
曹

洞

五
位

説

の
根

本

性

格

「元
真
長
老
棟
」
を
中
心
と
し
て
-

新

井

勝

龍

は
じ

め
に

曹
洞
五
位
説
に
は
、
偏
正
五
位

・
君
臣
五
位

・
功
勲
五
位

・
王
子
五

位
の
四
種

の
五
位
が
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
五
位
説
の
代
表
と
し
て
、
曹

洞
宗
旨
を
最
も
明
ら
か
に
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
偏
正
五
位
に
お

い
て
、
そ

の
根
本
性
格
を
述
べ
て
み
た
い
。

そ
こ
で
ま
ず
、

こ
の
偏
位
五
位
に
つ
い
て
の
従
来

の
理
解

を

み

る

と
、
通
常
臨
済
禅
が
見
性
中
心
の
段
階
修
証
を
重
ん
じ
、
そ

の
代
表
的

機
関
で
あ
る
四
料
簡
は
そ

の
特
性
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
の
に
対
し
、

黙
照
と
い
わ
れ
る
曹
洞
禅

の
代
表
的
機
関
で
あ
る
偏
正
五
位
は
、
四
料

簡
と
は
対
照
的
に
綿
密
な
論
理
性
を
中
心
と
し
て
い
る
、
と
い
わ
れ
て

(
1
)

い
る
。

し
か
し
論
理
性
の
み
が
そ
の
特
質

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
華
厳

の

四
法
界
観
門
等

は
内
容
構
成
共
に
偏
正
五
位

に
酷
似
し
、
且
つ
よ
り
詳

細
緻
密
な
論
理
展
開
が
あ
る
こ
と
か
ら
い
っ
て
、
偏
正
五
位
は
数
学

の

単
な
る

エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ソ
と
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

思
う
に
数
学
に
対
す
る
禅
門
と
し
て
の
意
義

は
、
所
謂
数
学
論
理
が

体
得
の
法
で
な
い
の
で
、
直
下
承
当
を
目
指
し
、
主
体
的
な
実
践
を
尊

ぶ
と
こ
ろ
に
そ
の
特
質
が
あ
る
と
い
え
る
が
、

禅
門
実
践
は
仏
教
の
根

本
道
理
の
体
得
そ
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
教
学

的
な
論
理
も
当
然
そ
の

中
に
あ
る
。

け
れ
ど
も
そ
の
論
理
の
み
を
中
心
に
禅
を
捉
え
よ
う
と
す
れ
ぽ
、
禅

的
特
質
は
さ
な
が
ら
網
の
目
か
ら
水
が
洩
れ
る
よ
う
に
(洩
れ
出
し
て
し

ま
う
も
の
で
あ
る
。

偏
正
五
位
の
理
解
に
つ
い
て
も
こ
の
こ
と
は
当
嵌
ま
る
筈
で
あ
り
、

そ
れ
は
偏
正
位
説
の
原
典
と
さ
れ
る
洞
山
良

倹

(八
〇
七
-
八
六
九
)

『
五
位
顕
訣
』
と
そ
れ
を
註
釈
し
た
洞
山
の
資
曹
山
本
寂

(八
四
〇
-
九

(
2
)

〇

一
)
「
棟
」
を
虚
心

に
見
る
な
ら
ば
、
直
き

に
理
解
で
き
る
こ
と
を

私
は
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
は
一
般
の
研
究
者
に
は
曖
昧

の
ま
ま
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
七
雀
第

一
號

昭
和
六
十
三
年
十
二
月
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そ
の
理
由
を
考
え
る
と
、
右
の
洞
山
と
曹
山
の
書
が
甚
だ
難
解
の
た

め
馬
結
局
顧
み
ら
れ
ず
、
只
曹
洞
五
位
に
関
し
て
は
曹
山
の
比
重
が
非

常
に
重

い
の
で
、
曹
山
が
曹
洞
五
位
を
更
に
分
り
易
く
教
学
用
語
を
借

り
て
理
論
的
に
説
い
た

『
五
位
君
臣
旨
訣
』
や
逐
位
頒
が
専
ら
重
ん
じ

ら
れ
、
以
後
の
解
釈
は
論
理
性
中
心
と
な

っ
た
。
か
く
し
て
先
き
の
洞

山
と
曹
山

の
書
は
中
国
で
は
昧
没
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
で
は
、
既
に
中
国
で
は
失
わ
れ
て
し
ま

