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【
出
典
】『
臨
済
録
』
唐
の
僧
臨
済
の
言
行
録
。
弟
子
慧

然
が
編
集
し
た
も
の
。
且
は
、「
し
ば
ら
く
」と
い
う
意
。

「
ま
あ
、坐
っ
て
お
茶
で
も
召
し
上
が
れ
」と
い
う
こ
と
。



且し

ゃ

ざ

き

っ

さ

坐
喫
茶

　
今
年
は
、
秋
の
訪
れ
が
随
分
早
い
よ

う
で
す
。
秋
の
夜
長
、
ゆ
っ
た
り
と

お
茶
を
い
た
だ
く
の
は
い
い
も
の
で

す
。
お
茶
を
い
た
だ
く
機
会
と
い
う
の

は
、
我
が
家
で
、
自
分
で
用
意
し
て
い

た
だ
く
場
合
も
あ
れ
ば
、
外
で
、
誰
か

に
勧
め
ら
れ
て
い
た
だ
く
場
合
も
あ
り

ま
す
。
た
だ
、「
さ
あ
、
お
茶
を
ど
う

ぞ
」
と
勧
め
ら
れ
た
と
き
、
主
客
の
有

り
様
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
味
合
い
は
随

分
違
っ
て
い
る
も
の
で
す
。

　
た
と
え
ば
、
そ
れ
が
労ね
ぎ
らい

の
言
葉
で

あ
っ
た
り
、お
茶
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

京
都
で
、「
ぶ
ぶ
漬づ

け
（
茶
漬
け
）
で

も
ど
う
ど
す
」
は
、「
も
う
そ
ろ
そ
ろ

お
帰
り
下
さ
い
」
と
い
う
意
味
な
の
だ

そ
う
で
す
が
、
同
様
、「
お
茶
で
も
い

か
が
」
が
、
暗
に
帰
宅
を
促う
な
がす
言
葉
で

あ
っ
た
り
す
る
場
合
も
あ
る
の
で
す
。

　
茶
席
の
床
の
間
に
「
喫き
っ
さ
こ

茶
去
」、
あ

る
い
は
「
且し
ゃ
ざ
き
っ
さ

坐
喫
茶
」
の
墨
跡
が
掲
げ

ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
と
も
に
、

「
さ
あ
、
お
茶
を
召
し
上
が
れ
」
と
い

う
意
味
で
、
亭
主
が
茶
を
点た

て
て
客
に

勧
め
る
と
き
、
貴
賎
貧
富
、
老
若
男
女

等
の
区
別
無
く
、
誰
に
対
し
て
も
等
し

く
お
点て
ま
え前
す
る
の
が
亭
主
の
作
法
で
あ

り
、
そ
れ
が
茶
道
の
心
得
で
あ
る
と
、

心
優
し
い
気
配
り
の
言
葉
と
し
て
使
わ

れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
典
故
を
尋

ね
る
と
、
ど
う
も
、
そ
の
よ
う
な
意
味

で
は
使
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。

　
中
国
唐
時
代
の
有
名
な
禅
僧
、
趙
じ
ょ
う
し
ゅ
う州

禅
師
の
と
こ
ろ
に
二
人
の
修
行
僧
が
訪

ね
て
き
た
と
き
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
。

（ 

師 

）　
前
に
も
こ
こ
に
来
た
こ
と
が

あ
る
か
？

（
僧
①
）
来
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

（ 

師 

）　
喫
茶
去
。

　
も
う
一
人
の
僧
に
も
尋
ね
た
。

（ 

師 

）　
前
に
も
こ
こ
に
来
た
こ
と
が

あ
る
か
？

（
僧
②
）
来
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（ 

師 

）　
喫
茶
去
。

　
院
主
が
趙
じ
ょ
う
し
ゅ
う州

禅
師
に
尋
ね
た
。

（
院
主
）　
前
に
来
た
こ
と
が
な
い
者
に

も
、前
に
も
来
た
こ
と
が
あ
る
者
に
も
、

「
喫
茶
去
」
と
お
っ
し
ゃ
る
の
は
な
ぜ

で
す
か
？

（ 

師 

）　
院
主
さ
ん
！

（
院
主
）　
は
い
。

（ 

師 

）　
喫
茶
去
。（『
五ご
と
う
え
げ
ん

燈
会
元
』
四
）

　
も
う
一
つ
の
典
故
は
、『
碧へ
き
が
ん
ろ
く

巌
録
』

第
九
五
則
に
、「
慶
云い
わ

く
、
作そ
も
さ
ん

麼
生
か

是こ

れ
如
来
の
語
。保
福
云い
わ

く
、喫
茶
去
。」

と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
長
慶
と
保
福

と
い
う
僧
が
論
議
を
し
て
、
的
外
れ
な

長
慶
の
問
い
に
対
し
て
、
保
福
が
「
喫

茶
去
」
と
一
撃
を
食
ら
わ
せ
た
と
い
う

も
の
で
す
。

　
こ
こ
で
、「
喫
茶
去
」
の
「
去
」
の
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意
味
を
文
字
ど
お
り
「
去
れ
」
と
採
る

