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空から真空へ

空
か
ら
真
空
へ

古
賀
　
英
彦
（
花
園
大
学
名
誉
教
授
）

　

中
国
仏
教
が
イ
ン
ド
仏
教
と
は
根
本
的
に
異
な
る
こ
と
を
、
中
国
仏
教
の
教
徒
が
認
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
権

大
乗
と
実
大
乗
と
を
区
別
し
た
と
こ
ろ
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
前
者
が
真
如
の
随
縁
を
言
わ
な
い
の
に
対
し
て
、

後
者
が
そ
れ
を
認
め
る
点
に
相
違
の
核
心
が
あ
る
。
真
如
の
中
味
が
微
妙
に
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

　

真
如
が
随
縁
し
て
万
法
と
な
る
と
い
う
考
え
（
つ
ま
り
体
用
論
）
は
、
イ
ン
ド
仏
教
に
は
な
い
か
ら
、
こ
の
変
化
は
中
国

思
想
の
影
響
と
見
る
し
か
な
い
。
根
本
が
変
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
つ
れ
て
枝
末
が
変
っ
た
の
も
当
然
で
あ
る
。
い

ま
便
宜
的
に
、
天
台
教
学
の
中
心
と
さ
れ
る
三
諦
円
融
の
教
説
を
手
掛
り
に
、
変
化
の
あ
と
を
追
っ
て
み
よ
う
。

　

周
知
の
と
お
り
イ
ン
ド
仏
教
は
二
諦
説
で
あ
る
。「
此
の
天
台
の
三
諦
と
い
ふ
の
は
、
三
論
な
ど
の
方
で
言
ふ
所
の
、
眞

俗
二
諦
説
、
俗
有
眞
空
か
ら
一
歩
進
ん
だ
も
の

⑴
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
イ
ン
ド
仏
教
自
体
の
展
開
と
し
て
進
ん
だ

の
で
は
な
い
。
真
如
の
中
味
の
変
化
に
伴
な
っ
て
生
じ
た
教
説
で
あ
る
。

　

ま
た
三
諦
説
は
天
台
の
独
創
で
は
な
い
。
空
仮
中
や
三
諦
と
い
う
言
葉
は
使
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
考
え
は
す
で
に
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『
肇
論
』
に
あ
る
。
こ
の
事
実
を
確
か
め
る
こ
と
は
、
三
諦
説
の
生
じ
た
ゆ
え
ん
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

　

ま
ず
天
台
教
学
の
三
諦
と
は
、『
始
終
心
要
』
に
、

　

夫
れ
三
諦
な
る
者
は
天
然
の
性
徳
な
り
。
中
諦
な
る
者
は
一
切
法
を
統
べ
、
真
諦
な
る
者
は
一
切
法
を
泯
じ
、
俗
諦

な
る
者
は
一
切
法
を
立
つ
。
挙
一
即
三
、
前
後
す
る
に
は
非
ざ
る
な
り
。

と
い
う
。
中
諦
の
一
項
の
加
わ
っ
た
こ
と
が
、
一
歩
進
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

さ
て
『
肇
論
』
だ
が
、
不
真
空
論
に
次
の
よ
う
に
い
う
、

　

摩
訶
衍
論
に
云
わ
く
、
諸
法
は
亦
た
有
相
に
も
非
ず
、
無
相
に
も
非
ず
。
中
論
に
云
わ
く
、
諸
法
は
不
有
不
無
な

り
、
と
は
第
一
真
諦
な
り
。〔(2)7

⑵
〕

　

こ
こ
に
お
い
て
こ
と
さ
ら
に
、
真
諦
の
語
に
「
第
一
」
と
い
う
語
を
か
ぶ
せ
た
の
は
、
普
通
に
い
う
と
こ
ろ
の
真
諦
と
区

別
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

　

経
に
云
わ
く
、
真
諦
と
俗
諦
と
は
異
な
る
こ
と
有
り
と
謂
う
や
。
答
え
て
曰
わ
く
、
異
な
る
こ
と
無
き
な
り
、
と
。

此
の
経
は
直た

だ
、
真
諦
は
以
て
非
有
を
明
ら
め
、
俗
諦
は
以
て
非
無
を
明
ら
む
る
を
辨
ぜ
し
の
み
。
豈
に
諦
の
二
な
る

を
以
て
し
て
而
し
て
物
に
二
な
ら
ん
や
。〔(2)12

〕

　
「
真
諦
は
以
て
（
諸
法
の
）
非
有
を
明
ら
め
、
俗
諦
は
以
て
（
諸
法
の
）
非
無
を
明
ら
む
」
と
い
う
時
の
真
諦
と
、「
諸
法

は
不
有
不
無
な
り
、
と
は
第
一
真
諦
な
り
」
と
い
う
時
の
そ
れ
と
は
、
明
ら
か
に
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
不
有
不
無
の

第
一
真
諦
は
、
非
有
の
真
諦
と
非
無
の
俗
諦
と
を
統
合
す
る
か
た
ち
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
『
中
論
』
で
あ
る
が
、
こ
の
通
り
の
言
葉
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も

僧
肇
の
引
用
の
仕
方
と
い
う
も
の
は
、
原
典
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
よ
り
も
、
自
ら
ま
さ
に
創
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る

仏
教
学
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
、
大
胆
に
整
形
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
読
む
方
に
も
い
さ
さ
か
の
想
像
力
が
要
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求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
私
の
考
え
で
は
、
こ
の
引
用
の
も
と
に
な
っ
た
の
は
『
中
論
』
二
十
四
章
十
八
偈
で
は
な
い
か
と

思
う
。衆

因
縁
生
法　

我
説
即
是
無　

亦
為
是
仮
名　

亦
是
中
道
義

衆も
ろ

も
ろ
の
因
縁
よ
り
生
ぜ
し
法
は
、
我
は
即
ち
是
れ
無
な
り
と
説
く
。
亦
た
是
れ
仮
名
な
り
と
も
為
し
、
亦
た
是

れ
中
道
の
義
な
り
と
も
す
。

　
「
衆
因
縁
生
法
」
と
は
「
諸
法
」
で
あ
る
。「
即
是
無
」
と
は
「
不
有
」
で
あ
り
、「
是
仮
名
」
と
は
「
不
無
」
で
あ
る
。

「
中
道
義
」
と
は
「
第
一
真
諦
」
で
あ
る
。

　

第
一
真
諦
に
つ
い
て
、
不
真
空
論
は
つ
づ
け
て
次
の
よ
う
に
い
う
、

　

夫
の
不
有
不
無
な
る
者
を
尋
ぬ
る
に
、
豈
に
石
物
を
滌て

き

除じ
ょ

し
、
視
聴
を
杜と

塞そ
く

し
、
寂
寥
虚
豁
に
し
て
然
る
後
に
真
諦

と
為
す
と
謂
う
者
な
ら
ん
や
。〔(2)8

〕

　

旧
稿
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
肇
論
』
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
「
即
偽
即
真
」
の
論
証
に
在
る
。「
偽
」
と
は
不
真
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
こ
れ
が
『
肇
論
』
に
お
け
る
「
空
」
の
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
諸
法
の
不
真
空
で
あ
る
こ
と
を
第
一
真
諦
と
呼

ぶ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
万
物
を
滌
除
す
る
も
の
で
は
な
い

⑶
。
当
時
の
解
釈
の
一
で
あ
る
本
無
説
を
批
判
し
て
い
う
、

　

本
無
な
る
者
は
、
情
に
無
を
尚た

っ
とん

で
、
言
に
触
れ
て
以
て
無
を
責
と
す
る
こ
と
多
し
。
故
に
非
有
の
と
き
は
有
は
即

ち
無
な
り
。
非
無
の
と
き
は
無
も
亦
た
無
な
り
。
夫
の
立
文
の
本
旨
な
る
者
を
尋
ぬ
る
に
、
直
だ
、
非
有
は
真
有
に
非

ざ
る
を
、
非
無
は
真
無
に
非
ざ
る
を
以
て
す
る
の
み
。〔(2)5
〕

　

中
国
思
想
と
し
て
の
仏
教
学
を
組
み
立
て
て
行
く
う
え
に
お
い
て
、
空
説
の
見
直
し
は
肝
要
の
課
題
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な

ら
イ
ン
ド
仏
教
の
空
説
は
、
ど
こ
ま
で
も
有
の
立
場
を
離
れ
な
い
中
国
思
想

⑷
と
は
相
い
容
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

こ
で
編
み
出
さ
れ
た
の
が
、
空
と
は
「
不
真
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
断
滅
空
（
法
界
玄
鏡
）
の
こ
と
で
は
な
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い
と
い
う
理
論
で
あ
る
。

　

本
無
説
に
お
い
て　

諸
法
は
非
有
で
あ
る
と
い
う
の
は
、「
有
は
無
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
本
当
は
、

有
は
真
有
で
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
非
無
も
ま
た
同
様
で
、
無
は
真
無
で
は
な
い
と
い
う
に
す
ぎ

な
い

⑸
。

　

夫
の
有
若
し
真
有
な
ら
ば
、
有
は
自
ら
常
有
な
ら
ん
。
豈
に
縁
を
待
ち
て
而
し
て
後
に
有
な
ら
ん
や
。
譬
え
ば
彼
の

真
無
は
自
ら
常
無
な
り
。
豈
に
縁
を
待
ち
て
而
し
て
後
に
無
な
ら
ん
や
。
若
し
有
の
自
有
な
ら
ざ
れ
ば
、
縁
を
待
ち
て

而
し
て
後
に
有
た
る
者
な
り
。
故
に
知
る
、
有
は
真
有
に
非
ざ
る
こ
と
を
。
有
は
真
有
に
非
ざ
れ
ば
、
有
な
り
と
雖
も

之
を
有
と
謂
う
可
か
ら
ず
。

　

不
無
な
る
者
は
、
夫
の
無
は
則
ち
湛
然
不
動
に
し
て
、
之
を
無
と
謂
う
可
し
。
万
物
若
し
無
な
ら
ば
則
ち
応
に
起
こ

る
べ
か
ら
ず
。
起
こ
れ
ば
則
ち
非
無
な
り
。
以
て
縁
起
す
る
故
に
不
無
な
る
こ
と
を
明
ら
む
（
無
は
真
無
に
非
ざ
れ
ば
、

無
な
り
と
雖
も
之
を
無
と
謂
う
可
か
ら
ず

⑹
）。〔(2)17

〕

　

諸
法
の
有
が
真
有
で
あ
る
な
ら
ば
、
常
有
と
な
っ
て
常
見
に
堕
し
、
無
が
真
無
で
あ
る
な
ら
ば
、
常
無
と
な
っ
て
断
見
に

堕
す
〔(2)15

〕。
し
か
る
に
諸
法
は
「
縁
法

⑺
」〔(3)19

ハ
〕
つ
ま
り
無
因
縁
生
法
で
あ
る
か
ら
、
真
有
で
は
な
い
け
れ
ど
も

無
い
の
で
は
な
い
。

　

其
の
有
を
言
わ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
有
は
真
生
に
は
非
ず
。
其
の
無
を
言
わ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
事
象
は
既
に
形あ

ら

わ
れ
た

り
。
象
の
形
わ
る
れ
ば
即
ち
無
な
ら
ざ
る
も
、
真
に
非
ざ
れ
ば
実
有
な
る
に
非
ず
。
然
ら
ば
則
ち
不
真
空
の
義
は
茲こ

こ

に

顕
わ
る
。〔(2)20

〕

　

故
に
放
光
に
云
わ
く
、
諸
法
は
仮
号
に
し
て
不
真
な
り
、
と
。
譬
え
ば
幻
化
人
の
如
く
、
幻
化
人
無
き
に
は
非
ざ
る

も
、
幻
化
人
は
真
人
に
は
非
ざ
る
な
り
。〔(2)21

〕
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つ
ま
り
不
真
な
る
空
と
は
、
幻
化
の
よ
う
な
事
象
―
―
の
ち
の
幻
有

⑻
―
―
を
い
う
の
で
あ
る
。

　
『
肇
論
』
の
中
で
も
般
若
無
知
論
が
最
初
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
縁
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

　

相
生
は
即
ち
縁
法
な
り
。
縁
法
な
る
が
故
に
非
真
な
り
。
非
真
な
る
が
故
に
真
諦
に
非
ざ
る
な
り
。
故
に
中
観
に
云

わ
く
、
物
は
因
縁
よ
り
し
て
有
り
、
故
に
不
真
、
因
縁
よ
り
し
て
有
ら
ず
。
故
に
即
真
な
り
、
と
。

　

今
は
真
諦
を
真
と
曰
う
、
真
な
れ
ば
則
ち
縁
な
る
に
は
非
ず
。〔(3)19

ハ
〕

　
「
因
縁
」
と
い
う
の
は
、
不
真
空
論
に
、

　

中
観
に
云
わ
く
、
物
は
因
縁
よ
り
す
る
が
故
に
不
有
な
り
、
縁
起
す
る
が
故
に
不
無
な
り
。〔(2)16

〕

と
い
う
よ
う
に
、
物
（
事
象
）
が
縁
法
で
あ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
が
、
そ
の
点
か
ら
す
る
と
物
は
不
真
（
産
偽
）
で
あ
っ
て
空

で
あ
る
。
し
か
る
に
物
に
は
因
縁
に
か
か
わ
ら
な
い
側
面
が
あ
る
。
つ
ま
り
真
如
が
随
縁
し
て
諸
法
と
な
る
側
面
で
あ
る
。

む
ろ
ん
肇
論
で
は
真
如
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
原
理
的
な
も
の
は
種
々
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る

⑼
が
、
論

理
は
同
じ
体
用

⑽
の
関
係
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
原
理
的
な
も
の
の
「
全
体
作
用
」
に
応
じ
て
、
物
は
「
挙
体

全
真
」
で
あ
る
―
―
の
ち
に
い
う
性
起
―
―
か
ら
、
真
実
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
即
真
）
わ
け
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
諸
法
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
不
真
空
義
つ
ま
り
「
即
偽
」
の
面
と
、
挙
体
全
真
つ
ま
り
「
即

真
」
の
面
と
。

　

不
真
空
義
と
は
前
に
見
た
よ
う
に
、
論
法
の
「
有
は
真
有
に
非
ざ
れ
ば
、
有
な
り
と
雖
も
之
を
有
と
謂
う
可
か
ら
ず
」

「
無
は
真
無
に
非
ざ
れ
ば
、
無
な
り
と
雖
も
之
を
無
と
謂
う
可
か
ら
ず
」〔(12)7

〕
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
非
真

有
」
は
「
非
有
」
の
、「
非
真
無
」
は
「
非
無
」
の
本
当
の
意
味
で
あ
っ
た
〔(2)5

〕。

　

し
か
る
に
、

　

有
な
り
と
言
う
は
是
れ
有
を
仮
り
て
以
て
非
無
を
明
ら
め
、（
無
な
り
と
言
う
は
是
れ
）
無
を
借
り
て
以
て
非
有
を
辨
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ず
る
と
為
す
。
此
れ
事
は
一
に
し
て
称
は
二
な
る
な
り
。〔(2)19

〕

と
い
う
。

　

仮
有
以
明
非
無

　

借
無
以
辨
非
有
〔(2)19

〕

　

ま
た
前
に
引
い
た
よ
う
に
、

　

真
諦
以
明
非
有

　

俗
諦
以
明
非
無
〔(2)12

〕

と
い
う
。
つ
ま
り
物
の
有
は
俗
諦
で
あ
り
、
物
の
無
は
真
諦
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
不
真
空
義
・
即
偽
の
領
域
に

お
い
て
認
め
ら
れ
る
事
実
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
有
と
無
と
は
、
事
象
を
認
識
す
る
際
の
基
本
的
な
範
疇
で
あ
る
。
し

か
る
に
涅
槃
無
名
論
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
、

　

有
無
の
数
は
、
誠
に
以お

も

ん
み
る
に
法
と
し
て
該
ね
ざ
る
は
無
く
、
理
と
し
て
統
べ
ざ
る
は
無
し
。
然
れ
ど
も
其
の
統

ぶ
る
所
は
、
俗
諦
な
る
の
み
。
経
に
曰
わ
く
、
真
諦
と
は
何
ぞ
や
。
涅
槃
の
道
是
れ
な
り
。
俗
諦
と
は
何
ぞ
や
。
有
無

の
法
是
れ
な
り
、
と
。

　

何
と
な
れ
ば
則
ち
、
有
な
る
者
は
無
に
有
に
し
て
、
無
な
る
者
は
有
に
無
な
れ
ば
な
り
。
無
に
有
な
り
、
所
以
に
有

と
称
し
、
有
に
無
な
り
、
所
以
に
無
と
称
す
。〔(4)16

イ
〕

　

然
ら
ば
則
ち
有
は
無
よ
り
生
じ
、
無
は
有
よ
り
生
ず
。
有
を
離
れ
て
無
は
無
く
、
無
を
離
れ
て
有
は
無
し
。
有
無
は

相
生
な
る
こ
と
其
れ
猶
お
高
下
の
相
い
傾
く
る
が
ご
と
し
。
高
有
ら
ば
必
ず
下
有
り
、
下
有
ら
ば
、
必
ず
高
有
る
な

り
。
然
ら
ば
則
ち
有
無
は
殊
な
る
と
雖
も
、
倶
に
未
だ
有
な
る
こ
と
を
免
れ
ず
。
此
れ
乃
ち
言
象
の
形あ

ら

わ
る
る
所
以

に
し
て
、
是
非
の
生
ず
る
所
以
な
り
。
豈
に
是
れ
以
て
夫
の
幽
極
を
統
べ
、
夫
の
神
道
を
擬は

か

る
者
な
ら
ん
や
。〔(4)16
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ロ
〕

　

ま
ず
「
涅
槃
之
道
」
と
い
う
の
は
、
す
ぐ
後
に
出
て
来
る
「
神
道
」
と
同
じ
も
の
で
、『
肇
論
』
に
お
け
る
原
理
的
な
も

の
の
呼
び
名
の
一
で
あ
る
。
こ
れ
が
真
諦
だ
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
真
諦
が
即
偽
の
次
元
で
の
そ
れ
で
な
い
こ
と

は
、
有
無
が
俗
諦
だ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
真
諦
＝
無
」
と
「
俗
諦
＝
有
」
と
が
ま
と
め

