
公

案

理

解

の

一
視

点

-

古
則
公
案
と
現
成
公
案
-

原

田

弘

道

公
案
は
古
則

・
因
縁

・
話
と
も
い
い
、
内
容
的
に
は
超
論
理
的

・
矛

盾
的

・
響
喩
的

・
即
物
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
あ
る
場

ノ合

「花
は
紅
柳
は
緑
」
と
説
か
れ
な
が
ら
、

一
方
に

「
橋
は
流
れ
て
水

は
流
れ
ず
」
な
ど
と
逆
説
的
に
表
現
さ
れ
る
。
こ
れ
は

一
例
だ
が
、

こ

う
い
っ
た
問
題
を
通
し
、
又

「古
則
公
案
」
と

「現
成
公
案
」
の
相
違

等
を
通
し
て
、
公
案
を
理
解
す
る
手
が
か
り
に
つ
い
て
、
そ
の
原
理
的

な
面
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
い
。

公
案
の
は
じ
め
は
、
『景
徳
伝
燈
録
』
十

一
に
睦
州
道
躍

の
伝
記
が

あ
り
、
そ
の
中
に

「見
成
公
案
、
汝
に
三
十
棒
を
放
す
」
と
あ
り
、
見

成
公
案
は
全
存
在
が
そ
の
ま
ま
悟
り
の
姿
で
あ
り
、
学
人
指
導
上
、
現

実
に
現
わ
れ
て
い
る
理
法
と
し
て
の
性
格
を
も
含
む
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

こ
れ
が
宋
代
に
な

っ
て
公
案
禅

(看
話
禅
)
が
吹
唱
さ
れ
る
に
及

び
、
古
則
公
案
と
し
て
の
意
味
を
持

つ
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
公
案
に
対
す
る
学
人
の
基
本
姿
勢
は

「
義
を
以
て
解
す
べ
か

ら
ず
。
言
を
以
て
伝
う
べ
か
ら
す
、
文
を
以
て
詮
む
べ
か
ら
ず
、
識
を

以
て
見
る
べ
か
ら
ず
」
(山
房
夜
話
)
と
あ

っ
て
、
教
家
が
知
解
を
頼
り

と
し
て
経
論
を
扱
う
の
と
は
全
く
異

っ
て
、
文
字
に
よ
っ
て
い
い
表
わ

さ
れ
た
問
題
に
対
し
、
思
量
分
別
を
超
え
、
論
理
的
思
惟
を
超
え
た
迫

り
方
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
公
案
の
機
能

に
は
疑
団
の
形
成
と
理

路
の
戴
断
が
あ
る
が
、
看
話
禅

の
祖
大
慧
宗
某

は

「多
き
こ
と
を
争
わ

ざ
る
べ
き
な
り
。
但
だ
只
だ
箇

の
無
字
を
看
よ
。
得
と
不
得
を
管
す
る

こ
と
莫
か
れ
」
(大
慧
書
)
と
云

っ
て

い
る
如
く
、

工
夫
す
る
公
案
は

「
無
」

の
一
字

の
一
則

を
原
則

と
す

る
。
宇
井
博
士
が

「禅
宗
史
研

究
」
に
お
い
て

禅
家
の
特
質
は
、
直
に
自
己
心
性
に
徹
す
る
を
基
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
一
切

を
見
る
に
あ
る
か
ら
、
進
み
行
く
方
向
に
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
か
え
っ

て
此
方
に
来
る
方
向
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。

と
さ
れ
、
更
に
多
く
の
場
合
、

「
こ
の
根
本
の
自
己
心
性
を
指

し

て
い

る
か
」
ま
た

「
そ
こ
か
ら

一
切
を
見
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
」
の

ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。
公
案
の
成
立
時
期
、
即
ち
師
資

公
案
理
解

の

一
視

点

(
原

田
)

二
二

一
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公
案
理
解

の

一
視
点

(
原

田
)

二
二
二

の
自
由
な
商
量
が
行
わ
れ
て
い
た
頃
は
そ
う
云
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
看

