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三
〇
二

道
元
禅
の
体
系
的
会
得

序
説

杉

尾

玄

有

一
 
禅
師
自
身
の
意
向

道
元
禅
な
い
し

『
正
法
眼
蔵
』
の
体
系
的
解
釈
は
、
す
で
に
何
度
か

試
み
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
す
べ
て
近
代
に
な

つ
て
か
ら
の

こ
と
で
あ

つ
て
、
古
来
の
注
釈
は
、
お
お
む
ね
体
系
に
は
無
関
心
で
あ

つ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
最
も
古
く
最
も
権
威
あ
る
注
釈
と
さ
れ
る
、

鎌
倉
末
期
成
立
の
『
正
法
眼
蔵
抄
』
(以
下

『
御
抄
』
と
略
称
す
る
)
に
も
、

体
系
的
解
釈

へ
の
志
向
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
後
は
、
江
戸
時
代
以
降

に
多
く
の
注
釈
が
著
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
体
系

へ
の
無
関
心
は
永

く
続
い
た
。
体
系
的
解
釈
が
本
格
的
に
現
わ
れ
か
け
る
の
は
、
昭
和
も

十
年
代
に
入
つ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
体
系
的
解
釈
が
古
い

時
代
に
見
ら
れ
ず
、
近
代
に
至

つ
て
始
め
て
現
わ
れ
か
け
た
と
し
て
も
、

そ
れ
だ
け

で
体
系
的
解
釈
が
不
当
で
あ
る
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
で
あ

ろ

う
。
無
論
、
近
代
的
解
釈
な
る
ゆ
え
に
正
し
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
ら

な
い
。
『
眼
蔵
』
が
体
系
的
に
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
か
、
な
い

の
か
ー

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
確
か
な
決
め
手
は
た
だ

一
つ
あ
る
の

み
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
道
元
禅
師
は
は
た
し
て

『
眼
蔵
』
を
体
系

的
に
説
こ
う
と
し
た
の
で
あ

つ
た
か
ど
う
か
、

と
い
う
禅
師
自
身
の
意

向
が
最
後
の
決
め
手
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
禅
師
自
身
が
何
ら
か

の
体
系
を
志
向
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
、
参
究
者
が
そ
れ
を
無
視
す
る

こ
と
は
全
く
不
当
で
あ
る
。
ま
た
、
も
し
禅
師
自
身
が
体
系
を
拒
否
し

て
い
た
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
を
無
視
し
て
体
系
的
に
道
元
禅
を
解
釈
す

る
こ
と
は
、
や
は
り
不
当
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
な
お
こ
の
ほ
か
に
、

第
三
の
ヶ
ー
ス
と
し
て
、
禅
師
自
身
と
し
て
は

い
わ
ば
随
筆
的
に
筆
を

と
つ
た
だ
け
で
、
こ
と
さ
ら
体
系
を
意
識
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
わ

れ
わ
れ
後
人
か
ら
す
れ
ば
そ
こ
に
体
系
性
の
有
無

を
問
題
に
し
う
る
、

と
い
う
場
合
も
あ
り
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
考
え
ら
れ
る
ケ
ー
ス
は

以
上
三
つ
で
あ

つ
て
、
三

つ
の
ヶ
ー
ス
の
何
れ
か
に
道
元
禅
は
当
て
は

ま
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
不
可
解
な
こ
と
に
、
い
ま
ま
で
こ
の
よ
う

な
観
点
に
お
い
て
禅
師
の
意
向
が
積
極
的
に
探

ら
れ
た
こ
と
は
、
ほ
と

ん
ど
な
か
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

二
 
立
場
の
体
系
と
悟
り
の
体
系

禅
師
が

一
百
巻
も
の

『
眼
蔵
』
を
著
わ
そ
う
と
し
た
と
き
、
そ
こ
に
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侮
ら
か

の
体
系
が
目
ざ
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

一
百
巻
を
著
わ
し
終
る
よ
り
、
は
る
か
以
前
に
、
禅
師
は
惜

し
く
も

入
滅
し
た
。
九
十
巻
内
外
の

『
眼
蔵
』
が
遺
さ
れ
て
い
る
か
ら

と
て
、
一
百
巻
の
撰
述
完
了
が
近
か
つ
た
の
だ
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。

