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『

金
綱
集
﹄
﹁
禅
見
聞
﹂
に
お
け
る
二
︑
三
の
考
察

袂
袒
作
成
年
代
と
禅
の
分
類
に
つ
い
て
袂
袒

古

瀬

珠

水

は
じ
め
に

『

金
綱
集
﹄
﹁
禅
見
聞
﹂
に
つ
い
て
は
︑
中
條
暁
秀
氏
が
﹃
日
蓮
宗
上
代
教
学
の
研
究
﹄
︑
第
四
章
﹁
金
綱
集
﹂
の
研
究
﹄
︑
第
三
節

﹁
﹁
禅
見
聞
﹂
の
検
討
﹂
の
な
か
で
︑
﹁
禅
見
聞
﹂
の
構
成
︑
引
用
経
論
釈
及
び
﹃
日
蓮
遺
文
﹄
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
発
表
さ
れ

て
い
る(１

)

︒
ま
た
︑
夙
に
石
川
力
山
氏
が
﹁
日
蓮
の
禅
宗
観
袞
﹃
金
綱
集
﹄
に
お
け
る
禅
宗
批
判
の
根
拠
と
そ
の
史
料
袞(２

)

﹂
を
発
表
さ

れ
︑
﹃
金
綱
集
﹄
に
は
﹃
見
性
成
仏
論
﹄
か
ら
の
長
文
の
引
文
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
﹃
金
綱
集
﹄
は
日
蓮
宗
の
禅
宗
批
判
の
史
料

に
と
ど
ま
ら
ず
︑
禅
宗
思
想
史
と
な
り
う
る
可
能
性
を
提
示
さ
れ
た
︒
筆
者
は
︑
上
記
︑
石
川
氏
の
﹃
見
性
成
仏
論
﹄
に
関
す
る
指

摘
に
基
づ
い
て
金
沢
文
庫
蔵
﹃
見
性
成
仏
論
﹄
と
﹃
金
綱
集
﹄
﹁
禅
見
聞
﹂
に
記
述
さ
れ
た
︵
﹃
見
性
成
仏
論
﹄
の
一
部
の
︶
﹁
見
性
成

仏
義
﹂
を
比
較
検
討
し
︑
両
者
の
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
︑
諸
所
細
か
な
語
句
の
異
同
な
ど
が
あ
る
こ
と
を
発
表
し
た(３

)

︒
ま
た
︑

﹃
金
綱
集
﹄
﹁
禅
見
聞
﹂
に
お
け
る
﹁
見
性
成
仏
義
﹂
︵
﹃
見
性
成
仏
論
﹄
︶
の
扱
い
が
︑
達
磨
三
論
と
共
に
﹁
禅
祖
師
頌
筆
等
事
﹂
の
項

目
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
︑
﹃
見
性
成
仏
論
﹄
が
日
本
の
禅
祖
師
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
た
点
を
指
摘
し
た
︒

本
稿
で
は
︑
﹃
金
綱
集
﹄
﹁
禅
見
聞
﹂
で
扱
う
禅
ま
た
は
禅
宗
に
つ
い
て
考
察
し
︑
﹃
金
綱
集
﹄
﹁
禅
見
聞
﹂
の
書
か
れ
た
時
代
︑
及

び
日
蓮
宗
に
よ
る
禅
ま
た
は
禅
宗
の
分
類
に
つ
い
て
論
じ
る
︒
︵
尚
︑
﹃
金
綱
集
﹄
︑
﹃
日
蓮
遺
文
﹄
な
ど
の
資
料
は
︑
読
み
や
す
い
よ
う
に
漢

仙
石
山
仏
教
学
論
集
第
七
号

平
成
二
六
年
二
月

一



字
と
ひ
ら
が
な
交
じ
り
の
訓
読
文
に
変
え
た
︒
ま
た
必
要
に
応
じ
︑
送
り
仮
名
な
ど
は
︵

︶
で
示
し
た
︒
︶

一
︑
﹁
禅
見
聞
﹂
の
作
成
年
代

『

金
綱
集
﹄
は
日
蓮
の
弟
子
日
向
︵
一
二
五
三
袞
一
三
一
四
︶
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る(４

)

︒
し
か
し
︑
日
向
の

筆
に
よ
る
も
の
は
現
存
せ
ず
︑
後
の
日
蓮
宗
の
僧
侶
た
ち
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
︒

｢

禅
見
聞
﹂
に
は
﹁
南
北
二
種
禅
事
﹂
の
中
に
﹁
糟
頭
宗
に
は
正
法
眼
蔵
と
て
六
十
巻
の
論
を
読
学
す
﹂
と
あ
る
︒
か
つ
て
筆
者

は
︑
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
六
十
巻
は
義
雲
に
よ
り
一
三
二
九
年
に
編
纂
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
一
三
一
四
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
日
向
が
見

る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
か
︑
と
指
摘
し
た(５

)

︒
し
か
し
︑
江
戸
時
代
の
曹
洞
宗
の
学
僧
︑
乙
堂
喚
丑
︵
袞
一
七
六
〇
︶
の
義
雲
編

集
説
を
否
定
す
る
﹃
正
法
眼
蔵
続
絃
講
義
﹄
な
る
著
書
も
あ
り(６

)

︑
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
六
十
巻
は
︑
十
三
世
紀
半
ば
に
編
集
さ
れ
て
い
た

と
も
考
え
ら
れ
︑
日
向
が
六
十
巻
本
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
問
題
が
無
い
と
言
え
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
六
十
巻
の
記
述
の
前
に
は
︑
以
下
の
よ
う
な
臨
済
宗
と
曹
洞
宗
が
互
い
に
批
判
す
る
よ
う
な
文
言
が

書
か
れ
て
い
る
︒

｢

佛
法
房
渡
唐
之
時
︑
如
靜
禪
師
に
値
て
︑
之
︑
相
傳
な
り
︒
臨
齊
糟
頭
二
ケ
と
出
す
は
是
な
り
︒
臨
齊
に
は
糟
頭
を
咲
︵
ひ
︶
︑

糟
頭
に
は
臨
齊
を
謗
ず
︒
臨
齊
に
は
一
千
七
百
之
公
案
を
宗
と
す
︑
糟
頭
録
に
繫
る
る
と
咲
︵
ふ
︶
な
り
︒
糟
頭
宗
に
は
正
法

眼
蔵
と
て
六
十
巻
の
論
を
読
学
す
︒
此
の
糟
頭
の
弟
子
に
頭
笇

と
云
う
者
あ
り
︒
糟
笇

頭
笇

と
云
う
是
な
り(７

)

︒
﹂

｢

禅
見
聞
﹂
の
筆
者
は
︑
臨
済
宗
を
﹁
臨
齊
宗
﹂
︑
曹
洞
宗
を
﹁
糟
頭
宗
﹂
と
表
記
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
﹁
︵
本
寂
︶
曹
山
と
洞
山

︵
良
价
︶
﹂
を
﹁
糟
笇

頭
笇

﹂
と
当
て
字
を
使
っ
て
い
る
︒
臨
済
宗
の
表
記
に
関
し
て
は
大
き
な
違
和
感
を
持
た
な
い
が
︑
曹
洞
宗
に

つ
い
て
は
︑
誤
っ
て
表
記
し
た
と
い
う
よ
り
も
︑
何
か
曹
洞
宗
を
見
下
し
て
当
て
字
を
使
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
︒
そ
の
曹
洞