話
工
夫

の
古
則
と
し
て
限
定
す
る
公
案
禅
に
お
い
て
は
事
情
は
大
分
異

る
コ
即
ち
公
案

の
意
味
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
介
し
て

「
見

性
」
す
る
こ
と
が
重
要
に
な

っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
の
藁
つ
の
行
き

過
ぎ
と
し
て
無
理
会
話

の
流
行
を
見
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

公
案
禅

に
お
い
て
は
、
証
-
そ

れ
は
覚
で
あ
り
仏
性
で
あ
る
-
と
、

修
-
そ

れ
は
行
で
あ
り
、
成
仏
す
る
こ
と
で
あ
る
-
は
何
れ
も
不
可
欠

で
あ
る
が
、
前
者
は
根
拠
と
し
て
不
可
欠
で
あ
り
、
後
者
は
機
縁
と
し

て
不
可
欠

で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
限
り
両
者
の
区
別
、
修

証
で
あ

っ
て
、
証

修

へ
の
不
可
逆
関
係
が
明
確
な
も
の
と
な
り
、
修
証
隔
別

の
公
案
禅

に
お
け
る

「古
則
公
案
」
の
意
義
と
性
格
が
存
す
る
。

と
こ
ろ
が
曹
洞
禅
に
お

い
て
は
、
「
発
心

・
修
行

・
菩
提

・
浬
梨

し

ば
ら
く

の
間
隙
あ
ら
ず
、
行
持
道
環
な
り
」
(行
持
上
)
と

し
て
証
と

修
、
仏
性
と
成
仏
と
の
間
に
主
賓
の
関
係
が
存
せ
ず
、
何
れ
も
不
可
欠

で
あ

っ
て
相
即
不
離
の
動
的
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
仏

性
と
成
仏

の

「
同
参
」
と
い
い
、
「
修
証

一
等
」
と
い
う
の
は
そ

の
事

を
示
し

て
い
る
。
証
と
修
、
仏
性
と
成
仏
と
は
相
互
に
不
可
分
で
は
あ

る
が
、
根

拠
と
な
る
べ
き
証
と
機
縁
と
な
る
べ
き
修
は
抽
象
化
し
て
混

同
し
て
は
な
ら
な
い
し
、

そ
の
区
別
は
見
失
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

証

(仏
性
)
は
、

そ
れ
自
体
、
非
実
体
的
、
非
対
象
的
な
無

で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
と
修

(成
仏
)
と
の
間
に
は
、
証

(根
拠
)
-

修

(機
縁
)
と
い
う
意
味
で
の
不
可
逆
的
関
係
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、

「仏
性
は
空
な
る
が
故

に
所
以

に
無

と
云
ふ
」
(仏
性
)
如
く
、

む
し

ろ
証
の
無
自
性
を
介
し
て
、
機
縁
で
あ

る
修

(成
仏
)
自
体

が
、
根
拠

と
し
て
の
実
在
性
を
持

っ
た
も
の
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
く
る
。
そ
こ
に

証
と
修
が
可
逆
的
な
相
即
に
お
い
て
把
握
さ
れ

て
く

る
と
い
う
意
味

で
、
固
定
的
修
証
隔
別
の
看
話
禅
の

「古
則
公
案
」
を
突
き
抜
け
た
独

自
の
公
案

「現
成
公
案
」
の
世
界

へ
と
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
道
元
が

「古
則
公
案
」
を
看
る
こ
と
を
勧
め
、
又
否
定
し

て
い
る
箇
所
が

『
随
聞
記
』
に
見
え
る
。

こ
の
矛
盾
は
、
道
元
自
身
に

お
い
て
も
西
川
の
僧
の
教
え
に
よ

っ
て
公
案
が
捨
て
ら
れ
、
打
坐
専

一

の
体
験
を
持

っ
て
お
り
、

か
か
る
体
験
に
基
い
た
只
管
打
坐
の
上
か
ら

の
公
案
取
捨
自
在
の
学
人
接
化

の
あ
り
方
と
見

る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

修
の
現
実
に
お
い
て
、
「
竹
の
響
き
妙
な
り

と
云

へ
ど
も
自

か
ら
鳴

ら
ず
」
(随
聞
記
)
と
衆
縁
を
強
調
し
、
衆
縁
即

ち
広
義
に
は
縁
起

す
る

世
界
の
す
べ
て
の
も
の
、
狭
義
に
は
同
じ
く
仏
道
を
学
ぶ
仲
間
達
の
力

に
依

っ
て
は
じ
め
て

一
人

の
学
道
は
可
能
に
な
る
。
と
こ
ろ
が

「
三
界

は
因
縁
生
に
あ
ら
ず
」
(
三
界
唯
心
)
な
ど
と
説

か
れ

一
切
の
存
在
は
縁

起
的
な
存
在
で
は
な
い
と
論
ぜ
ら
れ
る
。
更
に
因
縁
生

・
因
縁
滅

で
な

く
莫
作
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
真
実
の
世
界
は
、

わ
れ
わ
れ
の
見
る
世
界
と
別
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
見
る
ま
ま
の

