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「
道
教
と
は
﹁
道
﹂
の
教
え
で
あ
る
」、
と
い

う
の
が
本
書
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
「
道
教
」
の

定
義
で
あ
る
。
こ
の
定
義
は
惹
句
と
し
て
本
書

の
腰
巻
き
に
も
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
い
わ
ば

本
書
の
「
へ
そ
」
と
な
る
ア
イ
デ
ア
と
い
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
定
義
は
ト
ー
ト
ロ

ジ
ー
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
自
体
は
論
理

学
的
に
は
誤
謬
で
あ
っ
て
、
無
効
な
定
義
で
あ

る
。

　

と
こ
ろ
で
近
代
以
降
一
般
に
、
学
問
や
研
究

と
い
う
も
の
は
知
的
・
分
析
的
・
論
理
的
、
つ
ま

り
合
理
的
で
あ
る
こ
と
が
必
須
の
条
件
と
さ
れ

て
き
た
（
こ
れ
は
現
在
で
も
、
ま
た
未
来
に
お
い

て
も
、「
学
問
」
で
あ
る
か
ぎ
り
そ
う
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
）。
そ
れ
ゆ
え
か
つ
て
の
日
本
の
道

教
研
究
も
、
そ
の
必
須
条
件
の
上
に
乗
っ
て
行

わ
れ
な
け
れ
ば
価
値
も
意
味
も
な
い
と
考
え
ら

れ
て
き
た
。
き
っ
ち
り
と
し
た
概
念
定
義
、
緻

密
な
文
献
分
析
に
よ
り
、
道
教
の
歴
史
的
・
思

想
的
展
開
・
経
緯
の
再
構
成
が
進
め
ら
れ
、
日

本
の
道
教
研
究
の
知
見
は
め
ざ
ま
し
い
展
開
を

と
げ
た
（
そ
し
て
こ
の
方
向
で
の
研
究
の
余
地
は

ま
だ
ま
だ
大
き
く
、
さ
ら
に
進
展
さ
せ
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
）。
と
こ
ろ
が
…
…

　

も
う
一
方
で
、
道
教
に
つ
い
て
の
知
見
が
深

ま
れ
ば
深
ま
る
ほ
ど
、
ど
う
も
道
教
と
い
う
も

の
は
分
析
的
知
性
に
よ
っ
て
は
取
り
こ
ぼ
し
て

し
ま
う
と
こ
ろ
、
ま
た
は
泥
沼
ズ
ブ
ズ
ブ
に

な
っ
て
し
ま
い
そ
う
な
と
こ
ろ
が
多
い
こ
と
も

分
か
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
道
教

に
対
す
る
緻
密
な
概
念
規
定
、
精
密
な
分
析
結

果
に
よ
っ
て
導
出
さ
れ
た
理
論
の
厳
密
性
・
緻

密
性
が
徹
底
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
理
論
・

定
説
へ
の
反
論
不
可
能
性
が
増
大
し
て
ゆ
き
、

現
前
し
て
い
る
事
実
（
あ
る
い
は
文
献
）
を
定

説
の
方
に
引
き
寄
せ
て
解
釈
す
る
と
い
う
よ
う

な
傾
向
が
肥
大
化
し
、
そ
し
て
そ
う
で
あ
る
研

究
の
ほ
う
が
学
問
的
評
価
が
高
い
と
い
う
、
知

の
逆
転
現
象
と
で
も
い
う
べ
き
事
態
も
起
こ
っ

て
き
て
し
ま
っ
た
（
そ
う
な
る
と
、
評
価
す
る
側

の
価
値
観
も
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
わ
け
だ

が
）。

　

と
も
あ
れ
そ
う
し
た
次
第
で
道
教
は
、
ど
う

も
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
も
っ
て
い
る
普
通
の
近

代
的
知
性
と
い
う
武
器
を
も
っ
て
取
っ
か
か
っ

て
も
、
深
い
罠
を
準
備
し
て
待
ち
構
え
て
い
る

よ
う
な
気
が
す
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

本
書
は
六
章
構
成
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
第

六
章
の
章
題
は
「
十
中
八
九
で
た
ら
め
で
も
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
顧
頡
剛
の
「
道