て
俗
諦
と
さ
れ

⑾
、
そ
れ
に
対
応
す
る
か
た
ち
で
「
道

⑿
」
が
真
諦
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
に
引
用
し
た
よ
う
に

「
真
諦
曰
真
」〔(3)19
ニ
〕
と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
即
真
の
領
域
に
お
け
る
真
諦
、
い
わ
ゆ
る
第
一
真
諦
の
こ
と
で

あ
る
。

　

第
一
真
諦
無
成
無
得
、
世
俗
諦
故
有
成
有
得
〔(2)11

〕

と
も
い
わ
れ
る
が
、

　

真
諦
曰
真

に
機
械
的
に
合
わ
せ
れ
ば
、

　

俗
諦
曰
偽

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
諸
法
の
即
偽
の
面
す
な
わ
ち
有
相
無
相
の
面
が
世
俗
諦
で
あ
り
、
即
真
の
面
す
な
わ
ち
無
相

⒀

の
面
が
第
一
真
諦
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
る
に
「
諸
法
を
離
れ
ず
し
て
而
し
て
涅
槃
を
得
」〔(4)28

ハ
〕
と

い
わ
れ
る
よ
う
に
、
第
一
真
諦
は
有
無
を
離
れ
て
存
す
る
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
「
万
物
を
滌
除
」
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

そ
も
そ
も
不
真
空
の
「
空
」
と
は
「
即
偽
」
の
意
で
あ
る
が
、
即
偽
即
真
で
あ
る
か
ら
「
即
真
」
の
意
で
も
あ
る
。
つ
ま

り
「
有
＝
俗
諦
」
と
「
無
＝
真
諦
」
と
を
統
べ
る
空
、
第
一
真
諦
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
真
空
で
あ
る
。
不
真
空
―
―
真
な
ら

ざ
る
空
と
は
“
真
空
な
ら
ず
”
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
て
、
即
真
の
空
に
対
し
て
即
偽
の
空
を
え
ら
び
取
る
語
で
あ
る
か

ら
、
真
空
と
い
う
概
念
は
当
然
予
想
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
か
く
し
て
三
諦
は
真
空
に
お
い
て
円
融
す
る
。
劉
遺
民
書
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問
附
に
次
の
よ
う
に
い
う
、

有
無
の
境
は
辺
見
の
存
す
る
所
に
し
て
、
豈
に
是
れ
処
中
莫
二
の
道
な
ら
ん
や
。〔(3)

附23

ヘ
〕

　
「
処
中
莫
二
之
道
」
と
は
中
道
の
こ
と
で
あ
る
。「
無
＝
真
諦
（
空
諦
）」
と
「
有
＝
俗
諦
（
仮
諦
）」
と
を
統
合
す
る
不
有

不
無
の
第
一
真
諦
・
中
道
第
一
義
諦

⒁
に
当
る
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
真
如
が
随
縁
し
て
諸
法
と
な
る
と
い
う
考
え
の
も
と

で
、
は
じ
め
て
三
諦
説
は
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　

然
ら
ば
則
ち
玄
道
は
妙
悟
に
在
り
。
妙
悟
は
即
真
に
在
り
。
即
真
な
れ
ば
則
ち
有
無
は
斉
観
せ
ら
る
（
円
融
す
る
か

ら
）。
斉
観
せ
ら
る
れ
ば
則
ち
彼
己
は
二
な
る
莫
し
。
所
以
に
天
地
は
我
と
同
根
に
し
て
、
万
物
は
我
と
一
体
な
り
。

我
に
同
じ
け
れ
ば
則
ち
復
た
有
無
な
る
に
は
非
ず
、
我
に
異
な
れ
ば
則
ち
会
通
に
乖
く
。
所
以
に
出
で
ず
在
ら
ず
し
て

而
し
て
道
は
其
の
間
に
存
す
。〔(4)18

ハ
〕

　
「
玄
道
」
と
は
菩
提
涅
槃
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
妙
悟
に
か
か
っ
て
い
る
が
、
妙
悟
と
は
即
偽
即
真
つ
ま
り
万
法
こ
そ

第
一
真
諦
で
あ
る
と
悟
る
こ
と
で
あ
る
。「
然
ら
ば
則
ち
道
は
遠
か
ら
ん
や
、
事
に
触
れ
て
而
し
て
真
な
り
。
聖
は
遠
か
ら

ん
や
、
之
を
体
す
れ
ば
即
ち
神
な
り
」〔(2)27

〕。

注⑴
境
野
哲
『
支
那
仏
教
史
綱
』
一
八
八
頁
。

⑵
こ
の
略
号
は
、
不
真
空
論
第
二
の
第
七
段
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。〔(4)28

ハ
〕
な
ら
ば
、
涅
槃
無
名
論
第
四
の28

ハ
段
で
あ
る
。

⑶
故
に
経
に
云
わ
く
、
色
の
性
空
な
る
は
、
色
の
敗や

ぶ

れ
て
空
な
る
に
は
非
ず
。〔(2)10

〕

⑷
島
田
虔
次
『
朱
子
学
と
陽
明
学
』
五
頁
以
下
参
照
。

⑸
然
ら
ば
則
ち
万
物
に
は
果
た
し
て
其
の
有
な
ら
ざ
る
所
以
有
り
、
其
の
無
な
ら
ざ
る
所
以
有
り
。
其
の
有
な
ら
ざ
る
所
以
有
り
、
故
に



9

空から真空へ

有
な
り
と
雖
も
而
も
有
に
非
ず
。
其
の
無
な
ら
ざ
る
所
以
有
り
、
故
に
無
な
り
と
雖
も
而
も
無
に
非
ず
。
無
な
り
と
雖
も
而
も
無
に
非

ざ
れ
ば
、
無
な
る
者
は
絶
虚
に
非
ず
。
有
な
り
と
雖
も
而
も
有
に
非
ざ
れ
ば
、
有
な
る
者
は
真
有
に
非
ず
。
若
し
有
は
即
ち
真
な
ら
ざ

れ
ば
、
無
は
迹
を
夷の

ぞ

か
ざ
ら
ん
。
然
ら
ば
則
ち
有
無
は
称
は
異
な
る
も
、
其
の
致
は
一
な
り
。〔(2)13

〕

⑹
こ
の
一
句
「
無
非
真
無
、
雖
無
不
可
謂
之
無
矣
」
は
原
文
に
は
な
い
。「
有
非
真
有
、
雖
有
不
可
謂
之
有
矣
」
と
の
対
比
に
お
い
て
、
自

明
の
こ
と
と
し
て
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑺
天
帝
曰
わ
く
、
般
若
は
当は

た
何
に
於
い
て
か
求
め
ん
。
善
吉
曰
わ
く
、
色
中
に
於
い
て
求
む
可
か
ら
ず
、
亦
た
色
中
よ
り
離
れ
て
求
む

可
か
ら
ず
、
と
。
又
た
曰
わ
く
、
縁
起
を
見
る
も
の
は
法
を
見
る
と
為
す
。
法
を
見
る
も
の
は
仏
を
見
る
と
為
す
、
と
。

⑻
『
五
教
章
』
四
に
い
う
「
又
た
彼
の
有
情
は
、
依
他
は
畢
竟
性
空
な
り
と
説
く
を
聞
き
て
、
彼
は
是
れ
不
異
有
の
空
な
る
こ
と
に
達
せ

ず
。
故
に
即
ち
執
し
て
以
て
如
謂
（
言
葉
ど
お
り
）
の
空
な
り
と
為
す
。
是
の
故
に
護
法
等
は
彼
の
謂
空
を
破
し
て
以
て
幻
有
を
存
せ

り
。
幻
有
立
つ
が
故
に
方は

じ

め
て
乃
ち
彼
の
不
異
有
の
空
を
得
た
り
。
若
し
有
の
滅
す
れ
ば
真
空
な
る
に
は
非
ざ
る
を
以
て
の
故
な
り
」

（
大45-501a

）

⑼
経
に
曰
わ
く
、
菩
提
の
道
は
図
度
す
可
か
ら
ず
。
高
く
し
て
而
も
上
無
く
、
広
く
し
て
極
む
可
か
ら
ず
。
淵ふ

か

く
し
て
而
も
下
無
く
、
深

く
し
て
測
る
可
か
ら
ず
。
大
に
し
て
は
天
地
を
包
み
、
細
に
し
て
は
無
間
に
入
る
。
故
に
之
を
道
と
謂
う
、
と
。
然
ら
ば
則
ち
涅
槃
の

道
は
有
無
を
以
て
之
を
得
る
可
か
ら
ざ
る
こ
と
明
ら
か
な
り
。〔(4)14

ヘ
〕

⑽
体
用
の
論
理
と
い
う
の
は
案
外
わ
か
り
に
く
い
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
島
田
虔
次
氏
の
『
朱
子
学
と
陽
明
学
』
九
三
頁
に
、「
宋
学
―

朱
子
学
特
有
の
こ
れ
ら
の
諸
概
念
を
、
体
・
用
の
二
範
疇
の
も
と
に
ま
と
め
て
図
示
」
し
た
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
動
静
に
つ
い
て
、

静
を
体
に
、
動
を
用
に
配
し
て
い
る
の
は
間
違
い
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
朱
子
が
「
動
静
を
以
て
体
用
を
分
か
つ
可
か
ら
ず
」
と

い
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。『
朱
子
語
類
』
九
四
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

　

太
極
は
自も

是と

よ
り
動
静
を
涵か

ん

す
る
の
理
な
り
、
却か

え

っ
て
動
静
を
以
て
体
用
を
分
つ
可
か
ら
ず
。
蓋
し
静
は
即
ち
太
極
の
体
な
り
、
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動
は
即
ち
太
極
の
用
な
り
。

　

譬
え
ば
扇う

ち
わ子

は
只
だ
是
れ
一
箇
の
扇
子
に
し
て
、
動
揺
す
れ
ば
便
ち
是
れ
用
、
放
下
す
れ
ば
便
ち
体
な
る
が
如
し
。
才わ

ず

か
に
放

下
す
る
時
は
只
だ
是
れ
這
の
一
箇
の
道
理
に
し
て
、
乃
ち
揺
動
す
る
時
も
亦
た
只
だ
是
れ
這
の
一
箇
の
道
理
な
る
な
り
。

　

つ
ま
り
体
中
に
も
動
静
が
あ
り
、
用
中
に
も
動
静
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
動
静
に
よ
っ
て
体
用
を
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で

あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
動
静
一
理
」（『
程
氏
外
書
』
巻
⓬
）
で
あ
る
。

　
　

ま
た
理
一
分
殊
の
説
が
、
体
用
論
と
は
無
関
係
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
妥
当
で
は
な
い
。『
朱
子
語
類
』
六

に
は
、「
以
下
は
体
用
を
論
ず
」
と
あ
る
く
だ
り
の
し
め
く
く
り
に
「
西
銘
に
理
一
分
殊
と
言
う
も
亦
是
れ
此
く
の
如
し
」
と
い
う
。
こ

の
点
の
理
解
不
足
か
ら
「
全
体
大
用
」
と
い
う
事
柄
の
解
釈
が
少
し
ず
れ
て
い
る
。「
完
全
な
る
体
、
偉
大
な
る
用
」（『　

』
八
頁
）

「
す
な
わ
ち
道
の
完
全
な
体
と
そ
の
偉
大
な
用
」（『
大
学
・
中
庸
』
五
九
頁
）
と
さ
れ
る
が
、「
全
体
」
は
「
完
全
な
体
」
で
は
な
く
て

「
体
ま
る
ご
と
・
挙
体
」
の
意
で
「
道
理
全
体
の
偉
大
な
る
作
用
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

こ
の
体
と
用
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
朱
子
の
説
明
は
完
璧
で
あ
る
か
ら
参
照
し
て
お
こ
う
。
む
ろ
ん
仏
教
学
の
分
野
に
お
い
て
も
有

効
で
あ
る
。『
太
極
図
説
解
附
辯
』
に
次
の
よ
う
に
い
う
、

　

若
し
夫
れ
所
謂
る
体
用
一
源
な
る
者
は
、
程
子
の
言
に
し
て
、
蓋
し
已は

な
はだ

密
な
り
。

　

其
の
体
用
一
源
と
曰
う
者
は
、
至
微
の
理
を
以
て
之
を
言
え
ば
、
則
ち
沖
漠
無
脱
に
し
て
、
而
も
万
象
は
照
然
と
し
て
已
に
具

せ
り
。
其
の
顕
微
無
間
と
曰
う
者
は
、
至
著
の
象
を
以
て
之
を
言
え
ば
、
則
ち
事
に
即
し
物
に
即
し
て
而
し
て
此
の
理
在
ら
ざ
る

は
無
し
。

　

理
を
言
え
ば
則
ち
先
に
体
に
し
て
而
し
て
後
に
用
、
蓋
し
体
を
挙
げ
て
而
し
て
用
の
理
は
已
に
具
せ
り
。
是
れ
一
源
と
為
す
所

以
な
り
。
事
を
言
え
ば
則
ち
先
に
顕
に
し
て
而
し
て
後
に
微
、
蓋
し
事
に
即
し
て
而
し
て
理
の
体
は
見
る
可
し
。
是
れ
無
間
と
為

す
所
以
な
り
。
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然
ら
ば
則
ち
所
謂
る
一
源
な
る
者
は
、
是
れ
豈
に
漫
り
に
精
祖
先
後
の
言
う
可
き
も
の
無
か
ら
ん
や
。
況
ん
や
既
に
体
立
ち
て

而
し
て
後
に
用
行
わ
る
と
曰
う
を
や
。
則
ち
亦
た
先
に
此
（
＝
体
）
有
り
て
而
し
て
後
に
彼
（
＝
用
）
有
る
こ
と
を
嫌
わ
ん
や
。

　
　

直
前
に
引
い
た
『
語
類
』
九
四
の
例
を
用
い
れ
ば
、
体
は
太
極
（
原
理
的
な
も
の
）
の
本
体
で
あ
り
、
用
は
太
極
の
作
用
で
あ
る
。

こ
れ
を
「
体
用
一
源
」
と
い
う
。「
至
微
之
理
」
と
い
う
の
は
、
仏
教
で
い
う
理
体
の
こ
と
で
、
無
形
無
相
で
あ
っ
て
形
而
上
の
存
在
で

あ
る
が
、
し
か
し
「
万
象
照
然
已
具
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
仏
教
で
い
う
理
具
性
具
に
当
る
。

　
　

こ
の
理
具
の
考
え
を
心
に
適
用
す
れ
ば
、「
一
性
渾
然
と
し
て
、
道
義
全
具
」（『
朱
子
文
集
』
三
二
）
と
い
う
こ
と
に
な
り
、「
積
集

す
る
こ
と
既
に
多
け
れ
ば
、
自
ら
当
に
脱
然
と
し
て
貫
通
す
る
処
有
ら
ん
」「
積
習
多
き
の
後
、
自
然
に
通
貫
せ
ん
」「
今
日
明
日
、
積

累
す
る
こ
と
既
に
多
け
れ
ば
、
則
ち
胸
中
自
然
に
貫
通
せ
ん
。
此
く
の
如
け
れ
ば
則
ち
心
即
理
、
理
即
心
に
し
て
、
動
客
周
施
、
理
に

中あ
た

ら
ざ
る
は
無
し
」（『
語
類
』
一
八
）
と
い
う
悟
境
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
王
陽
明
が
し
ば
し
ば
「
人
の
胸
中
に
は
各
お
の
箇
の

聖
人
有
り
、
只
だ
自
信
不
及
に
し
て
都
べ
て
自
ら
埋
倒
し
て
了
れ
り
」（『
伝
習
録
』
下
七
）
と
言
っ
て
い
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い

る
。

　
　
「
顕
微
無
間
」
と
は
、
事
用
と
し
て
顕
現
し
て
い
る
形
而
下
の
万
象
と
、
形
而
上
の
理
体
と
が
ぴ
た
り
一
枚
だ
と
い
う
こ
と
で
、
万
象

の
方
か
ら
言
え
ば
、
す
べ
て
の
事
事
物
物
に
理
体
が
内
在
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
体
用
一
源
と
い
う
の
は
、
体
と
用
と

の
出
ど
こ
ろ
が
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
顕
微
無
間
と
い
う
の
は
、
体
と
用
と
が
不
可
分
―
―
体
用
無
二
（『
大
乗
止
観
法
門
』
二
、

大46-650b

）、
体
用
不
二
（『
十
不
二
門
指
要
鈔
』
下
、
同-718a
）
―
―
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
不

可
分
で
あ
る
か
ら
分
別
し
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
説
明
を
加
え
る
と
き
に
は
、
便
宜
的
に
「
体
」
を
優
先
す
る
と
い

う
の
が
以
下
に
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

⑾
『
法
華
玄
義
』
三
下
に
い
う
「
幻
の
有
無
を
俗
と
為
し
、
不
有
不
無
を
真
と
為
す
も
の
は
、
有
無
は
二
な
る
が
故
に
俗
と
為
し
、
中
道

は
不
有
不
無
な
れ
ば
真
と
為
す
。
二
乗
は
此
の
真
俗
を
聞
き
て
倶
に
皆
な
解
せ
ず
」（
大33-703b

）。
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⑿
応
会
之
道
〔(3)26

〕、
寂
滅
之
道
〔(3)

附23

ヘ
〕、
莫
二
之
道
〔(3)

附23

ヘ
〕、
絶
言
之
道
〔(3)

附23

リ
〕、
無
名
之
道
〔(4)14

ニ
〕、

菩
提
之
道
〔(4)14

ヘ
〕、
究
竟
之
道
〔(4)19

〕、
玄
道
〔(4)6

〕、
仏
道
〔(4)30

ヘ
〕。

⒀
夫
れ
智
は
所
知
を
知
り
て
相
を
取
る
を
以
て
、
故
に
知
と
名
づ
く
。
真
諦
は
自
ら
無
相
な
れ
ば
、
真
智
は
何
に
由
り
て
か
知
ら
ん

〔(3)19

ハ
〕。

 

請
う
夫
の
有
無
を
陳
ぶ
る
者
を
詰
ら
ん
。
夫
れ
智
の
生
ず
る
や
、
相
内
に
極
ま
る
。
法
は
本
よ
り
無
相
な
れ
ば
、
聖
智
は
何
を
か
知
ら

