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藤

田

正

浩

[

禅
宗
は
、
中
国
仏
教

の
中
で
も
と
り
わ
け
中
国
的
色
彩
が
強
く
、

し
か
も
そ
れ
は
、
六
祖
慧
能
に
至

っ
て
イ
ン
ド
的
色
彩
を
ほ
ぼ
完
全
に

払
拭
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
慧
能
の
思
想
の
う
ち
で
最

も
重
要
な
も
の
の

一
つ
に
、
見
性
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
慧
能
の

思
想
が
非
常
に
中
国
的
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
し
て
も
、

そ
れ

が
仏
教
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
限
り
、

イ
ン
ド
仏
教
と
無
関
係
で
は
あ

り
得
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
見
性
思
想
に
も
当
て
嵌
ま
る
。
自

性
清
浄
心
思
想
で
は
心
性
と
い
う
言
葉
が
使
わ

れ
る
が
、

こ
の
心
性

は
、
中
国
思
想
、

た
と
え
ば
孟
子
で
本
心
と
称
さ
れ
て
い
る
概
念
な
ど

に
近
く
、

イ
ン
ド
思
想
を
待

つ
ま
で
も
な
く
、
中
国
に
お
い
て
す
で
に

熟
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
中
国
思
想

の
影
響
の
程
度

は
別
と
し
て
、
見
性
の
性
が
イ
ン
ド
仏
教

の
自
性
清
浄
心
思
想
、

如
来

蔵

・
仏
性
思
想
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。

そ

こ
で
、
イ

ン
ド
に
発
し
た
自
性
清
浄
心

・
如
来
蔵
の
思
想
が
、
ど
の
よ

う
な
形
で
禅
宗
に
吸
収
さ
れ
て
い

っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
慧
能

の
見
性
思
想
が
中
国
独
自
の
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
理
由
、

す
な
わ

ち
、
見
性
思
想
と
イ
ン
ド
如
来
蔵
思
想
と
の
相
違
は
ど
の
あ
た
り
に
あ

る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
考
察
す
る
の
が
、
本
稿
の
主
な
目
的

(1
)

で
あ
る
。
な
お
資
料
と
し
て
は
、
禅
宗
と
関
係
が
深
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
維
摩
経
、
華
厳
経
、
起
信
論
な
ど
に
は
触

れ
ず
、
如
来
蔵
を
説
く

こ
と
を
中
心
と
す
る
経
に
限

っ
た
。

二

ま
ず
は
じ
め
に
、
見
性
思
想
の
う
ち
の
性

に
つ
い
て
で
あ
る
。
自

性
清
浄
心
は
始
め
に
部
派
仏
教
の
文
献
に
現
わ
れ
、

そ
の
後
大
乗
仏
教

に
お
い
て
如
来
蔵
思
想
に
発
展
し
た
。
代
表
的
な
経
は
、
皮
切
り
と
な

っ
た
如
来
蔵
経
を
は
じ
め
、
不
増
不
減
経
、
勝
壼
経
の
如
来
蔵
三
部
経

や
、
少
し
系
統
の
異
な
る
浬
藥
経
な
ど
で
あ
る
。
イ
ン
ド
で
は
如
来
蔵

と
い
う
用
語
の
ほ
う
が
普
通
で
あ
る
が
、
中
国

で
は
仏
性
の
ほ
う
が
好

ま
れ
た
。
そ
の
如
来
蔵

・
仏
性
に
発
展
す
る
概
念
が
初
期
に
お
い
て
は

心
に
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
自
性
清
浄
心

で
あ
る
。
自
性
清
浄
心

は

「
す
べ
て
の
人
の
心
の
本
性
は
清
浄

で
あ
る
が
、
客
な
る
煩
悩
に
よ

っ
て
雑
染
さ
れ
て
い
る
」
と
規
定
さ
れ
、
イ
ン
ド
で
は
、
自
性
清
浄
と

客
塵
煩
悩
と
を
並
べ
て
説
く
形
が

一
般
的
で
あ
る
。
自
性
清
浄
心
は
如
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来
蔵

の
語

が
現
わ
れ
て
も
消
え
る
こ
と
は
な
く
、
心
に
重
点
が
置
か
れ

た
と
き
に
は
、
如
来
蔵
系
経
論
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
い

る
。
如
来
蔵
(
t
a
t
h
a
g
a
t
a
-
g
a
r
b
h
a
)
と

仏
性

(
b
u
d
d
h
a
-
d
b
a
t
)