九
十
巻
内
外
の

『
眼
蔵
』
の
ほ
と
ん
ど
が
暫
定
稿
で
し
か
な
い
と
見
る

べ
き
も

の
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
に
は
、
禅
師
自
身
に
よ
つ
て
抹

殺
さ
れ
る
べ
き
で
あ
つ
た
何
巻
か
も
含
ま
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
方
が

正
し
い

で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
『
眼
蔵
』
の
撰
述
計
画
や
編
集

状
況
か
ら
禅
師

の
思
想
体
系
を
確
実
に
探
り
出
す
こ
と
は
、

い
ま
の
と

こ
ろ
か
な
り
困
難
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
個

々
の
述
作
か
ら
思
想
体
系
を
探
り
出
す
こ
と
は
で
き

な
い
か
。

一
二
三

一
年
に
記
さ
れ
た

『
辮
道
話
』
が
第

一
に
注
目
さ
れ

ね
ば
な

る
ま
い
。
そ
の
冒
頭
で
禅
師
は
ま
ず
総
論
を
展
開
し
、
天
童
如

浄
よ
り
正
伝
し
た
仏
法
の
核
心
を
端
的
に
説
き
明
か
し
て
い
る
。
続
い

て
十
八
問
答
と
よ
ば
れ
る
各
論
に
お
い
て
、
個
々
の
あ
ら
ゆ
る
重
要
問

題
に
つ
き
、
一
問

一
答
の
形
式
を
借
り
て
詳
論
し
て
い
る
。

そ
う
し
て
、

最
後
に
、
坐
禅
の
儀
則
に
つ
い
て
は
四
年
前
に
撰
述
し
た

『
普
勧
坐
禅

儀
』
に
よ
る
べ
き
こ
と
な
ど
を
説
い
て
結
語
と
し
て
い
る
。
『
辮
道
話
』

の
こ
の
よ
う
な
論
述
形
式
を
概
観
し
た
だ
け
で
も
、
そ
こ
に
体
系
的
論

述
の
意

図
は
明
瞭
に
読
み
と
れ
る
と
思
う
。
十
八
問
答
の
内
容
に
も
立

ち
入
れ
ば
、
そ
の
意
図
は
さ
ら
に
明
確
と
な
る
。
か
れ
が
正
伝
し
た
仏

法
は
仏
教
全
体
の
中
で
ど
う
い
う
位
置
を
占
め
て
い
る
か
。
か
れ
が
ど

う
い
う
坐
禅
観

・
戒
律
観

・
生
死
観

・
宗
教
観

・
宇
宙
観
等
に
立
つ
の

で
あ
る
か
。
ま
た
、
修
行
と
悟
り
、
心
と
体
、
出
家
人
と
在
家
人
等

の

問
題
に
つ
い
て
、
か
れ
の
見
解
は
ど
う
で
あ
る
か
。
1

こ
の
よ
う
に
、

お
よ
そ
道
元
禅
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
す
べ
て

の
問
題
が
こ
こ
で
問
わ

れ
答
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
こ
の
一
巻
の
総
論
や
結
語
と
と
も
に
眺

め
わ
た
せ
ば
、
そ
こ
に
体
系
的
に
完
結
し
た

一
つ
の
仏
法
世
界
が
開
示

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
誰
も
否
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
道
元
禅
師
は
、

こ
の

『
辮
道
話
』
の
体
系
を
も

つ
て
満
足
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
辮
道
話
』
は
啓
蒙
の
書
で
あ
る
。
禅
師
は
当
時
、

正
法
を
伝
来
し
た
直
後
で
あ
り
な
が
ら
、
思
う
と
こ
ろ
あ

つ
て
積
極
的

布
教
の
活
動
を
中
止
し
、
世
を
遁
れ
て
時
機
の
到
来
を
待

つ
身
で
あ

つ

た
が
、
そ
れ
ゆ
え
、
世
の
求
道
者
が
正
師
に
出
会
え
ず
し
て
惑
う
の
を

あ
わ
れ
ん
で
、
か
れ
ら
の
た
め
に
こ
の

『
辮
道
話
』
を
記
し
た
の
で
あ

る
。
そ
の
啓
蒙
の
姿
勢
は
、
と
り
わ
け
十
八
問
答
の
部
分
に
現
わ
れ
て

い
よ
う
。
啓
蒙
的
に
水
準
を
下
げ
て
説
い
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
そ