宗
が
臨
済
宗
に
対
し
︑
公
案
を
教
え
の
中
心
と
し
て
い
た
こ
と
を
﹁
咲わ

ら

っ
て
い
た
﹂
と
い
う
が
︑
日
蓮
宗
の
作
者
か
ら
み
れ
ば
︑
そ

『

金
綱
集
﹄
﹁
禅
見
聞
﹂
に
お
け
る
二
︑
三
の
考
察
︵
古
瀬
︶

二



の
曹
洞
宗
も
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
六
十
巻
を
読
ん
で
学
ん
で
い
た
と
あ
る
か
ら
︑
両
派
と
も
不
立
文
字
と
云
い
な
が
ら
︑
禅
を
文
字
か
ら

学
ん
で
い
た
こ
と
を
揶
揄
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

と
こ
ろ
で
︑
日
本
に
お
い
て
臨
済
宗
と
曹
洞
宗
が
お
互
い
宗
派
意
識
が
高
ま
り
︑
批
判
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
少
な
く
と
も

日
向
存
命
中
の
十
三
世
紀
か
ら
十
四
世
紀
初
め
で
は
考
え
に
く
い
︒
例
え
ば
︑
瑩
山
紹
瑾
︵
一
二
六
八
袞
一
三
二
五
︶
な
ど
は
︑
臨
済

宗
東
福
寺
の
東
山
湛
照
︵
一
二
三
一
袞
一
二
九
一
︶
や
白
雲
慧
暁
︵
一
二
二
三
袞
一
二
九
七
︶
︑
紀
伊
の
無
心
覚
心
︵
一
二
〇
七
袞
一
二
九

八
︶
に
参
学
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
そ
の
覚
心
は
道
元
を
尋
ね
菩
薩
戒
を
受
け
て
い
る
︒
十
四
世
紀
中
ご
ろ
ま
で
︑
僧
侶
た
ち
は
宗
派

な
ど
に
捉
わ
れ
ず
︑
お
互
い
に
交
流
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
﹁
禅
見
聞
﹂
は
臨
済
宗
と
曹
洞
宗
の
関
係
記
述

か
ら
は
日
向
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
と
は
︑
考
え
難
い
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
﹁
禅
見
聞
﹂
に
は
﹁
禅
祖
師
頌
筆
等
事
﹂
の
項
目
に
﹁
見
性
成
仏
義
﹂
が
長
文
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
金
沢
文

庫
蔵
﹃
見
性
成
仏
論
﹄
︵
内
題
は
﹁
見
性
成
佛
義
序
﹂
︶
の
奥
書
に
は
﹁
永
仁
五
年
八
月
四
日
﹂
︵
一
二
九
七
︶
の
年
月
日
が
記
さ
れ
て
お

り
︑
恐
ら
く
書
写
年
代
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
﹃
金
綱
集
﹄
﹁
禅
見
聞
﹂
の
推
定
年
代
よ
り
半
世
紀
ば
か
り
遡
る
︒
﹁
禅
見
聞
﹂
の
﹁
見

性
成
仏
義
﹂
と
金
沢
文
庫
蔵
﹃
見
性
成
仏
論
﹄
で
は
本
文
中
に
表
記
の
違
い
が
あ
り
︑
異
な
っ
た
親
本
の
流
布
系
統
が
推
測
さ
れ
る

が
︑
半
世
紀
以
上
前
に
作
成
さ
れ
た
禅
宗
の
テ
キ
ス
ト
が
長
く
読
ま
れ
て
き
た
も
の
と
類
推
さ
れ
る
︒
但
し
︑
﹁
見
性
成
仏
義
﹂
が

臨
済
宗
ま
た
は
曹
洞
宗
に
属
す
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
の
記
述
は
な
い
︒

二
︑
﹁
禅
宗
立
三
種
十
種
其
中
﹂
に
つ
い
て

・
｢

三
種
の
禅
﹂

『

金
綱
集
﹄
﹁
禅
見
聞
﹂
に
は
︑
﹁
禅
宗
立
三
種
十
種
其
中
﹂
の
項
目
を
立
て
︑
禅
に
は
﹁
三
種
﹂
︑
﹁
十
種
﹂
あ
る
こ
と
を
番
号
を

付
し
て
述
べ
て
い
る
︒
ま
ず
︑
﹁
三
種
﹂
は
﹁
教
禅
︑
如
来
禅
︑
祖
師
禅
﹂
と
あ
る
︒
﹁
教
禅
﹂
に
つ
い
て
は
以
下
の
如
く
説
明
が
あ
る
︒

『

金
綱
集
﹄
﹁
禅
見
聞
﹂
に
お
け
る
二
︑
三
の
考
察
︵
古
瀬
︶

三



｢

教
禪
は
︑
諸
經
論
に
依
る
︒
謂
う
所
︑
開
元
録
載
所
の
五
千
四
十
八
巻
︑
貞
元
録
七
千
三
百
九
十
巻(８

)

な
り(９

)

︒
﹂

つ
ま
り
︑
﹁
教
禅
﹂
と
は
一
切
経
に
依
拠
し
て
禅
を
修
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
︒
中
国
の
禅
宗
に
は
﹁
教
禅
﹂
と
言
う
分
類
は
見

ら
れ
ず
︑
日
蓮
宗
独
自
の
括
り
か
と
思
わ
れ
る
︒
﹃
日
蓮
遺
文
﹄
﹁
聖
愚
問
答
鈔
下
﹂
に
は
﹁
禪
に
三
種
あ
り
︒
所
謂
如
来
禪
と
教
禪

と
祖
師
禪
と
な
り
︒
汝
が
言
ふ
所
の
祖
師
禪
等
の
一
端
こ
れ
を
示
ん
︒
聞
て
教
を
離
れ
て
こ
れ
を
傳
ふ
と
い
は
ば
︑
教
を
離
れ
て
理

無
く
︑
理
を
離
れ
て
教
無
し
︒
理
全
く
教
︑
教
全
く
理
と
云
ふ
道
理
︑
汝
こ
れ
を
知
ら
ず
や
︒
拈
華
微
笑
し
て
迦
葉
に
付
属
し
給
ふ

と
云
ふ
も
是
れ
教
な
り
︒
不
立
文
字
と
云
ふ
四
字
も
即
ち
教
な
り(

)

︒
﹂
と
あ
る
︒
日
蓮
は
﹁
教
﹂
と
は
仏
の
﹁
教
え
﹂
で
あ
り
︑
そ

10

れ
を
離
れ
て
﹁
禅
﹂
の
教
え
な
ど
無
い
と
説
明
す
る
︒
﹁
教
え
﹂
は
経
論
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
﹁
禅
見
聞
﹂
の
作
者
が
︑

日
蓮
の
﹁
教
禅
﹂
︵
﹁
三
種
の
禅
﹂
︶
を
踏
ま
え
て
分
類
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
﹁
教
外
別
伝
・
不
立

文
字
﹂
を
モ
ッ
ト
ー
と
す
る
禅
宗
で
は
︑
﹁
経
論
に
依
拠
す
る
禅
﹂
と
は
凡
そ
考
え
に
く
い
こ
と
だ
が
︑
栄
西
の
﹃
興
禅
護
国
論
﹄

な
ど
を
見
る
と
︑
禅
宗
の
正
当
性
を
述
べ
る
と
き
に
︑
そ
の
根
拠
を
い
ち
い
ち
一
切
経
か
ら
拾
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
︑
日
蓮

や
﹁
禅
見
聞
﹂
の
著
者
が
︑
意
識
の
中
に
栄
西
及
び
そ
の
門
下
の
禅
を
﹁
教
禅
﹂
と
考
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
尚
︑
﹃
日
蓮