っ
た
こ
の
書
を
、
室
町

期
で
受
伝
え
重
ん
じ
て
現
代
に
至

っ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
を
解
す
る
の

に
曹
山
以
後
の
論
理
的
な
蓋
位
理
解
を
勘
案
し
、
か
つ
論
理
的
に
解
さ

れ
た

『
正
法
眼
蔵
』
か
ら
の
理
解
を
基
調
と
し
た
た
め
、
結
局
論
理
性

(
3
)

の
み
が
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
近
代
眼
蔵
理
解
の
元
祖
西
有
稜
山
禅
師

(
一
八
二
一
-
一
九
一

〇
)
が
眼
蔵
理
解
に
お
け
る
道
理
性
酒
養
の
為
と
し
て
、
論
理
性

強
調

の
あ
る
指
月
慧
印

(
一
六
八
九
-
一
七
六
四
)
『
不
能
語

五
位

説
』
を
提

 

 

唱
し
て

い
る
の
に
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
五
位
の
論
理
的
理
解
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
、
昨
今
道

元
禅
師

の
実
践
的
性
格
を
主
張
す
る
人
々
か
ら
、
論
理
に
堕
し
た
五
位

説
が
道
元
禅
に
関
係
の
あ
る
筈
は
な
い
、
と
否
定
さ
れ
て
い
る
の
が
多

分
に
肯
繁
に
当
た
る
こ
と
か
ら
も
分
る
。

よ
っ
て
従
来

の
研
究

の
不
備
を
考
え
る
と
、

目
本
で
曹
山
の
五
位
顕

訣
棟
を
対
象
と
し
た
の
は
よ
い
い
が
、
そ
の
場
合
余
り
に
曹
山
の
結
論

の
み
を
追
い
、
曹
山
が
偏
正
五
位
宣
明
に
志
し
た
動
機
を
軽
視
し
た
こ

と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
動
機
に
そ
の
真
義
が
よ
く
表
れ
る
と
い
う
の

が
常
識
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
で
あ
る
。

こ
の
曹
山

の
動
機
と
は
、
そ
の
棟

の
中
で
、

ル
ニ

ノ

ス
ル
ヲ

ノ

ヲ

テ

ル
ニ

ナ
リ

レ

カ

ユ

ハち
フ
ル
ス
ト
ヲ
ヲ

ヲ

今
見
菖
諸
学

士
詮
二
棟

先
師

意
度
叩似
レ
有
レ
誤
彰
。

不
レ
免
柳
為

叙

二其

差

一

ヅ

(
5
)

当
ツ魏
。

と
、
当
時
洞
山
派
下
で
五
位
を
諸
師
が
誤
り
唱
え
て
い
た
の
で
、
そ
れ

を
是
正
せ
ん
が
為
に
自
ら
説
か
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
と
述
べ
て
い
る
の

に
、
明
快
に
示
さ
れ
て
い
る
。

そ

の
中

の
曹
山
の
言
か
ら
み
て
、
当
時

の
諸
説

の
代
表
と
さ
れ
る
の

は
確
か
に

『重
編
曹
洞
五
位
』
「元
真
長
老
棟
」
と
し
て
記
載
さ

れ

て

い
る
も

の
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
五
位
研
究
の
第

一
歩
は
、
こ
の

「
元

真
長
老
棟
」
を
仔
細
に
検
討
し
て
、
そ
れ
に
批
判
す
る
も
の
と
し
て
の

曹
山
説

の
意
義
を
探
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

よ

っ
て
こ
こ
で
は
元
真
説
を
中
心
に
、
そ
れ

に
対
す
る
曹
山
説

の
意

義
を
み
、
そ
れ
と
道
元
禅
と
の
関
係
を
考
え
る

こ
と
に
よ
り
、
五
位
説

の
根
本
性
格
を
見
直
し
て
み
た
い
。

一
、
元
真
長
老
棟

の
特
質
と
曹
山

の
批
判

元
真
説

の
特
色
は
種

々
挙
げ
ら
れ
る
が
、

こ
こ
で
は
ス
ペ
ー
ス
の
関

係
上
、

a
賓
主
対
立

・
円
熟
未
円
熟
相
対
、

b
主
体
の
偏
重
、

c
無
の

(
6
)

