
曹
洞
宗
の
袈
裟
に
学
ぶ

道
元
禅
師
頃
の
守
持
衣
と
掛
絡

完
愛
知
学
院
大
学
教
授　

川
口
高
風

五
百
羅
漢
と
呼
ば
れ
る
五
百
人
の
聖
僧

が
示
現
す
る
場
所
と
信
じ
ら
れ
、
天
然

の
石
橋
の
下
を
ほ
と
ば
し
る
滝
の
景
観

で
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
石
橋
を
無
事

に
渡
り
、
生
身
の
羅
漢
に
ま
み
え
て
茶

を
供
え
る
こ
と
が
天
台
山
巡
礼
の
最
大

の
目
的
で
あ
っ
た
。

　

天
台
山
の
五
百
羅
漢
の
姿
を
描
い
た

図
が
、
平
成
二
十
一
年
七
月
十
六
日
よ

り
八
月
三
十
日
ま
で
奈
良
国
立
博
物
館

で
開
か
れ
た「
聖
地
寧
波
」展
で
出
品
さ

れ
た
。
こ
れ
は
京
都
市
の
大
徳
寺
に
所

蔵
し
て
お
り
、
一
幅
に
五
人
の
羅
漢
が

描
か
れ
て
百
幅
と
な
っ
て
い
た
。
し
か

し
、
江
戸
初
期
に
は
六
幅
が
亡
失
し
て

お
り
、
ア
メ
リ
カ
の
ボ
ス
ト
ン
美
術
館

や
フ
リ
ー
ア
美
術
館
に
も
十
二
幅
が
所

蔵
さ
れ
て
い
る
。

　

銘
文
に
よ
れ
ば
十
二
世
紀
の
後
半
、

慶
元
府
の
東
南
に
あ
る
東
銭
湖
の
ほ
と

り
に
あ
っ
た
恵
安
院
の
僧
義
紹
が
、
淳

熙
五
年（
一
一
七
八
）か
ら
十
年
の
歳
月

を
か
け
て
林
庭
珪
と
周
季
常
と
い
う
二

人
の
画
人
に
描
か
せ
、
恵
安
院
に
奉
納

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
道
元
禅
師
が

入
宋
す
る
三
十
五
〜
四
十
五
年
程
前
の

こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
羅
漢
図
の
特
色
は
、
仏
教
史
上

の
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
を
あ
ら
わ
す
事

例
や
経
典
な
ど
に
基
づ
く
仏
教
説
話
の

事
例
、
さ
ら
に
当
時
の
僧
院
に
お
け
る

集
団
生
活
の
様
子
を
写
し
た
一
連
の
内

容
が
ふ
ん
だ
ん
に
描
き
こ
ま
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
当
時
の
僧
院

生
活
を
伝
え
る
視
覚
資
料
と
し
て
も
注

目
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
四
十
八
幅
に
浴
室
を
訪
れ
る
様

子
が
あ
る
。
よ
く
み
る
と
、
上
方
部
に

草ぞ
う

履り

が
整
然
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
太

鼓
が
打
ち
鳴
ら
さ
れ
、
風
呂
の
準
備
が

整
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
る
よ
う
で
、

風
呂
敷
包
み
を
持
っ
た
羅
漢
た
ち
が

次
々
と
集
ま
っ
て
き
て
い
る
。
五
人
の

羅
漢
は
す
べ
て
掛か

絡ら

を
搭
け
て
い
る
。

（
図
1
）

　
そ
の
掛
絡
は
一
長
一
短
の
五
条
衣
で
、
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腰
か
ら
下
半
身
を
お
お
う
大
き
な
掛
絡

で
あ
る
。
竿さ
お

は
一
本
で
、
左
胸
あ
た
り

に
円
環
が
つ
い
て
お
り
、
一
文
字
の
鉤こ
う

で
袈
裟
を
吊
る
し
て
い
る
。
左
側
の
竿

が
背
中
に
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
守
持
衣

の
よ
う
に
腹
部
よ
り
右
側
の
下
半
身
を

お
お
う
搭
け
方
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た

め
掛
絡
の
よ
う
な
二
本
の
竿
で
前
か
ら

搭
け
る
搭
け
方
で
は
な
い
。

　

こ
の
図
か
ら
禅
師
の
入
宋
以
前
の
中

国
で
の
掛
絡
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
禅
師
も
入
宋
中
に
こ
の
よ
う