遺
文
﹄
に
お
い
て
︑
栄
西
と
禅
宗
に
つ
い
て
の
記
述
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
︑
禅
僧
と
し
て
の
批
判
す
る
箇
所
が
見
当
た
ら
な
い
︒

日
蓮
か
ら
見
る
栄
西
が
︑
禅
の
批
判
に
当
た
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
誠
に
興
味
深
い
と
言
え
よ
う
︒

第
二
は
﹁
如
来
禅
﹂
だ
が
︑
以
下
の
よ
う
に
説
明
が
あ
る
︒

｢

如
來
禪
は
︑
口
傳
に
之
を
傳
ふ
︒
謂
う
所
︑
如
來
よ
り
達
磨
に
至
る(

)

︒
﹂

11

｢

如
来
禅
﹂
は
︑
仏
典
や
中
国
の
禅
語
録
の
中
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
が
︑
時
代
ま
た
は
そ
の
著
者
に
よ
っ
て
意
味
が
変
わ
る
よ

う
で
あ
る(

)

︒
12

例
え
ば
︑
四
巻
本
﹃
楞
伽
経
﹄
に
お
け
る
﹁
四
種
禅
﹂
は
︑
﹁
愚
夫
所
行
禅
︑
観
察
義
禅
︑
攀
縁
如
禅
︑
如
来
禅
﹂
を
言
い
︑
そ

の
う
ち
の
﹁
如
来
禅
﹂
は
他
の
三
種
の
禅
よ
り
上
の
如
来
地
に
入
っ
た
禅
定
を
表
し
て
い
る(

)

︒
次
に
︑
神
会
は
﹁
如
来
禅
﹂
を
︑
北

13
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宗
禅
の
﹁
心
の
塵
を
払
う
禅
﹂
つ
ま
り
﹁
清
浄
禅
﹂
に
対
抗
す
る
意
味
で
︑
慧
能
の
﹁
も
と
も
と
如
来
の
心
﹂
の
意
味
で
﹁
如
来

禅
﹂
と
言
っ
て
い
る(

)

︒
宗
密
は
︑
﹃
禅
源
諸
詮
集
都
序
﹄
で
︑
﹁
如
来
清
浄
禅
﹂
ま
た
は
﹁
最
上
乗
禅
﹂
と
呼
ぶ(

)

︒
﹃
楞
伽
経
﹄
に
お

14

15

け
る
﹁
如
来
禅
﹂
が
最
上
で
あ
る
こ
と
と
︑
元
よ
り
清
浄
な
心
で
修
す
る
の
で
﹁
清
浄
禅
﹂
で
あ
る
こ
と
を
重
ね
て
︑
﹁
如
来
清
浄

禅
﹂
と
称
し
て
い
る
︒

更
に
︑
九
世
紀
ご
ろ
に
な
る
と
︑
﹁
如
来
禅
﹂
が
次
の
﹁
祖
師
禅
﹂
と
対
応
ま
た
は
ペ
ア
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
﹃
祖
堂
集
﹄

巻
十
九
の
﹁
香
厳
智
閑
章
﹂
に
香
厳
が
発
明
し
た
こ
と
を
偈
に
し
た
の
に
対
し
︑
仰
山
が
答
え
の
中
に
﹁
如
来
禅
﹂
と
﹁
祖
師
禅
﹂

を
並
べ
て
以
下
の
如
く
述
べ
る
︒

｢

香
厳
は
便
ち
偈
を
造
り
て
対
え
て
曰
く
︑
去
年
は
未
だ
是
れ
貧
な
ら
ず
︑
今
年
は
始
め
て
是
れ
貧
な
り
︒
去
年
は
卓
錐
の
地

な
し
︑
今
年
は
錐
も
ま
た
無
し
︒
仰
山
云
く
︑
師
兄
は
只
だ
如
来
禅
有
る
を
知
る
の
み
に
し
て
︑
且
つ
祖
師
禅
有
る
を
知
ら

ず(

)

︒
﹂

16

右
に
つ
い
て
は
︑
﹁
祖
師
禅
﹂
が
﹁
如
来
禅
﹂
よ
り
も
高
度
な
禅
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒

柳
田
聖
山
氏
は
︑
﹁
如
来
禅
﹂
と
﹁
祖
師
禅
﹂
に
つ
い
て
論
じ
る
中
で
︑
馬
祖
道
一
の
禅
に
つ
い
て
﹁
日
常
の
一
挙
一
動
が
す
べ

て
如
来
地
な
ら
ぬ
は
な
い
と
す
る
彼
の
禅
は
︑
最
早
や
完
全
に
止
観
の
域
を
脱
す
る
は
勿
論
︑
頓
悟
見
性
の
知
的
抽
象
性
を
も
乗
り

越
え
て
︑
具
象
的
実
際
的
な
平
常
心
の
働
き
そ
の
も
の
の
う
え
に
楞
伽
の
如
来
地
を
見
出
し
︵
後
略(

)

︶
﹂
と
言
い
︑
さ
ら
に
﹁
従
来

17

の
伝
統
的
な
止
観
の
法
を
如
来
禅
と
呼
び
︑
そ
の
修
的
作
意
性
を
こ
え
た
日
常
的
な
本
来
性
の
立
場
を
祖
師
禅
と
呼
ん
で
︑
後
者
を

質
的
に
高
い
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
︑
か
か
る
祖
師
禅
の
主
張
そ
の
も
の
が
実
は
楞
伽
の
如
来
禅
の
立
場
で
あ
り
︑
南
天
竺
一

乗
宗
の
根
本
精
神
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る(

)

︒
﹂
と
述
べ
る
︒
柳
田
氏
は
﹁
如
来
禅
﹂
は
﹁
伝
統
的
な
止
観
の
法
﹂
︑
馬
祖
道
一
の
禅
を

18

﹁
祖
師
禅
﹂
と
捉
え
︑
﹁
如
来
禅
﹂
と
﹁
祖
師
禅
﹂
の
違
い
は
︑
禅
の
質
的
内
容
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
だ
と
指
摘
し
て
い
る
︒

宋
代
に
な
る
と
︑
﹁
如
来
禅
﹂
と
﹁
祖
師
禅
﹂
に
つ
い
て
は
︑
そ
れ
ら
の
枠
組
み
に
捉
わ
れ
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
の
が
︑
大
慧
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で
あ
る
︒
大
慧
は
書
簡
の
な
か
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
︒
︵
傍
線
筆
者
︶

｢

不
可
將
古
人
垂
示
言
教
胡
亂
穿

鑿
︒
如
馬
大
師
遇
南
嶽
和
尚
︒
説
法
云
︒
譬
牛
駕
車
︒
車
若
不
行
︒
打
車
即
是
︒
打
牛
即
是
︒

馬
師
聞
之
︒
言
下
知
歸
︒
這
幾
句
兒
言
語
︒
諸
方
多
少
説
法
︒
如
雷
如
霆
︒
如
雲
如
雨
底
︒
理
會
不
得
︒
錯
下
名
言
︒
隨
語
生

解
︒
見
與
舟
峯
書
尾
杜
撰
解
註
︒
山
僧
讀
之
︒
不
覺
絕

倒
︒
可
與
説
如
來
禪
祖
師
禪
底
︒
一
狀

領
過
一
道
行
遣
也(

)

︒
﹂
︵
古
人
の

19

垂
示
言
教
を
將
て
︑
胡
亂
穿

鑿
す
べ
か
ら
ず
︒
馬
大
師
︑
南
嶽
和
尚
に
遇
す
る
が
如
し
︒
説
法
し
て
云
く
︑
譬
ば
牛
が
車
を
駕
す
︒
車
若
し
行

