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国
際
社
会
と
し
て
の
中
世
禅
林 

村
井
章
介
（
吉
田
光
男
編
『
ア
ジ
ア
理
解
講
座
④
日
韓
中
の
交
流
』(

山
川
出
版
社 

二
〇
〇
四
年)

よ
り
） 

  

日
本
に
お
け
る
禅
宗
に
は
大
き
く
二
つ
の
宗
派
が
あ
っ
て
、
臨
済
宗
は
栄
西
、
曹
洞
宗
は
道
元
が
そ
れ
ぞ
れ
日

本
に
伝
え
た
、
と
い
う
の
が
教
科
書
的
な
知
識
だ
が
、
じ
つ
は
、
禅
宗
の
日
本
渡
来
は
そ
の
二
人
だ
け
に
よ
る
の

で
は
な
い
。
一
二
四
〇
年
代
ぐ
ら
い
か
ら
一
四
世
紀
の
な
か
ば
に
か
け
て
の
ほ
ぼ
一
世
紀
、
た
く
さ
ん
の
禅
僧
た

ち
が
中
国
か
ら
日
本
に
渡
来
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
流
派
の
禅
宗
を
伝
え
た
。
私
は
こ
の
時
代
を
「
渡
来
僧
の
世
紀
」

と
呼
ん
で
い
る
。 

 

「
渡
来
僧
」
と
い
う
の
は
、
中
国
か
ら
日
本
に
渡
来
し
て
日
本
の
禅
宗
界
で
活
躍
し
た
禅
僧
た
ち
の
こ
と
で
、

私
が
調
べ
た
と
こ
ろ
、
三
十
名
ほ
ど
が
確
認
で
き
る
。
逆
に
日
本
か
ら
中
国
に
渡
っ
た
僧
の
こ
と
を
「
渡
海
僧
」

と
呼
ん
で
お
り
、
二
〇
〇
を
こ
え
る
数
が
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
。
こ
の
時
代
に
は
、
そ
れ
だ
け
ひ
ん
ぱ
ん
な
往

来
が
日
中
間
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
後
、
一
三
六
八
年
に
朱
元
璋
が
大
都
（
今
の
北
京
）
を
陥
落
さ
せ
、
元
を
北
に
追
い
は
ら
っ
て
明
王
朝
を

建
て
る
と
、
こ
う
い
う
渡
来
僧
は
い
な
く
な
る
。
そ
し
て
ま
た
、
日
本
か
ら
僧
侶
が
中
国
に
渡
っ
て
各
地
を
遍
歴

す
る
よ
う
な
状
況
も
な
く
な
る
。
こ
れ
は
中
国
側
の
政
策
の
変
化
に
よ
る
も
の
で
、
明
代
は
あ
ら
ゆ
る
外
国
と
の

通
行
関
係
を
統
制
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
貿
易
も
勘
合
貿
易
と
い
う
中
国
が
認
め
る
も
の
し
か
受
け
入
れ
な
い
か

た
ち
に
な
る
が
、
僧
侶
も
ま
た
、
周
辺
の
国
家
が
遣
わ
す
使
者
と
し
て
の
み
中
国
に
行
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
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と
異
な
っ
て
、
元
代
は
そ
う
い
う
国
家
的
な
統
制
が
大
変
ル
ー
ズ
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
な
に
も
国
家
の
使
命

を
帯
び
て
は
い
な
い
民
間
の
僧
侶
た
ち
が
、
商
業
的
な
貿
易
船
に
乗
っ
て
中
国
に
渡
航
で
き
た
。
（
中
略
） 

 
中
国
渡
航
ブ
ー
ム 

 

私
の
い
う
「
渡
来
僧
の
世
紀
」
に
、
日
本
禅
僧
の
中
国
渡
航
ブ
ー
ム
と
い
う
べ
き
現
象
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ

の
様
子
を
具
体
的
に
見
せ
て
く
れ
る
お
も
し
ろ
い
資
料
が
あ
る
。『
中
巌
円
月
和
尚
自
歴
譜
』
と
い
う
も
の
で
、
中

巌
円
月
と
い
う
、
日
本
の
五
山
文
学
（
禅
宗

社
会
で
生
み
出
さ
れ
た
詩
や
散
文
な
ど
の
総

称
）
初
期
の
代
表
的
な
作
者
の
一
人
が
、
自

分
の
生
涯
を
年
代
を
追
っ
て
記
し
た
も
の
で
、

文
体
が
年
表
風
な
の
で
自
伝
と
は
い
え
な
い

か
も
し
れ
な
い
が
、
な
か
な
か
内
容
豊
富
で

お
も
し
ろ
い
。
禅
僧
の
伝
記
と
い
う
と
、
弟

子
た
ち
が
師
匠
の
伝
記
を
つ
く
る
の
が
ふ
つ

う
な
の
だ
が
、
中
巌
の
場
合
は
自
分
で
自
分

の
も
の
を
つ
く
っ
た
わ
け
で
あ
る
。 

 