と
は
同

義
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
が
、
中
国
で
は
圧
倒
的
に
仏
性
の
語
が
優
勢

で
あ
り
、
如
来
蔵
は
そ
れ
ほ
ど
定
着
し
な
か

っ
た
。
そ
し
て
仏
性
を
初

(
2
)

め
て
使

っ
た
経
は
浬
梨
経
で
あ
り
、
三
部
経
に
は
出
な
い
。
同
じ
如
来

蔵
系
経
典

で
あ
り
な
が
ら
、
浬
梨
経
が
三
部

経

と
異

な
る
点

の

一
つ

に
、
三
部
経
に
お
い
て
自
性
清
浄
心
か
ら
発
展
し
て
き
た
如
来
蔵
と
い

(
3
)

う
概
念
を
、
浬
繋
経
は
仏
性
の
語
に
変
え
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。
し
た
が

っ
て
見
性
思
想
を
考
え
る
場
合
に
は
、
禅
宗
史
に
お
け
る

見
仏
性
↓

見
性
と
い
う
流
れ
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
経
典
と
し
て
は
、

三
部
経
よ
り
も
ま
ず
浬
榮
経
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
え

よ
う
。
ま
た
同
じ
浬
架
経
で
も
、
曇
無
識
訳
で
は
原
語
が
如
来
蔵

(de

b
s
h
i
n
 
g
s
e
g
s
 
p
a
h
i
 
s
n
i
n
 
p
o
)
で

あ
る
と
き
で
も
仏
性

と
訳
し
て
い
る

例
が
多
く
、
法
顕
訳
で
は
忠
実

に
如
来
性
、
如
来
之
性
と
訳
し
て
い
る

の
で
、
曇
無
識
訳
の
ほ
う
が
影
響
が
大
き
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

禅
宗
で
重
用
さ
れ
た
経
典
と
し
て
は
、
従
来
は
、
達
摩
や
慧
可
、
あ

る
い
は
神
秀
を
中
心
と
す
る
北
宗
で
は
樗
伽
経
、
慧
能
や
神
会
の
南
宗

で
は
金
剛
経
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
現
在
の
研
究
で
は
、
柳

田
聖
山
教
授
や
田
中
良
昭
教
授
な
ど
の
ご
と
く
、
少
な
く
と
も
南
宗
に

関
し
て
は
浬
葉
経
の
影
響

の
大
き
さ
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
禅
宗
以
外

の
中
国
如
来
蔵
思
想
も
浬
繋
経

の
影
響
が
最

も
大

き
か
っ
た

と
さ
れ

る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
見
性
思
想
の
性
は
、
直
接
的
に
は
中
国
南
地
に

お
け
る
浬
繋
経
研
究
者
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
源

は
、
如
来
蔵
系
経
典
に
関
し
て
言

え
ば
、

浬
葉

経
に
求
め
得

る
と
思

う
。
性
と
は
、
イ
ン
ド
的
に
は
自
性
清
浄
心

・
如
来
蔵
、

中
国
的
に
は

仏
性
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
さ

ら
に

b
udd
h
a
-d
h
atu

を
と
り
あ
げ
る
と
、
d
h
a
t
u
 

と
は
 
h
e
t
u
 

(因
)

の
義
で
あ
る
と
言
わ
れ

る
ご
と
く
、
イ

ン
ド
で
b
u
d
d
h
a
-
d
h
a
t

と
は
仏
と
な
る
可
能
性
を
指

す
。
如
来
蔵
が
在
纒
位
の
法
身
と
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
仏
性
も
ま
た

因
の
状
態
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
b
u
d
d
h
a
-
d
h
a
t
二

が
仏
性
と
漢
訳
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
慧
能
が
使
う
と
き
に
は
意
味

の
変
化
が
見
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
仏
と
な
る
因
や
可
能
性
で
は
な
く
仏

た
る
こ
と
(b
udd
hata
,

b
u
d
d
h
a
t
v
a
)