か
ず
ば
︑
車
を
打
つ
︑
即
ち
是
か
︒
牛
を
打
つ
︑
即
ち
是
か
︒
馬
師
︑
之
を
聞
き
て
︑
言
下
に
知
歸
す
︒
這
の
幾
句
兒
言
語
に
︑
諸
方
多
少
︑

雷
の
如
く
霆
の
如
く
雲
の
如
く
雨
の
如
く
説
法
す
︒
理
は
會
う
こ
と
を
得
ず
︒
名
言
を
錯
下
し
︑
語
に
隨
い
解
を
生
ず
︒
舟
峯
に
與
ふ
る
書
の

尾
に
杜
撰
な
解
註
を
見
る
に
︑
山
僧
之
を
讀
む
︒
不
覺
に
し
て
絕

倒
す
︒
如
來
禪
祖
師
禪
を
説
く
は
︑
一
狀

の
領
過
︑
一
道
の
行
遣
と
與
な
る

べ
し
︒
︶

こ
こ
で
は
︑
大
慧
が
江
給
事
に
対
し
て
︑
古
人
の
垂
示
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
詮
索
し
て
︑
間
違
っ
た
解
釈
を
し
て
し
ま
う
こ
と
を
諫

め
る
部
分
で
あ
る
︒
荒
木
見
悟
氏
の
現
代
語
訳
で
は
﹁
見
與
舟
峯
書
尾
杜
撰
解
註
︒
山
僧
讀
之
︒
不
覺
絕

倒
︒
可
與
説
如
來
禪
祖
師

禪
底
︒
一
狀

領
過
一
道
行
遣
也
︒
﹂
を
次
の
よ
う
に
訳
す
︒

｢

げ
ん
に
︵
あ
な
た
が
︶
舟
峰
に
与
え
た
手
紙
の
末
尾
の
い
い
加
減
な
注
解
で
す
が
︑
わ
た
く
し
は
そ
れ
を
読
ん
で
思
わ
ず
笑
い

こ
ろ
げ
ま
し
た
︒
︵
こ
れ
は
︶
如
来
禅
だ
祖
師
禅
だ
と
説
く
も
の
と
︑
同
じ
罪
状
に
処
置
し
︑
同
じ
地
方
に
流
罪
す
べ
き
で
す(

)

︒
﹂

20

大
慧
は
︑
前
述
の
仰
山
が
﹁
如
来
禅
﹂
と
﹁
祖
師
禅
﹂
を
区
別
し
た
こ
と
さ
え
︑
非
難
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
︒
ま
た
︑
大
慧
書
に

は
黄
門
司
に
対
す
る
答
え
も
同
様
に
他
人
の
言
い
な
り
に
な
っ
た
り
︑
﹁
如
来
禅
﹂
や
﹁
祖
師
禅
﹂
の
形
式
に
引
っ
か
か
っ
て
い
る

態
度
を
︑
以
下
の
如
く
強
く
非
難
し
て
い
る
︒
︵
傍
線
筆
者
︶

｢

收
書
并
許
多
葛
藤
︒
不
意
便
解
如
此
拈
弄
︒
直
是
弄
得
來
︒
活
鱍
鱍
地
︒
真
是
自
證
自
得
者
︒
可
喜
可
喜
︒
但
只
如
此
︒
從

教
人
道
這
官
人
不
依
本
分
亂
説
亂
道
︒
他
家
自
有
通
人
愛
︒
除
是
曾
證
曾
悟
者
方
知
︒
若
是
聽
響
之
流
︒
一
任
他
鑽
龜
打
瓦
︒
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更
批
判
得
如
來
禪
祖
師
禪
好
︒
儘
喫
得
妙
喜
拄

杖
也(

)

︒
﹂
︵
書
并
び
許
多
の
葛
藤
を
收
す
︒
意
わ
ず
︑
便
ち
此
の
如
く
拈
弄
を
解
す
︒
直

21

に
是
れ
弄
得
し
來
す
︒
活
鱍
鱍
地
な
り
︒
真
に
是
れ
自
證
自
得
と
は
︑
喜
ぶ
べ
し
喜
ぶ
べ
し
︒
但
只
︑
此
の
如
く
教
に
從
ふ
︒
人
︑
這
の
官
人

本
分
に
依
ら
ず
説
を
亂
し
道
を
亂
す
と
道
う
︒
他
家
は
自
ら
通
人
の
愛
有
り
︒
是
を
除
い
て
︑
曾
に
證
し
曾
に
悟
る
者
方
く
知
る
︒
若
し
是
れ

聽
響
の
流
な
ら
ば
︑
他
に
鑽
龜
打
瓦
を
一
任
し
︑
更
に
如
來
禪
祖
師
禪
の
好
を
批
判
す
る
を
得
︒
儘
く
妙
喜
の
拄

杖
を
喫
得
な
り
︒
︶

一
方
︑
﹃
金
綱
集
﹄
﹁
禅
見
聞
﹂
の
作
者
は
︑
﹁
如
来
禅
﹂
は
﹁
口
傳
に
之
を
傳
ふ
︒
謂
う
所
︑
如
來
よ
り
達
磨
に
至
る
︒
﹂
と
説
明

し
︑
﹁
口
で
伝
え
た
﹂
こ
と
を
強
調
す
る
︒
﹁
口
で
伝
え
た
法
が
如
来
よ
り
達
磨
に
至
る
﹂
と
あ
り
︑
柳
田
氏
が
言
う
﹁
伝
統
的
な
止

観
の
法
﹂
︑
つ
ま
り
楞
伽
経
に
お
け
る
﹁
如
来
禅
﹂
を
指
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
実
際
︑
﹁
禅
見
聞
﹂
の
﹁
破
教
外
別
傳
事
﹂

に
は
﹁
達
磨
禪
師
︑
四
巻
楞
伽
經
を
以
て
可
に
授
け
る(

)

﹂
と
記
述
し
て
お
り
︑
﹁
教
禅
﹂
つ
ま
り
︑
﹁
文
字
に
よ
る
一
切
経
﹂
に
依
っ

22

て
授
け
る
禅
に
対
し
︑
﹁
楞
伽
経
を
口
で
伝
え
た
﹂
禅
を
﹁
如
来
禅
﹂
と
称
し
︑
仏
の
教
え
を
伝
授
す
る
方
法
を
分
類
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
︒

最
後
は
﹁
祖
師
禅
﹂
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
中
国
に
お
け
る
﹁
祖
師
禅
﹂
は
前
述
の
よ
う
に
柳
田
氏
は
﹁
日
常
の
一
挙
一
動
が
す
べ

て
如
来
地
﹂
と
す
る
馬
祖
道
一
の
禅
を
言
い
︑
石
井
公
成
氏
も
﹁
日
常
の
挙
動
が
そ
の
ま
ま
仏
の
教
化
の
業
だ
と
す
る
の
は
︑
祖
師

禅
の
特
徴(

)

﹂
と
述
べ
︑
い
ず
れ
も
馬
祖
道
一
の
洪
州
禅
を
指
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
﹃
金
綱
集
﹄
﹁
禅
見
聞
﹂
の
﹁
祖

23

師
禅
﹂
に
は
以
下
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
︒

｢

嘿

示
し
て
之
を
傳
る
な
り
︒
問
て
曰
く
︑
云
う
︒
何
な
る
が
祖
師
の
意
か
な
︒
答
て
曰
く
︒
一
夜
に
三
び
呼
ぶ
︒
問
て
曰
く
︒