ん
〔(3)
附23
チ
〕。

⒁
『
摩
訶
止
観
』
三
下
に
い
う
「
但
空
と
不
但
空
と
合
す
る
時
、
祇
だ
是
れ
一
真
諦
な
る
も
、
離
す
る
時
は
両
真
諦
と
成
り
て
、
三
蔵
蔵

と
異
な
る
。
彼
の
三
蔵
の
第
三
諦
は
、
但
だ
中
道
の
名
有
る
の
み
に
し
て
別
体
無
し
。
眼
に
別
見
無
く
、
智
に
別
智
無
し
。
今
は
則
ち

爾
ら
ず
、
第
三
諦
も
亦
た
真
諦
と
名
づ
く
。
亦
た
中
道
第
一
義
諦
と
も
名
づ
け
、
別
体
と
別
見
と
別
智
有
り
」〔
大46-28a

〕。
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『祖堂集』卷七雪峯和尚章譯注（下）

『
祖
堂
集
』
卷
七
雪
峯
和
尚
章
譯
注
（
下
）

禪
文
化
研
究
所
唐
代
語
錄
研
究
班

　
　
　

前
言

　

本
篇
は
『
祖
堂
集
』
卷
七
雪
峯
和
尚
章
の
後
半
二
七
則
（
第
二
九
則
か
ら
第
五
五
則
）
の
譯
注
で
あ
る
。
禪
文
化
研
究
所

唐
代
語
錄
研
究
班
の
定
例
『
祖
堂
集
』
研
究
會
の
活
動
と
し
て
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
一
日
か
ら
二
〇
一
一
年
五
月
二
〇
日

ま
で
、
凡
そ
一
四
回
に
わ
た
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
會
讀
に
お
い
て
、
各
回
の
擔
當
者
が
提
出
し
た
譯
注
原
稿
と
討
論
を
も
と

に
、
の
ち
西
口
と
衣
川
が
再
度
檢
討
を
加
え
、
分
擔
起
稿
し
た
。『
禪
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
一
號
（
二
〇
一
一
年
三
月

刊
）
に
揭
載
し
た
「『
祖
堂
集
』
卷
七
雪
峯
和
尚
章
譯
注
」（
上
）
に
引
き
續
き
、
こ
こ
に
發
表
す
る
。
會
讀
の
擔
當
者
は
川

島
常
明
、
中
島
志
郎
、
廣
田
宗
玄
、
久
保
讓
、
古
勝
亮
の
諸
氏
お
よ
び
西
口
と
衣
川
で
あ
る
。
附
論
と
し
て
㈠
「
雪
峯
の
傳

記
資
料
」（
西
口
）、
㈡
「『
祖
堂
集
』
讀
解
の
た
め
の
參
考
書
」（
衣
川
）
の
二
篇
を
加
え
、
今
後
の
研
究
の
參
考
に
供
す
る

こ
と
に
し
た
。

　
『
祖
堂
集
』
雪
峯
和
尚
章
に
や
や
詳
細
な
注
釋
を
加
え
通
讀
し
て
み
る
と
、
本
章
の
特
徴
が
い
く
つ
か
知
ら
れ
る
。（
一
）

ま
づ
、
こ
こ
に
收
錄
さ
れ
た
雪
峯
に
關
す
る
話
頭
は
、
全
五
五
章
の
「
行
歷
」
と
「
示
寂
」（
こ
の
部
分
は
多
く
の
資
料
に
共
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通
の
記
述
が
あ
る
）
を
の
ぞ
く
五
三
章
の
う
ち
二
五
章
が
、
他
の
資
料
に
は
見
ら
れ
ぬ
『
祖
堂
集
』
獨
自
の
收
錄
に
か
か
る

こ
と
。
本
書
は
福
建
の
禪
宗
を
領
導
し
た
福
州
雪
峯
門
下
の
禪
僧
が
住
持
し
た
泉
州
招
慶
院
で
編
纂
さ
れ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
義
存
禪
師
に
か
か
わ
る
傳
承
が
當
地
に
豐
富
な
の
は
當
然
で
あ
る
が
、
禪
師
圓
寂
の
後
梁
開
平
二
年
（
九
〇
八
）
か
ら

五
〇
年
な
い
し
一
〇
〇
年
の
あ
い
だ
に
集
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
直
接
に
禪
師
に
接
し
た
人
が
傳
え
た
も
の
を
記
錄

し
て
い
る
貴
重
な
資
料
だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
義
存
禪
師
が
寒
門
士
族
ま
た
は
庶
民
の
出
身
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
（
第
四
八
則
）
の
は
、
收
獲
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。（
た
だ
、
義
存
禪
師
に
と
っ
て
重
要
な
「
鵝
山
（
鰲
山
）
成
道
」
の
話

は
雪
峯
章
で
は
な
く
巖
頭
章
［
卷
七
］
に
收
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
譯
注
は
し
な
か
っ
た
。）（
二
）
ま
た
、
本
章
は
宋
代
に
編

纂
さ
れ
た
『
景
德
傳
燈
錄
』
以
下
の
雪
峯
章
に
收
錄
さ
れ
た
同
じ
話
頭
と
は
、
文
字
表
現
を
異
に
し
（『
祖
堂
集
』
は
往
往

に
し
て
表
現
に
お
い
て
口
語
性
が
つ
よ
く
、
か
つ
敍
述
に
お
い
て
委
曲
を
盡
し
て
い
る
）、
ま
た
話
頭
の
配
列
に
同
一
主
題
の
も

の
を
並
べ
る
配
慮
が
な
さ
れ
（
他
の
燈
史
に
は
見
ら
れ
ぬ
話
頭
を
組
み
あ
わ
せ
て
い
る
）、
本
章
の
み
に
偈
頌
の
作
ら
れ
た
情

況
を
記
し
た
記
述
を
も
つ
則
（
第
一
七
則
）
が
あ
る
。（
三
）
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
從
來
義
存
禪
師
は
唐
末
の
福
建
に
お

い
て
雪
峯
山
と
い
う
大
叢
林
を
經
營
し
、
門
下
に
多
く
の
逸
材
を
育
て
た
こ
と
で
評
價
さ
れ
て
き
た
が
、
五
代
か
ら
北
宋
に

展
開
す
る
禪
の
新
し
い
動
向
を
切
り
拓
い
た
弟
子
の
玄
沙
師
備
、
雲
門
文
偃
ら
の
問
題
意
識
は
、
そ
の
師
義
存
と
の
問
答
商

量
に
お
い
て
育
ま
れ
た
の
で
あ
り
、
長
慶
慧
稜
、
鏡
清
道
怤
ら
の
情
況
と
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
雪
峯
門
下
に
お
い

て
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
の
は
馬
祖
禪
の
再
檢
討
で
あ
っ
た
。
具
體
的
に
い
え
ば
馬
祖
が
創
唱
し
た
「
見
色
便
見
心
」、「
作

用
即
性
」
と
い
う
方
法
の
有
效
性
で
あ
る
。
禪
の
開
悟
に
か
か
わ
る
も
っ
と
も
重
要
な
主
題
で
あ
る
か
ら
、
禪
僧
の
關
心
が

當
然
こ
こ
に
集
中
す
る
わ
け
だ
が
、
も
う
ひ
と
つ
唐
末
五
代
の
禪
宗
の
大
衆
化
が
背
景
に
あ
っ
て
、
義
存
禪
師
に
は
さ
ま
ざ

ま
な
機
根
の
大
衆
（
千
七
百
衆
と
い
わ
れ
た
）
を
接
化
す
る
と
い
う
課
題
が
あ
り
、
馬
祖
禪
の
理
解
が
庸
俗
化
す
る
な
か
で
、

新
し
い
禪
的
接
化
の
方
法
が
求
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
こ
と
は
、
本
章
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
義
存
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禪
師
に
と
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
と
接
し
て
商
量
し
、
啓
發
を
與
え
、
ま
た
逆
に
啓
發
を
受
け
、
師
資
が
と
も
に
切
磋
琢
磨

す
る
こ
と
を
通
し
て
禪
の
思
惟
を
深
め
て
ゆ
く
、
近
世
的
な
叢
林
の
生
活
形
態
が
こ
こ
に
根
づ
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
し
た
意
味
で
、
雪
峯
義
存
は
禪
宗
史
に
と
っ
て
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
。

　

わ
れ
わ
れ
は
研
究
班
の
會
讀
を
通
じ
て
、
從
來
の
成
果
か
ら
恩
惠
を
受
け
つ
つ
、
唐
宋
禪
思
想
史
の
新
し
い
問
題
意
識
を

見
い
だ
し
、
こ
れ
を
考
え
る
新
し
い
知
見
を
得
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
讀
者
の
か
た
に
は
問
題
點
に
對
し
忌
憚
の
な
い
ご
意

見
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
た
い
。
現
在
の
研
究
班
は
『
祖
堂
集
』
卷
一
〇
に
列
す
る
義
存
の
弟
子
の
章
を
會
讀
中
で
、
引
き
つ

づ
き
譯
注
の
整
理
發
表
を
預
定
し
て
い
る
。

　
　

二
〇
一
三
年
七
月
七
日　
　
　
　
　

禪
文
化
研
究
所
唐
代
語
錄
研
究
班　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
口　

芳
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

衣
川　

賢
次

［
凡
例
］

一
、 

本
譯
注
は
禪
文
化
研
究
所
唐
代
語
錄
研
究
班
の
會
讀
成
果
で
あ
る
『
祖
堂
集
』
卷
七
・
雪
峯
和
尚
章
（
後
半
二
七
則
）

の   

校
訂
本
文
、
訓
讀
文
、
日
本
語
譯
、
注
釋
か
ら
成
る
。

二
、 

譯
注
の
底
本
は
禪
文
化
研
究
所
影
印
大
字
本
『
祖
堂
集
』（
基
本
典
籍
叢
刊
，
一
九
九
四
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
校
訂
排

印
し
た
中
華
書
局
版
『
祖
堂
集
』
上
册
（
孫
昌
武
、
衣
川
賢
次
、
西
口
芳
男
點
校
，
中
國
佛
教
典
籍
選
刊
，
二
〇
一
〇
，

第
二
次
印
刷
版
）
を
參
考
に
し
た
。

三
、 

段
落
は
中
華
書
局
版
『
祖
堂
集
』
に
從
っ
て
分
段
し
、
各
則
に
新
し
く
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
た
。
本
文
の
文
字
の
異
同
は

中
華
書
局
版
に
校
記
が
あ
る
の
で
本
譯
注
に
は
あ
ら
た
め
て
加
え
ず
、
問
題
に
な
る
異
文
は
注
釋
中
に
論
ず
る
こ
と
に

し
た
。
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四
、 

注
釋
に
引
用
し
た
典
籍
は
、
基
本
的
に
上
揭
中
華
書
局
版
『
祖
堂
集
』
附
錄
二
「
關
於
祖
堂
集
的
校
理
」（
4
）「
祖
堂

集
校
勘
擧
例
」（
九
三
八
頁
）
に
列
す
る
版
本
を
も
ち
い
る
。
注
釋
に
引
用
し
た
『
祖
堂
集
』
に
は
中
華
書
局
版
の
則

番
號
を
、『
雪
峯
語
錄
』
に
は
元
祿
版
和
刻
本
（
柳
田
聖
山
主
編
禪
學
叢
書
之
三
『
四
家
語
錄
・
五
家
語
錄
』
附
錄
）
の

葉
數
を
附
し
、
檢
索
に
便
な
ら
し
め
た
。

［
目
次
］

二
九
、
金き

ん

を
見
せ
ろ

三
〇
、
何
ぞ
草
に
入
ら
ざ
る

三
一
、
浙
中
へ
徑
山
和
尚
を
禮
拜
し
に
ゆ
く

三
二
、
常
敬
長
老
の
參
問

三
三
、
頌
三
首

三
四
、
滿
目
生
死

三
五
、
眞
王
は
春
を
迎
え
る
か

三
六
、
誰
の
た
め
に
説
い
て
い
る
の
か

三
七
、
老
僧
は
ど
こ
に
も
出
頭
せ
ず

三
八
、
父
母
有
り
や

三
九
、
胡
來
胡
現
、
漢
來
漢
現

四
〇
、
鈍
漢

四
一
、
巖
頭
・
欽
山
・
雪
峯
の
願
い
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四
二
、
江
西
湖
南
、
西
蜀
東
蜀
は
す
べ
て
こ
こ
に
あ
り

四
三
、
地
獄
へ
墮
ち
ろ

四
四
、二
人
の
君
子
の
出
逢
い

四
五
、三
世
の
諸
佛
は
い
づ
こ
に

四
六
、
沁
水
杖
子

四
七
、一
劃

四
八
、
村
塾
先
生
の
送
別
詩

四
九
、
ど
こ
か
ら
來
た
か

五
〇
、
ど
こ
で
達
摩
に
逢
っ
た
か

五
一
、
南
山
の
鼈
鼻
蛇

五
二
、
樹
橦
子
が
見
え
る
か

五
三
、一
瞬
に
見
て
取
る

五
四
、
盲
人
に
逢
う

五
五
、
示
寂

【
附
錄
】一

、
雪
峯
の
傳
記
資
料 
西
口　

芳
男

二
、『
祖
堂
集
』
を
讀
解
す
る
た
め
の
參
考
書 

衣
川　

賢
次
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〔
二
九
〕
金き
ん

を
見
せ
ろ

　

師
問
僧
：
「
什
摩
處
人
？
」
云
：
「
礠
州
人
。」
師
曰
：
「
見
説
礠
州
出
金
，
還
是
也
無
？
」
對
云
：
「
不
敢
。」
師
曰
：

「
還
將
得
來
也
無
？
」
對
云
：
「
將
來
。」
師
云
：
「
若
將
來
則
呈
似
老
僧
看
！
」
僧
展
手
。
師
唾
之
。

　

又
問
別
僧
：
「
什
摩
處
人
？
」
對
云
：
「
礠
州
人
。」
師
曰
：
「
見
説
礠
州
出
金
，
還
是
也
無
？
」
對
云
：
「
不
敢
。」
師

展
手
曰
：
「
把
將
金
來
！
」
僧
便
唾
之
，
師
便
摑
三
五
下
。

　

師
問
僧
：
「
名
什
摩
？
」「
惠
全
。」
師
云
：
「
汝
得
入
處
作
摩
生
？
」
對
云
：
「
共
和
尚
商
量
了
也
。」
師
云
：
「
什
摩

處
是
商
量
處
？
」
對
云
：
「
什
摩
處
去
來
？
」
師
曰
：
「
汝
得
入
處
更
作
摩
生
？
」
僧
無
對
，
被
棒
。

　

師
擧
似
長
慶
，
長
慶
云
：
「
前
頭
兩
則
也
有
道
理
，
後
頭
無
主
在
。」

【
訓
讀
】

　

師
、
僧
に
問
う
、「
什い

づ

こ
摩
處
の
人
ぞ
？
」
云
く
、「
礠じ

州し
ゅ
うの

人
。」
師
曰
く
、「
見き

く

説な
ら

く
礠
州
に
金
を
出い

だ

す
と
、
還は

た
是し

か

る

や
？
」
對こ

た

え
て
云
く
、「
不
敢
。」
師
曰
く
、「
還は

た
將も

ち得
て
來き

た

る
や
？
」
對
え
て
云
く
、「
將も

ち
來
る
。」
師
云
く
、「
若
し
將

ち
來
ら
ば
則
ち
老
僧
に
呈
似
し
看
よ
。」
僧
展
手
す
。
師
こ
れ
に
唾つ

ば
きす

。

　

又
た
別
の
僧
に
問
う
、「
什
摩
處
の
人
ぞ
？
」
對
え
て
云
く
、「
礠
州
の
人
。」
師
曰
く
、「
見
説
く
礠
州
に
金
を
出
す
と
、

還
た
是
る
や
。」
對
え
て
云
く
、「
不
敢
。」
師
展
手
し
て
曰
く
、「
金
を
把も將
ち
來
れ
！
」
僧
便
ち
こ
れ
に
唾
す
。
師
便
ち
摑か

く

す
る
こ
と
三
五
下
す
。

　

師
、
僧
に
問
う
、「
名
は
什な

ん摩
ぞ
？
」「
惠
全
。」
師
云
く
、「
汝
入
處
を
得
る
こ
と
作い

か

ん
摩
生
？
」
對
え
て
云
く
、「
和
尚
と

商
量
し
了
れ
り
。」
師
云
く
、「
什
摩
處
か
是
れ
商
量
の
處
？
」
對
え
て
云
く
、「
什
摩
處
に
か
去
來
せ
る
？
」
師
曰
く
、「
汝

入
處
を
得
る
こ
と
更
に
作
摩
生
？
」
僧
對
う
る
無
く
、
棒
を
被
る
。

　

師
、
長
慶
に
擧こ

似じ

す
。
長
慶
云
く
、「
前ま

え頭
の
兩
則
は
也ま

た
道
理
有
る
も
、
後あ

と頭
は
主
無
し
。」
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【
日
譯
】　

　

師
が
僧
に
問
う
、「
ど
こ
の
者
か
。」
僧
「
礠
州
の
者
で
す
。」
師
「
礠
州
に
は
金
が
産
出
す
る
そ
う
だ
が
、
ま
こ
と
か
。」

僧
「
恐
れ
入
り
ま
す
。」
師
「
持
っ
て
き
た
か
。」
僧
「
は
い
。」
師
「
持
っ
て
き
た
の
な
ら
、
わ
し
に
見
せ
て
く
れ
。」
僧
は

兩
手
を
出
し
た
。
師
は
そ
の
手
に
唾
を
吐
き
か
け
た
。

　

ま
た
、
別
の
僧
に
問
う
、「
ど
こ
の
者
か
。」
僧
「
礠
州
の
者
で
す
。」
師
「
礠
州
に
は
金
が
産
出
す
る
そ
う
だ
が
、
ま
こ

と
か
。」
僧
「
恐
れ
入
り
ま
す
。」
師
は
兩
手
を
出
し
て
、「
金
を
持
っ
て
こ
い
。」
僧
は
そ
の
手
に
唾
を
吐
き
か
け
た
。
師
は

平
手
打
ち
を
四
、五
發
く
ら
わ
せ
た
。

　

