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宋
代
道
拳
に
お
け
る
宗
法
論
の
思
想
史
的
位
置

佐
々
木

愛

宋
代
、
道
皐
の
系
譜
に
属
す
る
人
々
|
|
張
載
、
程
願
、
朱
官
聞
は
、
経
書
に

記
さ
れ
た
古
の
親
族
組
織
法
で
あ
る
宗
法
を
、
現
今
に
お
い
て
再
び
寅
践
す
べ

き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
宗
法
は
親
族
結
合
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
彼
ら
の
宗
法
質
践
の
主
張
は
親
族
結
合
の
希
求
で
あ
る
、

と
解
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
解
穆
は
、
彼
ら
の
主
張
を
宗
族
結
合
の
端
絡

が
生
ま
れ
た
宋
代
と
い
う
枇
曾
史
的
文
脈
の
中
で
理
解
す
る
こ
と
を
可
能
に
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
、
宋
代
に
新
興
し
た
道
皐
者
と
し
て
の
思
想
史

的
文
脈
を
考
慮
し
つ
つ
テ
キ
ス
ト
を
讃
む
と
い
う
姿
勢
を
歓
い
て
い
た
。

筆
者
は
最
近
、
彼
ら
の
宗
法
論
を
検
討
し
、
彼
ら
の
宗
法
復
活
と
は
、
嫡
長

子
の
優
位
と
祭
柁
権
の
嫡
長
子
一
子
縫
承
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ

は
親
族
の
結
合
を
期
待
し
て
で
は
な
く
、
彼
ら
の
宗
法
復
活
の
主
張
を
親
族
の

結
合
を
め
ざ
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
こ
と
、
ま
た
現
寅
の
親
族
観
念
と
話
離

し
た
宗
法
の
嫡
長
子
主
義
の
寅
践
は
寅
際
に
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
り
、
に
も

か
か
わ
ら
ず
宗
法
復
活
を
主
張
し
た
の
は
、
所
輿
の
理
想
た
る
古
へ
の
復
錫
を

目
指
す
と
い
う
、
道
皐
の
あ
る
種
原
理
主
義
的
と
も
い
え
る
思
想
的
文
臓
の
中

か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
等
を
指
摘
し
た
。

本
報
告
は
、
こ
の
よ
う
な
彼
ら
の
宗
法
論
が
、
宋
代
蛍
時
及
び
そ
れ
以
後
の

時
代
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
利
用
さ
れ
、
或
い
は
そ
の
克
服
が

闘
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
思
想
史
的
位
置
附
け
の
た
め
の
一
定
の
見
通
し

を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

南
宋
期
の
地
域
社
禽
に
お
け
る

「
友
」

岡

フじ

司

『
論
語
』
・

『
孟
子
』
か
ら
、
六
朝
や
唐
代
の
詩
人
た
ち
の
交
遊
、
そ
し
て
清

代
の
幕
友
な
ど
に
至
る
ま
で
、
停
統
中
園
祉
曾
に
お
い
て
、
「
友
」
と
い
う
概

念
は
、
人
関
関
係
の
重
要
な
一
要
素
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
近

年
の
明
清
史
研
究
に
お
い
て
は
、
小
川
晴
久
氏

・
小
野
和
子
氏
・
マ
ク
デ
モ
ッ

ト
氏
の
論
考
な
ど
に
よ
っ
て
、

「
友
」
の
果
た
し
た
役
割
へ
の
関
心
が
高
ま
り

つ
つ
あ
り
、
停
統
中
園
の
人
的
結
合
の
柔
軟
で
選
揮
的
な
側
面
を
示
す
材
料
と

し
て
も
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
思
う
。

本
報
告
で
は
、
唐
宋
製
革
を
へ
て
地
域
社
曾
に
お
け
る
士
大
夫
の
活
動
が
活

溌
化
し
て
い
た
南
宋
期
に
つ
い
て
、
か
れ
ら
の
相
互
関
係
を
示
す
言
葉
と
し
て

し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
「
友
」
の
分
析
を
試
み
た
い
。
南
宋
期
は
、
朱
曹
関
だ
け

で
な
く
、
諸
事
振
が
各
地
域
に
お
い
て
濁
自
の
理
論
を
競
合
的
に
提
唱
し
て
い

た
時
期
で
あ
り
、
相
互
の
交
流
も
活
況
を
呈
し
て
い
た
。
本
報
告
は
、
そ
の
一

つ
で
あ
る
永
莞
象
波
の
思
想
家
た
ち
の
嬢
黙
と
な
っ
た
温
州
お
よ
び
そ
の
周
園

の
地
域
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
柑
昨
季
宣
、
陳
侍
良
、
葉
遊
、
王
十
周
、

