の
亡
僧
・
尊
宿
葬
儀
法
を
援
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
中
国
禅
宗
の
儀
礼
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
死

後
戒
名
も
、
摂
関
期
か
ら
院
政
期
に
か
け
て
定
着
し
た
臨
終
出
家
か
ら
死
後
出
家
と
い
う
習
慣
が
、
よ
り
広
い
階
層
へ
と
受
容
さ
れ
た
と

い
う
事
情
を

え
る
と
、
本
格
的
な
禅
宗
伝
来
以
前
に
、
死
後
出
家
を
認
め
る
よ
う
な
日
本
的
宗
教
観
が
既
に
存
在
し
、
そ
れ
が
禅
宗
に

よ
っ
て
儀
礼
的
に
よ
り
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

道
元
が
否
定
し
た
亡
僧
の
事
例
に
準
じ
た
在
家
葬
儀
が
、

没
後
作
僧

と
い
う
形
で
執
行
さ
れ
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
論
理
構
造
が

介
在
し
た
の
か
、
歴
史
的
に
も
宗
学
の
上
で
も
、
解
明
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
無
学
祖
元
の

仏
光
国
師
語
録

に
あ
る
、
北
条

時
宗
に
対
す
る

落
髪
・
付
衣
・
起

・
下
火

な
ど
の
法
語
は
、
後
に
一
般
化
す
る
禅
宗
葬
儀
の
原
型
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た

看

聞
御
記

に
は
、
応
永
二
四
年
（
一
四
一
七
）
の
伏
見
宮
家
治
仁
王
の
葬
儀
の
記
録
が
あ
り
、

諸
回
向
清
規

（
一
五
六
六
）
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
葬
送
儀
礼
が
、
一
五
世
紀
末
ま
で
に
武
家
・
公
卿
と
い
っ
た
階
層
に
浸
透
し
て
い
た
可
能
性
が
高
く
、
さ
ら
に

諸
回
向
清

規

巻
四
に
あ
る
位
牌
の
書
式
を
見
れ
ば
、
当
時
の
あ
ら
ゆ
る
社
会
階
層
の
人
々
に
対
す
る
も
の
が
あ
り
（
大
正
八
一
・
六
六
八
・
ａ
）、

当
然
の
こ
と
と
し
て
葬
送
儀
礼
に
つ
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
身
分
の
人
に
適
用
で
き
る
も
の
が
準
備
さ
れ
て
い
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る

（
石
川
力
山

中
世
曹
洞
宗
切
紙
の
分
類
試
論

十

駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集

第
一
八
号
）。

曹
洞
宗
の
在
家
葬
儀
に
お
い
て
、

没
後
作
僧

と
い
う
よ
う
な

え
方
が
登
場
す
る
の
は
、
や
は
り
中
世
末
期
か
ら
近
世
初
頭
に
か

け
て
、
禅
宗
の
葬
儀
が
社
会
的
に
よ
り
低
い
身
分
の
人
達
に
対
し
て
も
執
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
そ
れ
を

示
す
よ
う
に
、
三
重
県
広
泰
寺
に
永
禄
十
年
（
一
五
六
七
）
の

没
後
授
戒
之
作
法

、
永
光
寺
に
元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
の

没
後
授

戒
作
法

、
新
潟
県
諸
上
寺
に
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
伝
受
の

没
後
作
僧
授
戒
式

な
ど
、
近
世
初
頭
書
写
の
切
紙
史
料
が
遺
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
こ
の
三
点
の
切
紙
に
は
、
袈
裟
・
鉢
盂
な
ど
を
授
け
る
儀
礼
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
一
方
、
血
脈
の
授
与
に
つ
い
て
は
触
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れ
ら
れ
て
い
な
い
。

血
脈
の
授
与
は
、
曹
洞
宗
の
葬
儀
に
お
け
る
き
わ
め
て
特
徴
的
な
点
で
あ
る
。
僧
侶
の
出
家
に
際
し
て
も
血
脈
が
授
与
さ
れ
、
師
資
伝