中
巌
は
鎌
倉
時
代
の
終
わ
り
こ
ろ
中
国
に

渡
っ
て
、
七
年
ほ
ど
滞
在
し
て
、
多
く
の
師

中中巌巌円円月月像像（（京京都都・・霊霊源源院院蔵蔵））  
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匠
に
つ
い
て
修
行
し
、
幕
府
が
滅
び
る
直
前
に
日
本
に
帰
っ
た
。
そ
の
間
の
こ
と
を
述
べ
た
部
分
を
読
む
と
、
二

つ
の
点
に
興
味
を
ひ
か
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
当
時
日
中
間
を
往
来
し
て
い
た
貿
易
船
の
姿
が
垣
間
見
え
る
こ
と
で

（
中
略
）、
も
う
ひ
と
つ
は
、
彼
が
中
国
に
渡
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
人
と
接
触
す
る
な
か
に
、
日
本
僧
の
渡
海
ブ
ー
ム

の
一
端
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

ま
ず
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
の
条
を
見
る
と
、「
江
南
に
到
る
」
と
あ
り
、
中
国
の
南
部
、
今
の
杭
州
を
中
心

と
す
る
地
域
に
渡
っ
た
。
そ
の
と
き
元
の
年
号
は
泰
定
二
年
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
雪
竇
山
資
聖
寺
で
冬
を
過
ご
し

て
、「
旧
友
全
珠
侍
者
」
に
会
っ
て
い
る
。
日
本
で
知
り
あ
っ
た
友
だ
ち
が
中
国
に
滞
在
し
て
い
る
の
に
出
会
っ
た

の
で
あ
る
。 

 

翌
年
、
泰
定
三
年
条
を
み
る
と
、「
時
に
龍
山
和
尚
単
寮
に
あ
り
」
と
あ
る
。
こ
の
龍
山
と
は
龍
山
徳
見
と
い
う

下
総
の
千
葉
氏
出
身
の
禅
僧
で
、
中
国
に
渡
っ
て
も
数
年
で
帰
る
人
が
多
い
な
か
で
、
憧
れ
の
地
・
中
国
に
一
三

〇
五
年
か
ら
四
九
年
ま
で
四
五
年
間
も
滞
在
し
た
が
、
最
後
は
や
は
り
日
本
に
帰
っ
て
く
る
、
と
い
う
経
歴
を
も

つ
人
で
あ
る
。
こ
の
人
に
中
巌
は
雲
巌
寺
で
会
い
、
「
郷
の
尊
宿
を
も
っ
て
朝
夕
参
扣
す
」、
つ
ま
り
故
国
の
大
変

す
ぐ
れ
た
師
匠
で
あ
る
の
で
、
朝
な
夕
な
に
門
を
叩
い
た
、
と
書
か
れ
て
い
る
。 

さ
ら
に
泰
定
五
年
条
を
見
る
と
、
中
巌
は
道
場
山
と
い
う
寺
で
、
重
要
な
役
に
就
い
て
い
た
東
陵
永
璵
・
雪
村

友
梅
と
い
う
二
人
に
会
っ
て
い
る
。
東
陵
は
中
国
人
で
、
こ
の
記
事
の
だ
い
ぶ
あ
と
、
一
三
五
一
年
に
日
本
に
渡

来
す
る
。
も
う
一
人
の
雪
村
友
梅
は
、
二
十
年
以
上
中
国
に
滞
在
し
た
渡
海
僧
で
、
中
巌
よ
り
少
し
先
輩
の
五
山

文
学
作
者
と
し
て
有
名
な
人
物
で
あ
る
。 

そ
の
翌
年
、
天
暦
元
年
（
一
三
二
九
）
に
も
、
も
う
一
度
、
龍
山
徳
見
を
訪
れ
た
記
事
が
あ
る
。
そ
の
と
き
に
、
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不
聞
契
聞
と
い
う
中
巌
の
親
友
が
、
中
国
に
お
け
る
政
治
的
な
事
件
に
関
係
し
た
と
い
う
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
、
武

昌
で
官
憲
に
と
ら
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
聞
き
、
そ
の
難
を
救
お
う
と
武
昌
へ
行
っ
た
と
こ
ろ
、
す
で
に
嫌
疑
は

晴
れ
て
い
た
、
と
い
う
。 

こ
の
よ
う
に
、
中
巌
は
中
国
に
い
た
数
年
の
あ
い
だ
に
、
何
人
も
の
日
本
か
ら
の
渡
海
僧
に
出
会
っ
て
い
る
。