そ
し
て

ま
た
彼
ら
を
取
り
各
く
人
物
た
ち
の
聞
で
、

「友
」
と
い
う
用
語
が
ど
の
よ
う

な
開
柄
で
用
い
ら
れ
て
い
た
か
を
兵
種
的
に
検
討
す
る
と
と
も
に
、

「友」

が

い
か
な
る
意
味
を
込
め
た
関
係
と
し
て
同
時
代
人
に
認
識
さ
れ
て
い
た
か
、
ま
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た
、
そ
れ
が
社
禽
の
中
で
客
観
的
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
な
ど
に

つ
い
て
分
析
し
て
み
た
い
。

核
開
介
石
と
南
京
園
民
政
府

-
1
1中
園
図
民
黛
の
権
力
浸
透
に
関
す
る
分
析
|
|

家

近

亮

子

561 

私
は
、
中
園
園
民
漢
が
中
華
民
図
を
代
表
す
る
正
統
政
府
で
あ
る
南
京
圏
民

政
府
を
成
立
さ
せ
、
日
中
戦
争
を
勝
利
に
導
き
な
が
ら
、
績
く
中
園
共
産
黛
と

の
内
戦
に
お
い
て
敗
北
し
た
最
大
の
原
因
を
、
中
園
園
民
漢
の
権
力
の
不
浸
透

に
求
め
る
。

そ
の
不
浸
透
の
要
因
は
以
下
の
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。

①
孫
文
理
論
に
基
づ
い
た
園
家
建
設
プ
ロ
グ
ラ
ム
賓
現
と
い
う
政
策
課
題
の

達
成
義
務
と
内
外
の
政
治
扶
況
と
の
矛
盾
。

②
孫
文
後
継
を
め
ぐ
る
黛
内
に
お
け
る
矛
盾
。

・
孫
文
理
論
の
「
不
精
級
L

性
と
解
穆
穫
の
不
確
立
。

-
蒋
介
石
の
権
力
へ
の
挑
戦
と
そ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
黛
内
封
抗
勢

力
と
の
劉
立
。

③
②
を
背
景
と
す
る
制
度
化
及
び
政
策
の
縛
第
。

④
③
を
背
景
と
す
る
、
黛
組
織
形
成
の
全
図
的
展
開
、
及
び
黛
員
の
全
閥
的

憧
明
大
の
不
足
。

以
上
の
要
因
に
よ
っ
て
、
中
園
園
民
黛
は
そ
の
支
配
の
基
本
と
も
な
る
べ
き

「
以
篤
治
園
」
を
寅
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
か
え
っ

て
日
中
戦
争
勃
愛
後
、
黛
内
に
お
け
る
蒋
介
石
の
個
人
濁
裁
を
容
認
す
る
こ
と

と
な
る
。
そ
の
結
果
、
多
く
の
知
識
人
及
び
中
開
勢
力
を
園
民
軸
無
か
ら
離
反
さ

せ
、
共
産
黛
の
下
に
糾
合
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

高
昌
園
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て

開

尾

郎

史

『
吐
魯
番
出
土
文
書
』

を
聞
い
て
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
ち
ょ
う
ど
一
五

O
O年
前
に
成
立
し
た
麹
氏
高
畠
園
(
五

O
一
J
六
四

O
年
、
表
題
も
含
め
、

以
下
、
「
高
昌
圏
」
〉
時
代
の
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
文
書
は
、
大
多
数
が
官
府
・
官
員

に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
と
お
ぼ
し
き
帳
簿
類
で
あ
る
。

一
方
、
同
じ
く
官
府

・

官
員
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
狭
義
の
官
文
書
は
数
が
少
な
い
ば
か
り
か
、
奏

-

符
・
辞
・
班
示
な
ど
種
類
も
ま
こ
と
に
貧
弱
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
傾

向
は
、
五
胡
時
代
の
文
書
と
比
較
し
て
も
願
著
と
言
え
る
の
で
あ
っ

て
、
偶
然

と
し
て
庭
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
護
表
者
は
、
こ
の
よ
う
な
文
書
の
残
存

朕
況
と
「
正
史
」
高
昌
俸
の
記
述
と
を
合
わ
せ
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
高

昌
園
の
閣
制
の
、
同
時
代
の
中
園
王
朝
と
は
大
き
く
異
な
っ
た
特
質
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

高
昌
園
の
圏
制
に
つ
い
て
は
、
狭
義
の
官
文
書
の
鐙
系
や
郡
豚
制
の
運
営
な

ど
を
中
心
に
検
討
が
進
め
ら
れ
て
き
て
お
り
、
郡
と
豚
に
は
統
属
関
係
が
な
か

っ
た
こ
と
、

太
守
や
豚
令
は
進
任
化
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
既
に
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
。

裂
表
者
は
、
右
の
よ
う
な
方
法
を
と
り
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
成

果
の
上
に
新
た
な
知
見
を
加
え
た
い
。
こ
れ
が
第
一
黙
で
あ
る
。
ま
た
特
異
な
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