現
実
の
世
界
が
、
昧
ま
す

こ
と
の
出
来
な
い
因
果
の
世
界
が
そ
の
ま
ま

そ
の
世
界
で
あ
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
い
わ
ゆ
る
仏
性
を
し
ら
ん
と

お
も
は
ば
し
る
べ
し
時
節
因
縁

こ
れ
な
り
」

(仏
性
)
と
示
し
、
懐
築
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に
対
し

て
、
「不
動
因
果
」
の
脱
落
に
つ
い
て

「因
果
歴
然

な
り
」
(随

聞
記
一
)

と
答
え
、
因
果

・
因
縁

の
概
念
的
理
解
を
否
定

し

つ
つ
、

「明
珠
」
や

「仏
性
」
に
象
徴
さ
れ
る
真
実
の
世
界
を
開
示
す
る
こ
と

と
、
率
直
に
あ
る
が
ま
ま
の
因
縁
、
因
果
の
世
界
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
と
は
、
本
質
的
に
は
全
く
同

一
で
あ
る
。
そ
れ
は

一
に
時
空
的
限
定

を
受
け
る
修
の
あ
り
方
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

普
通

因
果
説
は
狭
く
、
縁
起
説
は
広
い
。
時
間
的
先
後
の
因
果
関
係

だ
け
を
考
察
す
る
の
が
因
果
業
報
説
で
あ
る
。
縁
起
説
は
現
象
間
の
関

係
ば
か
り
で
な
く
、
時
間
的
異
時
、
空
間
的
同
時
と
か
の
立
場
を
離
れ

て
論
理

的
抽
象
的
に
眺
め
た
も
の
で
も
あ
る
。
事
々
無
磯
法
界
縁
起
論

な
ど
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ

ろ
う
。
我
々
の
日
常

の
生
活
経
験

の

場
、
実
践

の
場
は
因
と
果
と
を
取
り
換
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
観
念

的
に
は
可
能
で
も
修
と
証
を
と
り
か
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
不
倒
置

的
関
係

に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
縁
起
論
に
お
け
る
論
理
関
係
で
は
倒
置
的

関
係
は
自
由
で
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
時
間
的
前
後
な
ど
全
く

関
係
し
な

い
。
こ
の
二
つ
の
具
体
的
因
果
と
論
理
的
縁
起
は
本
来
二
而

一
、
一
而

二
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
そ
れ
は
具
体
的
な
実
践
の
場
に

お
い
て
、

確
実
に
行
ぜ
ら
れ

(只
管
打
坐
)
身
証

(身
心
脱
落
)
せ
ら
れ

て
始
め
て

一
如
な
る
も
の
と
し
て
弁
証
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
従

っ

て
修
証

一
等
、
行
持
道
環
、
仏
性
成
仏
同
参
と
い
う
場
合
、
単
純
に
証

と
修
、
仏
性
と
成
仏
の
可
逆
的

一
体
性
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
証

と
修
、

仏
性
と
成
仏
の
絶
対
的
不
可
逆
性
が
証
の
無
自
性
的

性
格
の
故
に
、
ま
た
仏
性
空
の
故
に
絶
対
的
に
可
逆
化
さ
れ
る
と
い
う

意
味
で
の
可
逆
的

一
体
性
、
即
ち
あ
く
ま
で
不
可
逆
性
に
相
即
し
た
可

逆
的

一
体
性
で
あ
る
こ
と
が
理
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

こ
こ
に
公
案

理
解
の
、
現
成
公
案
理
解
の
鍵
が
存
す
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