何
事
か
眞
實
禪
の
要
道
︒
答
て
曰
く
︒
亀
毛
︑
百
丈
に
延
ぶ
︒
問
て
曰
く
︒
猶
︑
意
得
ず
︒
何
な
る
が
眞
實
禪
の
意
︒
答
て
曰

く
︒
右
の
口
に
三
び
咲
ふ(

)

︒
﹂

24

右
は
明
ら
か
に
禅
問
答
で
あ
る
︒
禅
問
答
に
関
し
て
は
︑
近
年
︑
小
川
隆
氏
に
よ
り
そ
の
理
解
の
仕
方
や
︑
唐
代
と
宋
代
の
禅
問

答
の
違
い
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
︑
理
解
不
可
能
で
論
理
を
無
視
し
た
直
観
的
な
悟
り
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
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て
い
る(

)

︒
筆
者
も
小
川
氏
の
考
え
方
で
右
の
禅
問
答
を
理
解
し
て
み
た
い
︒

25

ま
ず
︑
問
者
が
﹁
祖
師
の
意
味
と
は
何
で
す
か
？
﹂
と
尋
ね
る
︒
す
る
と
答
者
が
﹁
一
夜
に
三
び
呼
ぶ
﹂
と
答
え
る
︒
﹁
一
夜
に

三
び
呼
ぶ
﹂
は
﹁
お
ま
え
は
︑
私
が
夜
寝
て
い
る
の
に
︵
一
夜
に
︶
三
度
呼
び
起
こ
し
て
︑
疑
問
の
答
え
を
聞
き
に
来
る
と
は
︑
う

る
さ
い
や
つ
だ
︒
﹂
の
意
味
で
あ
ろ
う
︒
次
に
︑
問
者
が
﹁
何
が
真
実
の
禅
に
必
要
で
し
ょ
う
か
？
﹂
と
質
問
す
る
と
︑
答
者
は

﹁
亀
毛
︑
百
丈
に
延
ぶ
︒
﹂
と
答
え
る
︒
つ
ま
り
︑
﹁
真
実
の
禅
に
必
要
な
も
の
な
ど
︑
あ
り
も
し
な
い
こ
と
︵
亀
毛
︶
を
︑
百
丈
の

長
さ
に
延
ば
し
て
︵
長
い
時
間
を
無
駄
に
し
て
︶
い
る
な
あ
︒
﹂
と
切
り
返
す
︒
更
に
︑
問
者
が
﹁
猶
︑
意
得
ず
︒
何
な
る
が
眞
實
禪

の
意
︒
﹂
と
云
い
︑
﹁
ま
だ
師
匠
の
言
う
意
味
が
解
り
ま
せ
ん
︒
何
が
真
実
の
禅
の
意
味
で
す
か
？
﹂
と
再
度
質
問
す
る
︒
す
る
と
︑

答
者
は
﹁
右
の
口
に
三
び
咲
ふ
﹂
と
言
う
︒
つ
ま
り
︑
﹁
右
の
口
﹂
と
は
﹁
口
半
分
﹂
の
意
で
あ
り
︑
﹁
口
﹂
が
﹁
︵
問
者
に
対
す
る
︶

解
答
﹂
と
す
れ
ば
︑
﹁
右
の
口
﹂
つ
ま
り
﹁
口
半
分
﹂
は
﹁
解
答
の
半
分
﹂
と
い
う
意
味
で
︑
﹁
暗
示
﹂
ま
た
は
﹁
ヒ
ン
ト
﹂
と
言
え

よ
う
︒
﹁
三
び
咲
ふ
﹂
の
﹁
咲
ふ
﹂
と
は
︑
恐
ら
く
迦
葉
の
﹁
拈
華
微
笑
﹂
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
︑
﹁
三
び
咲
ふ
﹂
は

先
の
﹁
三
び
呼
ぶ
﹂
︵
う
る
さ
く
声
に
出
し
て
質
問
す
る
︶
と
対
照
さ
せ
て
﹁
無
言
で
微
笑
し
て
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
﹂
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

因
っ
て
﹁
私
は
︑
お
前
の
質
問
に
対
し
無
言
で
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
だ
け
で
︑
私
か
ら
口
に
出
し
て
答
え
を
言
わ
な
い
よ
︒
自
分
で
考

え
理
解
し
な
さ
い
︒
﹂
の
意
味
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
︒

禅
問
答
を
﹁
無
言
で
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
﹂
と
理
解
し
て
︑
右
の
禅
問
答
を
﹁
祖
師
禅
﹂
と
し
て
記
述
し
た
﹃
金
綱
集
﹄
﹁
禅
見
聞
﹂

の
作
者
は
︑
実
に
当
を
得
て
い
る
と
考
え
る
︒
小
川
氏
は
︑
唐
代
の
禅
問
答
が
﹁
あ
た
か
も
碁
の
布
石
に
似
て
い
た
︒
個
々
の
石
自

体
で
な
く
石
と
石
の
間
に
文
脈
が
あ
り
︑
相
互
の
関
係
の
な
か
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
石
の
意
味
を
も
っ
て
い
た(

)

︒
﹂
と
解
釈
さ
れ
て
い

26

る
︒
小
川
氏
に
よ
る
と
︑
唐
代
と
宋
代
の
禅
問
答
に
は
相
違
が
あ
る
が
︑
﹃
金
綱
集
﹄
﹁
禅
見
聞
﹂
の
禅
問
答
は
唐
代
の
禅
問
答
に
よ

り
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
で
︑
﹁
禅
見
聞
﹂
の
作
者
が
楞
伽
経
を
基
本
と
す
る
﹁
如
来
禅
﹂
を
い
わ
ゆ
る
﹁
北
宗
禅
﹂
と
理

解
し
︑
禅
問
答
を
中
心
と
す
る
﹁
祖
師
禅
﹂
を
﹁
南
宗
禅
﹂
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
だ
が
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
は
記
述
が
な
い
︒

『

金
綱
集
﹄
﹁
禅
見
聞
﹂
に
お
け
る
二
︑
三
の
考
察
︵
古
瀬
︶

八



さ
て
︑
こ
の
﹁
禅
見
聞
﹂
に
於
け
る
禅
問
答
と
同
じ
も
の
は
︑
中
国
の
禅
語
録
の
テ
キ
ス
ト
な
ど
に
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
だ
︒

﹁
禅
見
聞
﹂
の
作
者
が
︑
こ
の
よ
う
な
禅
問
答
を
ど
の
よ
う
な
形
で
知
り
得
て
い
た
か
が
疑
問
点
に
な
る
が
︑
﹁
禅
見
聞
﹂
の
中
の

﹁
禅
祖
師
頌
筆
等
事
﹂
に
あ
る
﹁
見
性
成
仏
義
﹂
︵
﹃
見
性
成
仏
論
﹄
︶
の
後
半
に
は
同
じ
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
の
禅
問
答
が
あ
り
︑
日
本

の
禅
者
の
テ
キ
ス
ト
を
参
考
に
し
て
い
た
可
能
性
も
大
い
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

と
も
あ
れ
︑
﹃
金
綱
集
﹄
﹁
禅
見
聞
﹂
の
作
者
は
︑
﹁
祖
師
禅
﹂
を
禅
問
答
に
よ
る
禅
の
手
法
を
示
し
て
い
た
こ
と
が
解
っ
た
︒
そ