法
の
結
果
、
血
脈
を
含
め
た

三
物
（
さ
ん
も
つ
）

と
総
称
さ
れ
る
相
承
物
が
伝
持
さ
れ
る
が
、
そ
の
成
立
や
展
開
の
過
程
が
明
ら
か

で
は
な
い
。
葬
儀
に
お
い
て
も
出
家
得
度
に
お
い
て
も
、
血
脈
を
授
与
し
て
い
る
と
い
う
点
に
限
っ
て
い
え
ば
、
非
常
に
重
要
で
あ
る
し
、

こ
の
点
の
歴
史
的
検
討
も
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
血
脈
授
与
と
い
う
儀
礼
そ
の
も
の
が
、
各
宗
派
を
見
渡
し
て
み
て
も
独
自
の
も

の
で
あ
り
、
在
家
葬
儀
に
お
い
て
も
戒
名
を
付
与
し
た
こ
と
の
証
明
書
と
し
て
授
与
し
、
出
家
得
度
に
お
い
て
も
、
僧
侶
で
あ
る
こ
と
の

証
明
と
し
て
授
与
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
檀
信
徒
を
集
め
て
修
行
す
る
授
戒
会
で
も
、
修
了
証
の
よ
う
な
形
で
授
与
し
て
い
る
。

山
派
下
に
お
い
て
は
、
早
く
か
ら
伝
法
な
い
し
伝
戒
の
証
と
し
て
血
脈
の
授
与
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
十
五
世
紀
の
授
戒
会
の
記
録

を
見
る
と
、
在
俗
の
戒
弟
に
血
脈
を
授
与
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
愛
知
県
乾
坤
院
所
蔵
の

血
脈
衆

は
、
文
明
九
年
（
一
四
七

七
）
か
ら
約
十
年
間
に
、
逆
翁
宗
順
が
行
っ
た
授
戒
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
が
、
戒
弟
つ
ま
り
在
家
信
者
に
対
し
て
、
血
脈
が
授
与
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
（
広
瀬
良
弘
前
掲
書
）。
こ
の
時
期
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
階
層
の
人
た
ち
に
対
す
る
葬
儀
が
、
儀
礼
と
し

て
準
備
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
曹
洞
宗
で
い
う

没
後
作
僧

と
い
っ
た
表
現
が
登
場
す
る
の
も
、
こ
の
時
期
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。

一
方
、
近
世
前
期
の
切
紙
類
の
中
に
、
葬
儀
の
荼
毘
に
お
け
る
下
炬
（
あ
こ
）
儀
礼
を
、
霊
山
会
上
で
の
釈
尊
か
ら
迦
葉
へ
の
付
法
に

な
ぞ
ら
え
る
と
い
う
意
識
が
確
認
で
き
る
。
た
と
え
ば
永
光
寺
（
石
川
県
羽
咋
市
）
に
所
蔵
さ
れ
る

下
炬
大
事

を
見
る
と
、

先
導
師
釈
迦
大
師
、
死
人
迦
葉
和
尚
也
、
続
松
釈
尊
急
度
拈
玉
タ
ル
此
一
華
也
、
金
婆
羅
華
者
、
心
華
也
、
心
華
者
、
心
火
也
、

釈
迦
大
師
急
度
指
挙
百
万
衆
見
セ
シ
メ
玉
所
一
円
也
、
故
火
点
テ
急
度
一
円
相
打
ス
ル
コ
ト
ハ
、
自
身
他
身
体
不
二
、
化
身
本
身
仏
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衆
生
一
致
ニ
シ
テ
、
無
差
別
也
、
死
人
無
相
、
我
身
化
相
、
導
師
ハ
始
覚
、
死
人
は
本
覚
、
拈
華
微
笑
至
本
不
二
也

（
以
下
略
）

と
あ
り
、
ま
た
西
明
寺
（
愛
知
県
）
所
蔵
の

下
炬
之
大
事

（
一
六
二
七
年
）
に
は
、

先
ヅ
拈
花
ノ
時
ワ
花
ヲ
拈
ズ
ル
ガ
続
松
也
、
ナ
ゼ
ー
バ
、
心
花
ヲ
拈
ジ
タ
ゾ
、
心
花
ワ
円
相
也
、
亦
タ
微
笑
ガ
死
人
也
、
死
人
ヲ