蔵
に
書
い
て
あ
る
こ
と
の
十
中
八
九
は
で
た
ら

近
代
知
性
で
捉
え
き
れ
な
い
世
界
を
鳥
瞰
す
る堀

池 

信
夫

菊
地
章
太
著

道
教
の
世
界

四六判　200頁
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15　　近代知性で捉えきれない世界を鳥瞰する

め
だ
。
し
か
し
中
国
人
の
信
仰
を
理
解
し
よ
う

と
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は
無
尽
蔵
の
宝
庫
で
あ
る
」

と
の
言
葉
に
よ
る
章
題
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
近
代
知
性
に
と
っ
て
道
教
が
い
か
に
、
も
や

も
や
ど
ろ
ど
ろ
の
、
つ
か
み
に
く
い
対
象
で
あ

る
か
を
う
ま
く
表
し
て
い
る
。

　

で
あ
る
か
ら
し
て
、「
道
教
と
は
道
の
教
え

で
あ
る
」
と
い
う
定
義
は
、
論
理
学
的
に
誤
謬

で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
と
い
う
よ
り
も
誤

謬
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
も
し
か
す
る
と
道
教
と

い
う
も
の
を
分
か
る
た
め
の
風
穴
を
開
け
る
テ

コ
に
な
り
そ
う
な
気
も
す
る
の
で
あ
る
。

　

で
、
本
書
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
は
基

本
的
に
は
、
近
代
的
学
問
研
究
に
よ
っ
て
今
日

ま
で
に
切
り
開
か
れ
達
成
さ
れ
た
知
見
に
も
と

づ
い
て
い
る
（
本
書
の
著
者
も
そ
の
一
角
を
担
っ

て
き
た
）。

　

…
…
の
で
あ
る
が
、
近
代
的
道
教
研
究
の
成

果
は
き
わ
め
て
知
性
的
な
成
果
で
あ
り
（
身
体

論
の
よ
う
な
反
知
性
的
に
見
え
る
も
の
も
じ
つ
は

知
性
的
理
解
の
一
変
奏
で
あ
る
）、
ま
た
道
教
自

体
が
も
つ
多
様
な
相
貌
の
ゆ
え
に
、
非
常
に
幅

広
く
多
岐
に
わ
た
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め

ま
ず
は
そ
れ
を
見
通
し
て
手
際
よ
く
ま
と
め
る

と
い
う
の
は
至
難
な
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
そ

れ
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
仕
上
げ
る
と
い
う
の
も
相

当
な
腕
前
を
要
す
る
。

　

本
書
は
そ
う
い
っ
た
道
教
へ
の
鳥
観
を
与
え

る
書
と
し
て
有
意
義
で
あ
り
、
著
者
の
腕
前
が

な
か
な
か
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
納
得
さ
せ

る
。
ま
た
そ
の
説
明
の
文
章
は
非
常
に
分
か
り

や
す
い
。
著
者
は
「
単
純
に
理
解
す
る
こ
と
が
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つ
ね
に
最
善
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
手

み
じ
か
に
知
り
た
い
と
い
う
怠
慢
な
欲
求
は
い

つ
も
あ
る
」
と
、
分
か
り
や
す
さ
と
い
う
こ
と

に
は
欠
落
す
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
危
険
を
承

知
の
上
で
、
あ
え
て
そ
の
道
を
選
ん
だ
。
こ
れ

は
一
つ
の
覚
悟
で
あ
る
。
著
者
が
、
研
究
と
い

う
営
為
の
中
に
盲
目
的
に
漬
か
り
込
む
の
で
は

な
く
、
一
歩
離
れ
て
突
き
放
し
、
も
の
ご
と
を

大
き
く
俯
瞰
す
る
眼
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
「
道
教
と
は

道
の
教
え
で
あ
る
」
な
ど
と
い
う
思
い
切
り
の

よ
い
（
と
い
お
う
か
、
相
当
ず
う
ず
う
し
い
）
定

義
を
平
然
と
行
う
度
胸
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
ろ

う
。
も
う
少
し
い
え
ば
、近
代
的
学
問
の
理
念
・

近
代
的
学
問
の
方
法
と
い
う
も
の
を
充
分
に
承

知
し
つ
つ
も
、
そ
こ
に
留
ま
ら
な
い
も
う
一
歩
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と
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
章
の
最
後
は
、
女
神