し
て
︑
﹁
三
種
の
禅
﹂
は
﹁
仏
の
教
え
を
伝
授
す
る
方
法
﹂
の
分
類
と
し
て
︑
﹁
教
禅
﹂
を
﹁
文
字
に
よ
る
一
切
経
﹂
︑
﹁
如
来
禅
﹂
を

﹁
口
で
伝
え
る
楞
伽
経
﹂
︑
そ
し
て
﹁
祖
師
禅
﹂
を
﹁
師
匠
が
無
言
で
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
禅
問
答
﹂
と
区
別
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

・
｢

十
種
﹂
の
禅

『

金
綱
集
﹄
﹁
禅
見
聞
﹂
に
お
け
る
﹁
十
種
﹂
は
﹁
一
如
来
禅
︑
二
祖
師
禅
︑
三
心
性
禅
︑
四
棒
喝
禅
︑
五
嘿

照
禅
︑
六
寂
滅
禅
︑

七
過
頭
禅
︑
八
教
外
別
伝
︑
九
五
家
宗
派
︑
十
妙
嘉
老
漢
﹂
と
あ
る
︒
筆
者
は
当
初
︑
﹁
十
種
﹂
に
も
﹁
如
来
禅
﹂
と
﹁
祖
師
禅
﹂

が
あ
る
の
で
︑
前
述
の
﹁
三
種
﹂
の
禅
と
関
係
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
た
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
﹁
十
種
﹂
の
禅
は
︑
大
慧
語
録

の
中
で
﹁
真
如
道
人
﹂
に
示
す
法
話
の
な
か
に
︑
そ
の
順
番
も
全
く
同
様
に
以
下
の
如
く
述
べ
ら
れ
て
い
る(

)

︒
︵
傍
線
筆
者
︶

27

｢

成
就
一
切
法
︒
毀
壞
一
切
法
︒
七
顚
八
倒
︒
皆
不
出
此
無
所
了
心
︒
正
當
恁
麼
時
︒
不
是
如
來
禪
︒
不
是
祖
師
禪
︒
不
是
心

性
禪
︒
不
是
默
照
禪
︒
不
是
棒
喝
禪
︒
不
是
寂
滅
禪
︒
不
是
過
頭
禪
︒
不
是
教
外
別
傳
底
禪
︒
不
是
五
家
宗
派
禪
︒
不
是
妙
喜

老
漢
杜
撰
底
禪
︒
既
非
如
上
所
説
底
禪
︒
畢
竟
是
箇
甚
麼
︒
到
這
裏
莫
道
別
人
理
會
不
得
︒
妙
喜
老
漢
亦
自
理
會
不
得
︒
真
如

道
人
請
自
看
取(

)

︒
﹂

28

大
慧
が
真
如
道
人
に
対
し
︑
十
種
の
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
禅
の
中
に
納
ま
ら
ず
︑
自
分
自
身
の
方
法
で
禅
を
獲
得
す
る
こ
と
を
説

示
し
て
い
る
︒
﹁
禅
見
聞
﹂
の
作
者
が
︑
大
慧
の
挙
げ
た
﹁
十
種
の
禅
﹂
を
そ
の
ま
ま
写
し
て
い
る
こ
と
に
疑
い
は
な
さ
そ
う
だ
が
︑

果
た
し
て
︑
作
者
が
大
慧
語
録
を
直
接
見
て
い
た
の
か
︑
そ
れ
と
も
︑
別
の
日
本
の
禅
僧
が
書
い
た
禅
語
録
の
よ
う
な
も
の
か
ら
写

『

金
綱
集
﹄
﹁
禅
見
聞
﹂
に
お
け
る
二
︑
三
の
考
察
︵
古
瀬
︶

九



し
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
﹁
禅
見
聞
﹂
で
は
十
に
﹁
妙
嘉
老
漢
﹂
と
あ
る
が
︑
大
慧
語
録
に
は
﹁
妙
喜
老
漢
﹂
と
あ

り
︑
﹁
妙
喜
﹂
と
は
大
慧
そ
の
人
を
指
す
こ
と
か
ら
︑
﹁
禅
見
聞
﹂
の
﹁
妙
嘉
﹂
は
﹁
妙
喜
﹂
の
誤
り
と
言
え
よ
う
︒

さ
て
︑
大
慧
が
﹁
十
種
の
禅
﹂
を
挙
げ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
︑
勿
論
中
国
で
大
慧
が
見
る
さ
ま
ざ
ま
な
禅
の
取
り
組
み
方
法
に
名

前
を
つ
け
て
示
し
て
い
る
わ
け
で
︑
﹁
十
種
﹂
と
は
十
種
類
の
み
と
い
う
意
味
で
は
な
く
︑
種
々
沢
山
の
禅
が
存
在
し
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
一
方
︑
日
本
で
こ
の
よ
う
な
多
種
の
禅
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
は
︑
甚
だ
疑
問
で
あ
り
︑
実
態
は
不

明
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
﹃
金
綱
集
﹄
﹁
禅
見
聞
﹂
の
作
者
は
︑
﹁
十
種
の
禅
﹂
に
つ
い
て
は
︑
日
本
の
禅
僧
の
現
状
を
捉
え
て
表
現
し

た
の
で
は
な
く
︑
恐
ら
く
大
慧
語
録
を
出
典
と
す
る
書
物
か
ら
︑
禅
の
分
類
を
そ
の
ま
ま
記
述
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

結
び『

金
綱
集
﹄
﹁
禅
見
聞
﹂
に
お
け
る
制
作
年
代
と
禅
の
分
類
に
つ
い
て
少
し
く
論
じ
た
︒
そ
の
結
果
︑
臨
済
宗
と
曹
洞
宗
の
宗
派
対

立
の
記
述
か
ら
︑
作
者
は
日
向
で
な
い
可
能
性
が
浮
か
び
上
が
っ
た
︒
ま
た
︑
禅
の
分
類
に
つ
い
て
は
︑
﹁
三
種
の
禅
﹂
は
仏
の
教

え
を
伝
授
す
る
方
法
と
し
て
﹁
教
禅
﹂
︑
﹁
如
来
禅
﹂
︑
﹁
祖
師
禅
﹂
と
分
類
し
て
い
る
こ
と
が
解
っ
た
︒
第
一
に
︑
一
切
経
に
基
づ
く

﹁
教
禅
﹂
を
︑
第
二
に
︑
楞
伽
経
に
依
る
口
伝
の
方
法
の
﹁
如
来
禅
﹂
を
︑
第
三
に
︑
禅
問
答
に
よ
る
無
言
の
伝
授
方
法
の
﹁
祖
師

禅
﹂
を
置
い
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
た
︒
﹁
十
種
の
禅
﹂
に
関
し
て
は
︑
大
慧
語
録
か
ら
の
禅
の
区
分
の
一
文
を
写
し
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
り
︑
日
蓮
宗
の
人
々
が
大
慧
語
録
な
ど
を
見
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
︑
同
時
に
典
拠
不
詳
の
﹁
祖
師
禅
﹂
の
禅

問
答
の
記
述
な
ど
か
ら
︑
当
時
の
日
本
の
禅
僧
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
禅
語
録
な
ど
か
ら
転
写
し
て
い
る
可
能
性
も
推
察
で
き
る(

)

︒
29

『

金
綱
集
﹄
﹁
禅
見
聞
﹂
は
﹃
日
蓮
遺
文
﹄
と
の
共
通
点
が
多
く
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が(

)