尊
重

の
三
点

に
絞

っ
て
み
た
い
。

a

賓
主
対
立

・
円
熟
未
円
熟
相
対
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五
位
が
祖
師
の
施
設
と
し
て
縁
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
変
り

は
な
い
が
、
具
体
的
に
は
そ
の
場
合
、
迷
悟
隔
別
を
強
く
意
識
し
て
迷

者

へ
の
対
機
方
便
を
重
ん
ず
る
か
、
そ
れ
よ
り
迷
悟
を
余
り
意
識
せ
ず

真
実
を
解
明
し
て
示
す
方
に
力
点
を
置
く
か
に
よ
り
そ
の
性
格
は
大
き

く
分
れ
る
が
、
前
者
が
元
真
説

の
立
場
、
後
者
が
曹
山
説

の
立
場
と
み

ら
れ
る
。

ス

メ

ン

ト

ヲ

シ

テ

リ

リ

ヲ

即
ち
元
真
は
五
位
を

「
欲
レ使
下
後
進
之
輩
…
…
知

二賓

主

之

次

第
一

セ

ェ

(
7
)

達
申偏
正
之
両
端
上
ム矢
。」
る
も
の
と
い
う
。
こ
こ
で
賓
主
の
次
第
と
は
、

五
位
の

一
位

々
々
を
間
者
で
あ
る
賓
と
答
者
で
あ
る
主
と
の
対
立
に
お

い
て
み
る
の
を
い
う
。

ニ

レ
バ

ニ

リ

又

「
問
語
有
二
鹿
細
一答
有
二浅
深

」

と
し
て
い
る
の
に
よ
れ
ぽ
、
遂

に
は
洞
山
の
究
極
義
と
し
て
の
偏
正
の
真
義
に
達
せ
し
め
ん
と
す
る
も

の
で
あ

る
に
し
て
も
、
問
答
賓
主
の
対
立
の
中
で
境
界
と
し
て
の
円
熟

未
円
熟

の
差
異
の
あ
る
の
を
当
然
と
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
曹
山
は
批
判
し
て
、
洞
山
の
本
旨
は

カ

シ

ヲ

ネ

テ

ル

コ

ト

ヲ

ニ

ニ

レ

ノ

ノ

ニ

カ

シ

不
レ為

下
明
二功

進
修
之
位

一兼

渉
中
教
句
加
直
是
格
外
玄
談
要
絶
妙
旨
。
砥

明
二従

ノ

ヲ

ユ

フ

ニ

(
9
)

上
物
体
現
前
幻
冥
叶
二古
聖
之
道
。

と
究
極

の
真
実
を
明
示
す
る
に
あ
り
、
未
円
熟
な
境
界
に
渉
る
も

の
で

は
な
く
、

問
答

の
対
立
を
必
須
と
は
し
な
い
と
い
う
。

勿
論
未
到
者
を
導
く
こ
と
も
な
い
で
は
な
い
が
、
そ
の
場
合
も
直
下

に
真
実
を
指
し
示
し
て
導
く
と
し
、
主
客
や
到
不
到
の
対
待

へ
の
顧
慮

(
9
)

は
本
来

の
も
の
で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

b

主
体
の
偏
重

シ
テ

元
真
は
又
正
中
偏

の
正
位

の
例
語
と
し
て
、

雲
巌

の
語

「
独
二脱

物

ニ

ツ

ニ

外
幻
起
ご衆
聖
之
前

一」
と
い
う
、
主
体
が
万
物
を
超
越
し
仏
も
こ
え
、

自
ら
尊
し
と
す
る
と
こ
ろ
を
い
う
と
し
て
い
る
。

し
か
し
曹
山
は
こ
の
例
語
を
、
単
に
客
体
に
対
す
る
主
体
の
尊
貴
を

述
べ
た
に
止
ま
り
、
主
体
の
没
躍
跡
究
尽
に
到

っ
て
い
ず
、
主
体
の
偏

(
1
0
)