で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
点

で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
思
想

は
、
南
方
の
浬
契
経
研
究
者
な
ど
に
も
見
ら
れ
、
中
国
で
は
珍
し
い
こ

と
と
は
言
え
な
い
が
、

イ
ン
ド
如
来
蔵
は
も
と
よ
り
、
道
信
、
弘
忍
、

神
秀
な
ど
と
も
異
な
り
、
慧
能
以
降
さ
ら
に
発
展
し
、
馬
祖
に
な
る
と

如
来
蔵
の
範
囲
を
逸
脱
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
狭
義

の
イ
ン
ド
如
来

蔵
で
は
、
本
来
是
仏
と
ま
で
主
張
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

三

次
に
見
性
の
う
ち
の
見
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
性
と
同
様
見

の
場
合
も
、
如
来
蔵
系
経
典
中
で
は
浬
架
経
が
有
力
で
あ
る
。
如
来
蔵

経
、
勝
壼
経
に
は
、
如
来
蔵
を

「
見
」
る
と
い
う
考
え
方
は
き
わ
め
て

薄

い
。
不
増
不
減
経
に
は
如
来
蔵
を

「
見
」
る
と
い
う
句
が
あ
る
が
、

見
性
思
想
と
ど
れ
ほ
ど
の
関
連
が
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。

一
般
に
三

禅
宗

の
見
性
思
想

と
イ

ン
ド
如
来
蔵
思
想

(
藤

田
)
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(
藤

田
)

部
経
で
は
如
来
蔵
に
対
す
る
信
が
強
調
さ
れ
、
見
や
悟
に
は
そ
れ
ほ
ど

関
心
が
払
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
見
は
仏
の
境
地
で
あ

っ
て
、

凡
夫
の
関
知
す
る
所
で
は
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

一
方
浬
繋
経
は
ど
う

か
と
い
う
と
、
見
仏
性
の
用
例
が
非
常
に
多
く
見
ら
れ
、
見
性
の
用
例

も
あ
る
。

ま
た
、
他
の
如
来
蔵
系
経
典
と
同
様
信
が
強
調
さ
れ
て
は
い

る
が
、
見
仏
性
に
至
る
た
め
の
方
便
も
強
調
さ
れ
る
の
が
浬
繋
経
の
特

徴
で
あ
る
。
見
の
原
語
は
、
宝
性
論
中
の
浬
梨
経
の
引
用
文
に
よ
れ
ば

p
a
s
y
a
t
i
 

で
あ
り
、
浬
桀
経
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
で
も
p
a
s
y
a
t
i
 

に
相
当

す

る
m
t
h
o
n
 
b
a

が
使
わ
れ
て
お
り
、

と
も
に
基
本
的
に
は
普
通

の
見
る

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
見
仏
性
と
い
う
術
語
で
は
悟

の
意
味
に

近
く
、
漢
訳
や
禅
宗
で
使
う
と
き
の
見
も
ま
た
同
様
の
意
味

で
あ
る
と

考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
浬
繋
経
の
見
仏
性
思
想
に
お
け
る
方
便
に

つ

い
て
も
う
少
し
考
え
て
み
た
い
。
三
部
経
で
は
、
信
が
強
調
さ
れ
る
あ

ま
り
、
ど
う
す
れ
ば
如
来
蔵
を
知
見
で
き
る
の
か
と
い
う
点
が
は

っ
き

り
し
て
い
な
い
。
た
だ
仏
の
み
が
如
実
知
見
す
る
の
で
あ

っ
て
、
凡
夫

に
は
ひ
た
す
ら
信
じ
よ
と
い
う
ば
か
り
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
浬
繋
経

で
は

「要

ず
持
戒
に
因
り
て
、
然
し
て
後
乃
ち
見
る
」
、
「
応
当
に
方
便

を
勤
修
し
て
煩
悩
を
断
壊
す
べ
し
」
な
ど
と
説
き
、
見
仏
性
に
至
る
手

段
を
示
し
て
い
る
。

一
般
に
大
乗
仏
教
で
は
煩
悩
即
菩
提
の
考
え
が
強

い
。
煩
悩
を
断
ず
る
と
い
う
考
え
方
は
小
乗
的
で
あ
る
と
非
難
さ
れ
る

こ
と
が
多
く
、

こ
の
よ
う
な
面
は
浬
盤
経
に
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
浬
桀

経
で
は
し
ば
し
ば

こ
の
よ
う
に
煩
悩
を
断
ず
る
こ
と
が
勧
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の
背
景
に
は
客
塵
煩
悩
論
が
考
え
ら
れ
る
。