︑
一
方
で
︑
大
慧
語
録
か
ら
の
引
用

30

の
﹁
十
種
禅
﹂
な
ど
︑
﹃
日
蓮
遺
文
﹄
に
は
見
ら
れ
な
い
禅
の
記
述
も
多
い
︒
本
文
で
も
論
じ
た
が
︑
﹁
禅
見
聞
﹂
は
作
成
年
代
が
十

四
世
紀
半
ば
以
降
に
な
る
の
で
︑
日
蓮
の
没
年
の
一
二
八
二
年
よ
り
百
年
近
く
時
代
が
下
が
り
︑
禅
お
よ
び
禅
宗
の
内
容
は
︑
﹃
日

『

金
綱
集
﹄
﹁
禅
見
聞
﹂
に
お
け
る
二
︑
三
の
考
察
︵
古
瀬
︶

一
〇



蓮
遺
文
﹄
が
書
か
れ
た
時
代
の
も
の
と
大
き
く
変
わ
っ
て
い
て
当
然
か
と
考
え
る
︒
今
後
︑
﹃
日
蓮
遺
文
﹄
と
﹃
金
綱
集
﹄
﹁
禅
見

聞
﹂
の
内
容
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
十
三
世
紀
か
ら
十
四
世
紀
以
降
の
日
本
禅
宗
史
の
一
面
を
解
明
す
る
一
助
と
な
ろ
う
︒(

了
)

註
(

１
)

中
條
暁
秀
︵
一
九
九
六
︶
︑
平
楽
寺
出
版
︒

(

２
)

石
川
力
山
︵
一
九
九
三
︶
﹃
印
度
学
仏
教
学
研
究
﹄
四
二
袞
一
︒

(

３
)

古
瀬
珠
水
︵
二
〇
一
二
︶
﹁
﹃
金
綱
集
﹄
に
お
け
る
﹁
見
性
成
仏
義
﹂
に
つ
い
て
﹂
︵
﹃
印
度
学
仏
教
学
研
究
﹄
六
一
袞
一
︶

(

４
)

｢﹃
金
綱
集
﹄
は
日
向
が
︑
身
延
山
に
お
け
る
日
蓮
晩
年
の
講
義
を
聴
聞
し
て
記
録
し
︑
自
ら
見
聞
す
る
と
こ
ろ
を
追
加
し
て
ま
と
め
た
の

で
あ
る
︒
﹂
︵
中
條
暁
秀
︑
前
掲
︑
一
六
七
頁
︶

(

５
)

古
瀬
珠
水
︵
二
〇
一
三
︶
﹁
日
蓮
関
係
文
書
に
表
れ
る
大
日
房
能
忍
と
そ
の
禅
に
つ
い
て
﹂
︵
﹃
多
田
孝
文
名
誉
教
授
古
稀
記
念
論
文
集

﹁
東
洋
の
慈
悲
と
智
慧
﹂
﹄
︶
︑
註
︵

︶
︒

53

(

６
)

菅
原
研
州
︵
二
〇
一
三
︶
﹁
乙
堂
喚
丑
﹃
正
法
眼
蔵
続
絃
講
義
﹄
の
研
究
﹂
︵
﹃
印
度
学
仏
教
学
研
究
﹄
六
一
袞
二
︶

(

７
)

『

日
蓮
宗
宗
学
全
書
﹄
一
四
巻
︑
三
一
一
頁
︒

(

８
)

貞
元
録
は
七
〇
四
六
巻
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
﹁
七
千
三
百
九
十
巻
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
単
な
る
書
き
間
違
い
か
ど
う
か
は
不
詳
︒

(

９
)

『

日
蓮
宗
宗
学
全
書
﹄
一
四
巻
︑
二
九
〇
頁
︒

(

)

『

昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文

一
﹄
︑
三
七
一
頁
︒

10
(

)

『

日
蓮
宗
宗
学
全
書
﹄
一
四
巻
︑
二
九
〇
頁
︒

11
(

)

沖
本
克
己
︵
一
九
九
八
︶
﹁
禅
思
想
形
成
史
の
研
究
︑
第
二
節

如
来
禅
と
祖
師
禅
﹂
︵
﹃
研
究
報
告
﹄
第
五
冊
︑
花
園
大
学
国
際
禅
学
研

12

『

金
綱
集
﹄
﹁
禅
見
聞
﹂
に
お
け
る
二
︑
三
の
考
察
︵
古
瀬
︶

一
一



究
所
︶
を
参
照
し
た
︒

(

)

｢

云
何
如
来
禪
︒
入
如
來
地
︑
行
自
覺
聖
智
相
三
種
樂
住
︑
成
辦

衆
生
不
思
議
事
︑
是
名
如
來
禪
︒
﹂
︵
﹃
大
正
蔵
﹄
一
六
︑
四
九
二
上
︶

13
(

)

｢

東
京
荷
澤
寺
神
會
和
上
每

月
作
檀
場
︒
為
人
說

法
︒
破
清
淨
禪
︒
立
如
來
禪
︒
﹂
﹃
歴
代
法
宝
記
﹄
︵
大
正
蔵
﹄
五
一
︑
一
八
五
中
︶

14
(

)

｢

若
頓
悟
自
心
本
來
清
淨
︒
元
無
煩
惱
︒
無
漏
智
性
本
自
具
足
︒
此
心
即
佛
︒
畢
竟
無
異
︒
依
此
而
修
者
︒
是
最
上
乘
禪
︒
亦
名
如
來
清

15

淨
禪
︒
﹂
﹃
禅
源
諸
詮
集
都
序
﹄
卷
上
之
一
︵
﹃
大
正
蔵
﹄
四
八
︑
三
九
九
中
︶

(

)

『

中
國
佛
教
典
籍
選
刊

祖
堂
集
﹄
下
︵
中
華
書
店
︶
八
二
九
頁
︑
及
び
﹃
研
究
報
告
﹄
︵
花
園
大
学
国
際
禅
研
究
所
︶
八
︑
七
七
三
頁
を

16

参
照
︒

(

)

柳
田
聖
山
︵
一
九
六
二
︶
﹁
祖
師
禅
の
源
と
流
﹂
︵
﹃
印
度
学
仏
教
学
研
究
﹄
︑
一
〇
袞
一
︶
︑
八
七
頁
上
︒

17
(

)

柳
田
聖
山
︑
前
掲
︑
八
七
頁
上
袞
下
︒

18
(

)

『

大
慧
普
覚
禅
師
書
﹄
二
六
︵
﹃
大
正
蔵
﹄
四
七
︑
九
二
一
上
︶

19
(

)

『

禅
の
語
録
十
七

大
慧
書
﹄
︑
筑
摩
書
房
︑
四
六
頁
︒

20
(

)

『

大
慧
普
覚
禅
師
書
﹄
二
六
︵
﹃
大
正
蔵
﹄
四
七
︑
九
四
〇
上
︶
︒
同
上
︑
﹃
禅
の
語
録
十
七

大
慧
書
﹄
︑
二
一
五
頁
を
参
照
し
た
︒

21
(

)

『

日
蓮
宗
宗
学
全
書
﹄
一
四
巻
︑
二
九
四
頁
︒

22
(

)

石
井
公
成
︵
二
〇
〇
一
︶
﹁
祖
師
禅
の
源
流
﹂
︵
﹃
禅
学
研
究
﹄
︑
八
〇
︶
︑
二
二
三
頁
︒

23
(

)

『

日
蓮
宗
宗
学
全
書
﹄
一
四
巻
︑
二
九
〇
頁
︒

24
(

)