重
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
批
判
す
る
。

又
元
真
は
偏
中
正
で
偏
位
の
例
語
と
し
て
、
魯
祖

へ
の
或

僧

の
語

ヲ

ニ

シ
テ

セ

ニ

ス

「
出
息
不
レ依
二衆
縁
幻
入
息
不
レ居
ご纏
界

一而
住
。
」
と
い
う
語
を
、
出

入
の
息
と
い
う
縁

(偏
)

に
お
い
て
、
そ
れ
が
他
に
依
ら
な
い
自
在
性

を
も
ち
、
偏
位
を
究
尽
し
た
も
の
と
い
う
。

曹
山
は
こ
れ
を
、
前
の
主
体
の
独
脱
を
批
判

し
た
の
と
同
じ
理
由
で

(
1
1
)

未
円
熟

の
語
と
し
て
い
る
。

c

無
の
尊
重

シ
テ

ハ
ン
ト

ブ
コ
ト

ヲ
ル

元
真
は
次
に
正
中
来
の
俗
語
と
し
て

「某
甲

擬
レ間

道

不
レ
得

時

モ

フ

コ

ト

ヲ

如
何
。
」
と
い
う
問
に
対
す
る

「我
亦
道
不
レ得
。
」
と
い
う
答
を

引

用

し
、

こ
れ
が
問
も
答
も
無
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
、
賓
主
具
足
し
た
も

の
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
で
は
無
に
無
を
重
ね
る
の
み
の
、
無

の
一
方

に
偏
し
た

も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

ニ

リ

ダ

テ

テ

ニ

曹
山
は
こ
れ
を
批
判
し
て
、
薬
山
が

「
我
有

二
一
旬
子
一未
ご嘗
向
レ
人

カ

ヒ

ヒ

レ

リ

説
一」
と
い
っ
た
の
に
対
し
、
道
吾
が

「
相
随
来
也
」
(そ
の
言
葉
で
す

曹
洞
五
位
説
の
根
本
性
格

(新

井
)
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っ
か
り
説
き
尽
く
さ
れ
て
了

っ
た
)
と
述
べ
た
の
こ
そ
、
す
ぐ
れ
た
例

(
1
2
)

と
し
て
い
る
。

究
極

の

一
句
と
は
、
と
て
も
説
け
ぬ
と
い
う
と
こ
ろ
に
説
か
れ
ぬ
い

て
い
る
と
す
る
も
の
で
、
無

に
徹
す
る
正
中
来
と
は
、
有
に
転
換
し
得

る
有
無

の
対
立
を
超
え
た
綿
密
な
把
握
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
。d

両
説
と
洞
山
説

以
上
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
元
真
説
は
所
謂
の
禅

の
立
場
と
し
て
、

迷
悟

の
対
立
を
前
提
と
す
る
主
体
的
な
実
践
的
体
得
を
重
ん
ず
る
も
の

と
し
て
、
洞
山
の
究
極
説
を
目
指
し
つ
つ
も
、
主
体
の
確
立
が
ま
ず
尊

ば
れ
る
べ
き
こ
と
と
し
て
、
客
に
対
す
る
主
体
の
特
別
な
意
義
自
在
性

を
特

に
強
調
し
、
そ
の
た
め
に
も
基
本
原
理
と
し
て
の
無
を
特
に
重
ん

じ
、
迷

の
未
円
熟
を
必
ず
し
も
否
定
し
な
い
。
の
み
な
ら
ず
正
偏
位
に

つ
い
て
の
宗
旨
よ
り
す
る
円
熟
し
た
見
方
に
対
す
る
無
理
解
す
ら
見
ら

れ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
曹
山
は
、
そ
れ
で
は
境
界
的
に
未
熟
に
留
ま
り
洞
山