師
が
僧
に
問
う
た
、「
名
は
何
と
い
う
の
か
。」「
惠
全
。」
師
「
き
み
の
悟
入
の
と
こ
ろ
は
、
ど
う
な
の
か
。」
僧
「
そ
の

こ
と
で
し
た
ら
、
も
う
和
尚
と
檢
討
ず
み
で
す
。」
師
「
ど
こ
が
檢
討
ず
み
の
と
こ
ろ
か
。」
僧
「
和
尚
は
ど
こ
を
う
ろ
つ
い

て
お
ら
れ
た
の
で
す
か
。」
師
「
き
み
の
悟
入
の
と
こ
ろ
は
、
い
っ
た
い
ど
う
な
の
か
。」
僧
は
答
え
ら
れ
ず
、
師
の
棒
を
く

ら
っ
た
。

　

師
は
以
上
の
こ
と
を
長
慶
慧
稜
に
話
し
た
。
慧
稜
「
前
の
ふ
た
つ
は
、
理
に
か
な
っ
て
も
お
り
ま
し
ょ
う
が
、
あ
と
の
は

住
持
の
面
目
な
し
で
す
ぞ
。」

【
注
釋
】

○
本
則
は
三
つ
の
問
答
と
長
慶
慧
稜
の
批
評
か
ら
成
る
が
、
こ
の
か
た
ち
を
も
つ
の
は
本
書
の
み
で
、『
景
德
傳
燈
錄
』
卷

一
六
雪
峯
章
、『
五
燈
會
元
』
卷
七
雪
峯
章
、『
雪
峯
語
錄
』
卷
下
、『
雪
峯
廣
錄
』
卷
下
は
第
三
の
惠
全
と
の
問
答
だ
け

を
收
錄
し
て
い
る
。

○
礠
州
出
金　

礠
州
は
河
東
道
に
屬
す
。『
元
和
郡
縣
志
』
卷
一
五
「
隋
開
皇
十
校
記
云
十
當
作
三
年
（
三
年
，
五
八
三
）
廢

［
成
安
］
郡
，
於
［
滏
陽
］ 

縣
置
礠
州
，
以
縣
西
九
十
里
有
礠
山
，
山
出
礠
石
，
因
取
爲
名
。
大
業
二
年
（
六
〇
六
）
廢
，
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以
縣
屬
相
州
。
皇
朝
永
泰
元
年
（
七
六
五
）
重
置
，
以
河
東
有
慈
州
，
故
此
加
石
也
。」『
新
唐
書
』
地
理
志
三
河
北
道

「
惠
州
，
本
礠
州
，
武
德
元
年
（
六
一
八
）
以
相
州
之
滏
陽
、
臨
水
、
成
安
置
。
貞
觀
元
年
（
六
二
七
）
州
廢
，
…
…
永
泰

元
年
（
七
六
五
）
…
…
置
。
天
祐
三
年
（
九
〇
六
）
以
礠
慈
聲
一
，
更
名
。
土
貢
：
紗
、
礠
石
」。
こ
れ
に
よ
る
と
、
礠

州
は
礠
石
を
産
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
名
を
得
、
五
八
三
年
よ
り
六
〇
六
年
、
六
一
八
年
よ
り
六
二
七
年
、
七
六
五
年
よ

り
九
〇
六
年
の
間
存
在
し
た
。
そ
の
後
、
後
唐
に
ま
た
礠
州
と
な
り
（
同
光
元
年
〔
九
二
三
〕）、
北
宋
末
の
政
和
三
年

（
一
一
一
三
）
に
磁
州
に
改
め
ら
れ
た
。
現
在
は
河
北
省
邯
鄲
地
區
磁
縣
。
河
北
省
の
南
端
に
あ
り
、
河
南
省
安
陽
市
の

北
に
接
す
（『
河
北
政
區
沿
革
志
』
河
北
科
學
技
術
出
版
社
，
一
九
八
五
）。『
大
唐
六
典
』
卷
三
戸
部
郎
中
員
外
郎
に
開
元

二
五
年
（
七
三
七
）
の
土
貢
を
載
せ
る
が
、
河
東
道
に
金
の
記
載
は
な
い
。

○
還
將
得
來
也
無　

金
は
佛
性
に
比
せ
ら
れ
る
。「
金
を
持
っ
て
き
た
か
」
と
は
、
次
に
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
き
み
の

「
佛
性
」
の
存
す
る
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
「
本
來
人
」、「
本
來
の
自
己
」
を
わ
た
し
に
見
せ
て
く
れ
、
と
い
う
こ
と
。

○
僧
展
手　

兩
手
を
前
に
ひ
ろ
げ
た
。
み
づ
か
ら
を
提
示
し
て
、「
こ
れ
で
す
。
こ
の
今
の
、
こ
の
よ
う
に
作
用
す
る
わ
た

し
で
す
」。
洪
州
宗
の
「
作
用
即
性
」
説
に
も
と
づ
く
對
應
を
し
た
。『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
一
韶
州
靈
樹
如
敏
禪
師
に
、

「
有
僧
問
：
〈
佛
法
至
理
如
何
？
〉
師
展
手
而
已
。」

○
師
唾
之　

雪
峯
は
僧
の
對
應
を
安
易
な
「
作
用
即
性
」
説
の
模
倣
に
す
ぎ
な
い
と
見
た
。

○
又
問
別
僧　

同
じ
く
礠
州
か
ら
と
も
に
や
っ
て
來
た
も
う
ひ
と
り
の
僧
に
質
問
し
た
。

○
師
展
手
曰
：
把
將
金
來
　
こ
こ
の
「
展
手
」
は
も
の
を
せ
び
る
と
き
の
し
ぐ
さ
。「
把
將
」
は
同
義
複
詞
の
口
語
。
上
文

の
「
將
得
來
」
の
「
得
」
は
完
成
を
表
わ
す
動
態
助
詞
か
ら
虚
化
し
た
構
造
助
詞
で
、
つ
づ
け
て
「
將
來
」
と
言
っ
て
い

る
よ
う
に
省
略
で
き
る
（
林
新
年
『「
祖
堂
集
」
的
動
態
助
詞
研
究
』
一
一
八
頁
，
上
海
三
聯
書
店
，
二
〇
〇
六
）。

○
僧
便
唾
之
，
師
便
摑
三
五
下　

こ
の
僧
は
雪
峯
が
「
本
來
の
自
己
を
出
し
て
み
せ
ろ
」
と
要
求
し
、
唾
を
吐
い
た
の
を
見
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て
、「
唾
を
吐
く
」
こ
と
が
「
作
用
即
性
」
的
對
應
だ
と
勘
違
い
し
て
ま
ね
た
。「
摑
」
は
平
手
打
ち
を
く
わ
せ
る
こ
と
。

慧
琳
『
一
切
經
音
義
』
卷
三
八
「
打
摑
」
條
「
俗
字
也
。
顧
野
王
云
：
今
俗
語
云
摑
耳
，
是
也
。」
宋
本
『
玉
篇
』
手

部
：
「
摑
，
掌
耳
。」

○
名
什
摩　

名
を
問
う
の
は
、
自
己
本
分
事
の
提
示
を
求
め
る
も
の
。

○
汝
得
入
處
作
摩
生　

名
を
答
え
た
そ
の
「
自
己
」、「
本
來
人
」
た
る
と
こ
ろ
は
ど
う
な
の
だ
。
そ
な
た
が
こ
こ
で
つ
か
ん

だ
悟
入
の
と
こ
ろ
を
示
し
て
み
よ
。

○
共
和
尚
商
量
了
也
　「
さ
き
に
名
を
呼
ば
れ
て
、
お
答
え
し
た
と
こ
ろ
で
商
量
は
す
み
ま
し
た
。」
そ
の
よ
う
に
言
語
し
應

對
し
た
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
で
す
。『
雲
門
匡
真
禪
師
廣
錄
』
卷
下
「
問
僧
：
〈
看
什
麼
經
？
〉
僧
云
：
〈
般
若
經
。〉
師

云
：
〈
作
麼
生
是
清
淨
？
〉
僧
云
：
〈
共
和
尚
商
量
了
。〉
師
云
：
〈
驢
年
夢
見
。〉」
こ
こ
で
は
『
金
剛
經
』
の
「
諸
菩

薩
摩
訶
薩
應
如
是
生
清
淨
心
。
不
應
住
色
生
心
，
不
應
住
聲
香
味
觸
法
生
心
，
應
無
所
住
而
生
其
心
」
を
背
景
に
、
讀
經

の
僧
が
自
身
を
「
清
淨
」
と
し
て
提
示
し
て
い
る
こ
と
を
「
共
和
尚
商
量
了
」
と
言
っ
た
。

○
什
摩
處
是
商
量
處　

問
わ
れ
て
僧
が
名
を
答
え
、
そ
れ
で
「
本
來
の
自
己
」
を
提
示
し
た
の
を
、
雪
峯
は
安
易
な
「
作

用
即
性
」
説
の
模
倣
に
す
ぎ
な
い
と
見
た
。『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
五
洞
山
章
「
師
問
僧
：
〈
名
什
麼
？
〉
僧
曰
：
〈
某

甲
。〉
師
曰
：
〈
阿
那
箇
是
闍
梨
主
人
公
？
〉
僧
曰
：
〈
見
祗
對
次
。〉
師
曰
：
〈
苦
哉
！ 

苦
哉
！ 

今
時
人
例
皆
如
此
。

只
是
認
得
驢
前
馬
後
將
爲
自
己
。
佛
法
平
沈
，
此
之
是
也
。〉」（
こ
の
話
頭
に
つ
い
て
は
小
川
隆
『
續 

語
錄
の
こ
と
ば
』

八
八
～
九
〇
頁
を
參
照
）

○
什
摩
處
去
來　

さ
っ
き
は
ど
こ
へ
行
っ
て
お
ら
れ
た
の
か
。
僧
が
名
を
名
乘
っ
て
答
え
た
こ
と
で
「
本
來
の
自
己
」
を
提

示
し
た
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
を
雪
峯
が
見
と
ど
け
て
い
な
い
と
思
っ
て
責
め
た
。『
玄
沙
師
備
禪
師
廣
錄
』
卷
中
に
、

太
尉
問
：
「
如
何
是
日
用
底
事
？
」
師
云
：
「
適
來
問
什
麼
？
」
尉
云
：
「
現
問
次
。」（
今
、
問
う
た
で
は
あ
り
ま
せ
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ん
か
。）
師
云
：
「
什
麼
處
去
來
？
」（
問
い
の
意
味
が
わ
か
っ
て
お
ら
ぬ
。
自
分
が
お
留
守
に
な
っ
て
い
る
。）

○
汝
得
入
處
更
作
摩
生　

雪
峯
は
承
認
せ
ず
、
悟
入
し
た
と
こ
ろ
を
あ
ら
た
め
て
示
せ
と
要
求
し
た
。

○
前
頭
兩
則
也
有
道
理
，
後
頭
無
主
在　
「
前
の
二
話
も
上
乘
と
は
言
い
難
い
が
」（
也
有
道
理
）、「
後
の
は
修
行
僧
（
賓
）

を
指
導
す
る
住
持
（
主
）
と
し
て
失
格
で
す
ぞ
。」
長
慶
の
手
き
び
し
い
批
評
は
、
當
時
の
「
作
用
即
性
」
説
の
受
け
と

め
か
た
を
示
し
て
い
る
。
名
を
問
わ
れ
て
名
乘
り
、
展
手
し
て
自
己
を
提
示
す
る
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
〈
本
來
人
〉
に
ほ

か
な
ら
な
い
と
い
う
〈
公
式
〉
が
す
で
に
庸
俗
化
・
形
式
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
一
と
第
二
の
対
話
で
は
、
と
も
か

く
僧
は
納
得
し
た
ら
し
い
が
、
第
三
の
対
話
で
は
、
僧
は
納
得
せ
ず
、「
什
摩
處
去
來
？
」
と
反
問
し
た
の
に
對
し
、
雪

峯
は
「
汝
得
入
處
更
作
摩
生
？
」
と
く
り
か
え
し
問
う
こ
と
し
か
で
き
ず
、
け
っ
き
ょ
く
雪
峯
は
僧
を
悟
入
に
導
け
な

か
っ
た
。
長
慶
の
批
判
は
こ
こ
に
あ
る
。「
學
者
冬
夏
不
減
千
五
百
人
」（『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
六
雪
峯
章
）
と
い
わ
れ
た

よ
う
に
、
雪
峯
山
は
大
教
團
に
膨
れ
あ
が
っ
て
い
た
と
い
う
大
衆
化
現
象
が
背
景
に
あ
る
。

〔
三
〇
〕
何
ぞ
草
に
入
ら
ざ
る

　

師
問
：
「
什
摩
處
來
？
」
對
曰
：
「
藍
田
來
。」
師
曰
：
「
何
不
入
草
？
」
長
慶
聞
擧
云
：
「
嶮
！
」

【
訓
讀
】

　

師
問
う
、「
什い

づ

こ
摩
處
よ
り
か
來き

た

る
？
」
對
え
て
曰
く
、「
藍
田
よ
り
來
る
。」
師
曰
く
、「
何
ぞ
草
に
入
ら
ざ
る
？
」

　

長
慶
、
擧
す
を
聞
い
て
云
く
、「
嶮
！
」

【
日
譯
】

　

師
が
問
う
た
、「
ど
こ
か
ら
來
た
の
か
？
」
答
え
て
言
う
、「
藍
田
か
ら
で
す
。」
師
、「
ど
う
し
て
草
に
入
ら
ん
の
だ
。」

　

長
慶
が
そ
の
こ
と
を
聞
い
て
言
っ
た
、「
あ
ぶ
な
い
ぞ
！
」
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【
注
釋
】

○
本
話
は
『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
六
、『
五
燈
會
元
』
卷
七
、『
禪
林
類
聚
』
卷
六
・
勘
辨
類
、『
雪
峯
廣
錄
』
卷
下
、『
雪
峯

語
錄
』
卷
下
に
も
收
め
る
。

○
什
摩
處
來
？　

禪
錄
で
は
、
單
に
や
っ
て
來
た
場
所
を
問
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
で
何
を
學
ん
で
き
た
か
と
い
う
意
味

を
含
ん
で
問
わ
れ
る
。

○
藍
田　

雪
峯
山
の
莊
園
の
一
つ
。
雪
峯
山
の
南
に
、
陳
洋
の
信
士
藍
文
卿
が
田
園
二
〇
莊
を
寄
進
し
た
。
藍
田
は
そ
の
一

つ
（『
雪
峯
紀
年
錄
』『
雪
峯
年
譜
』
光
化
元
年
［
八
九
八
年
］
條
）。
咸
通
一
一
年
（
八
七
〇
）、
雪
峯
が
象
骨
峯
に
遊
ん
だ

と
き
、
藍
文
卿
は
「
一
見
し
て
夙
契
の
如
し
。
誠
を
竭
く
し
て
歸
依
し
、
木
縛
廬
に
就
い
て
、
師
を
留
め
て
駐
錫
せ
し

め
」（『
雪
峯
紀
年
錄
』
咸
通
十
一
年
條
）
た
最
初
の
歸
依
者
で
あ
る
。『
雪
峯
義
存
禪
師
語
錄
』
續
集
「
雪
峯
禪
寺
二
十
四

景
詩
」
に
「
藍
田
莊
」
が
あ
る
。

藍
田
莊
は
六
華
峯
に
近
く
、
峯
頂
の
藍
田
は
秀

よ
い
け
し
きの

鍾あ
つ

ま
る
所
。
水
を
分
か
っ
て
遠
く
寒
澗
從よ

り
落
ち
、
雲
を
隔
て
て

長つ
ね

に
見
る
夕
陽
の
舂う

す

づ
く
こ
と
を
。
前
人
は
玉
を
種
え
初
め
て
子
を
生
み
、
隱
者
は
雲
に
耕
し
自
ら
農
を
學
ぶ
。
靈
芝

を
採
ら
ん
と
此
の
地
に
遊
ば
ん
と
欲
せ
ば
、
蒼
崖
翠
壑
路
重
重
た
り
。

　

光
化
四
年
（
九
〇
一
）
に
告
示
さ
れ
た
「
規
制
」
に
云
う
、「
藍
田
・
張
際
の
兩
莊
は
但
だ
逐と

し

年ご
と

に
了ゆ

う
の
う事

の
僧
を
輪

か
わ
る
がわ

る

差つ
か

わ
し
、
始へ

い
ぜ
い終

の
供
應
を
勾か

ん
り當

せ
よ
。
塔
院
の
常
住
は
當
院
の
僧
徒
等
に
供
養
し
、
切
に
別
に
住
持
を
議
す
る
を
得
ざ

れ
」（『
雪
峯
語
錄
』
卷
下
）。
雪
峯
は
「
夏
五
月
二
日
、
朝
に
藍
田
に
遊
び
、
暮
に
歸
り
て
身
を
澡あ

ら

い
、
中
夜
に
入
滅
」

（『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
六
）
し
て
お
り
、
雪
峯
山
か
ら
日
帰
り
で
き
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。『
雪
峯
志
』
卷
二
に
よ
れ
ば
寺

か
ら
一
〇
里
の
距
離
に
あ
っ
た
（『
中
國
佛
寺
史
志
彙
刊
』
第
二
輯
第
七
册
，
臺
灣
，
明
文
書
局
）。

○
何
不
入
草　
「
外
に
佛
を
探
し
求
め
て
ば
か
り
い
て
、
ど
う
し
て
自
己
の
無
明
煩
惱
の
實
性
こ
そ
が
佛
性
で
あ
る
こ
と
に
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氣
付
か
な
い
の
だ
。」
雪
峯
山
の
莊
園
の
藍
田
→
陝
西
省
の
藍
田
→
美
玉
を
産
す
る
と
こ
ろ
→
そ
こ
で
美
玉
（
佛
性
・
佛
）

を
探
し
求
め
て
い
る
、
と
い
う
連
想
。「
草
」
は
無
明
煩
悩
の
喩
え
。『
臨
濟
錄
』
上
堂
、「
有
座
主
問
：
〈
三
乘
十
二

分
教
，
豈
不
是
明
佛
性
？
〉
師
云
：
〈
荒
草
不
曾
鋤
。〉 

主
云
：
〈
佛
豈
賺
人
也
？
〉
師
云
：
〈
佛
在
什
麼
處
？
〉
主
無

語
。」〈
荒
草
不
曾
鋤
〉
は
、
こ
れ
ま
で
無
明
煩
惱
を
除
い
た
こ
と
な
ど
な
い
意
。
ま
た
趙
州
の
上
堂
に
い
う
、「
明
珠
の