今
、
私
た
ち
が
海
外
旅
行
に
で
か
け
る
と
よ
く
日
本
人
に
出
会
う
が
、
そ
れ
と
似
た
よ
う
な
状
況
が
、
当
時
中
国

大
陸
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
『
自
暦
譜
』
を
読
む
と
手
に
と
る
よ
う
に
わ
か
る
。
そ
れ
だ
け
大
勢
の
日

本
の
禅
僧
た
ち
が
中
国
に
押
し
寄
せ
て
い
た
、
そ
う
い
う
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

バ
イ
リ
ン
ガ
ル
な
世
界 

 

こ
の
時
代
に
は
、
日
本
僧
が
中
国
に
行
く
だ
け
で
は
な
く
、
中
国
の
、
そ
れ
も
か
な
り
大
物
の
禅
僧
が
日
本
に

来
て
、
禅
寺
を
開
い
た
り
、
あ
る
い
は
す
で
に
あ
る
禅
寺
の
住
持
に
な
っ
た
り
と
い
う
こ
と
が
見
ら
れ
た
。
そ
ん

な
な
か
で
、
禅
寺
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
空
間
に
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 

も
っ
と
も
典
型
的
な
寺
院
を
ひ
と
つ
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
鎌
倉
に
あ
る
建
長
寺
で
あ
る
。
建
長
寺
の
開
山
は
蘭

渓
道
隆
だ
が
、
蘭
渓
の
あ
と
、
お
も
だ
っ
た
渡
来
僧
は
ま
ず
建
長
寺
に
入
っ
て
住
持
に
な
る
の
が
慣
例
に
な
っ
て

く
る
。（
中
略
） 

 

そ
う
い
う
わ
け
で
、
初
期
の
建
長
寺
の
住
持
は
ほ
と
ん
ど
が
中
国
人
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
建
長
寺
は
、
中
国

の
寺
院
が
そ
の
ま
ま
引
っ
越
し
て
き
た
よ
う
な
、
大
変
異
国
的
な
空
間
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
異
国
か
ら
僧
侶

が
わ
た
っ
て
き
て
ま
る
で
異
国
の
よ
う
だ
、
と
い
う
感
想
を
『
沙
石
集
』
と
い
う
説
話
集
を
残
し
た
こ
と
で
有
名
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な
無
住
と
い
う
文
学
僧
が
、
別
の
著
作
『
雑
談
集
』
の
な
か
で
漏
ら
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
今
、
私
た
ち
が
建
長

寺
に
行
っ
て
み
て
も
、
残
念
な
が
ら
そ
う
い
う
雰
囲
気
を
当
時
の
ま
ま
に
味
わ
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
時
代

の
あ
と
、
建
長
寺
は
何
度
も
火
災
に
あ
っ
て
お
り
、
鎌
倉
時
代
の
建
物
な
ど
ひ
と
つ
も
残
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
焼
け
た
あ
と
建
て
か
え
る
た
び
に
和
風
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
、
今
で
は
そ
れ
ほ
ど
異
国
的
と
い
う
感
じ
は

し
な
く
な
っ
て
い
る
。 

 

そ
う
い
う
異
国
風
の
空
間
と
な
っ
た
禅
寺
の
な
か
で
は
、
ト
ッ
プ
が
中
国
人
だ
け
に
、
中
国
語
が
飛
び
交
っ
て

い
た
。
禅
寺
で
は
住
持
が
弟
子
と
の
あ
い
だ
で
さ
ま
ざ
ま
な
問
答
を
す
る
と
い
う
儀
式
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
い
わ

ゆ
る
禅
問
答
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
弟
子
た
ち
は
、
そ
う
い
う
問
答
を
へ
て
、
し
だ
い
に
禅
宗
社
会
の
な
か
で
成

長
し
て
い
き
、
や
が
て
悟
り
を
開
く
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
い
う
問
答
の
場
で
中
国
語
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
史
料
が
あ
る
。『
竺
仙
和
尚
語
録
』
と
い
う
、
竺
仙
梵
僊
と
い
う
渡
来
僧
の
作
品
集
に
お
さ
め
ら
れ
た
、
あ
る

問
答
の
記
録
が
そ
れ
で
あ
る
。 

 

竺
仙
が
鎌
倉
五
山
の
ひ
と
つ
で
あ
る
浄
智
寺
の
住
持
だ
っ
た
と
き
、
椿
庭
海
寿
と
い
う
日
本
の
禅
僧
が
師
の
前

に
で
て
問
答
を
し
た
。「
師
再
び
垂
語
し
て
曰
く
」
と
あ
っ
て─

─

垂
語
と
い
う
の
は
こ
と
ば
を
発
す
る
こ
と─

─

、

「
寿
持
者
」
す
な
わ
ち
椿
庭
海
寿
に
た
い
し
て
、「
適
間
（
た
っ
た
今
）
条
に
違
い
令
を
犯
せ
り
、
不
恁
麼
の
底
（
そ