宗
旨
に
達
せ
ぬ
と
批
判
し
、
無

に
も
滞
ら
ぬ
無

の
徹
底
に
お
い
て
確
立

さ
れ
て
い
る
主
体
の
故
に
、
主
体
の
自
在

の
跡
も
残
さ
ぬ
こ
と
を
重
ん

じ
、
か
く
し
て
自
他
の
対
立
の
跡
を
残
さ
ず
、
円
熟
未
円
熟
の
隔
別
に

滞
る
の
を
超
え
、
円
熟

の
極
を
明
ら
か
に
し
そ
の
直
指
を
重
ん
じ
た
の

で
あ
る
。

こ
の
両
者
の
説
を
洞
山
説
と
比
較
す
る
と
、
刮
骨
禅
と
い
わ
れ
る
洞

山
が
没
齪
跡
を
徹
底
強
調
し
、
刮
り
に
刮

っ
て
刮
る
こ
と
も
な
く
な

っ

(
1
3
)

た
無
為
自
在
な
と
こ
ろ
に
(綿
密
兼
帯
な
る
あ
り
方
を
尊
ん
で
い
る
こ
と

を
思
う
時
、
元
真

の
説
に
は
到
ら
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
り
、
曹
山
の
説
は
到

っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

で
は
曹
山
説
が
洞
山
説
と
全
同
か
と
い
え
ば
柳
か
問
題
が
あ
り
、
洞

山
が
曹
山
説
の
如
く
明
確
に
説

い
た
の
で
あ
れ
ば
、
元
真
説
が
生
ず
る

筈
は
な
い
。
恐
ら
く
洞
山
自
身
は
、
人
に
よ

っ
て
は
元
真
説
の
よ
う
な

未
熟
な
立
場
も
許
容
し
て
説
き
、

人
に
よ

っ
て
は
曹
山
説
の
如
く
至
極

の
と
こ
ろ
を
他
と
棟
別
し
て
示
し
た
り
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
1
4
)

こ
れ
を
曹
山
は
統

一
し
て
、
洞
山

の
究
極
説
を
暗
頭

兼

帯

(真
実
の

兼
帯
)
と
し
、
元
真
に
よ
り
混
同
さ
れ
た
未
到

の
説
を
有
病

兼

帯

(病

め
る
兼
帯
)
と
し
て
厳
し
く
批
判
し
な
が
ら
全
く
否
定
す
る
こ
と

は

せ

ず
、
真
実

へ
の
途
中

の
兼
帯
と
し
て
い
る
の
は
、
洞
山
説
を
巧
み
に
体

系
化
し
、
誤
解
し
よ
う
の
な
い
も

の
に
せ
ん
と
し
た
も
の
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
従
来
こ
の
曹
洞
五
位
が
日
本
曹
洞
宗
旨
の
根
拠
と
さ
れ
て

い
た
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
理
由
が
論
理
性
中
心
で
あ

っ
た
た
め
、
現
在

こ
れ
を
疑
問
視
す
る
風
潮
の
あ
る
こ
と
を
最
初

に
触
れ
て
お
い
た
が
、

以
上
の
五
位
理
解
を
基
と
し
て
、
こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

二
、

元
真

・
曹
山
説

と
道

元
禅

元
真

・
曹
山
説
が
道
元
禅
の
根
拠
た
る
こ
と

の
意
義
を
確
め
た
い
と

思
う
が
、
そ
れ
に
は
便
宣
上
元
真
説
の
特
質
に

つ
い
て
あ
げ
た
三
項
目
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の
下
に
考

え
て
み
た
い
。

a

賓
主
対
立

・
円
熱
未
円
熟
相
対

ま
ず
賓
主
対
立
に
つ
い
て
い
え
ば
、
『
正
法
眼
蔵
菩
提
薩
錘
四
摂
法
』

で
は
利
行

を
述
べ
て

利
行
は

一
法
な
り
、
あ
ま
ね
く
自
佗
を
利
す
る
な
り
。
…
…
自
に
も
不
違
な

り
、
佗
に
も
不
違
な
り
。
た
と
へ
ば
人
間
の
如
来
は
人
間
に
同
ぜ
る
が
ご
と

し
。
人
に
同
ず
る
を
も
て
、
し
り
ぬ
同
余
異
界
な
る
べ
し
。
同
事
を
し
る
と

(
1
5
)