掌
に
在
る
が
如
し
、
胡
來
た
れ
ば
胡
現
れ
、
漢
來
た
れ
ば
漢
現
る
。
老
僧
は
一
枝
草
を
把と

り
て
、
丈
六
の
金
身
と
爲
し

て
用
い
、
丈
六
の
金
身
を
把
り
て
一
枝
草
と
爲
し
て
用
ゆ
。
佛
は
是
れ
煩
惱
、
煩
惱
は
是
れ
佛
な
り
。」（『
景
德
傳
燈
錄
』

卷
一
〇
・
趙
州
章
）『
證
道
歌
』
に
「
絶
學
無
爲
閑
道
人
，
不
除
妄
想
不
求
眞
。
無
明
實
性
即
佛
性
，
幻
化
空
身
即
法
身
」

と
あ
る
が
、「
何
不
入
草
」
と
は
そ
う
し
た
示
唆
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
藍
田
か
ら
來
た
僧
に
は
、
何
の
こ
と
か
分
か
ら

な
か
っ
た
。

○
嶮　

莊
園
で
如
法
に
作
務
し
て
い
た
僧
を
、
雪
峯
和
尚
の
方
便
施
設
に
よ
っ
て
教
壞
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
し
た
ぞ
。

「
和
尚
、
あ
ぶ
な
い
で
す
ぞ
！
」

〔
三
一
〕
浙
中
へ
徑
山
和
尚
を
禮
拜
し
に
ゆ
く

　

有
僧
辭
，
師
問
：
「
什
摩
處
去
？
」
僧
曰
：
「
浙
中
禮
拜
徑
山
去
。」「
忽
然
徑
山
問
，
汝
向
他
道
什
摩
？
」
對
云
：
「
待

問
則
道
。」
師
打
之
。

　

師
問
鏡
清
：
「
者
个
師
僧
過
在
什
摩
處
？
」
清
云
：
「
徑
山
問
得
徹
困
也
。」
師
笑
云
：
「
徑
山
在
浙
中
，
因
何
問
得
徹

困
？
」
清
云
：
「
不
見
道
：
遠
問
近
對
。」

　

師
頌
曰
：

「
君
覓
路
邊
花
表
柱
，
天
下
忙
忙
總
一
般
。
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琵
琶
拗
捩
隨
手
轉
，
廣
陵
妙
曲
無
人
彈
。

若
有
人
能
解
彈
得
，
一
彈
彈
盡
天
下
曲
。」

【
訓
讀
】

　

僧
の
辭
す
る
有
り
。
師
問
う
、「
什い

 
づ
 
こ

麼
處
に
か
去ゆ

く
？
」
僧
曰
く
、「
浙
中
に
徑
山
を
禮
拜
し
去
る
。」「
忽も然
し
徑
山
問
わ

ば
、
汝
、
他
に
向
か
っ
て
什な

ん麼
と
道い

う
や
？
」
對
え
て
云
く
、「
問
う
を
待
ち
て
則
ち
道
わ
ん
。」
師
之
を
打
つ
。

　

師
、
鏡
清
に
問
う
、「
者こ个
の
師
僧
、
過と

が

は
什
麼
處
に
か
在
る
？
」
清
云
く
、「
徑
山
問
い
得
て
徹
困
な
り
。」
師
笑
っ
て

云
く
、「
徑
山
は
浙
中
に
在
る
に
、
何
に
因
り
て
か
問
い
得
て
徹
困
な
る
。」
清
云
く
、「
道
う
を
見
ず
や
、〈
遠
く
に
問
う
て

近
く
に
對こ

た

う
〉
と
。」

　

師
頌
し
て
曰
く
、

　
「
君
は
路
邊
に
花
表
柱
を
覓
む
る
こ
と
、
天
下
の
忙
忙
た
る
と
總す

べ

て
一
般
。

　

琵
琶
の
拗お

う

捩れ
い

は
手
に
隨
っ
て
轉
ず
る
も
、
廣
陵
の
妙
曲
は
人
の
彈
ず
る
無
し
。

　

若
し
人
有
っ
て
能よ解
く
彈
じ
得
れ
ば
、
一
彈
に
彈
じ
盡
す
天
下
の
曲
。」

【
日
譯
】

　

僧
が
暇
乞
い
を
し
た
。
師
が
問
う
た
、「
何
處
に
行
く
の
か
。」
僧
が
言
う
、「
浙
中
へ
徑
山
和
尚
を
禮
拜
し
に
參
り
ま

す
。」「
も
し
徑
山
和
尚
が
こ
ち
ら
の
佛
法
を
訊
い
た
ら
、
そ
の
ほ
う
は
ど
う
答
え
る
か
。」
答
え
て
言
う
、「
訊
か
れ
た
と
き

に
答
え
ま
す
。」
師
は
僧
を
打
っ
た
。

　

師
が
鏡
清
に
尋
ね
た
、「
こ
の
僧
は
、
ど
こ
が
駄
目
だ
っ
た
の
か
。」
鏡
清
「
徑
山
は
僧
に
問
う
て
、
疲
勞
困
憊
し
て
し

ま
っ
た
の
で
す
。」
師
は
笑
っ
て
言
う
、「
徑
山
は
浙
中
に
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
問
う
て
疲
勞
困
憊
し
て
し
ま
っ
た
の
か
。」

鏡
清
、「
世
に
“
遠
く
の
こ
と
を
問
わ
れ
て
卑
近
な
例
で
答
え
る
”
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
し
ょ
う
。」
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師
は
頌
を
作
っ
た
。

君
が
道
中
に
あ
っ
て
花
表
柱
を
尋
ね
ま
わ
る
さ
ま
は
、
世
間
が
あ
く
せ
く
と
い
そ
が
し
く
し
て
い
る
の
と
同
じ
。

琵
琶
は
鮮
や
か
な
撥ば

ち

さ
ば
き
で
彈
け
て
も
、
廣
陵
の
妙
曲
は
誰
も
彈
く
こ
と
は
で
き
ぬ
。

も
し
よ
く
彈
け
る
人
が
い
て
ジ
ャ
ン
と
鳴
ら
せ
ば
、
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
曲
が
そ
こ
に
包
攝
さ
れ
て
い
る
。

【
注
釋
】

○
本
話
は
『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
六
、『
宗
門
統
要
』
卷
八
、『
聯
燈
會
要
』
卷
二
一
、『
五
燈
會
元
』
卷
七
、『
虚
堂
和
尚
語

錄
』
卷
六
、『
雪
峯
廣
錄
』
卷
下
、『
雪
峯
語
錄
』
卷
下
に
も
收
め
る
が
、
頌
を
錄
す
の
は
本
書
の
み
で
あ
る
。
本
頌
は

「
雪
峯
眞
覺
大
師
偈
頌
」《
勸
人
》
二
五
首
の
第
一
二
首
に
當
る
（『
雪
峯
廣
錄
』『
雪
峯
語
錄
』
所
收
）。

○
浙
中
禮
拜
徑
山
去　
「
浙
中
」
は
今
の
浙
江
省
。「
徑
山
」
は
浙
江
省
餘
杭
市
一
二
五
里
、
天
目
山
の
東
北
峯
に
在
る
。
牛

頭
宗
の
法
欽
禪
師
が
住
し
、
代
宗
よ
り
國
一
禪
師
の
號
を
賜
り
、
居
る
所
を
徑
山
寺
と
爲
し
た
（
李
吉
甫
撰
「
杭
州
徑
山

寺
大
覺
禪
師
碑
銘
幷
序
」『
文
苑
英
華
』
卷
八
六
五
）。
當
時
、
徑
山
の
住
持
で
あ
っ
た
の
は
洪
諲
禪
師
（
？
～
九
〇
一
？『
祖

堂
集
』
卷
一
九
は
鴻
諲
）
で
、『
宋
高
僧
傳
』
卷
一
一
、『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
一
に
よ
れ
ば
、
咸
通
七
年
（
八
六
六
）
徑

山
の
法
席
を
繼
い
で
い
る
。

○
忽
然
徑
山
問　

諸
資
料
が
「
徑
山
若
問
汝
：
此
間
佛
法
如
何
」
に
作
っ
て
い
る
よ
う
に
、
何
を
問
う
か
と
い
え
ば
「
雪
峯

の
佛
法
」
で
あ
る
。「
忽
然
」
は
口
語
で
、「
も
し
」
の
意
。

○
待
問
則
道　

雪
峯
の
佛
法
を
ど
う
見
て
取
っ
て
い
る
か
を
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
の
に
、
本
音
を
言
わ
ず
に
は

ぐ
ら
か
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
本
音
は
雪
峯
批
判
だ
っ
た
。「
待
～
則
（
即
）
…
…
」
は
「
～
の
と
き
に
は
…
…
す
る
。」

（『
禪
語
辭
典
』）

○
師
打
之　

雪
峯
の
禪
を
ど
う
捉
え
て
い
た
の
か
、
答
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
打
っ
た
。
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○
徑
山
問
得
徹
困
也　

徑
山
は
「
雪
峯
近
日
如
何
」
と
か
「
雪
峯
山
の
佛
法
如
何
」
な
ど
と
問
う
て
、
僧
の
雪
峯
禪
に
對
す

る
本
音
を
聞
き
だ
そ
う
と
し
て
、
ほ
と
ほ
と
く
た
び
れ
た
の
で
す
。
鏡
清
道
怤
は
僧
の
過と

が

に
つ
い
て
は
触
れ
ず
に
（
も
と

も
と
と
過と

が

な
ど
な
か
っ
た
）、
雪
峯
を
冷
や
か
し
て
い
る
。
そ
の
僧
の
あ
つ
か
い
に
手
を
燒
い
て
、
雪
峯
和
尚
は
僧
を
打
た

れ
た
の
で
す
。

　

東
禪
寺
版
『
景
德
傳
燈
錄
』
及
び
『
雪
峯
廣
錄
』、『
雪
峯
語
錄
』
は
「
問
徑
山
得
徹
困
也
」
に
作
り
、
四
部
叢
刊
本
・

金
藏
本
・
元
延
祐
本
・
高
麗
本
『
景
德
傳
燈
錄
』、『
宗
門
統
要
』、『
虚
堂
錄
』、『
五
燈
會
元
』
で
は
「
問
得
徑
山
徹
困

也
」
に
作
る
が
、
い
づ
れ
も
誤
り
で
あ
る
。

○
遠
問
近
對
　
遠
く
の
徑
山
で
の
こ
と
を
話
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
實
に
今
こ
こ
で
の
こ
と
で
す
。
古
語
に
事
寄
せ
て
、

徑
山
と
は
雪
峯
和
尚
の
こ
と
だ
と
暗
に
示
し
た
。
道
忠
言
う
、「
已
に
〈
道
う
を
見
ず
や
〉
と
言
う
、
古
語
な
る
こ
と
知

る
可
し
。
蓋
し
此
の
句
の
本
意
は
、
人
の
深
遠
の
理
を
問
う
有
ら
ば
、
答
う
る
者
却
っ
て
近
事
を
以
て
之
に
對
し
て
曉さ

と

ら

し
む
。
今
、
鏡
清
は
義
を
轉
じ
て
之
を
用
う
。」（
禪
文
化
研
究
所
基
本
典
籍
叢
刊
本
『
虚
堂
錄
犂
耕
』
六
八
〇
頁
）『
圜
悟

語
錄
』
卷
一
、「
遠
問
近
對
，
萬
世
如
今
。
擧
東
明
西
，
千
途
一
轍
。」（
Ｔ
四
七
・
七
一
六
ａ
）

○
君
覓
路
邊
花
表
柱
，
天
下
忙
忙
總
一
般　

自
家
の
寶
藏
を
顧
み
ず
、
佛
法
を
探
し
求
め
て
善
知
識
（
華
表
柱
）
を
尋
ね
る

修
行
僧
を
叱
り
つ
け
る
。「
花
表
柱
」
は
、
大
寺
院
な
ど
の
枋
麗
な
建
築
物
の
前
な
ど
に
建
て
ら
れ
た
、
彫
刻
や
装
飾
の

施
さ
れ
た
柱
。
ま
た
墓
所
の
前
や
、
ま
た
道
路
の
標
識
と
し
て
十
字
路
に
建
て
ら
れ
た
。
堯
舜
の
時
代
、
諫
言
を
記
し

た
「
誹
謗
之
木
」
を
大
路
の
四
つ
辻
に
設
け
た
こ
と
よ
り
起
こ
っ
た
と
傳
え
ら
れ
る
。『
祖
庭
事
苑
』
卷
八
・
華
表
柱
條
、

「
古
今
注
に
曰
く
、〈
堯
の
誹
謗
の
木
を
設
く
る
は
即
ち
華
表
な
り
。
橫
木
を
以
て
交
え
、
柱
頭
は
華
の
如
く
形
は
桔は

ね
つ
る
べ槹

の

如
し
。
大
路
の
交
衢
に
悉
く
焉こ

れ

を
設
く
。
或
い
は
表
木
と
謂
い
、
以
て
王
者
の
諫
を
納い

る
る
を
表
わ
し
、
亦
た
衢
路
に

表
識
す
。
秦
に
は
乃
ち
之
を
除
く
も
、
後
漢
に
至
っ
て
重
修
す
。〉」『
天
聖
廣
燈
錄
』
卷
二
〇
・
眉
州
西
禪
光
禪
師
章
、
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「
問
：
〈
如
何
是
佛
法
大
意
。〉
師
云
：
〈
十
字
路
頭
華
表
柱
。〉」

　

な
お
「
君
覓
」
を
『
雪
峯
廣
錄
』『
雪
峯
語
錄
』
が
「
君
不
見
」
に
作
る
の
は
、「
覓
」
の
俗
體
「
覔
」
を
誤
っ
て
二
字
に

割
い
た
も
の
。

○
琵
琶
拗
捩
隨
手
轉
，
廣
陵
妙
曲
無
人
彈　
「
廣
陵
妙
曲
」
は
、
琴
曲
の
廣
陵
散
。
晉
の
嵇
康
が
こ
れ
を
得
意
と
し
た
が
、

人
に
傳
え
る
こ
と
な
く
絶
え
た
妙
曲
。
讒
言
に
よ
っ
て
刑
に
臨
ん
で
琴
を
奏
し
、「
廣
陵
散
、
今
に
於
て
絶
ゆ
」（『
晉
書
』

卷
四
九
・
嵇
康
傳
）
と
言
っ
て
絶
命
し
た
。
言
句
を
超
え
た
禪
の
奥
義
の
喩
え
。「
拗
捩
」
は
撥
の
こ
と
。『
雪
峯
廣
錄
』

で
は
「
扭
捩
」
に
作
り
、『
雪
峯
語
錄
』
本
で
は
、
そ
れ
を
「
担
捩
」
に
誤
る
。

　
『
環
溪
惟
一
禪
師
語
錄
』
卷
下
・
雪
峯
眞
覺
祖
師
讚
、「
弄
出
鱉
鼻
蛇
，
彈
起
廣
陵
曲
，
清
韻
難
可
掩
，
毒
氣
不
可
觸
。」

（
Ｚ
一
二
二
・
一
四
八
ｂ
）

○
若
有
人
能
解
彈
得
，
一
彈
彈
盡
天
下
曲　

言
句
を
超
え
た
禪
の
奧
義
を
體
得
で
き
た
な
ら
、
一
擧
手
一
投
足
が
道
場
を
離

れ
る
こ
と
は
な
い
。『
馬
祖
の
語
錄
』〔
四
六
〕、「
若
し
是
の
如
く
知
ら
ば
、
即
ち
是
れ
空
寂
の
舍
に
住
し
、
法
空
の
座
に

坐
し
、
擧
足
下
足
、
道
場
を
離
れ
ず
。」

　

な
お
「
若
有
人
能
解
彈
得
」
は
『
雪
峯
廣
錄
』『
雪
峯
語
錄
』
で
は
「
若
是
有
人
能
彈
得
」
に
作
る
。「
能
」、「
解
」、

「
得
」
み
な
能
力
が
あ
っ
て
で
き
る
意
。

〔
三
二
〕
常
敬
長
老
の
參
問

　

常
敬
長
老
初
參
時
云
：
「
休
經
罷
論
僧
常
敬
等
參
！
」
師
當
時
不
造
聲
。
明
日
早
朝
來
不
審
。
師
云
：
「
休
經
罷
論
僧
常

敬
在
摩
？
」
敬
便
出
來
。
師
云
：
「
老
僧
喚
休
經
罷
論
僧
常
敬
，
關
公
什
摩
事
！
」
敬
云
：
「
明
君
有
詔
，
臣
無
不
現
。」

師
云
：
「
適
來
詔
不
詔
？
」
對
云
：
「
詔
。」
師
便
喝
出
。
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【
訓
讀
】

　

常
敬
長
老
、
初
め
て
參
ぜ
し
時
に
云
く
、「
經
を
休
め
論
を
罷
む
る
僧
常
敬
等
、
參
ず
。」
師
、
當そ

の
と
き時

、
聲
を
造な

さ
ず
。
明

日
早
朝
、
來
り
て
不あ

い
さ
つ審

す
。
師
云
く
、「
經
を
休
め
論
を
罷
む
る
僧
常
敬
、
在
り
や
？
」
敬
、
便
ち
出
で
來
る
。
師
云
く
、

「
老
僧
は
經
を
休
め
論
を
罷
む
る
僧
常
敬
を
喚
べ
り
、
公
の
什な

摩ん

の
事
に
か
關
わ
ら
ん
。」
敬
云
く
、「
明
君
に
詔
有
ら
ば
、

臣
、
現
れ
ざ
る
こ
と
無
し
」。
師
云
く
、「
適
來
、
詔
す
る
か
詔
せ
ざ
る
か
？
」
對
え
て
云
く
、「
詔
せ
り
。」
師
、
便
ち
喝
出

す
。

【
日
譯
】

　

常
敬
長
老
が
初
め
て
參
じ
た
時
に
言
っ
た
、「
經
論
を
離
れ
た
僧
で
あ
る
常
敬
等
が
お
目
通
り
に
ま
い
り
ま
し
た
。」
師
は