小
川
隆
︵
二
〇
〇
七
︶
﹃
神
会
﹄
︵
臨
川
書
店
︶
︑
同
︵
二
〇
〇
七
︶
﹃
語
録
の
こ
と
ば
袞
唐
代
の
禅
﹄
︵
禅
文
化
研
究
所
︶
︑
同
︵
二
〇
〇

25

八
︶
﹃
臨
済
録
﹄
︵
岩
波
書
店
︶
︑
同
︵
二
〇
一
〇
︶
﹃
続
・
語
録
の
こ
と
ば
﹄
袞
﹃
碧
巌
録
﹄
と
宋
代
の
禅
﹄
︵
禅
文
化
研
究
所
︶

(

)

小
川
隆
︵
二
〇
〇
八
︶
︑
前
掲
︑
五
八
頁
︒

26
(

)

筆
者
は
か
つ
て
︑
大
慧
語
録
に
﹁
十
種
禅
﹂
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
︑
日
本
の
禅
宗
の
こ
と
と
判
断
し
た
︒
︵
前
掲
︑
﹁
日
蓮
関
係
文
書
に

27

『

金
綱
集
﹄
﹁
禅
見
聞
﹂
に
お
け
る
二
︑
三
の
考
察
︵
古
瀬
︶

一
二



表
れ
る
大
日
房
能
忍
と
そ
の
禅
に
つ
い
て
﹂
︑
五
七
〇
頁
︶
こ
こ
に
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
く
︒
﹁
十
種
の
禅
﹂
に
つ
い
て
は
︑
石
井
修
道
氏
が

大
慧
語
録
の
訳
注
で
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
︵
﹃
大
乗
仏
典
﹄
﹁
中
国
・
日
本
篇

十
二
禅
語
録
﹂
︑
中
央
公
論
︑
三
五
九
頁
︑
訳
注
一
九

二
︶

(

)

『

大
慧
普
覚
禅
師
法
語
﹄
二
〇
︵
﹃
大
正
蔵
﹄
四
七
︑
八
九
五
下
︶

28
(

)

『

日
蓮
遺
文
﹄
﹁
立
正
観
抄
﹂
に
は
︑
﹁
禪
宗
の
一
門
云
く
︑
﹃
松
に
藤
懸
る
︑
松
枯
れ
藤
枯
れ
て
後
如
何
︒
上
が
ら
ず
し
て
一
打
な
む
﹄
と

29

云
へ
る
︵
は
︶
天
魔
の
語
を
深
く
信
ず
る
故
な
り
︒
﹃
修
多
羅
の
教
主
は
松
の
如
く
︑
其
の
教
法
は
藤
の
如
し
︒
各
々
に
諍
論
す
と
雖
も
佛

も
入
滅
し
教
法
の
威
德

も
無
し
︒
爰
に
知
ん
ぬ
︒
修
多
羅
の
佛
教
は
月
を
指
す
指
な
り
︒
禪
の
一
法
の
み
獨
妙
な
り
︒
之
を
觀
ず
れ
ば
見
性

得
達
す
る
な
り
︒
﹄
と
云
う
大
謗
法
の
天
魔
の
所
為
を
信
ず
る
故
な
り
︒
﹂
︵
﹃

﹄
筆
者
︒
﹃
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文

一
﹄
︑
八
五
一
頁
︶

と
あ
る
︒
﹁
松
に
藤
懸
る
︑
松
枯
れ
藤
枯
れ
て
後
如
何
︒
上
が
ら
ず
し
て
一
打
な
む
︒
﹂
は
︑
中
国
唐
代
・
宋
代
の
禅
語
録
に
書
か
れ
た
﹁
有

句
無
句
︑
如
藤
倚
樹
﹂
の
公
案
を
髣
髴
と
さ
せ
る
が
︑
﹁
修
多
羅
の
教
主
は
松
の
如
く
︑
其
の
教
法
は
藤
の
如
し
︒
﹂
な
ど
は
独
自
の
解
釈
を

し
︑
﹁
修
多
羅
の
佛
教
は
月
を
指
す
指
な
り
︒
禪
の
一
法
の
み
獨
妙
な
り
︒
﹂
と
日
蓮
の
言
う
禅
天
魔
は
︑
禅
宗
の
優
位
性
に
結
論
を
導
い
て

い
る
︒
こ
れ
は
︑
日
蓮
ま
た
は
日
蓮
宗
の
僧
侶
が
中
国
の
禅
語
録
を
見
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
︑
日
本
の
禅
僧
に
よ
る
禅
語
録
の
テ
キ
ス
ト

の
よ
う
な
も
の
を
見
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
︵
尚
︑
﹃
日
蓮
遺
文
﹄
﹁
立
正
観
抄
﹂
︑
﹁
松
に
藤
懸
る
︑
松
枯
れ
藤
枯
れ
て

後
如
何
︒
﹂
の
記
述
に
関
し
て
は
︑
二
〇
一
三
年
五
月
二
十
日
︑
駒
澤
大
学
仏
教
経
済
研
究
所
の
定
例
研
究
会
に
お
け
る
︑
花
野
充
道
氏
の

﹁
鎌
倉
新
仏
教
と
天
台
本
覚
思
想
﹂
の
発
表
資
料
に
よ
っ
て
知
り
得
た
︒
こ
こ
に
深
謝
申
し
上
げ
る
︒
︶

(

)

中
條
暁
秀
︑
前
掲
︑
二
一
七
袞
二
二
九
頁
︒
石
川
力
山
︑
前
掲
︑
一
五
二
頁
下
︒
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《

キ
ー
ワ
ー
ド
︾
﹃
金
綱
集
﹄
﹁
禅
見
聞
﹂
︑
三
種
禅
︑
﹁
教
禅
﹂
︑
﹁
如
来
禅
﹂
︑
﹁
祖
師
禅
﹂
︑
十
種
禅
︑
禅
問
答

『

金
綱
集
﹄
﹁
禅
見
聞
﹂
に
お
け
る
二
︑
三
の
考
察
︵
古
瀬
︶

一
三
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金
綱
集
﹄
﹁
禅
見
聞
﹂
に
お
け
る
二
︑
三
の
考
察
︵
古
瀬
)
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︑
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察
︵
古
瀬
)

一
五

Summary

On the Compilation Date and Classification of
Zen Buddhism in the Zen kenbun 禪見聞

Chapter of the Kinkō-shū 金綱集

Tamami Furuse

The Kinkō-shū is widely believed to be the work of Nikkō 日 向

(1253-1314), one of Nichirenʼs six great disciples. A close look at the text,

however, reveals a few details pointing at the necessity of revisiting the

problem of its authorship and compilation date. We find, for instance, the

Zen kenbun Chapter of the Kinkō-shū describes conflictual relations

between the Rinzai and Sōtō schools. We know, however, that relations

between the two main branches of Zen Buddhism in Japan were initially

amicable and did not become marred by sectarianism until early 14th

century. It is thus obvious that the Zen kenbun could not be ascribed to

Nikkō himself. The chapter, at least in its extant version, must have been

written or redacted later than the first decades of the 14th century by one

Nikkōʼs disciples.

Another peculiar aspect of the Zen kenbun is its double classification of

Zen into three as well as ten traditions, two different taxonomic patterns

somehow related to each other but having different origins. The

categorization into three types belongs to Nichiren, while the ten-type

classification goes back to Dahui’s Analects 大慧語録. It is quite intriguing

why the author of the chapter found it important to include a classification

peculiar to a Chinese Chan source instead of restricting himself to the

categorization adopted by the Patriarch of his own school. Further

research is needed to determine whether the author made direct use of the

Chinese source(s) for his second taxonomic pattern or borrowed it from a
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