き
、
自
佗

一
如
な
り
。

と
い
い
、
実
践
的
に
全
く
自
他

一
如
観
に
た
っ
て
い
る
。

又
円
熟
未
円
熟
相
対
に
つ
い
て
い
え
ぽ
、
道
元
禅
師
は
迷
者
を
導
く

に
も
、
方
便
を
用
い
ず
真
実

の
み
を
説
く
べ
き
で
あ
る
と
し
、
自
己
他

已
と
も
に
本
来
大
悟
者
と
す
る
の
み
な
ら
ず
、
山
河
大
地
も
証
上
の
も

(
1
6
)

の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
自
己
の
修
証
が
山
河
大
地
を
修
証
せ
し
め

(
1
7
)

る
と
述
べ
、
自
他

一
如
で
証
を
徹
底
せ
し
め
て
ゆ
く
の
は
、
元
真
に
も

み
ら
れ
る
禅
的
実
践
強
調
に
た
ち
つ
つ
、
曹
山
が
洞
山
説
の
究
極
と
し

て
述
べ
て
い
る
特
色
を
展
開
さ
せ
た
も
の
と
い
え
る
ゆ

b

主
体
の
偏
重

テ

主
体
の
偏
重
の
問
題
に
つ
い
て
い
え
ば
、

元
真
は

「
出
息
不
レ依
ご衆

ニ

セ

ニ

(
1
8
)

縁
殉入
息
不
レ居
二慈
界
こ

の
出
入
息
の
自
在
さ
を
主
体
の
す
ぐ
れ
た
あ

り
方
と
す

る
が
、
曹
山
は
そ
こ
で
は
主
体
の
偏
重
の
跡
が
残

っ
て
い
る

の
で
、
未
円
熟
で
あ
る
と
批
判
す
る
。

『
正
法
眼
蔵
看
経
』
で
は
こ
の
語
を
、
出
息
の
衆
縁
に
不
随
な
る
の

み
に
あ
ら
ず
、
衆
縁
も
出
息
に
不
随
な
り
。
不
随
と
は
渾
随

な

り
。
」

と
し
、
又
不
居
慈
界

に
つ
い
て
、
「
五
慈

に
不
居

な
る
は
五
慈
い

ま

だ

(
1
9
)

到
来
せ
ざ
る
世
界
な
る
が
ゆ
ゑ
な
り
」
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
出
息
と
衆
縁
、
入
息
と
慈
界
に
つ
い
て
、
そ
の
全
き

一
如
の

故
に
、
出
息
入
息
を
た
て
る
と
き
は
衆
縁
慈
界
が
跡
形
な
き
も
の
と
さ

れ
る
如
く
、
衆
縁
纏
界
か
ら
す
れ
ば
主
体
が
跡
形
な
き
も
の
と
な
る
と

し
、
結
局
そ
れ
ぞ
れ
の
当
体
脱
落
全
現
成
を
述

べ
た
も
の
と
し
て
肯
定

し
て
い
る
わ
け
で
、
元
真
に
よ
り
誤
り
単
純
に
否
定
さ
れ
た
の
で
曹
山

に
よ
り
批
判
さ
れ
た
も
の
を
、
曹
山

の
根
本
道
理
に
沿

っ
て
肯
定
す
べ

き
も
の
と
捉
え
直
し
た
如
く
で
あ
る
。

か
く
し
て
綿
密
極
ま
り
な
い
証
悟

の
世
界
を
説
く
こ
と
に
お
い
て
証

上

の
修
の
世
界
を
展
開
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
勿
論
こ
れ
に
は
、