本
覚
ノ
迦
葉
ニ
ア
テ
タ
ゾ
、
至
覚
本
覚
一
致
ノ
時
キ
ガ
同
時
成
道
ダ
（
以
下
略
）

と
あ
る
（
佐
藤
俊
晃

曹
洞
宗
室
内
伝
法
式
と
下
火
儀
礼

禅
学
研
究

第
八
三
号
）。
こ
れ
は
、
葬
儀
に
お
け
る
下
炬
儀
礼
を
、
本
来
は
室

内
で
行
わ
れ
る
、
師
か
ら
弟
子
へ
の
伝
法
儀
礼
に
置
き
換
え
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
中
世
初
頭
に
は
定
着
し

つ
つ
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
死
後
出
家
・
死
後
戒
名
に
つ
い
て
は
、
道
元
は
明
確
に
否
定
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
中
世
後
半
、
曹
洞

宗
教
団
発
展
の
基
盤
と
な
っ
た

没
後
作
僧

と
い
う
形
で
の
葬
儀
執
行
は
、
宗
祖
と
さ
れ
る
道
元
の
説
示
と
は

離
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
そ
の
溝
を
埋
め
る
た
め
の
手
続
き
が
、
元
来
は
出
家
得
度
の
証
で
あ
っ
た
血
脈
を
、
在
俗
の
信
者
に
も
授
与
す
る
こ
と
で
あ

り
、
下
火
儀
礼
を
伝
法
儀
礼
と
し
て
執
行
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
室
内
伝
法
と
下
炬
儀
礼
を
結

び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
葬
儀
執
行
に
対
す
る
教
学
的
意
義
づ
け
を
し
た
の
で
は
な
い
か
と

え
ら
れ
る
。

本
稿
で
述
べ
た
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
史
料
の
発
掘
整
理
も
十
分
に
行
わ
れ
た
と
は
い
え
ず
、
教
学
的
検
討
も
進
ん
で
は
い
な
い
。

筆
者
自
身
の

察
に
し
て
も
、
き
わ
め
て
脆
弱
な
推
論
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
簡
単
に
結
論
的
見
解
を
得
る
こ
と
は
で
き
な

い
だ
ろ
う
が
、
今
後
も
継
続
し
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
、
現
実
に
あ
る
曹
洞
宗
教
団

に
と
っ
て
は
、
社
会
的
に
要
請
さ
れ
る
葬
儀
執
行
を
教
学
的
に
ど
う
意
義
づ
け
る
か
と
い
う
、
焦
眉
の
課
題
で
も
あ
る
。
既
成
仏
教
教
団

に
対
す
る
批
判
の
大
半
は
、
葬
儀
と
そ
れ
に
伴
う
先
祖
供
養
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
真

に
応
え
、
宗
教
教
団
と
し
て

の
社
会
的
役
割
を
果
た
し
て
い
く
た
め
に
は
、
避
け
て
は
通
れ
な
い
問
題
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
霊
魂
の
存
在
を
認
め
た
方
が
説
教
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は
し
や
す
い
し
、
在
俗
信
者
の
一
般
感
情
に
お
い
て
も
、
違
和
感
が
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
で
は
、
宗
祖
の
説
示
と
齟
齬
し
て
で
も
、

受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
形
で
布
教
す
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
葬
送
儀
礼
の
展
開
変
遷
の
過
程
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
社

会
に
機
能
し
得
る
教
学
を
再
構
築
す
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
選
択
が
、
仏
教
教
団
に
と
っ
て
の
大
き
な
岐
路
に
な
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

曹
洞
宗
の
葬
儀
と
霊
魂
観
（
中
尾
良
信
）

一
五
六


	完全版_部分151
	完全版_部分152
	完全版_部分153
	完全版_部分154
	完全版_部分155
	完全版_部分156
	完全版_部分157
	完全版_部分158
	完全版_部分159
	完全版_部分160
	完全版_部分161
	完全版_部分162