れ
は
、
第
三

・
第
四

・
第
七

・
第
十
問
答
等
の
格
調
の
高
さ
を
み
れ
ば
、

疑
問
の
余
地
が
な
い
。
た
だ
し
、
問
答
が
十
八
項
目
ま
で
も
わ
た
つ
た

結
果
、
い
か
に
も
冗
漫
に
し
て
老
婆
心
切
に
す
ぎ
る
嫌
い
は
ま
ぬ
が
れ

ま
い
。
正
伝
の
仏
法
を
知
ら
ぬ
道
俗
に
、
始
め
て
正
伝
の
仏
法
の
立
場

を
他
と
区
別
し
つ
つ
誤
り
な
く
伝
え
る
た
め
に
は
、
『辮
道
話
』
の
冗
漫

な
体
系
が
必
要
で
は
あ

つ
た
。

し
か
し
、
正
伝

の
仏
法
の
中
心
は
、
は

る
か
に
簡
潔
な
体
系
と
し
て
示
さ
れ
う
る
し
、

ぜ
ひ
示
さ
れ
ね
ば
な
ら

道
元
禅
の
体
系
的
会
得

序
説
 (杉

尾
)
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〇
三
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三
〇
四

ぬ
で
あ
ろ
う
。
後
年
、
禅
師
が

『
眼
蔵
』
を
み
ず
か
ら
編
ん
だ
と
き
、

『
辮
道
話
』
は
そ
れ
に
収
め
ら
れ
な
か
つ
た
。
そ
の
事
情
に
つ
い
て
詳

し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、

一
つ
に
は
禅
師
自
身
が

『
辮

道
話
』
の
冗
漫
と
老
婆
心
切
と
を
嫌
つ
た
か
ら
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

『
辮
道
話
』
と
全
く
対
照
的
に
、
き
わ
め
て
簡
潔
な
体
系
を
な
す

一
巻

を
、
禅
師
は
七
十
五
巻
本
『
眼
蔵
』
の
第

一
巻
と
し
て
収
め
た
。
『
現
成

公
案
』
が
そ
れ
で
あ
る
。

『辮
道
話
』
は
、
始
め
て
正
伝

の
仏
法
の
立
場
を
詳
し
く
道
俗
に
知
ら

せ
よ
う
と
し
た
も
の
と
し
て
、
い
わ
ば
立
場
の
体
系
を
説
い
て
い
る
と

い
つ
て
よ
い
。
そ
れ
に
対
し
て
い
う
な
ら
、
『
現
成
公
案
』
は
悟
り
の
体

系
を
説

い
て
い
よ
う
。
し
か
し
、
『
現
成
公
案
』
の
簡
潔
に
し
て
充
実
し

た
悟
り

の
体
系
を
的
確
に
捉
え
た
注
釈
は
、
ま
だ
現
わ
れ
て
い
な
い
よ

う
に
思
う
。
伝
統
的
注
釈
は
小
異
を
含
み
な
が
ら
も
、
大
筋
に
お
い
て

ほ
ぼ
同
じ
立
場
に
立
つ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
発
端
は
い
う
ま
で
も

な
く
、
上
掲
の
『
御
抄
』
に
あ
る
。
『
御
抄
』
は
『
現
成
公
案
』
の
題
目
の

意
義
を
説
い
て
、
「
公
」
は

「
平
不
平
」
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
は
「
不

平
を
な
ほ
し
て
平
と
す
る
」
(不
平
を
平
ら
ぐ
る
)
こ
と
で
な
く
、
「
平
〔と
〕

不
平

〔
と
が
〕

一
と
心
得
」
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
と
い
う
。
ま
た
、
「
案
」

(按
)