例
え
ば

「
学
道
用
心
集
」
に

「観
音
入
レ流
亡
二所
知
二

「動
静
二
相

了
然
而
不
生
」
と
あ
る
。
諸
法
は
無
自
性
空
で
あ
る
か
ら
、
二
相
が
生

ぜ
ぬ
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
明
瞭
、
通
塞
、

生
死
、

凡
聖
、

離
合
、

集
散
、
迷
悟
、
身
心
等

一
切
の
相
対
の
法
は
総

じ
て
亡
ず
る
は
自
然
で

あ
る
か
ら
、

一
切
の
能
所
対
待
を
脱
落
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
こ
の

所
を
肯
定
的
に
云
え
ば
、
六
根

・
六
境

・
六
識

が
そ
れ
ぞ
れ
眼
根

・
眼

識

・
色
と
対
応
す
る
だ
け
と
い
う
事
が
な
く
な

っ
て
、
十
八
界
が

一
つ

の
全
体
と
し
て
そ
の
中
で
縦
横
無
尽
の
対
応
が
出
て
こ
よ
う
。

こ
れ
ら

の
消
息
を
道
元
は

「鄭
声
山
色
」
巻
で
端
的
に

若
し
耳
を
将
っ
て
聴
く
は
家
常
の
茶
飯
な
り
と
い
へ
ど
も
、
眼
処
に
声
を
聞

く
、
こ
れ
は
何
必
不
必
な
り
。

と
示
し
て
、
日
常
茶
飯
事
の
経
験
的
世
界
を
超
え
た
能
所
涙
絶
の
空
の

絶
対
的
真
実
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
自
己
が
空
に
な
る
こ
と
に
於
い
て
、
時
間
空
間

一
切
存

在
す
る
も
の
全
て
と
縁
じ
合

っ
て
い
る

一
つ
の
世
界
と
し
て
受
け
と
れ

る
の
で
あ
る
。
先
に
具
体
的
因
果
と
論
理
的
縁
起
が

一
つ
の
も
の
と
し

て
受
け
取
れ
る
の
な
具
体
的
因
果
、

つ
ま
り
確
実
な
実
践
に
於
て
で
あ

る
と
述

べ
た
が
、
正
し
く

こ
れ
は
空
無
我
の
実
践
体
験
に
於
い
て
見
え

公
案
理
解

の

一
視
点

(
原

田
)

二
二
三
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公
案
理
解

の

一
視
点

(
原

田
)

二
二
四

て
来
る
世
界
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
道
元
は
真
実
の
世
界
、
縁
起
の

世
界

へ
の
自
覚
の
道
を
閉
ざ
し
て
し
ま

う
撲
無
因
果
を
厳

し
く
否
定

し
、
「
た
と
ひ
因
縁
生
法
を
あ
き
ら
む
と
も
、
さ
ら

に
非
因
縁
生
法
を

あ
き
ら
む
べ
し
」
(自
証
三
昧
)
と
の
説
示
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
基
本
行
が