か
、
特
に
意
味
を
持
た
な
い
助
辞
と
採

る
か
に
よ
っ
て
、
随
分
そ
の
ニ
ュ
ア
ン

ス
は
違
っ
て
き
ま
す
。
因ち
な
み
に
、
近
年

の
解
説
書
の
多
く
は
後
者
を
採
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、『
大
漢
和
辞
典
』に
も
、

「
去
」
は
助
辞
と
し
て
、
動
作
の
継
続

や
趨す
う
せ
い勢

を
示
す
と
い
う
記
載
は
あ
り
ま

す
が
、
こ
の
場
合
は
、
ど
う
も
し
っ
く

り
こ
な
い
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。

　『
岩
波
仏
教
辞
典
』
に
は
、
は
っ
き

り
と
、「
中
国
唐
代
の
禅
僧
趙じ
ょ
う
し
ゅ
う州

従じ
ゅ
う
し
ん諗

の
語
と
し
て
有
名
。
お
茶
を
飲
み
に
行

け
。
お
茶
を
飲
ん
で
目
を
覚
ま
し
て
来

い
の
意
で
、
相
手
の
不
明
を
叱し
っ
せ
き責
す
る

語
。
た
だ
し
、
後
に
『
茶
を
召
し
上
が

れ
』
の
意
に
解
さ
れ
、
お
茶
を
飲
む
と

い
う
日
常
性
の
中
に
深
い
悟
り
の
は
た

ら
き
を
見
る
と
い
う
意
に
と
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。」
と
あ
り
ま
す
。

　
一
方
、「
且し
ゃ
ざ
き
っ
さ

坐
喫
茶
」
の
典
故
は
、

『
臨り
ん

済ざ
い
ろ
く録

』行
ぎ
ょ
う
ろ
く録

一
二
に
、「
師
云
く
、竜
、

金き
ん
ぼ
う
す

鳳
子
を
生
じ
、
碧へ
き
る
り

瑠
璃
を
衝し
ょ
う
は破
す
。

平び
ょ
う

云
く
、
且
坐
喫
茶
。」
と
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、 

高
僧
黄お
う
ば
く檗
禅
師
の
弟
子
で
あ

る
臨
済
が
、「
自
分
は
師
を
超
え
た
器

量
だ
」
と
、
あ
ま
り
に
自じ
し
ん
げ
信
気
な
態
度

に
、平
び
ょ
う
和
尚
が
呆あ
き
れ
て
い
っ
た
言
葉
が
、

「
且
坐
喫
茶
（
ま
あ
、
こ
こ
に
坐
っ
て
、

お
茶
で
も
飲
め
）」
だ
っ
た
の
で
す
。

　
で
す
か
ら
、こ
の
「
且
坐
喫
茶
」
も
、

「
喫
茶
去
」
ほ
ど
直
接
的
で
は
な
い
に

し
ろ
、
相
手
に
対
し
て
反
省
を
促
す
言

葉
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
、
本
来
「
公こ
う
あ
ん案
」
と
い
う
も

の
は
、優
れ
た
禅
者
の
言
行
録
を
基
に
、

禅
を
学
ぶ
た
め
の
課
題
と
し
た
も
の

で
、
師
が
弟
子
を
試
み
、
ま
た
評
価
す

る
手
立
て
と
さ
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、

そ
の
答
え
が
、
必
ず
し
も
一
つ
で
あ
る

と
は
限
ら
な
い
わ
け
で
す
。
そ
う
し
て

み
る
と
、「
喫
茶
去
」
も
「
且
坐
喫
茶
」

も
、
い
ろ
い
ろ
な
見
方
が
あ
っ
て
も
い

い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
禅
と
い
う
の
は
「
き
ち
っ

と
し
た
答
え
を
出
さ
な
け
れ
ば
、
棒
で

三
十
回
ぶ
っ
た
叩た
た
く
ぞ
（
睦
ぼ
く
し
ゅ
う
ど
う
し
ょ
う

州
道
蹤
）」

と
い
う
ぐ
ら
い
厳
し
い
教
え
で
あ
る
か

ら
し
て
、「
喫
茶
去
」
や
「
且
坐
喫
茶
」

が
、
単
に
「
あ
り
が
と
う
」
と
感
謝
し

て
終
わ
る
よ
う
な
言
葉
で
あ
っ
た
と
し

た
ら
、
そ
れ
は
禅
語
と
は
言
え
な
い
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
浄
土
の
教
え
で
あ
る
念
仏
で
も
同
様