は

「
守
分
」
(分
を
守
る
)
を
意
味
す
る
が
、
「
〔守
る
べ
き
〕
分

際
あ
る

べ
く
は
、
こ
な
た
の

〔
こ
ち
ら
の
、
正
し
い
〕
仏
法
と
は
取
る

べ
か
ら

ざ
る
も
の
」
に
て
、
分
際
を
超
え
て

一
つ
で
あ
る
こ
と
が

「
守

分
し
だ
、

と
い
う
ふ
う
に
説
く
。

そ
し
て
ま
た
、
「第

一
〔巻
〕
の
現
成

公
案
に
て
第
七
十
五

〔巻
〕
の
出
家
ま
で
、
同
じ
義
を
述
ぶ
る
な
り
」

と
も
い
う
。
要
す
る
に
、
平

・
不
平
を
超
え
分
際
を
超
え
て
、
万
法
を

一
つ
と
見
る

『
現
成
公
案
』
の
主
旨
が
、
七
十
五
巻
の

『
眼
蔵
』
の
ど

の
巻
に
も
、
く
り
か
え
し
説
か
れ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
の
が

『御
抄
』

の
見
解
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
万
法
を

一
つ
と
見
る
『
御
抄
』
の
、
い
わ
ば
同

一
性
の

立
場
が
、
後
世
の

『
眼
蔵
』
解
釈
を
規
定
し
て
き
た
。
そ
の
同

一
性
の

立
場
で
は
、
『現
成
公
案
』
の
体
系
的
構
造
も
当
然
な
が
ら
見
い
だ
さ
れ

る
こ
と
が
な
か
つ
た
。
し
か
し
、

一
百
巻
も
の

『
眼
蔵
』
を
あ
え
て
著

わ
そ
う
と
し
た
禅
師
の
意
図
を
、
同

一
性
の
立
場
の
み
で
推
し
は
か
る

こ
と
は
、
い
さ
さ
か
無
理
で
は
あ
る
ま
い
か
。
伝
統
的
解
釈
を

一
具
は

な
れ
て
、
道
元
禅
師
が
諦
視
し
た
原
事
実
そ
の
も
の
を
わ
れ
わ
れ
も
予

見
し
つ
つ

『
眼
蔵
』
を
読
む
な
ら
ば
お
そ
ら
く

『
現
成
公
案
』
は
そ
の

固
有
の
体
系
的
思
想
構
造
を
始
め
て
露
呈
し
き
た
る
で
あ
ろ
う
。

紙
数
が
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
詳
論
は
別
稿

に
よ
る
し
か
な
い
。
い

ま
は
要
点
だ
け
を
い
え
ば
、
原
事
実
の
反
映

・
展
相
と
し
て
成
り
立
つ

こ
の
実
相
界

(現
実
世
界
)
の
諸
相
を
四
項
に
絞

つ
て
論
明
し

つ
つ
、

原
事
実
そ
の
も
の
へ
の
開
眼
を
迫
る
ー

そ
れ
が

『
現
成
公
案
』

一
巻

を
著
わ
し
た
禅
師
の
意
図
で
あ

つ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
図
が
そ
の
ま

ま
体
系
的
構
造
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
の
原
事
実
そ

の
も
の
は
、
只
管
打
坐

・
身
心
脱
落
の
当
体
そ
の
も
の
で
あ
つ
て
、
こ

れ
を
無
と
い
い
急
磨
と
い
い
古
仏
心
と
い
い
般
若
と
い
い
、
あ
る
い
ね
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庭
前
柏

樹
子

・
祖
師
西
来
意
等
々
と
い
う
よ
り
ほ
か
、
言
詮
の
及
び
よ

う
が
な

い
。
そ
こ
を
い
ま
禅
師
は

「
現
成
公
案
」

の
一
語
で
衝
い
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
の
か
き
り
、
「
現
成
公
案
」
の
意
味
を
説
明
せ
ん
と
す

る
あ
ら

ゆ
る
試
み
は
失
敗
す
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
原
事

実
が
言
詮
不
及

・
言
語
道
断
の
ま
ま
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
『
眼
蔵
』
の

撰
述
は
あ
り
え
な
い
し
、
道
元
禅

の
体
系
化
も
考
え
よ
う
が
な
い
。
言

語
道
断
な
る

「
現
成
公
案
」

の
原
事
実
を
、
あ
え
て
そ
の
展
相
と
し
て

の
実
相
界
の
本
質
に
迫
つ
て
体
系
的
に
道
破
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
、