元
来
主
客

一
如
の
傾
向
が
強
く
仏
祖

へ
の
絶
対
帰
投
を
尊
ぶ
日
本
的
思

想

の
土
壌
の
介
在
を
考
え
ね
ば
な
ぬ
の
は
当
然

と
し
て
も
で
あ
る
。

お
わ
り

に

以
上
、
部
分
的
に
過
ぎ
な
い
が
曹
洞
五
位
説

の
根
本
性
格
を
、

元
真

説
を
そ
の
批
判
と
し
て
の
曹
山
説
に
お
い
て
み
、
更

に
そ
れ
が
正
法
眼

蔵
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
に
お
い
て
、
中
国
日
本

の

曹
洞
禅
を

一
貫
す
る
宗
旨
の
骨
髄
を
表
し
た
も

の
と
し
て
理
解
し
直
す

こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
述
べ
て
み
た
。

こ
の
よ
う
に
元
真
説
か
ら
曹
山
説
を
み
る
と

い
う
方
法
を
仔
細
に
す

曹
洞
五
位
説
の
根
本
性
格

(新

井
)
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曹
洞
五
位
説
の
根
本
性
格

(新

井
)

る
と
、
現
在
曹
洞
五
位
に
つ
い
て
非
常
に
曖
昧
視
さ
れ
て
い
る
資
料

の

(
1
9
)

見
方
と
か
、
従
来
問
題
視
さ
れ
て
き
た
曹
山

の
兄
弟
子
で
洞
山
の
一
番

弟
子
で
あ
り
且
つ
道
元
禅
師
の
法
系
で
あ
る
雲
居
道
麿

(P
-
九
〇
二
)