で
あ
り
ま
す
。「
ど
ん
な
罪ざ
い
ご
う業
深
い
も

の
で
も
、
念
仏
す
れ
ば
阿
弥
陀
様
が

救
っ
て
く
れ
る
」
か
ら
と
い
っ
て
、
毎

日
毎
日
、
極
楽
ト
ン
ボ
の
よ
う
な
生
き

方
を
し
て
い
て
い
い
は
ず
が
あ
り
ま
せ

ん
。一
見
優
し
い
と
思
え
る
言
葉
に
は
、

実
は
深
い
深
い
奥
が
あ
る
も
の
で
す
。

そ
こ
を
探
究
す
る
の
が
、
人
間
の
奥
深

さ
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
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と
い
っ
て
い
い
。

　
戸
の
型
式
の
一
つ
に
「
観か
ん
の
ん
び
ら

音
開
き
」

と
呼
ぼ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

こ
れ
は
、
二
枚
一
組
で
両
開
き
し
、
中

央
で
合
わ
せ
る
型
式
の
も
の
だ
が
、
こ

の
こ
と
ば
は
、
観
世
音
の
像
を
納
め
た

厨
子
の
作
り
方
に
基
づ
い
た
も
の
。
建

築
用
語
で
は
、
竪た
て
つ
り
ど

釣
戸
。

　（『
仏
教
の
こ
と
ば
』早
わ
か
り
事
典
）

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
◎
江
崎
正
一
・
初
江
（
二
万
円
）

　
◎
中
川
精
一
（
一
万
円
）

　
◎
小
島
鐐
次
郎
（
一
万
円
）

　
◎
小
島
午
郎
（
一
万
円
）

　
◎
磯
村
保
臣
（
一
万
円
）
順
不
同

▼
秋
到
来

　
芸
術
の
秋
・
読
書
の
秋
・
食
欲
の
秋
・

行
楽
の
秋
等
々
、
皆
さ
ま
は
何
の
秋
？

◆
雲
見
入
り
老
い
沁し
み
じ
み々
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
の
空
　
沐
魚

字
が
当
て
ら
れ
た
と
い
う
。

　
仏
教
建
築
か
ら
一
般
に
広
ま
っ
た
こ

と
ば
と
し
て
、
ほ
か
に
、「
引ひ

き
ど戸
」
を

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、

敷
居
と
鴨
居
に
掘
っ
た
溝
の
間
に
戸
を

入
れ
て
横
に
引
く
型
式
だ
が
、
こ
れ
は

も
っ
ぱ
ら
中
世
の
寺
院
に
見
ら
れ
た
も

の
。「
障
子
」
も
、
こ
の
引
戸
の
型
式

が
発
達
し
た
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
た
も
の

▼
感
謝

　
鏧き
ん
す
だ
い

子
台
の
ご
寄
付
を
お
願
い
し
ま
し

た
と
こ
ろ
、
早
速
、
次
の
方
々
か
ら
ご

寄
進
賜
り
ま
し
た
。
本
当
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
敬
称
略
、
低
頭
。

　
◎
松
川
隆
・
喜
美
江
（
二
万
円
）

　
◎
松
村
憲
一
（
一
万
円
）

　
◎
市
野
和
義
（
一
万
円
）

　
◎
中
村
鈴
子
（
一
万
円
）

◎
連れ
ん
じ
ま
ど

子
窓

　
四
角
窓
の
中
に
稜り
ょ
う（

す
み
）
を
正
面

に
向
け
た
角
材
を
、
縦
に
細
か
く
並
べ

た
「
連
子
窓
」
は
、
京
都
な
ど
に
代
表

さ
れ
る
日
本
の
古
都
の
民
家
の
最
も
美

し
い
部
分
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
型
式
は
も
と
も
と
は
社
寺
建
築
か

ら
生
ま
れ
た
も
の
。

　
ち
な
み
に
、
角
材
を
横
に
並
べ
た
も

の
は
「
横よ
こ
れ
ん
じ

連
子
」
と
呼
ば
れ
る
。

　
お
寺
の
窓
で
も
う
一
つ
代
表
的
な
も

の
は
「
花か
と
う
ま
ど

頭
窓
」。
も
っ
ぱ
ら
禅
宗
の

寺
に
用
い
ら
れ
る
が
、
窓
枠
の
形
が
栗

の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
窓
と
屋
根
を
絵
に
描
け
ば
、

す
ぐ
に
お
寺
だ
と
わ
か
る
。
一
種
の
シ

ン
ボ
ル
イ
メ
ー
ジ
的
存
在
だ
が
、
実
は

こ
れ
、形
が
火
の
よ
う
に
見
え
る
た
め
、

も
と
も
と
は
「
火か
と
う
ま
ど

燈
窓
」
と
い
っ
た
。

と
こ
ろ
が
火
が
嫌
わ
れ
た
た
め
、
花
の
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