ま
さ
し
く
道
元
禅
師
の
古
今
に
独
歩
す
る
面
目
は
あ
る
の
で
あ
る
。

『
現
成
公
案
』
本
論

(す
な
わ
ち
序
段
を
除
く
)
は
四
段
に
分
け
ら
れ
、

そ
の
四
段
は
順
次
、
自
他
不
二

・
起
滅
不
二
・
性
相
不
二

・
修
証
不
二

を
そ
の
論
点
と
す
る
。
第

一
の
自
他
不
二
が
実
相
界
の
い
わ
ば
空
間
構

造
を
示

す
の
に
対
し
、
第
二
の
起
滅
不
二
は
そ
の
時
間
構
造
を
示
し
て

い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
時
間

・
空
間
構
造
に
お
い
て
成
立
す
る

実
相
界

の
成
立
根
拠
が
、
第
三
に
性
相
不
二
と
い
う
形
で
つ
か
ま
れ
る

の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
実
相
界
の
本
質
を
人
間
が
自
覚
し
ゆ
く
こ
と

が
悟
り
で
あ
る
が
、
い
い
か
え
れ
ば
、
実
界
相
が
人
間
に
お
い
て
そ
れ

自
身
を
自
覚
し
ゆ
く
作
用
、
そ
れ
が
悟
り
で
あ
る
。
さ
て
、
実
相
界

の

自
覚
作
用
と
し
て
の
悟
り

(証
)
は
修
行
を
は
な
れ
て
あ
り
え
な
い

こ

と
を
説

く
の
が
第
四
、
修
証
不
二
の
段
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
-
わ

れ

わ
れ
の
生
き
る
実
相
界
は
、

こ
れ
ら
四
原
理
に
よ
つ
て
捉
え
つ
く
さ
れ

る
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
に
加
え
る
こ
と
は
不
必
要
で
あ
り
、

こ
れ
よ
り

削
る
こ
と
は
不
可
能
の
は
ず
で
あ
る
。

三

体
系
の
透
脱

こ
の
よ
う
に
、
道
元
禅
師
は
、
『
辮
道
話
』

に
お
い
て
立
場

の
体
系

を
説
い
た
だ
け
で
な
く
、
『
現
成
公
案
』
に
お
い
て
明
ら
か
に
悟
り
の
体

系
を
も
説
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
明
ら
か
と
な

つ
た
以
上
、
わ
れ
わ

れ
は
も
は
や
道
元
禅
を
、
単
に
漫
然
と
非
体
系
的
に
受
け
と
め
る
こ
と

も
、
ま
た
意
識
的
に
非
体
系
化
す
る
こ
と
も
、

許
さ
れ
ぬ
こ
と
と
な
つ

た
は
ず
で
あ
る
。
近
代
に
入
つ
て
よ
う
や
く
現

わ
れ
て
き
た
種

々
の
体

系
的
道
元
禅
解
釈
の
試
み
に
つ
い
て
も
、
い
ま
や

一
々
そ
の
当
否
が
吟

味
し
な
お
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
単
な
る
体
系
的
解
釈
が
道

元
禅
参
究
の
終
極
で
あ

つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
『現
成
公
案
』
に
お
け
る
悟
り
の
体
系
を
形
づ

く
る
四
原
理
は
、
禅
師
自
身
の
提
示
す
る
と
こ
ろ
で
あ

つ
て
、
決
し
て

わ
れ
わ
れ
の
単
な
る
恣
意
的
設
定
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、

こ
れ
ら
四
原
理
か
ら
成
る
体
系
構
造
に
い
た
ず
ら
に
執
心

す
る
こ
と
は
、
道
元
禅
の
没
却
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
。
四
原
理
を
究

め
た
上
で
、

一
旦
こ
れ
を
透
脱
し
て
体
系

の
核

心
に
直
入
す
る
と
き
、

わ
れ
わ
れ
は
始
め
て
原
事
実
と

一
つ
に
な
つ
て
、
原
事
実
そ
の
も
の
を

生
き
う
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
始
め
て
悟
り
を
も
透
脱
し
て
真
に
道

元
禅
が
わ
れ
わ
れ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
を
生
き
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。

道
元
禅
の
体
系
的
会
得

序
説
 
(杉

尾
)
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