「只
管
打
坐
」
の
坐
禅
で
あ
る
。

わ
つ
か
に
一
人
一
時
の
坐
禅
な
り
と
い
へ
ど
も
、
諸
法
と
あ
ひ
冥
し
、
諸
時

と
ま
ど
か
に
通
ず
る
が
ゆ
え
に
、
無
尽
法
界
の
な
か
に
、
去
来
現
に
常
恒
の

仏
化
道
事
を
な
す
な
り
。
彼
々
と
も
に
一
等
の
同
修

・
同
証
な
り
。

こ
の

「弁
道
話
」
の
文
は
、
道
元
の
時
聞
、
空
間
論
の
基
本
を
示
し

て
い
る
。
即
ち
坐
禅
の
当
処
に
於
て
純
粋
意
識
を
現
成
し
、
そ
れ
を
契

機
と
し

て
時
間
的
に
は
三
世
と
円
通
し
、
空
間
的
に
は
十
方
の
諸
法
と

冥
合
し
、

法
界

一
相
の
統

一
態
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か

ら
時
間
論

・
存
在
論
的
に

「有
時
」
の
思
想
と
し
て
展
開
し
て
い
る
。

「
有
時
」
巻
に
、
時
が
有
、
有
が
時
と
あ

っ
て
、
時
間
即
存
在
、
時

間
と
は
諸
法
、
存
在
そ
れ
自
体
で
あ
る
と
す
る
。

一
切
諸
法
は

「海
印

三
昧
」
巻

に
お
い
て
、

一
切
は
全
露
の
す
が
た
で
、
い
ま
こ
こ
に
現
前

し
て
い
る
と
い
う
。
さ
ら
に
そ
れ
は
前
後
際
断
し
た
独
立
無
伴
の
存
在

と
し
て
、
「
現
成
公
案
」
巻
で
薪
と
灰
と
の
例

で
示
さ
れ
、
薪

は

一
面

で
は
経
歴

し
て
前
後
と
関
連
し
て
い
る
が
前
後
際
断
で
、
生
と
死
も
同

様
で
あ

っ
て
、

一
時
の
位
に
し
て
絶
対

で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
時
間

は
、
現
在

の
瞬
間
が
過
去

・
未
来
の
前
後
と
の
関
連
を
全
く
絶
し
た
、

前
後
際
断
、
独
立
無
伴
の
絶
対
の
現
在
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
れ
が

「経
歴
」
の
働
き
を
持

つ
と
い
う
。
し
か
し
そ
れ
は

一
つ
の
有

が
他
の
有
に
連
続
的
に
な
る

(生
成
す
る
)
の

で
は
な

い
と
同
様
、

一

つ
の
時
が
、
他
の
時
に
連
続
的
に
移

る

(経
過
す
る
)
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ

一
々
の
有
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
位
に
住

し
つ
つ
、
衆
法

の
現
成

で
あ
り
、
そ
れ
と
同
様
に
、

一
々
の
時
は
そ
れ
ぞ
れ
の
法
位
に
住
し
つ

つ

(而
今
で
あ
り
つ
つ
)
他
の
時

へ
と
経
歴
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で

「現
成
」
と
は
、
有
の
現
成
だ
け
を
指
す
の
で

は
な

い
。
「現
成
は
、

尽
地
、
尽
界
、
尽
時
、
尽
法
を
量

と
し
て
現
成

す
る
な
り
」
(諸
悪
莫

作
)
と
い
わ
れ
る
如
く
、
尽
界
、
尽
時
、

一
切

の
空
間
時
間
に
成
り
立

つ
法
を
量
と
し
て
現
成
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
道
元
に
と

っ
て

一
切

が
現
成
公
案
で
あ
る
所
以
が
あ
る
。
し
か
し
特

に
時

の
現
成
す

る
相

を
、
時

の
経
歴
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

い
わ
ゆ
る
今
日
よ
り
明
日
へ
経
歴
す
。
今
日
よ
り
昨
日
に
経
歴
す
。
昨
日
よ

り
今
日
へ
経
歴
す
。
今
日
よ
り
今
日
に
経
歴
す
。
明
日
よ
り
明
日
に
経
歴
す

(有
時
)

経
歴
と
は
飛
去

・
経
過
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
時
の
不

可
逆
性
を
単
純
に
否
定
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
を
内
に
包
む

の
で
あ
る
。
経
歴
は
飛
去
す
る
こ
と
と
共
に
遡
源
す
る
こ
と
を
含
む
の

で
あ
る
。

こ
こ
に
経
過
に
尽
き
ぬ

「経
歴

の
功

徳
」
が
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
よ
う
な
昨
日

・
今
日

・
明
日

・
過
去

・
現

在

・
未
来
に
わ
た
る
無

擬
自
在
な
経
歴
の
功
徳
は
、
云
う
ま
で
も
な
く
、

修
証

一
等
の
只
管
打

坐
に
お
け
る
脱
自
的
自
己
に
こ
そ
現
成
す
る
の
で
あ
る
。
「自
他
す

で
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に
時
な

る
が
ゆ
え
に
、
修
証
は
諸
時
な
り
」
(有
時
)
が
こ
れ
を
示
す
。

前
後
際
断
の
絶
対
の
現
在
は
同
時
に
過
去

・
現
在

・
未
来
と
重
々
無

尽
的
に
相
連
関
し
て
経
歴
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
前
者
を
時
間
の

非
連
続
性
と
い
う
に
対
し
て
連
続
性
を
意
味
す
る
。
こ
れ
を
空
間
に
即

し
て
い
え
ば
、
事

々
無
擬
で
あ
る
。
時
間
に
即
し
て
い
え
ば
、
時
々
無

擬
で
あ
る
。
し
か
し
二
つ
の
無
擬
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
無
擬
は

一
つ

で
あ
り
、

一
切
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
時
間
の
経
過
す
る
姿
、
時
間
の
経
歴
性
が
次
に