そ
の
時
、
一
言
も
言
葉
を
掛
け
な
か
っ
た
。
次
の
日
の
早
朝
、
僧
た
ち
が
や
っ
て
來
て
挨
拶
し
た
。
師
は
言
っ
た
、「
經
論

を
離
れ
た
僧
の
常
敬
は
い
る
か
。」
常
敬
は
す
ぐ
に
進
み
出
た
。
師
は
言
っ
た
、「
老わ

し僧
は
經
論
を
離
れ
た
僧
の
常
敬
を
喚
ん

だ
の
だ
、
そ
な
た
と
何
の
關
わ
り
が
あ
る
の
だ
。」
常
敬
が
言
っ
た
、「
君
王
が
命
ず
れ
ば
、
下
臣
は
ど
こ
に
で
も
ま
か
り
出

ま
す
。」
師
は
言
っ
た
、「
今
の
は
君
王
の
命
か
。」
答
え
て
言
っ
た
、「
命
で
す
。」
師
は
す
ぐ
さ
ま
怒
鳴
っ
て
追
い
出
し
た

【
注
釋
】

○
本
話
は
本
書
の
み
の
收
錄
で
あ
る
。

○
常
敬
長
老　

本
書
・
雪
峯
和
尚
章
の
二
個
所
（
本
則
・
三
五
則
）
に
の
み
見
え
る
僧
。
そ
れ
以
外
は
未
詳
。「
長
老
」
は

臘
が
高
く
、
高
德
の
僧
を
尊
ん
で
い
う
。『
禪
門
規
式
』、「
凡
そ
道
眼
を
具
し
、
尊
ぶ
可
き
德
有
る
者
を
、
號
し
て
長
老

と
曰
う
。
西
域
の
道
高
く
臘
長た

け
、
須
菩
提
等
を
呼
ぶ
謂い

い

の
如
し
。」（『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
六
・
百
丈
章
）

○
休
經
罷
論
僧
常
敬
等
參　
「
休
經
罷
論
」
は
、
經
典
や
論
書
の
文
字
の
穿
鑿
を
止
め
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
不
立
文
字
の
禪

に
參
ず
る
意
。『
汾
陽
無
德
禪
師
語
錄
』
卷
下
・
德
學
歌
、「
經
を
休
め
論
を
罷
め
文
章
を
絶
し
、
爲
に
先
宗
を
效な

ら

い
て
古
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皇
を
續つ

ぐ
。
心
地
開
通
し
て
至
理
を
明
ら
め
、
全
提
に
應
用
し
て
玄
綱
を
得
た
り
。」（
T
四
七
・
六
二
〇
a
）

○
師
當
時
不
造
聲　
「
經
を
休
め
論
を
罷
む
る
僧
」
と
大
上
段
に
禪
を
振
り
か
ざ
し
乘
り
込
ん
で
き
た
の
が
氣
に
く
わ
ず
、

返
事
を
し
な
か
っ
た
。

○
不
審　

僧
が
相
見
し
て
す
る
日
常
の
挨
拶
。『
大
宋
僧
史
略
』
卷
上
・
禮
儀
沿
革
條
、「
比
丘
の
相
見
し
て
躬
を
曲
げ
合
掌

し
、
口
に
不
審
と
云
う
が
如
き
は
何
ぞ
や
。
此
れ
三
業
（
身
口
意
）
も
て
歸
仰
す
る
な
り
、
之
を
問
訊
と
謂
う
。
其
れ
或

い
は
卑
の
尊
を
問
う
と
き
則
ち
不は

審た

病
少な

く
惱な

や

み
少な

く
、
起
居
輕
利
な
る
や
と
。
上
の
下
を
慰
む
と
き
則
ち
不は

た審
病
惱
無

き
や
、
乞
食
得え

易
き
や
、
住
處
に
惡
し
き
伴と

も

無
き
や
、
水
陸
に
細
蟲
無
き
や
と
。
後
人
は
其
の
辭
を
省
き
、
止た

だ
不
審
と

云
う
な
り
。」（
T
五
四
・
二
三
九
a
）『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
一
・
隴
州
國
清
院
奉
禪
師
章
、「
僧
問
う
、〈
如
何
な
る
か
是

れ
出
家
人
の
本
分
事
。〉
師
曰
く
、〈
早あ

さ起
に
は
不
審
、
夜
間
に
は
珍
重
。〉」

○
老
僧
喚
休
經
罷
論
僧
常
敬
，
關
公
什
摩
事　
「
休
經
罷
論
僧
常
敬
在
摩
？
」
と
言
っ
た
の
は
、
眞
に
「
休
經
罷
論
」
た
る

「
常
敬
」、
つ
ま
り
何
も
の
に
も
據
ら
な
い
自
己
本
分
の
提
示
を
求
め
た
こ
と
を
、
こ
の
よ
う
な
言
い
方
で
示
し
た
。『
景

德
傳
燈
錄
』
卷
一
五
・
德
山
章
、「
師
（
德
山
）、
侍
者
を
し
て
義
存
〔
即
ち
雪
峯
な
り
〕
を
喚
ば
し
む
。
存
、
上
來
す
。

師
曰
く
：
〈
我
れ
自も

と

よ
り
義
存
を
喚
べ
る
に
、
汝
又
た
來
り
て
什な

 
に麼

を
か
作
す
。〉
存
、
對
う
る
無
し
。」

○
敬
云
：
明
君
有
詔
，
臣
無
不
現　

君
王
の
お
呼
び
で
す
か
ら
、
臣
下
た
る
私
が
出
頭
す
る
の
は
當
然
の
こ
と
で
す
。
し
か

し
、
明
君
に
對
す
る
臣
下
に
擬
し
た
對
應
で
は
、
自
己
本
分
を
も
っ
て
す
る
應
對
に
は
な
ら
な
い
。

○
師
云
：
適
來
詔
不
詔
　
經
を
休
め
論
を
罷
む
る
者
が
自
己
の
本
分
な
る
こ
と
に
氣
づ
か
な
い
常
敬
長
老
を
更
に
爲
人
す

る
。

○
對
云
：
「
詔
。」　

君
王
が
臣
下
を
召
す
詔
で
は
な
く
、
雪
峯
の
本
分
と
對
等
な
る
常
敬
長
老
の
本
分
に
呼
び
か
け
た
も
の

で
あ
る
こ
と
に
、
依
然
と
し
て
氣
づ
か
な
い
。「
喝
出
」
さ
れ
た
の
は
當
然
で
あ
る
。
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〔
三
三
〕
頌
三
首　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

師
有
頌
曰
：

世
中
有
一
事
，
奉
勸
學
者
取
。
雖
無
半
錢
活
，
流①

傳
歷
劫
富②

。

登
天
不
借
梯
，
遍③

地
無
行
路
。
包
盡
乾
坤
處
，
禪
子
火
急
悟
。

寅
朝
不
肯
起
，
貪
座④

昏
黃
晡
。
魚
被
網
裹⑤

却⑥

，
張⑦

破
獦⑧

師
肚
。

【
校
記
】 ①

流
＝
『
廣
錄
』、『
語
錄
』
は
「
能
」
に
作
る
。

②
富
＝
原
本
は
「
畐
」、
破
字
。『
廣
錄
』、『
語
錄
』
が
「
富
」
に
作
る
の
に
從
う
。

③
遍
＝
『
廣
錄
』、『
語
錄
』
は
「
徧
」。

④
座
＝
『
廣
錄
』、『
語
錄
』
は
「
坐
」。

⑤
裹
＝
『
廣
錄
』、『
語
錄
』
は
「
裏
」
に
誤
る
。

⑥
却
＝
『
語
錄
』
は
「
劫
」
に
誤
る
。

⑦
張
＝
『
廣
錄
』
は
「
漲
」。『
語
錄
』
は
「
脹
」。

⑧
獦
＝
『
廣
錄
』、『
語
錄
』
は
「
獵
」。「
獦
」
は
俗
體
。

【
訓
讀
】

　

師
に
頌
有
り
て
曰
く
：

⑴
世
中
に
一
事
有
り
、
學
者
の
取
ら
ん
こ
と
を
奉す

勸す

む
。
半
錢
の
活
無
き
と
雖
も
、
歷
劫
の
富
を
流
傳
せ
ん
。

⑵
天
に
登
る
に
梯
を
借
ら
ず
、
遍
地
に
行
路
無
し
。
乾
坤
を
包
盡
す
る
處
、
禪
子
よ
、
火
急
に
悟
れ
。
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⑶
寅あ

朝さ

に
肯あ

え
て
起
き
ず
、
貪
り
座
す
昏
黃
の
晡ひ

ぐ
れ。

魚
は
網
に
裹つ

つ

み
却さ

ら
れ
て
、
獦
師
の
肚
を
張
破
せ
ん
と
す
。

【
日
譯
】

　

師
は
偈
頌
を
作
っ
た
。

⑴
こ
の
世
に
一
つ
の
大
事
な
も
の
が
あ
る
、
そ
れ
を
も
の
に
す
る
よ
う
修
行
者
に
お
勸
め
す
る
。
さ
す
れ
ば
半
錢
を
得

る
生な

り
わ
い計

が
な
く
と
も
、
永
遠
の
富
を
廣
く
世
に
傳
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

⑵
天
に
登
る
の
に
梯は

し
ごは

無
用
、
大
地
の
ど
こ
に
も
歩
む
道
は
な
い
。
天
地
を
す
っ
ぽ
り
お
お
う
も
の
を
、
禪
子
よ
、 

い

そ
い
で
悟
る
の
だ
。

⑶
明
け
方
に
は
起
き
よ
う
と
せ
ず
、
夕
暮
れ
に
な
っ
て
坐
禪
に
は
げ
む
。
そ
れ
は
魚
が
網
に
か
か
っ
て
、
漁
師
に
食
わ

れ
て
か
ら
腹
の
皮
を
破
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
も
の
。

【
注
釋
】

○
本
偈
頌
は
「
雪
峯
眞
覺
大
師
偈
頌
」《
勸
人
》
二
五
首
の
第
一
三
・
一
四
・
一
五
首
に
當
り
、『
雪
峯
廣
錄
』『
雪
峯
語
錄
』

に
收
め
ら
れ
て
い
る
。 

○
世
中
有
一
事　
「
一
事
」
と
は
、
佛
性
。『
寶
藏
論
』、「
夫
れ
天
地
の
內
、
宇
宙
の
間
、
中
に
一
寶
有
り
。
形か

ら
だ山

に
祕
在

し
、
物
を
識
り
靈
照
し
、
內
外
と
も
に
空
然
、
寂
寞
と
し
て
見
難
し
。」（
T
四
五
・
一
四
五
ｂ
）

○
半
錢
活　

生
活
す
る
た
め
の
ほ
ん
の
少
し
の
お
金
を
得
る
手
段
（
活
計
）。
用
例
は
未
見
。

○
流
傳
歷
劫
富　
「
富
」、
原
本
は
「
畐
」。「
雪
峯
眞
覺
大
師
偈
頌
」
に
よ
り
「
富
」
の
破
字
た
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
。

○
登
天
不
借
梯
，
遍
地
無
行
路　

佛
と
な
る
の
に
手
段
は
不
要
、
佛
と
な
る
べ
く
歩
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
道
は
な
い
。「
登
天
」

は
神
仙
、
ま
た
は
天
子
に
成
る
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
は
成
佛
す
る
こ
と
。
雪
峯
下
の
兒
孫
で
あ
る
天
台
德
韶
は
、「
登
天

不
借
梯
」
の
意
を
訊
か
れ
て
「
不
遺
絲
髮
地
（
一
切
は
そ
の
中
に
あ
る
）」
と
答
え
て
い
る
。『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
二
五
・
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天
台
德
韶
章
、「
又
た
僧
問
う
、〈
古
德
云
く
：
天
に
登
る
に
梯
を
借
ら
ず
、
遍
地
に
行
路
無
し
と
。
如
何
な
る
か
是
れ

天
に
登
る
に
梯
を
借
ら
ざ
る
。〉
師
云
く
、〈
絲
髮
地
を
も
遺も

ら

さ
ず
。〉
學
云
く
、〈
如
何
な
る
か
是
れ
遍
地
に
行
路
無
し
。〉

師
云
く
、〈
適
來
爾な

ん
じに

向
っ
て
什な

 
ん麼

と
道
い
し
ぞ
。〉」
道
忠
『
五
家
正
宗
贊
助
桀
』
第
二
〇
・
天
台
韶
國
師
章
、「
遍
地
無

行
路
：
忠
曰
く
、〈
充み

ち
あ
ふ塞

れ
て
大
地
に
遍
滿
す
、
故
に
通
行
す
可
き
路
も
亦
た
無
し
。〉」（
禪
文
化
研
究
所
基
本
典
籍
叢
刊
，

九
三
九
頁
下
）

○
包
盡
乾
坤
處　

乾
坤
を
包
盡
す
る
も
の
は
「
心
」。
黃
檗
『
宛
陵
錄
』、「
山
河
大
地
，
日
月
星
辰
，
總
不
出
汝
心
。
三
千

世
界
都
來
是
汝
箇
自
己
，
何
處
有
許
多
般
，
心
外
無
法
」（
筑
摩
書
房
『
禪
の
語
錄
』
8
，
一
一
八
頁
）。
こ
う
し
た
表
現

を
受
け
、
雪
峯
も
「
盡
乾
坤
是
一
个
眼
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
、『
譯
注
』（
上
）〔
二
八
〕
の
注
を
參
照
。『
雪
峯
語
錄
』

卷
上
、「
師
有あ

る
時
、
手
を
伸
ば
し
て
僧
の
面
前
に
向お

い
て
握
拳
し
て
云
く
、〈
盡
乾
坤
、
若
し
く
は
凡
、
若
し
く
は
聖
、

若
し
く
は
男
、
若
し
く
は
女
、
若
し
く
は
僧
、
若
し
く
は
俗
、
山
河
大
地
は
都す

べ總
て
者こ

の
一
握
裏
に
在
り
〉」（
三
〇
ｂ
）。

『
鼓
山
先
興
聖
國
師
和
尚
法
堂
玄
要
廣
集
』、「
問
う
、〈
如
何
な
る
か
是
れ
乾
坤
を
包
盡
す
る
底
の
句
？
〉
師
云
く
、〈
近

前
し
來
れ
。〉
學
人
便
ち
近
前
す
。
師
云
く
：
〈
是
れ
什
麼
ぞ
。〉
學
云
く
、〈
會
せ
ず
、
師
の
指
示
を
乞
う
。〉
師
云
く
：

〈
去
れ
！ 

人
を
鈍
置
し
て
作な

ん麼
と
す
。〉」（
柳
田
聖
山
主
編
『
古
尊
宿
語
要
』
七
a
～
b
，
中
文
出
版
社
）。
さ
ら
に
榮
西

『
興
禪
護
國
論
』
序
、「
大
哉
心
乎
。
天
之
高
不
可
極
也
，
而
心
出
乎
天
之
上
。
地
之
厚
不
可
測
也
，
而
心
出
乎
地
之
下
。

日
月
之
光
不
可
踰
也
，
而
心
出
乎
日
月
光
明
之
表
。
大
千
沙
界
不
可
窮
也
，
而
心
出
乎
大
千
沙
界
之
外
。」（
T
八
〇
・
二

a
）

○
寅
朝
不
肯
起
，
貪
座
昏
黃
晡　

寅
の
刻
は
午
前
三
～
五
時
の
間
、
晡
は
夕
刻
。
若
い
う
ち
は
怠
け
て
本
性
に
目
覺
め
よ
う

と
せ
ず
、
白
髮
の
老
人
に
な
っ
て
や
っ
と
坐
禪
に
勵
ん
で
も
手
遲
れ
だ
と
い
う
勸
告
。『
龍
牙
和
尚
偈
頌
』
九
五
首
の
第

二
六
首
、「
牕ま

ど

に
臨
み
て
寸
陰
の
移
る
を
覺
え
ず
、
火い

そ急
ぎ
修
行
す
れ
ど
も
早す

で是
に
遲
し
。
白
日
祇
だ
人
事
に
陪し

た
がい

て
過
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ぐ
、
園
林
那な

ん

ぞ
道
成
る
時
を
得
ん
。」（『
禪
門
諸
祖
師
偈
頌
』
卷
上
之
上
）

○
魚
被
網
裹
却
，
張
破
獦
師
肚　
『
出
曜
經
』
卷
五
・
愛
品
の
偈
に
、「
欲
網
を
以
て
自
ら
弊お

お

い
、
愛
蓋
を
以
て
自
ら
覆
う
。

自
ら
恣

ほ
し
い
ま
まに

し
て
獄
に
縛
ら
る
る
こ
と
、
魚
の
獄
に
入
る
が
如
し
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
偈
の
意
味
を
説
い
て
い
う
、「〈
自

恣
縛
於
獄
〉
と
は
、
諸
有
を
自
ら
恣
に
し
て
正
教
に
順
わ
ず
、
愛
縛
の
縛
る
所
と
爲
る
。
…
…
〈
如
魚
入
於
獄
〉
と
は
、

猶
お
魚
獵
の
羅
網
を
執
り
て
魚
を
捕
う
れ
ば
、
羅
網
に
入
る
を
以
て
出い

づ

る
期と

き

有
る
無
き
が
如
し
。」（
T
四
・
六
三
三
a
）

　
「
張
破
」
は
『
語
錄
』
に
「
脹
破
」
と
す
る
の
が
正
し
い
が
通
用
す
る
。
腹
の
中
か
ら
突
き
破
る
こ
と
。

　
「
獦
」
は
「
獵
」
の
俗
寫
。『
顏
氏
家
訓
』
書
證
篇
、「
古
に
は
（
一
語
一
字
で
）
二
字
無
け
れ
ど
も
、
又
た
假あ

て
じ借

多
し
。

中
を
以
て
仲
と
爲
し
…
…
間
を
以
て
閑
と
爲
す
、
此
の
如
き
の
徒

と
も
が
らは

改
む
る
を
勞
せ
ず
。
自も

と
もと

訛あ
や
ま謬

り
有
り
、
過
ご
し
て

鄙
俗
と
成
る
も
の
あ
り
。
亂
の
旁
を
舌
と
爲
し
、
揖
の
下
に
耳
無
く
、
…
…
獵
は
化
し
て
獦
と
爲
る
。」

〔
三
四
〕
滿
目
生
死

　