に
つ
い
て
で
あ
る
。
泰
山
の
碧
霞
元
君
、
送
生

娘
々
、
そ
の
他
多
く
の
女
神
た
ち
。
著
者
は
そ

こ
に
人
間
の
罪
を
罰
す
る
父
に
対
し
て
罪
を
許

す
聖
母
マ
リ
ア
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
見
よ
う
と

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ミ
ス
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン

で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
の
本
質
は
お
そ
ら
く
、
著

者
が
事
例
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
い
る
よ
う
に
、

子
授
け
・
子
育
て
の
母
神
で
あ
ろ
う
。
道
教
と

い
え
ど
も
儒
教
社
会
に
生
き
る
人
々
に
と
っ
て

は
、
血
脈
の
断
絶
は
生
命
の
断
絶
と
ほ
ぼ
同
等

だ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

第
四
章
は
「
陰
気
が
陽
気
を
犯
す
と
き
」
と

し
て
、
古
代
神
話
か
ら
は
じ
ま
る
お
化
け
や
幽

霊
の
話
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
で
あ
る
。
中
心
に
な

る
の
は
『
剪
灯
新
話
』
の
「
牡
丹
灯
記
」
の
、

幽
霊
女
と
の
交
情
で
命
を
失
っ
て
し
ま
う
男
の

話
で
あ
る
。
円
朝
の
怪
談
「
牡
丹
灯
籠
」
の
お

お
も
と
ネ
タ
で
あ
る
。
こ
の
話
は
、
最
終
的
に

道
士
が
出
て
き
て
結
末
を
つ
け
る
の
で
あ
る

が
、
中
国
の
こ
う
し
た
幽
霊
話
は
だ
い
た
い
道

士
が
出
て
き
て
ケ
リ
を
つ
け
る
。
道
教
文
学
の

類
型
と
い
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
が
、
そ
う
い
っ

た
道
士
は
も
は
や
教
団
や
教
理
に
か
か
わ
る
と

進
ん
だ
視
線
の
獲
得
と
い
う
姿
勢
を
、
暗
に
示

す
も
の
と
想
像
で
き
る
（
そ
う
で
は
な
い
可
能

性
も
な
く
は
な
い
）。

　
　

†

　

本
書
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
六
つ
の
章

か
ら
な
る
。

　

第
一
章
は
「
し
い
た
げ
ら
れ
た
心
の
救
い
」

と
題
し
て
、
話
し
は
道
教
以
前
、
老
子
か
ら
始

ま
る
。
老
子
の
「
道
」
は
低
き
に
あ
る
。
社
会

の
中
で
底
の
底
に
ま
で
追
い
や
ら
れ
て
も
、
現

実
を
見
す
え
つ
づ
け
、
そ
の
先
に
光
を
見
る
。

も
っ
と
も
底
辺
に
あ
る
か
ら
こ
そ
い
つ
ま
で
も

命
を
永
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
命
を
い
つ
く

し
む
が
ゆ
え
に
不
老
長
生
を
め
ざ
し
、
ひ
と
び

と
の
心
の
中
に
あ
る
痛
み
を
救
済
す
る
。
そ
う

し
た
「
道
」
の
思
想
は
漢
代
末
期
の
動
乱
を
通

じ
て
、
そ
の
思
想
を
信
奉
す
る
人
々
を
増
加
さ

せ
、
や
が
て
教
義
と
教
団
を
備
え
る
存
在
と

な
っ
て
ゆ
く
。
が
、
著
者
は
、
道
教
は
そ
の
よ

う
な
狭
義
の
も
の
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
、
民
間

信
仰
や
民
俗
信
仰
を
も
視
野
に
入
れ
る
べ
き
こ

と
を
説
き
、
丸
山
宏
の
、
中
国
社
会
で
は
社
会

か
ら
分
離
し
て
輪
郭
を
際
立
た
せ
た
宗
教
組
織

は
存
在
し
に
く
く
、
も
っ
と
別
の
幅
広
い
原
理

の
存
在
を
見
よ
う
と
す
る
説
を
引
く
。

　