「
有
時

の
而
今
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
「彼
方
に
あ
る
に
に
た
れ
ど
も
而
今

な
り
」

(有
時
)
と
瞬
間
瞬
聞

の
現
在

は
、
過
去
、
現
在
、
未
来

の
前

後
を
包
摂
す
る
三
世

一
貫

の

「今
」
で
あ

る
と
い
う
。
「有
時

の
而

今
」
と

い
い
、
ま
た
は

「永
遠
の
今
」
と
表
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の

で
あ
る
。
三
世

一
貫
の
絶
対
の
現
実
と
し
て

「
今
」
を
十
全
に
生
き
る

こ
と
、

「生
也
全
機
現
、
死
也
全
機
現
」
の
全
機
現
成
は

「今
」
を
措

い
て
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
本
証
妙
修
、
修
証
不
二
の
修
証
観
が
成
立

す
る
の
で
あ
る
。

有
時

の
道
理
は
、
直
下
当
処

(絶
対
の
此
処
)
、
正
当
急
塵
時
、
ま
た

は
而
今

(絶
対
の
今
)
を
は
な
れ
て
は
決
し
て
自
覚

さ
れ
な

い
。
有
時

の
道
理

は
あ
く
ま
で
修
証

一
等
、
自
受
用
三
昧
、
無
常
仏
性

の
立
場
に

お
い
て
、
自
覚
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は

一
切
の
対
象
化
を
超

克
し
た
非
対
象
的
主
体
的
立
場
で
の
事
柄
で
あ
る
。
自
他
の
区
別
を
脱

却
し
た
脱
自
的
自
己
の
立
場
の
事
柄
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
空

間
の
あ
ら
ゆ
る
対
象
化
は
克
服
さ
れ
て
、
絶
対

の
此
処
、
直
下
当
処
が

自
覚
さ
れ
、
時
間
の
あ
ら
ゆ
る
対
象
化
も
否
定

せ
ら
れ
て
、
絶
対
の
今

-
而
今
が
自
覚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
て

「有
時
」
の
思
想
の
も
と
、

一
切
は
隠
顕
出
没
も
な
い

「現

成
公
案
」
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
、

一
切
は
無
常
遷
流
し
て
や
ま
ざ
る

こ
と
、

一
切
は
空
な
る
こ
と
、
空
な
る
姿
の

ほ
か
に
真
実

は
な

い
こ

と
、
こ
の

一
切
は

一
時

の
姿
に
し
て
永
遠
な
る
も
の
と
し
て
受
け
と
ら

れ
、
『
正
法
眼
蔵
』
に
お
い
て
、
あ
る
時
は
実
践
論
的
に
、
ま
た
時
間

論
的
に
存
在
論
的
に
、
更
に
は
対
象
論
的
に
委
曲
を
尽
し
て
法
の
真
実

を
説
き
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

道
元
の
公
案
解
釈
の
特
長
と
し
て
四
範
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
第

一
は
原
文
で
は
未
来

・
可
能
性
が
現
在

・
現
実
性
と
し
て
受
け
と
ら
れ

て
い
る
こ
と
。
二
に
修
行
の
出
発
点
と
到
達
点

が
異
時
で
あ
る
も
の
が

同
時
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
三
は
相
対
的
意
味
が
示
さ
れ
た
も

の
が
絶
対
的
意
味
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
。
四
に
響
喩

・
象
徴
が
実
在

と
し
て
受
け
と
ら
れ
て
い
る
。
以
上
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
道
元
の
公
案
解
釈
は
有
時
の
思
想
に
裏
打
ち
さ
れ
、
実

践
的
に
は
修
証

一
等
の
只
管
打
坐
に
基
く
、
現
成
公
案
と
し
て
理
解
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
根
拠
と
し
て
の
証
と
機
縁

と
し
て
の
修
が
明
確
に

区
別
さ
れ
な
が
ら
修
と
証
の
可
逆
性
を
内
包
せ

る
空
無
我
の
実
践
、
無

自
的

「
自
己
」
に
お
い
て
、
修
証

一
如
な
る
が
故
に
現
成
公
案
と
し
て

把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(駒
沢
大
学
助
教
授
)

公
案
理
解

の

一
視
点

(
原

田
)

二
二
五
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