朗
上
座
問
：
「
滿
目
是
生
死
。」
師
云
：
「
滿
目
是
什
摩
？
」
上
座
便
大
悟
。

【
訓
讀
】

　

朗
上
座
問
う
、「
滿
目
是
れ
生
死
。」
師
云
く
、「
滿
目
是
れ
什
摩
ぞ
？
」
上
座
便
ち
大
悟
す
。

【
日
譯
】

　

朗
上
座
が
問
う
た
、「
わ
た
し
の
眼
に
見
え
る
も
の
す
べ
て
が
生
死
で
す
。」
師
、「
眼
に
み
え
る
す
べ
て
が
何
だ
？
」
上

座
は
た
だ
ち
に
大
悟
し
た
。

【
注
釋
】

○
本
話
は
本
書
の
み
の
收
錄
で
あ
る
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○
朗
上
座　

未
詳
。
乾
符
二
年
（
八
七
五
）
長
安
に
詣
っ
て
寺
額
を
願
っ
て
「
應
天
雪
峯
寺
」
を
賜
わ
っ
た
智
朗
（『
雪
峯
紀

年
錄
』『
雪
峯
年
譜
』）、
洞
山
下
の
朗
上
座
（『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
五
・
洞
山
章
）、
泉
州
招
慶
院
の
王
延
彬
の
前
で
茶
銚

を
ひ
っ
く
り
か
え
し
た
朗
上
座
（『
碧
巖
錄
』
第
四
八
則
本
則
）
な
ど
が
見
え
る
が
、
同
異
は
明
ら
か
な
ら
ず
。

○
滿
目
是
生
死　
「
生
死
の
世
界
が
見
渡
す
か
ぎ
り
廣
が
っ
て
い
ま
す
、
ど
う
す
れ
ば
生
死
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

し
ょ
う
か
」
と
問
お
う
と
し
た
。「
生
死
」
と
は
無
常
、
死
の
影
に
怯
え
て
い
た
朗
上
座
の
切
迫
し
た
問
い
。

○
滿
目
是
什
摩　

朗
上
座
が
「
滿
目
是
生
死
」
と
だ
け
言
っ
た
と
た
ん
、
や
に
わ
に
「
滿
目
是
什
摩
？
」
と
切
り
返
し
た
。

○
上
座
便
大
悟　

朗
上
座
は
「
は
っ
」
と
氣
づ
い
た
。
何
に
氣
づ
い
た
の
か
。
雪
峯
の
「
滿
目
是
什
摩
？
」
は
「
滿
目
」

（
眼
に
見
え
る
す
べ
て
）
が
何
を
意
味
す
る
か
を
問
う
た
の
で
は
な
い
。「
滿
目
が
生
死
」
と
は
、
ほ
ん
と
う
に
そ
な
た
の

「
生
死
」
な
の
か
、
と
問
い
返
し
た
の
で
あ
る
。
問
題
は
「
生
死
」
で
あ
る
。
禪
の
對
話
で
「
生
死
」
が
ど
う
あ
つ
か
わ

れ
て
い
る
か
を
見
て
み
よ
う
。

⑴
（
南
嶽
懷
讓
）
又
教
侍
者
問
法
，
侍
者
去
彼
（
石
頭
）
問
：
「
如
何
是
解
脫
？
」
師
曰
：
「
阿
誰
縛
汝
？
」「
如
何
是
淨

土
？
」
師
曰
：
「
阿
誰
垢
汝
？
」「
如
何
是
涅
槃
？
」
師
曰
：
「
誰
將
生
死
與
汝
？
」（
本
書
卷
四
・
石
頭
和
尚
章
）

懷
讓
は
侍
者
に
石
頭
の
と
こ
ろ
に
行
か
せ
て
質
問
さ
せ
た
。「
な
に
が
解
脫
か
。」
石
頭
「
誰
が
君
縛
っ
た
の
か
。」

「
な
に
が
浄
土
か
。」
石
頭
「
誰
が
君
を
汚
し
た
の
か
。」「
な
に
が
涅
槃
か
。」
石
頭
「
誰
が
君
に
生
死
を
あ
た
え
た

の
か
。」

⑵
有
行
者
問
：
「
生
死
事
大
，
請
師
一
言
。」
師
曰
：
「
行
者
何
時
曾
死
來
？
」
行
者
云
：
「
不
會
。
請
師
説
。」
師
云
：

「
若
與
摩
，
須
死
一
場
去
。」（
本
書
卷
六
・
神
山
和
尚
章
）

行
者
「
生
死
こ
そ
一
大
事
で
す
、
一
言
お
教
え
願
い
ま
す
。」
神
山
「
行
者
よ
、
そ
な
た
は
い
つ
死
ん
だ
こ
と
が
あ

る
の
だ
。」「
何
を
お
っ
し
ゃ
り
た
い
の
で
す
か
、
も
う
一
言
お
願
い
し
ま
す
。」
神
山
「
生
死
が
分
か
ら
な
い
な
ら
、
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一
度
實
際
に
死
ん
で
み
る
と
よ
ろ
し
い
。」「
須
死
一
場
去
」
：
生
死
は
觀
念
で
は
な
い
、
こ
う
し
て
生
き
て
い
る
こ

と
こ
そ
が
生
死
そ
の
も
の
で
あ
る
。

⑶
汝
若
向
佛
祖
邊
學
法
，
此
人
未
有
眼
目
在
。
何
以
故
？ 

此
皆
屬
所
依
之
法
，
不
得
自
在
。
本
只
爲
生
死
忙
忙
，
法
法

依
著
識
性
，
無
有
自
在
分
，
他
千
里
萬
里
求
善
知
識
。
須
有
眼
目
，
永
脫
虚
謬
之
見
，
不
隨
幻
惑
之
法
方
達
。
後
人
直

須
目
前
生
死
，
定
取
一
言
來
看
， 

爲
復
實
有
實
無
？ 

若
人
定
得
，
老
僧
許
伊
出
頭
。〔
上
根
之
人
，
言
下
明
道
；
中
下

根
器
，
波
波
浪
走
。
何
不
向
生
死
中
定
當
取
！ 

何
處
更
疑
佛
疑
祖
替
汝
生
死
！ 

有
智
人
笑
汝
。〕（
本
書
卷
七
・
夾
山

和
尚
章
、〔　

〕
内
は
『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
五
・
夾
山
章
に
よ
っ
て
補
う
）

佛
祖
に
つ
い
て
教
え
を
受
け
る
人
は
、
ま
だ
自
己
の
眼
が
具
わ
っ
て
い
な
い
の
だ
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
佛
祖
に
依
存

し
た
も
の
で
し
か
な
く
、
自み

ず
から

在
り
え
て
い
な
い
か
ら
だ
。
も
と
も
と
生
死
は
果
て
し
な
く
、
教
え
と
い
う
も
の
は

認
識
作
用
に
執
わ
れ
て
觀
念
に
墮
し
て
し
ま
い
、
自み

ず
から

在
り
え
て
い
る
本
分
を
見
失
わ
せ
る
ゆ
え
、
遠
く
ま
で
善
知

識
を
尋
ね
ま
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
必
ず
や
自
己
の
眼
を
具
え
、
永
え
に
虚
妄
な
る
考
え
か
ら
抜
け
出
て
、
幻

惑
の
教
え
に
執
わ
れ
な
く
な
っ
て
、
は
じ
め
て
法
そ
の
も
の
に
達
す
る
の
だ
。
そ
う
し
て
人
は
目
前
の
生
死
を
一
言

で
決
著
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
實
に
有
る
の
か
無
い
の
か
を
。
も
し
決
著
で
き
れ
ば
、
わ
し
は
そ
の
人
を
認
め

て
話
し
合
お
う
じ
ゃ
な
い
か
。〔（
こ
う
聞
い
て
）
上
根
の
人
な
ら
、
言
下
に
道
を
明
ら
め
る
が
、
中
下
根
の
人
は
、

波あ
た
ふ波

た
と
や
た
ら
走
り
ま
わ
る
。
ど
う
し
て
生
死
し
て
い
る
現
場
で
決
著
を
つ
け
な
い
の
か
。（
決
著
が
つ
い
た
な

ら
）
ど
こ
に
そ
れ
以
上
、
佛
や
祖
に
君
自
身
の
生
死
に
替
わ
っ
て
も
ら
お
う
と
心
配
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
。
智
慧

あ
る
人
に
あ
ざ
笑
わ
れ
る
ぞ
。〕

⑷
問
：
「
常
在
生
死
海
中
沈
沒
者
，
是
什
摩
人
？
」
師
云
：
「
第
二
月
。」
僧
曰
：
「
還
求
出
離
也
無
？
」
師
云
：
「
也

求
出
離
，
只
是
無
路
。」
僧
云
：
「
出
時
，
什
摩
人
接
得
伊
？
」
師
云
：
「
擔
鐵
枷
者
。」（
本
書
卷
八
・
曹
山
和
尚
章
）
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問
う
「
常
に
生
死
の
海
に
沈
ん
で
い
る
者
と
は
ど
う
い
う
人
で
す
か
。」
曹
山
「（
君
が
沈
沒
し
て
い
る
と
思
っ
て
い

る
の
は
）
幻
想
だ
。」
僧
「
そ
こ
か
ら
出
よ
う
と
し
ま
す
か
。」
曹
山
「
出
よ
う
と
し
て
も
、
出
る
路
は
な
い
。」
僧

「
出
た
と
き
、
誰
が
そ
の
人
を
應
接
す
る
の
で
す
か
。」
曹
山
「
鐵
枷
を
は
め
た
地
獄
の
住
人
だ
。」

⑸
問
：
「
生
死
海
闊
，
如
何
得
過
舟
檝
？
」
師
云
：
「
上
棑
即
棑
沈
，
上
船
即
船
沈
。」（『
雪
峯
語
錄
』
卷
上
，
一
八
ｂ
）

問
う
「
廣
い
生
死
の
海
を
ど
う
す
れ
ば
船
を
漕
い
で
渡
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。」
雪
峯
「
筏
に
乘
れ
ば
筏
は
沈
み
、

船
に
乘
れ
ば
船
が
沈
む
。（
そ
も
そ
も
渡
ろ
う
と
企
て
る
こ
と
が
間
違
い
だ
）」

⑹
師
親
寫
版
牌
云
：
「
妄
身
臨
鏡
照
影
，
影
與
妄
身
不
殊
。
若
欲
去
影
留
身
，
不
知
身
影
常
虚
。
身
影
從
來
不
異
，
不
得

一
有
一
無
。
若
擬
憎
凡
愛
聖
，
生
死
海
裏
常
浮
。」（
同
，
卷
下
，
偈
頌
）

雪
峯
は
親み

ず
から

版
牌
に
六
言
詩
を
書
い
た
。「
虚
妄
な
る
身か

ら
だが

鏡
の
前
に
立
て
ば
影
像
が
映
り
、
影
像
と
虚
妄
な
る
身

と
は
別
で
は
な
い
。
影
像
を
除
い
て
身
を
と
ど
め
置
こ
う
と
す
る
の
は
、
身
も
影
像
も
虚
妄
だ
と
分
か
っ
て
い
な
い

か
ら
だ
。
身
と
そ
の
影
像
と
は
分
か
れ
た
こ
と
は
な
い
、
一
方
が
有
り
も
う
一
方
は
無
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な

い
。
も
し
凡
を
憎
ん
で
聖
を
愛
す
る
な
ら
、
生
死
の
海
に
い
つ
ま
で
も
浮
ぶ
こ
と
に
な
ろ
う
。」

　

雪
峯
は
、
朗
上
座
が
苛
ま
れ
て
い
る
「
生
死
」、「
生
死
」
を
厭
い
出
離
し
、「
生
死
」
か
ら
「
解
脫
」
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
と
思
い
詰
め
て
い
た
の
に
對
し
、
間
髪
を
入
れ
ず
、
そ
な
た
の
「
生
死
」
と
は
何
だ
！
と
突
き
返
し
問
い
返
し
た
。
朗

上
座
は
「
は
っ
」
と
し
て
、
自
分
の
「
生
死
」
が
じ
つ
は
虚
妄
な
觀
念
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
に
氣
づ
い
た
。
そ
の
と
た

ん
、
劇
的
な
回
心
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
雪
峯
が
説
い
て
教
え
る
の
で
は
な
く
、「
是
什
摩
？
」
と
應
じ
た
そ
の
作
略

が
功
を
奏
し
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
「
生
死
」
に
つ
い
て
は
、
入
矢
義
高
先
生
の
最
晩
年
の
隨
筆
「
目
前
の
生
死
」（
一
九
九
七
，『
入
矢
義
高
先
生
追
悼

文
集
』
汲
古
書
院
に
再
錄
，
二
〇
〇
〇
）
が
必
讀
。
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〔
三
五
〕
眞
王
は
春
を
迎
え
る
か

　

常
敬
長
老
問
：
「
元
正
一
旦
，
萬
物
唯
新
。
未
審
眞
王
還
度
春
也
無
？
」
師
云
：
「
四
相
年
老
轉
，
眞
王
不
度
春
。」
敬

云
：
「
十
二
時
中
將
何
侍
奉
？
」
師
云
：
「
觸
食
不
受
。」
云
：
「
忽
然
百
味
珍
饌
來
時
作
摩
生
？
」
師
云
：
「
太
與
摩
新

鮮
生
！
」

【
訓
讀
】

　

常
敬
長
老
問
う
、「
元
正
の
一
旦
、
萬
物
唯こ

れ
新
た
な
り
。
未い

ぶ
か審

し
眞
王
は
還は

た
春
を
度わ

た

る
や
？
」
師
云
く
、「
四
相
は
年

老
し
て
轉
ず
れ
ど
も
、
眞
王
は
春
を
度
ら
ず
。」
敬
云
く
、「
十
二
時
中
、
何
を
將
て
か
侍
奉
せ
ん
？
」
師
云
く
：
「
觸
食
は

受
け
ず
。」
云
く
：
「
忽も

然し

百
味
珍ち

ん
せ
ん饌

來
る
時
は
作い

か

ん
摩
生
？
」
師
云
く
：
「
太は

な
はだ

與か

く摩
も
新
鮮
生
な
り
！
」

【
日
譯
】

　

常
敬
長
老
が
問
う
、「
正
月
元
旦
、
萬
物
新
た
な
り
。
さ
て
眞
王
は
春
を
迎
え
ま
す
か
。」
師
は
言
っ
た
、「
四
相
は
年
々

老
い
て
移
り
変
わ
る
も
、
眞
王
は
年
を
取
ら
ぬ
。」
常
敬
、「
一
日
二
十
四
時
間
、
お
仕
え
し
て
何
で
供
養
す
れ
ば
よ
い
で

し
ょ
う
か
。」
師
、「
人
の
手
で
汚
れ
た
食
は
受
け
ぬ
。」
常
敬
、「
も
し
山
海
の
ご
馳
走
が
並
ん
だ
ら
、
ど
う
さ
れ
ま
す
か
。」

師
、「
な
ん
と
美う

ま味
そ
う
だ
な
！
」

【
注
釋
】

○
本
話
は
『
禪
林
類
聚
』
卷
一
四
・
歲
事
類
、『
雪
峯
廣
錄
』
卷
上
、『
雪
峯
語
錄
』
卷
上
に
も
收
め
る
が
、
常
敬
長
老
の
名

を
出
さ
な
い
。『
禪
林
類
聚
』
卷
一
四
を
引
く
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

雪
峯
存
禪
師
， 

僧
問
：
「
元
正
一
日
， 

四
相
盡
朝
， 

未
審
王
有
何
祗
待
？
」
師
云
：
「
四
相
隨
年
老
， 

眞
王
不
預
春
。」

（『
雪
峯
廣
錄
』『
雪
峯
語
錄
』
で
は
、
冒
頭
の
「
雪
峯
存
禪
師
， 

僧
」
が
無
い
だ
け
で
、
以
下
は
全
同
。）
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○
常
敬
長
老　

第
三
二
段
に
登
場
し
た
。
お
そ
ら
く
あ
の
あ
と
、
雪
峯
の
會
下
に
在
っ
た
の
だ
ろ
う
。

○
元
正
一
旦
，
萬
物
唯
新
。
未
審
眞
王
還
度
春
也
無　
「
新
年
に
な
り
ま
し
た
が
、
眞
王
は
春
を
迎
え
る
で
し
ょ
う
か
。」

「
元
正
一
旦
，
萬
物
唯
新
」
は
、
新
年
の
春
を
迎
え
た
時
の
挨
拶
。『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
五
・
投
子
大
同
章
、「
僧
問
う
、

〈
故
歲
は
已
に
去
り
、
新
歲
到
り
來
る
、
還は

た
二
途
に
渉わ

た

ら
ざ
る
者
有
り
や
。〉
師
云
く
、〈
有
り
。〉
云
く
、〈
如
何
な
る

か
是
れ
二
途
に
渉わ

た

ら
ざ
る
者
。〉
師
云
く
、〈
元
正
啓
祚
、
萬
物
惟
新
。〉」

還
有
不
渉
二
途
者
也
無
＝
「
舊
年
よ
り
新
年
に
移
り
變
わ
ら
ぬ
も
の
は
あ
る
か
。」
流
轉
生
滅
せ
ざ
る
不
變
の
法
は

あ
る
か
、
と
い
う
問
い
。

元
正
啓
祚
、
萬
物
惟
新
＝
生
滅
せ
ざ
る
不
變
の
法
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
無
常
の
法
こ
そ
が
「
二
途
に
渉
ら
ざ
る
」

法
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
新
年
の
挨
拶
で
示
し
た
。

○
四
相
年
老
轉
，
眞
王
不
度
春　
「
四
相
」
は
人
の
生
老
病
死
。「
眞
王
」
は
「
四
相
」
と
對
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
法
身
の
喩
え
で
あ
る
。
法
身
は
時
間
・
空
間
に
か
か
わ
ら
な
い
。
馬
祖
は
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