う
で
な
い
な
ら
）、
更
に
聞
話
す
る
こ
と
あ
る
麼
」
と
問
い
か
け
る
。
「
麼
」
と
い
う
古
典
漢
文
に
は
使
わ
れ
な
い

字
が
あ
る
が
、
こ
う
い
う
同
時
代
の
中
国
語
の
俗
語
的
な
表
現
の
な
か
に
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
日
中
交
流
が
み
て

と
れ
る
。 

 

「
条
に
違
い
令
を
犯
せ
り
」
な
ど
と
あ
え
て
き
つ
い
表
現
を
し
て
、
お
ま
え
は
私
に
な
に
を
訪
ね
よ
う
と
い
う
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の
か
、
と
師
は
弟
子
に
迫
る
。
こ
れ
に
椿
庭
が
、「
達
磨
西
来
し
て
言
語
通
ぜ
ざ
る
に
、
已
に
曾
て
伝
法
せ
り
。
学

人
上
来
す
、
和
尚
は
如
何
」
と
答
え
る
。
達
磨
は
イ
ン
ド
か
ら
中
国
に
き
て
禅
宗
を
伝
え
た
禅
の
第
一
祖
だ
が
、

当
然
、
彼
は
中
国
語
を
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
そ
れ
な
の
に
禅
の
法
は
中
国
に
伝
わ
っ
た
で
は
な
い
か
。「
学
人
」、

と
い
う
の
は
椿
庭
自
身
の
こ
と
だ
が
、
私
は
今
こ
こ
に
や
っ
て
き
た
。
中
国
か
ら
来
た
異
言
語
の
人
で
あ
る
あ
な

た
は
、
い
っ
た
い
ど
う
や
っ
て
私
に
法
を
伝
え
る
の
か
、
と
ボ
ー
ル
を
投
げ
返
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
竺
仙
が

「
汝
、
還
（
ま
）
た
法
を
得
る
や
未
（
い
な
）
や
」、
お
ま
え
も
私
か
ら
法
を
え
た
と
い
う
の
か
、
と
打
ち
返
す
わ

け
だ
が
、
こ
う
い
う
禅
問
答
よ
り
も
、
私
が
お
も
し
ろ
う
と
思
う
の
は
そ
の
つ
ぎ
で
あ
る
。 

 

「
是
の
時
、
寿
そ
の
舌
音
を
却
転
し
、
日
本
郷
談
を
作
し
て
云
う
」
、
と
い
う
二
行
に
割
っ
た
注
記
が
あ
っ
て
、

そ
の
あ
と
に
「
如
何
是
れ
祖
師
西
来
の
意
」
と
い
う
椿
庭
の
こ
と
ば
が
続
く
。「
法
を
得
る
や
未
（
い
な
）
や
」
と

い
う
と
こ
ろ
ま
で
の
問
答
は
中
国
語
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、
突
然
、
椿
庭
は
「
舌
音
を
却
転
し
」
す
な
わ
ち

日
本
語
に
切
り
か
え
て
、「
如
何
是
れ
祖
師
西
来
の
意
」
と
い
う
問
い
を
発
し
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
竺
仙
は
、「
亦

日
本
音
を
操
り
て
云
う
」、
す
な
わ
ち
自
分
も
日
本
語
に
切
り
か
え
て
、「
庭
前
の
柏
樹
子
」
と
答
え
た
。 

 

弟
子
を
悟
り
に
導
く
た
め
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
な
る
よ
う
な
問
答
を
公
案
と
い
う
が
、「
庭
前
の
柏
樹
子
」
も
そ

の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
庭
先
に
あ
る
柏
の
木
と
い
う
だ
け
の
意
味
だ
が
、
要
す
る
に
、
な
ん
の
変
哲
も
な
い
小
さ
な

木
に
も
仏
性
は
宿
っ
て
い
る
、
と
い
う
含
意
で
あ
る
。
昔
の
有
名
な
禅
問
答
の
な
か
で
そ
う
い
う
こ
と
ば
が
発
せ

ら
れ
、
そ
れ
が
公
案
と
し
て
定
着
し
た
も
の
で
あ
る
。
木
に
さ
え
仏
性
が
宿
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
か
ら
、
こ
と

ば
が
違
っ
て
も
た
い
し
た
問
題
で
は
な
い
、
と
い
う
心
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
よ
う
な
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
状
況
は
、
こ
の
時
代
の
禅
宗
寺
院
に
か
な
り
広
く
存
在
し
た
と
考
え
て
よ
い
。 