第
二
章
「
転
変
す
る
世
界
の
肯
定
」
は
、
道

教
が
教
団
・
教
理
を
形
成
し
て
ゆ
く
時
期
、
そ

の
際
の
内
的
・
外
的
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い

て
解
説
さ
れ
る
。
漢
末
動
乱
期
の
信
仰
形
態
、

そ
こ
に
示
さ
れ
た
天
人
相
関
と
勧
善
懲
悪
、
積

善
余
慶
、
天
地
再
生
の
宗
教
理
論
、
行
わ
れ
て

い
た
儀
礼
と
読
誦
さ
れ
た
経
典
等
々
も
説
明
さ

れ
る
。
や
が
て
そ
の
中
に
あ
っ
て
『
老
子
』
が

重
視
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
老
子

と
い
う
人
物
が
神
格
化
さ
れ
て
ゆ
く
。
救
済
は

そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
経
典
読
誦
・
呪
文
の
唱

和
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
ゆ
く
。

読
誦
は
仏
典
漢
訳
以
前
か
ら
の
、
一
つ
の
救
済

の
在
り
方
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
そ
の
後
の
東
ア

ジ
ア
に
流
れ
る
（
仏
教
の
読
経
を
含
め
て
）
信

心
の
形
態
の
一
パ
タ
ー
ン
と
な
っ
て
、
今
日
も

引
き
続
い
て
い
る
。

　

第
三
章
は
「
そ
の
喧
噪
の
た
だ
な
か
で
」
と

題
す
る
。
山
岳
信
仰
・
仙
人
・
女
神
等
々
、
道
教

信
仰
の
諸
要
素
の
概
説
で
あ
る
。
泰
山
や
五
岳

の
聖
地
、
聖
な
る
山
中
で
の
修
行
、
そ
し
て
山

中
に
住
み
、
天
に
も
っ
と
も
近
い
山
巓
か
ら
天

空
を
飛
翔
し
遊
行
す
る
仙
人
、
な
ど
な
ど
の
こ



で
あ
る
）、
医
薬
学
も
そ
れ
に
つ
れ
て
発
達
す

る
。
と
り
わ
け
中
国
医
学
の
技
術
的
発
達
（
主

に
薬
方
）
が
不
老
長
生
を
め
ざ
す
道
教
と
深
く

か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
説
か
れ
る
。
つ
い
で

庚
申
問
題
を
軸
と
し
て
道
教
の
日
本
伝
播
の
諸

問
題
を
論
ず
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
窪
徳
忠
の
庚

申
研
究
・
沖
縄
研
究
に
触
れ
る
こ
と
を
契
機
に
、

道
教
や
仏
教
ど
こ
ろ
か
、
中
国
も
日
本
も
越
え

て
、
そ
の
根
底
に
ア
ジ
ア
全
域
に
伏
流
す
る
基

層
的
な
文
化
形
態
が
存
在
す
る
可
能
性
を
も
示

唆
す
る
。

　

第
六
章
「
十
中
八
九
で
た
ら
め
で
も
」
は
先

に
も
ち
ょ
っ
と
触
れ
た
。
こ
の
章
は
、
近
代
の

ア
ジ
ア
研
究
の
学
問
形
成
に
向
け
て
活
躍
し
た

中
国
学
者
あ
る
い
は
道
教
学
者
へ
の
オ
マ
ー

ジ
ュ
で
あ
る
。
彼
ら
の
仕
事
が
な
け
れ
ば
、
著

者
も
筆
者
も
、
現
在
の
研
究
者
は
す
べ
て
、
な

い
。
わ
れ
わ
れ
は
今
、
も
し
か
し
た
ら
近
代
の

学
問
は
じ
つ
は
、「
近
代
」
に
よ
る
浸
食
、
と

い
う
弱
点
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
気
づ
き
は

じ
め
て
は
い
る
が
、
そ
れ
で
も
彼
ら
近
代
の
学

問
を
作
り
上
げ
て
き
た
中
国
学
者
・
道
教
学
者

た
ち
へ
の
尊
敬
は
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う

い
う
章
で
あ
る
。
そ
の
通
り
で
あ
る
。
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い
う
よ
り
も
ほ
と
ん
ど
民
間
呪
術
師
で
あ
る
。