心
は
本
来
清
浄
で
あ
る
か
ら
、
客
な
る
煩
悩
を
除
去
す
る
こ
と
に
よ

っ

て
、
本
来
的
な
仏
性
が
現
わ
れ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
最
初
に
述

べ
た
ご
と
く
、
「自
性
清
浄
、
客
塵
煩
悩
」
と
い
う
セ
ッ
ト

フ
レ
ー
ズ

は
、
如
来
蔵
の
基
本
思
想
で
あ
り
、
三
部
経
を
は
じ
め
浬
葉
経
や
樗
伽

経
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
三
部
経
な
ど

で
は
、
そ
の
よ
う
な
如

来
蔵
の
構
造
や
凡
夫
の
理
解
を
超
え
て
い
る
こ

と
が
示
さ
れ

る
だ
け

で
、
客
塵
煩
悩
を
断
じ
よ
と
は
言
わ
ず
、
方
便

は
説
か
れ
な
い
。
し
た

が

っ
て
同
じ
如
来
蔵
系
経
典
で
も
、

そ
れ
ま
で
見
ら
れ
な
か

っ
た
、

見

仏
性
や
断
煩
悩
の
思
想
が
浬
桀
経
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
禅
宗
に
お
け
る
見
性
思
想
に
移
る
と
、

見
性
思
想
は
慧
能
に
始

ま
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
樗
伽
師
資
記
の
道
信
伝

に
見
仏
性
、
弘
忍
に
帰
さ
れ
る
修
心
要
論
に
は
見
仏
性
の
他
に
見
性

の

語
が
あ
り
、
広
義

の
見
性
思
想
は
慧
能
だ
け
の
も
の
と
は
言
え
な
い
。

そ
れ
で
は
、
見
性
と
言
え
ば
慧
能
と
さ
れ
る
の
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ

ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
の
理
由
の

一
つ
に
、
方
便
思
想
の
有
無
と
い
う
点

を
指
摘
し
得
る
と
思
う
。

一
般
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
慧
能
に
お
い
て

は
本
来
清
浄
の
側
面
が
強
調
さ
れ
、
客
な
る
煩
悩
に
汚
さ
れ
る
以
前

の

清
浄
な
る
仏
性
の
み
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
面
が
強
い
。
煩
悩
は
本
来

空
で
あ

っ
て
そ
れ
ほ
ど
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
。
無
念
無
相
無
住
な

ど
も
同
じ
系
列
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

一
方
北
宗
に
お
い
て
は
、
宗
密
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が
払
塵
看
浄
説
と
非
難
し
て
い
る
よ
う
に
、
煩
悩
が
問
題
と
さ
れ
る
面

が
強
い
。
現
実
の
迷

の
状
態
を
大
き
く
と
り
あ
げ
、
漸
修
に
よ

っ
て
本

来
の
清
浄

な
る
状
態
に
戻
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

し
た
が
っ
て
南
宗

の

煩
悩
本
来
空
や
無
念
に
対
し
て
は
、
除
妄
や
離
念
が
説
か
れ
る
。
そ
し

て
こ
の
よ
う
な
断
煩
悩
を
重
視
す
る
側
面
は
、
道
信
や
弘
忍
の
東
山
法

門
に
も
当
て
嵌
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

イ
ン
ド
の
自
性

清
浄
心

・
如
来
蔵
思
想

で
は
、
萌
芽

の
と
き
か
ら
三
部
経
や
浬
架
経
、

楊
伽
経
に
至
る
ま
で
、

つ
ね
に
自
性
清
浄
と
客
塵
煩
悩
と
が

セ
ッ
ト
で

説
か
れ
て
い
た

こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
東
山
法
門
や
北
宗
は
イ
ン

ド
仏
教

の
思
想
を
よ
り
多
く
残
し
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
樗
伽
師
資
記
に
よ
れ
ば
、
道
信
以
前
に
、
信
を
強
調
す
る
三