が
五
位
を
用
い
た
跡
が
な
い
こ
と
や
、
ま
た
道
元
禅
師
は
曹
山
の
理
論

的
な
五
位
説
は
知

っ
て
は
い
た
が
、
最
も
肝
要
な
洞
山

『
五
位
顕
訣
』

や
曹
山

「棟
」
を
み
た
形
跡
が
な
い
の
に
、
何
故
そ
こ
で
示
さ
れ
る
五

位
の
深
義
を
説
い
た
と
い
え
る
か
等
に
関
し
て
、
従
来
と
は
別
の
理
解

も
な
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
の
解
明
は
ス
ペ
ー
ス

の
都
合
上
他
の
機
会
を
侯
ち
た
い
。

1

『
日
仏
学
会
年
報
』
第
45
号
所
載
拙
論

「道
元
禅
師
に
お
け
る
修
行
と

そ
の
論
理
的
根
拠
」
蹴
頁

『印
仏
研
』
第
23
巻
第
2
号
所
載
拙
論

「中
国

曹
洞
禅
と
機
」
甥
頁
参
照

2

『
曹
洞
宗
全
書
』
注
解
五
4
頁
以
下
。
以
後

『曹
全
書
』
と
略
称
。

3

日
本
で
最
初
に
同
書
を
伝
え
た
の
は
室
町
期
傑
堂
能
勝

(
一
三
五
一
-

一
四
二
三
)
南
英
謙
宗

(
=
ご
八
七
-

一
四
六
。)
『洞
上
雲
月
録
』
『
顕

訣
耕
雲
註
種
月
擁
撫
藁
』
で
、
伝
写
さ
れ
江
戸
期
延
宝

八
年

(
一
六
八

〇
)
に
刊
行
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
五
位
を
曹
山
創
説
の

易
卦
に
よ
っ
て
、
陰
陽
理
事
を
用
い
て
解
釈
し
、
更
に
四
十
九
策
を
眼
蔵

ハ

チ

キ

ニ

ア

ラ

ス

ル

コ

ト

ハ

チ

の

「
修
証
即

不
レ
無

汚

染

即
不
レ
得
」
を
引
用
し

不
染
汚

の
修
証
で

説

い
て

い
る
。

4

指
月
は
江
戸
時
代

の
す
ぐ
れ
た
五
位
復

古
者
と
さ
れ

る

が
、

そ

の
著

『
洞
山
悟
本
大
師

五
位
小
説
』
で

は
始

め
に
華
厳

四
法
界
観

門

を

概

説

し
、

こ
の
正
偏

に
よ
り

五
位
が
説
か
れ
た
と
し

て
い
る
の
は
、
現
代
も
変

ら

ぬ

一
般
的
風
潮

で
あ

る
。
『
曹
全
書
』
注
解

五
粥
頁
以
下
参
照
。

5

右
書
5
頁

6

こ
の
外
無
理
会
話

の
尊
重

・
教
句
と

の
混
同

・
功
勲
と

の
混
同
等
が
挙

げ

ら
れ
る
。

7

『
曹
全
書
』
右
書

24
-

26
頁
。

以
下
元
真
説

は
同
頁

に
よ
る
。

8

右
書

5
頁
。

9

右
書

13
頁
。

レ

ノ

ス

ソ
デ

ス

ズ
ト

10

右
書

6
頁

「
此

例

語
。

是
古
人
道
過
跡
尚
存
。
、…
…
此

復
呼

為
レ
非
ニ

ニ

正
位

一也
。
」

と
す

る
。

ノ

ク

シ

ジ

カ

ラ

ノ

ニ

1
1
右

書

10
頁

「此
語
全

是
功
。

不
レ
同
二
縁
中
認
得
ご

と
し
、

偏
縁

の

没

躍

跡
に
到
ら

ぬ
と
す
る
。

レ

ハ

レ

ニ

ス

12

右
書

7
頁

「此

是
他
妙
会
得
」
と
讃

め
る
。シ

テ

ニ

ク

ユ

リ

ス

ヲ

13

中
文

出
版

社

『
祖
堂
集

』
64

「
師

(洞
山
)
示
レ
衆
云
諸
法
有
二
驚

レ人
之

ガ

リ

句

叩
我
這
裏
有

二刮

骨
之
言
ご

と
あ

り
、
そ
れ

に
つ
づ

い
て
四
方

八
面

に

刮

り
に
刮

り
刮

る

の
も
な
く
な

っ
て
い
る
と

こ
ろ

を

警

え

て

「
世
医
操

手
」
名

医
は
手
を
下
す

こ
と
な
く
治
癒

せ
し

め
る
と
、

無
為

の
化

で
説

い

て
い
る
。

こ
れ
は
綿
密

没
縦
跡

に
し
て
有
無

に
落

ち
ぬ
兼
帯

の
す
ぐ

れ
た

例

と
い
え
よ
う
。

元
真
も

こ
れ
を
引
用

し
て
い
る
が
、

理
解

の
徹
底

に
問

題

が
あ
る

こ
と

は
既
述

の
通
り
で
あ
る
。

14

『
曹
全
書
』
注
解

五
13
頁
。

有
病
兼
帯

は
同
書

6

・
8
頁
。

「途

中

の

兼
帯
」

は
同
書
8
頁
で

「
玄
学
路
中
」
と
表
現
し

て
い
る
。

15

岩
波

文
庫

本
中
脱
頁
。

以
下
正
法

眼
蔵

は
同
書

に
よ
る
。

16

上
蜘
頁

『
大
悟
』
「
遮
裏
に
不
悟
者

の

一
人
を
も
と
む

る
に
難
得
な

り
。

自

己

の
昨
自

己
も
不
悟
者
に
あ
ら
ず
。

佗

己
の
今
自
己
も

不
悟
者

に
あ

ら

ず
。
」

下
脳
頁

『
唯
仏
与
仏
』
「山

河
お
よ
び
大
地
す
な

は
ち
全
露
法
王
身

な
り
。

…
…
す

で
に
法
王

の
身

に
て
あ
り
。
」

17

上
靭
頁

『
難
声
山
色
』
「
如
今

の
修
行

な
る
四
大

五
蔽

の
ち

か

ら
…
…

山
河
大
地
日
月
星
農
ま
で
も
修
行
せ
し
む

る
に
、
山
河
大
地

日
月

星
最

か

へ
り
て
わ
れ

ら
を
修
行

せ
し
む
る
な
り
。
」

18

上

踊
頁

『
看
経
』

19

『
宗
学
研
究
』
第

28
号
志
部
憲

一

「
『重
編
曹
洞

五
位
』

に

つ
い
て
」

〈
キ
ー

ワ
ー
ド

〉

宗
旨
、

曹
洞
禅
、
曹

洞
五
位

(駒
沢
大
学
教
授
)
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