以
前
流
行
っ
た
キ
ョ
ン
シ
ー
映
画
で
、
キ
ョ
ン

シ
ー
を
引
き
連
れ
た
行
進
し
た
り
、
キ
ョ
ン

シ
ー
を
成
敗
し
た
の
も
こ
う
し
た
道
士
で
あ
っ

て
、
最
近
で
は
ア
ニ
メ
や
ゲ
ー
ム
に
も
普
及
し

て
き
て
し
ま
っ
て
い
る
。
道
教
は
も
う
道
教
と

は
意
識
さ
れ
ず
に
染
み
渡
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
章
の
ラ
ス
ト
部
分
は
習
慣
化

し
て
し
ま
っ
た
事
象
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
る

が
、
そ
の
中
に
、
仏
教
の
盂
蘭
盆
会
と
習
合
し

た
中
元
普
度
が
あ
る
。
祀
り
手
の
い
な
い
孤
独

な
亡
魂
に
供
物
を
捧
げ
て
慰
撫
・
救
済
し
よ
う

と
の
、
い
っ
て
み
れ
ば
施
餓
鬼
の
道
教
版
で
あ

る
。
こ
れ
が
日
本
の
夏
の
お
中
元
の
ル
ー
ツ
で

あ
る
。

　

第
五
章
は
「
体
の
中
は
虫
だ
ら
け
」
と
称
す

る
。「
か
ん
の
虫
」「
腹
の
虫
」
に
は
じ
ま
り
、

体
の
中
に
住
み
込
ん
で
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
悪
い

虫
た
ち
。
虫
は
庚
申
の
夜
に
天
帝
の
と
こ
ろ
に

行
っ
て
そ
の
人
の
罪
科
を
告
げ
口
す
る
か
ら
、

行
か
せ
な
い
よ
う
に
そ
の
夜
は
眠
ら
な
い
「
庚

申
待
ち
」。
虫
は
体
に
悪
さ
を
す
る
か
ら
、
虫

を
や
っ
つ
け
る
呪
法
か
ら
（
京
都
八
坂
神
社
庚

申
堂
の
厄
除
け
コ
ン
ニ
ャ
ク
も
そ
う
い
っ
た
呪
法
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「
道
教
は
道
の
教
え
で
あ
る
」
と
い
う
定
義

（
と
も
い
え
な
い
定
義
）
か
ら
出
発
し
て
描
か
れ

た
「
道
教
の
世
界
」
は
、
従
来
だ
っ
た
ら
道
教

と
は
い
え
な
い
よ
う
な
世
界
を
も
じ
つ
は
道
教

の
世
界
と
関
連
す
る
も
の
と
、
と
ら
え
込
ん
で

し
ま
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
と
ら
え
込
み
は
、
不

当
な
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。
お
そ
ら
く
、
で

き
る
だ
け
平
易
に
分
か
り
や
す
く
と
い
う
編
集

者
の
要
望
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
口
調
だ
け

は
平
易
に
分
か
り
や
す
く
し
て
編
集
者
の
意
向

に
沿
い
つ
つ
、
ほ
と
ん
ど
閾
値
を
見
出
し
が
た

い
輻
輳
し
た
事
態
を
、
こ
の
よ
う
な
形
で
ま
と

め
込
ん
で
し
ま
っ
た
著
者
の
腕
前
に
は
端
倪
す

べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

（
ほ
り
い
け
・
の
ぶ
お　

筑
波
大
学
名
誉
教
授
）
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