部
経
に
お

い
て
は
凡
夫
に
無
縁
で
あ

っ
た
見
仏
性
を
、
浬
葉
経
を
介
し

て
凡
夫
自
身
の
も
の
に
し
て
い
る
。

四

以
上
、
禅
宗
に
お
け
る
見
性
思
想
と
イ
ン
ド
如
来
蔵
思
想
と
に
関

し
て
考
察
を
進
め
て
き
た
。
前
者
は
後
者
の
影
響
、

仏
性
、

見
、
煩
悩

論
等
を
考

え
る
と
、
と
く
に
浬
繋
経
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
と
考

え
ら
れ
る
が
、
仏
性

の
意
味
、
客
塵
煩
悩
論
の
取
り
扱
い
、
如
来
に
対

す
る
信
の
強
調
か
ら
凡
夫
自
身
の
見

へ
の
変
化
な
ど
、
見
性
思
想
は
イ

ン
ド
如
来
蔵
思
想
に
は
見
ら
れ
な
か

っ
た
点
も
多
い
。
し
か
も
こ
れ
ら

の
違
い
は
、
間
に
道
信
、
弘
忍
、
神
秀
な
ど
を
介
し
て
、
慧
能
に
お
い

て
顕
著
と
な
る
。

こ
の
あ
た
り
に
、
慧
能
に
至

っ
て
イ
ン
ド
的
要
素
炉

一
掃
さ
れ
た
と
言
れ
れ
る
理
由
の

一
つ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
、
禅
宗
で
重
ん
じ
ら
れ
た
と
さ
れ
る
経
典
中
で
触
れ
な
か

っ

た
も
の
に
つ
い
て

一
言
し
た
い
。
ま
ず
四
巻
樗
伽
と
金
剛
経
は
、

と
も

に
現
在
の
研
究
で
は
、
弘
忍
、
神
秀
、
慧
能

の
い
ず
れ
と
も
そ
れ
ほ
ど

密
接
な
関
係
は
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
見
性
思
想
に
も
妥
当

と
思
わ
れ
、
四
巻
榜
伽
に
は
如
来
蔵
説
が
あ
る
と
は
い
え
仏
性

の
用
例

は
な
く
、
し
た
が

っ
て
見
性
思
想
も
見
ら
れ
な
い
。
金
剛
経
に
至

っ
て

は
こ
れ
か
ら
見
性
思
想
が
出
た
と
は
考
え
難
い
。
次
に
円
覚
経
と
大
仏

頂
首
樗
厳
経
と
は
、
成
立

の
場
所
や
時
期
を
考
慮
に
入
れ
る
と
当
面
の

問
題
と
は
関
係
が
薄
い
。
以
上
の
理
由
か
ら

こ
の
四
経
に
は
言
及
し
な

か

っ
た
。

1

禅
と
如
来
蔵
に
つ
い
て
は
、
増
永
霊
鳳

「初
期
禅
宗
史
と
心
性
の
問

題
」
『
仏
教
研
究
』
三
巻
五
号
、
西
義
雄

「禅
と
如
来
蔵
思
想
に
就
い
て
」

『禅
文
化
研
究
所
紀
要
』
三
号
、
小
川
弘
貫

『
申
国
如
来
蔵
思
想
研
究
』

な
ど
が
あ
る
。
本
稿
は
イ
ン
ド
如
来
蔵
思
想
に
つ
い
て
は
高
崎
直
道

『如

来
蔵
思
想
の
形
成
』
に
多
く
を
負
っ
て
お
り
、
そ
の
他
の
禅
関
係
の
研
究

も
大
い
に
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
資
料
の
典
拠
と
と
も
に
、
紙
数

の
関
係
で
一
い
ち
挙
げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
深
く
お
詫
び
し
ま
す
。

2

如
来
蔵
経
仏
駄
蹟
陀
羅
訳
に
は
仏
性
の
語
が
あ
る
が
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
で

は
r
a
n
 
b
s
h
i
n
 

(
p
r
a
k
r
t
i
,
 

本
性
)
で
あ
り
、
正
確
に
は
仏
性
で
は
な
い
。

3

た
だ
し
如
来
蔵
経
に
は
、
自
性
清
浄
心
、
及
び
そ
れ
に
類
す
る
用
語
は

な
い
。

(早
稲
田
大
学
大
学
院
)

禅
宗

の
見
性
思
想

と
イ

ン
ド
如
来
蔵
思
想

(
藤

田
)
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