な
掛
絡
を
搭
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
ろ
い
ろ
な
想
像
が
浮
か
ん
で
く
る
。

　
『
正
法
眼
蔵
』袈
裟
功
徳
に
は
、
入
宋

中
の
嘉
定
十
七
年（
一
二
二
四
）十
月
に

慶
元
府
で
あ
っ
た
二
人
の
高
麗
僧（
智
玄
、

景
雲
）の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

彼
ら
は
し
き
り
に
仏
教
経
典
の
意
義
を

語
り
、
文
学
に
も
心
得
の
あ
る
人
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、袈
裟
も
応
量
器
も
な
く
、

俗
人
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
当
時
は
、
袈
裟
を
搭
け

　

道
元
禅
師
は
貞
応
二
年（
一
二
二
三
）、

二
十
四
歳
の
時
、
明
全
ら
と
と
も
に
入

宋
し
た
。
四
月
の
初
め
、
慶
元
府（
明
州
、

寧
波
）の
港
に
着
き
、
天
童
山
、
阿
育

王
山
を
は
じ
め
杭
州
の
径
山
の
興
聖
万

寿
寺
、
台
州
の
天
台
山
の
万
年
禅
寺
、

台
州
の
小
翠
岩
、
温
州
の
雁
山
の
能
仁

寺
、
さ
ら
に
大
梅
山
な
ど
各
地
の
禅
寺

を
遍
歴
し
、
嘉
禄
二
年（
一
二
二
六
）三

月
、
天
童
山
で
如
浄
に
参
じ
て
正
伝
の

仏
法
を
伝
授
さ
れ
た
。
入
宋
後
五
年
を

経
た
安
貞
元
年（
一
二
二
七
）秋
、
宋
よ

り
帰
国
し
て
い
る
。

　

禅
師
は
慶
元
府
の
南
方
に
あ
る
天
台

山
を
訪
ね
て
い
る
が
、
天
台
山
は
智ち

顗ぎ

（
五
三
八
―
五
九
七
）が
修
禅
の
地
と
し

て
入
り
、
堂
塔
を
整
備
し
て
国
清
寺
を

開
い
た
地
で
あ
る
。
天
台
宗
の
根
本
道

場
で
、
我
国
の
最
澄
、
円
珍
、
奝ち
ょ
う

然ね
ん

、

成じ
ょ
う

尋じ
ん

、
重ち
ょ
う

源げ
ん

、
俊し
ゅ
ん

芿じ
ょ
う

、
栄
西
ら
多
く
の

日
本
僧
が
天
台
山
の
地
を
踏
ん
で
い
る
。

　

天
台
山
巡
礼
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
さ
れ

た
の
が
石せ
き

梁り
ょ
う

瀑ば
く

布ふ

で
あ
っ
た
。
こ
こ
は

ず
に
往
来
し
て
い
た
僧
の
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

　

ま
た
、『
正
法
眼
蔵
』伝
衣
に
は「
西
天

よ
り
伝
来
せ
る
袈
裟
、
ひ
さ
し
く
漢
唐

に
つ
た
は
れ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
、

小
量
に
し
た
が
ふ
る
、
こ
れ
小
見
に
よ

り
て
し
か
あ
り
。
小
見
の
は
づ
べ
き
な

り
。
も
し
い
ま
な
ん
ぢ
が
小
量
の
衣
を

も
ち
い
る
が
ご
と
き
は
、
仏
威
儀
お
ほ

く
虧き

闕け
つ

す
る
こ
と
あ
ら
ん
」と
い
っ
て
お

り
、
イ
ン
ド
か
ら
伝
来
し
た
袈
裟
が
長

い
間
中
国
に
伝
わ
り
、
五
条
衣
を
掛
絡

と
い
う
小
型
の
も
の
に
改
め
た
見
解
に

従
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
考
え
方
が
小
さ

い
た
め
で
あ
り
、
自
己
の
小
見
を
は
ず

か
し
く
思
う
べ
き
で
あ
る
。
も
し
今
、

あ
な
た
が
小
量
の
袈
裟
を
着
用
す
る
よ

う
な
こ
と
で
は
、
仏
の
威
儀
が
多
く
欠

け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
か
ら
、

道
元
禅
師
の
時
代
に
は
小
量
の
衣
で
あ

る
掛
絡
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
仏
の
威

儀
で
な
い
と
い
う
。　

　

さ
ら
に
、『
正
法
眼
蔵
』袈
裟
功
徳
に
は