汝
若
し
心
を
識
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
秖た

だ
今
語
言
す
る
は
、
即
ち
是
れ
汝
の
心
な
り
。
此
の
心
を
喚
び
て
佛
と
作
す
、
亦

た
是
れ
實
相
法
身
佛
な
り
。
…
…
…
…
此
の
心
は
虚
空
と
壽よ

わ
いを

齊
し
く
し
、
乃た

と
い至

六
道
に
輪
廻
し
、
種
種
の
形
を
受
く

る
も
、
即
ち
此
の
心
は
未
だ
曾
て
生
ず
る
こ
と
有
ら
ず
、
未
だ
曾
て
滅
す
る
こ
と
有
ら
ず
。
衆
生
は
自
心
を
識
ら
ざ
る

が
爲
に
、
迷
情
妄
起
し
、
諸
業
受
報
す
。
其
の
本
性
を
迷

み
う
し
ない

、
世
間
の
風あ

り
か
た息

に
妄
執
す
。
四
大
の
身
に
は
、
生
滅
有
る

を
見
る
も
、
靈
覺
の
性
に
は
、
實
に
生
滅
無
し
。
汝
今
此
の
性
を
悟
る
を
、
名
づ
け
て
長
壽
と
爲
す
。（『
宗
鏡
錄
』
卷

一
四
，
T
四
八
・
四
九
二
a
，『
馬
祖
の
語
錄
』〔
六
九
〕）

○
觸
食
不
受　

人
の
手
が
觸
れ
た
不
淨
な
る
食
物
は
受
け
ぬ
。『
菩
薩
總
持
法
』、「〈
鉢
盂
〉
と
は
、
亦
た
比
丘
身
に
喩
う
。

〈
飯
〉
と
は
智
と
行
の
食
に
喩
う
。〈
觸
鉢
不
受
〉
と
は
、
諸
境
の
心
に
入
る
も
、
心
の
納
受
せ
ざ
る
に
喩
う
。
故
に
觸
食
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不
受
に
喩
え
て
、
心
の
染
ま
る
所
無
き
と
す
。」（
方
廣
錩
主
編
『
藏
外
佛
教
文
獻
』
第
三
輯
，
四
五
頁
，
宗
教
文
化
出
版
社
，

一
九
九
七
年
）

　
「
觸
食
」
は
惡
觸
食
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
惡
觸
」
は
、
他
人
の
手
が
觸
れ
て
、
け
が
れ
た
食
物
を
い
う
（『
廣
説
佛
教

語
大
辭
典
』）。『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
』
卷
三
六
、「
復
た
五
種
の
食
す
る
に
足
る
と
名
づ
け
ざ
る
有
り
。
云
何
が
五

と
爲
す
。
一
は
是
れ
清
淨
な
ら
ざ
る
食
、
二
は
多
く
不
淨
食
有
り
て
相
い
雜
る
、
三
は
惡
觸
食
、
四
は
多
く
惡
觸
食
有
り

て
相
い
雜
る
、
五
は
未
だ
本
座
（
も
と
の
ば
し
ょ
）
を
離
れ
ざ
る
も
の
。」（
T
二
三
・
八
二
一
ｃ
）

○
太
與
摩
新
鮮
生　

す
ご
い
ご
馳
走
だ
、
幻
化
の
空
身
な
る
我
が
法
身
が
い
た
だ
く
と
し
よ
う
。『
證
道
歌
』
に
い
う
、「
幻

化
空
身
即
法
身
。」「
太
與
摩
～
生
」
は
「
太
～
生
」
に
「
與
麼
」
が
付
け
加
わ
っ
た
も
の
で
、
感
嘆
の
表
現
、「
な
ん
と

い
う
～
だ
。」（
用
例
は
未
見
）
本
書
卷
六
・
神
山
和
尚
章
、「
因
裴
大
夫
問
僧
：
〈
下
供
養
， 

佛
還
喫
也
無
？
〉
僧
曰
：

〈
如
大
夫
祭
祀
家
先
。〉
有
人
擧
似
雲
嵒
。
雲
嵒
云
：
〈
這
个
人
未
出
家
在
。〉
師
進
曰
：
〈
却
請
和
尚
道
！
〉
嵒
曰
：

〈
汝
幾
般
飯
食
， 

但
一
時
下
來
。〉
嵒
却
問
師
：
〈
他
忽
然
下
來
時
作
摩
生
？
〉
師
曰
：
〈
却
須
合
取
鉢
盂
。〉
嵒
深
肯

之
。」裴

大
夫
が
僧
に
問
う
、「
供
養
を
お
供
え
す
れ
ば
、
佛
は
食
べ
ら
れ
ま
す
か
。」
僧
「
大
夫
が
先
祖
を
祭
ら
れ
る
の
と

同
じ
で
す
。」
あ
る
人
が
雲
嵒
に
話
し
た
。
雲
嵒
「
こ
い
つ
は
ま
だ
出
家
者
た
る
に
あ
た
い
せ
ぬ
。」
神
山
が
さ
ら
に

訊
い
た
、「
で
は
和
尚
が
答
え
て
く
だ
さ
い
。」
雲
嵒
「
あ
り
っ
た
け
の
飯
を
い
っ
ぺ
ん
に
お
供
え
し
な
さ
い
。」
こ

ん
ど
は
雲
嵒
が
神
山
に
訊
い
た
、「
彼
が
も
し
お
供
え
し
た
ら
ど
う
す
る
。」
神
山
「（
生
身
の
佛
と
し
て
）
食
べ
お

わ
っ
た
ら
當
然
鉢
盂
を
か
た
づ
け
ま
す
。」
雲
嵒
は
深
く
認
め
た
。
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〔
三
六
〕
誰
の
た
め
に
説
い
て
い
る
の
か

　

師
入
佛
殿
，
見
經
案
子
，
問
玄
砂
：
「
是
什
摩
經
？
」
對
云
：
「
花
嚴
經
。」
師
云
：
「
老
僧
在
仰
山
時
，
仰
山
拈
經
中

語
問
大
衆
：
〈
刹
説
衆
生
説
，
三
世
一
切
説
〉，
爲
什
摩
人
説
？ 

無
人
對
。
云
：
養
子
代
老
。
借
此
問
闍
梨
，
闍
梨
作
摩
生

道
？
」
玄
砂
遲
疑
。
師
却
云
：
「
你
問
我
，
我
與
你
道
。」
玄
砂
便
問
。
師
便
向
面
拶
身
云
：
「
摑
摑
！
」

　

報
慈
拈
問
臥
龍
：
「
話
是
仰
山
話
，
擧
是
雪
峯
擧
，
爲
什
摩
雪
峯
招
摑
？
」
龍
云
：
「
養
子
代
老
。」
慈
云
：
「
打
草
驚

蛇
。」

【
訓
讀
】

　

師
佛
殿
に
入
り
、
經

き
ょ
う

案あ
ん

子す

を
見
て
玄
砂
に
問
う
、「
是
れ
什な

摩ん

の
經
ぞ
？
」
對
え
て
云
く
、「
花
嚴
經
。」
師
云
く
、「
老

僧
、
仰
山
に
在
り
し
時
、
仰
山
經
中
の
語
を
拈と

り
て
大
衆
に
問
う
、〈
刹
説
き
衆
生
説
き
，
三
世
一
切
説
く
〉，
什な

ん
ぴ
と

摩
人
の
爲

に
か
説
く
、
と
。
人
の
對
う
る
無
し
。
云
く
、
子
を
養
い
て
老
に
代
う
。
此
の
問
い
を
借
り
て
闍
梨
に
問
う
。
闍
梨
作い

摩か

生ん

が
道
う
？
」
玄
砂
遲
疑
す
。
師
却
て
云
く
、「
你
我
に
問
え
、
我
你
が
與た

め

に
道
わ
ん
。」
玄
砂
便
ち
問
う
。
師
便
ち
向
面
に
拶

身
し
て
云
く
、「
摑
摑
！
」

　

報
慈
拈
じ
て
臥
龍
に
問
う
、「
話
は
是
れ
仰
山
の
話
、
擧
す
る
は
是
れ
雪
峯
の
擧
な
る
に
、
爲な

に
ゆ
え

什
摩
に
か
雪
峯
は
摑
を
招

け
る
。」
龍
云
く
、「
子
を
養
い
て
老
に
代
う
。」
慈
云
く
、「
草
を
打
っ
て
蛇
を
驚
か
す
。」

【
日
譯
】

　

師
は
佛
殿
に
入
る
と
、
經
机
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
玄
沙
に
問
う
た
、「
な
ん
の
經
か
。」「
華
嚴
經
で
す
。」
師
「
わ
し
が
以

前
仰
山
に
い
た
と
き
、
仰
山
和
尚
が
こ
の
經
の
文
句
を
と
り
あ
げ
て
、
み
な
に
問
わ
れ
た
。〈
國
土
が
説
き
、
衆
生
が
説
き
、

三
世
の
一
切
が
説
く
〉
と
あ
る
が
、
さ
て
誰
に
向
か
っ
て
説
い
て
い
る
の
か
、
と
。
答
え
る
者
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
和
尚

は
言
わ
れ
た
、〈
子
を
育
て
て
老
い
に
備
え
る
〉
と
。
わ
し
は
い
ま
、
こ
の
問
い
を
借
り
て
そ
な
た
に
尋
ね
よ
う
。
そ
な
た
な
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ら
ど
う
答
え
る
か
。」
玄
沙
は
た
め
ら
っ
た
。
す
る
と
師
の
ほ
う
か
ら
、「
き
み
が
わ
し
に
尋
ね
よ
。
わ
し
が
答
え
て
や
ろ

う
。」
玄
沙
が
問
う
と
、
師
は
い
き
な
り
眞
正
面
か
ら
ぶ
つ
か
っ
て
來
て
、「
ガ
ツ
ン
、
ガ
ツ
ン
！
」

　

報
慈
和
尚
が
こ
の
話
を
聞
い
て
臥
龍
和
尚
に
問
う
た
、「
話
は
仰
山
和
尚
の
話
で
、
取
り
あ
げ
た
の
は
雪
峯
だ
。
そ
れ
な

の
に
ど
う
し
て
雪
峯
和
尚
が
ガ
ツ
ン
と
や
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。」
臥
龍
「〈
子
を
育
て
て
老
い
に
備
え
る
〉
だ
ね
。」
報
慈

「〈
草
を
つ
つ
い
て
蛇
を
驚
か
す
〉
だ
な
。」

【
注
釋
】

○
本
則
は
他
に
收
錄
を
見
な
い
。
入
矢
義
高
編
『
玄
沙
廣
錄
』
下
册
（
禪
文
化
研
究
所
，
一
九
九
九
）
に
補
遺
〔
二
〕
と
し

て
譯
注
を
加
え
る
。

○
玄
砂　

玄
沙
師
備
（
八
三
五
～
九
〇
八
）
は
、
咸
通
七
年
（
八
六
六
）、
閩
に
歸
っ
て
き
た
雪
峯
に
兄
事
し
（『
唐
福
州
安
國

禪
院
先
開
山
宗
一
大
師
碑
文
幷
序
』）、
咸
通
一
二
年
（
八
七
一
）、
雪
峯
五
〇
歲
の
と
き
の
開
堂
前
に
入
門
し
て
「
同
力
締

構
」
し
た
筆
頭
弟
子
（『
雪
峯
眞
覺
大
師
紀
年
錄
』）。
本
書
卷
一
〇
。「
砂
」
は
「
沙
」
と
同
音
通
用
す
る
が
、「
玄
砂
」
と

い
う
表
記
は
本
則
と
第
三
九
則
、
つ
ま
り
同
一
版
木
（
卷
七
第
一
六
張
）
に
の
み
現
れ
る
。
高
麗
で
刊
刻
に
當
っ
た
刻
工

に
よ
る
誤
刻
の
可
能
性
が
あ
る
。

○
老
僧
在
仰
山
時　

雪
峯
が
行
脚
時
代
に
仰
山
慧
寂
（
八
〇
七
～
八
三
）
に
參
じ
た
こ
と
は
他
の
資
料
に
は
見
え
な
い
。
大

中
六
年
（
八
五
二
）
三
一
歲
の
と
き
同
じ
江
西
瑞
州
に
あ
る
洞
山
に
參
じ
て
い
る
か
ら
、
あ
る
い
は
そ
の
時
期
か
。

○
刹
説
衆
生
説
，
三
世
一
切
説
，
爲
什
摩
人
説　
『
大
方
廣
佛
華
嚴
經
』（
六
〇
卷
本
）
卷
三
三
〈 

普
賢
菩
薩
行
品
〉
に
見

え
る
偈
句
。

普
賢
清
淨
眼
，
深
入
諸
地
力
，
一
一
眼
境
界
，
出
生
無
量
智
。

如
是
諸
世
間
，
悉
能
分
別
知
，
究
竟
一
切
行
，
逮
得
不
退
轉
。
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佛
說
菩
薩
說
，
刹
說
衆
生
說
，
三
世
一
切
說
，
菩
薩
分
別
知
。

過
去
是
未
來
，
未
來
是
過
去
，
顯
在
是
去
來
，
菩
薩
悉
了
知
。

如
是
無
量
世
，
覺
悟
相
不
同
，
方
便
究
竟
行
，
具
足
諸
佛
智
。（
T
九
・
六
一
一
ａ
）

　

經
典
の
文
句
を
（
斷
章
取
義
的
に
）
取
り
上
げ
て
そ
の
義
を
問
う
。
い
わ
ゆ
る
「
看か

ん

經き
ん

の
眼ま

な
こ」（

經
典
の
主
體
的
な
理
解
）

を
求
め
る
問
答
。
仰
山
の
問
い
「
爲
什
摩
人
説
？
」
と
は
、
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
説
い
て
や
ま
な
い
法
を
、
い
っ
た

い
誰
が
聞
く
の
か
、
で
あ
る
。

○
養
子
代
老　

苦
勞
し
て
子
供
（
男
子
）
を
育
て
る
目
的
は
、
ほ
か
で
も
な
い
自
分
の
老
後
を
見
て
も
ら
う
た
め
で
あ
る
。

こ
の
諺
語
を
上
揭
の
問
い
へ
の
代
語
と
す
る
。
つ
ま
り
「
自
己
の
た
め
」（
自
己
が
聞
く
）。

○
借
此
問
闍
梨
，
闍
梨
作
摩
生
道　

雪
峯
が
玄
沙
に
問
う
、「
そ
な
た
は
い
ま
『
華
嚴
經
』
の
こ
の
句
を
、
仰
山
が
言
っ
た

よ
う
に
讀
ん
で
い
る
か
。」（
そ
な
た
の
爲
に
説
か
れ
て
い
る
法
を
聞
い
て
い
る
か
）

○
玄
砂
遲
疑　
「
遲
疑
」
は
意
を
決
せ
ず
戸
惑
う
貌
。
仰
山
が
す
で
に
正
解
を
出
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ど
う
言
う
べ
き
か

戸
惑
っ
た
。

○
師
便
向
面
拶
身
云
：
摑
摑　

雪
峯
は
教
え
た
、「
そ
う
い
う
と
き
は
こ
う
や
る
ん
だ
、
ガ
ツ
ン
！ 

ガ
ツ
ン
！
」
と
、
ド
ー

ン
と
正
面
か
ら
身
體
ご
と
ぶ
ち
あ
て
た
。
ガ
ツ
ン
と
ぶ
ち
あ
た
る
こ
の
生
身
の
自
分
だ
！
「
摑
」
は
こ
こ
で
は
身
體
が
ぶ

つ
か
る
擬
音
で
あ
ろ
う
。『
廣
韻
』
古
獲
切
，
見
母
麥
韻
入
聲
［kw

æ
k

］。

○
報
慈
拈
問
臥
龍
：
話
是
仰
山
話
，
擧
是
雪
峯
擧
，
爲
什
摩
雪
峯
招
摑　
「
雪
峯
は
仰
山
の
話
を
取
り
あ
げ
て
『
華
嚴
經
』

の
解
釋
を
尋
ね
た
だ
け
だ
っ
た
の
に
、
な
ぜ
玄
沙
を
ガ
ツ
ン
と
や
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。」「
招
」
は
「
～
と
い
う
結
果

を
招
く
」
意
（「
招
摑
」
の
用
例
未
檢
）。
受
け
身
に
解
釋
し
て
は
、
文
脈
が
つ
な
が
ら
な
い
し
、「
打
摑
」（
ビ
ン
タ
を
く

ら
わ
す
）
に
改
め
る
の
も
不
可
。
報
慈
は
玄
沙
院
で
出
家
し
、
長
慶
慧
稜
に
嗣
い
だ
福
州
報
慈
光
雲
（
本
書
卷
一
三
）。
臥
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龍
は
玄
沙
に
嗣
い
だ
福
州
臥
龍
山
安
國
慧
球
（
本
書
卷
一
二
・
中
塔
和
尚
）。

○
龍
云
：
養
子
代
老　

仰
山
の
言
っ
た
諺
を
（
も
と
の
意
味
で
）
使
っ
て
、「
そ
れ
が
、
弟
子
を
ち
ゃ
ん
と
教
育
す
る
と
い

う
こ
と
だ
。」
雪
峯
の
教
育
者
ぶ
り
を
讚
え
る
。

○
慈
云
：
打
草
驚
蛇　
「
お
っ
と
、
そ
れ
は
や
ぶ
へ
び
だ
な
」。
臥
龍
が
下
し
た
雪
峯
の
行
爲
の
解
釋
が
、
評
論
者
の
臥
龍
に

反
省
を
迫
る
こ
と
に
な
っ
た
。
雪
峯
と
玄
沙
の
師
弟
關
係
は
玄
沙
と
臥
龍
に
當
て
は
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
き
み
は
師
の
老

婆
心
切
な
る
を
受
け
と
め
て
い
る
か
。「
打
草
驚
蛇
」
は
日
本
語
の
い
わ
ゆ
る
「
藪
を
つ
つ
い
て
蛇
を
出
す
」
こ
と
わ
ざ

に
相
當
す
る
。
宋 
鄭
文
寶
『
南
唐
近
事
』
卷
二
「
王
魯
」
條
に
、「
王
魯
、
當
塗
（
長
江
南
岸
の
縣
）
の
宰
と
爲
り
、
頗

る
資
産
を
以
て
務
め
と
爲
す
。
會た

ま
たま

部
民
連
狀
し
て
主
簿
の
賄わ

い
ろを

貪
る
を
縣
尹
に
訴
う
。
魯
乃
ち
判
し
て
曰
く
、『
汝
ら

〈
打
草
〉
す
と
雖
も
、
吾
れ
已
に
〈
蛇
驚
〉
す
』
と
。
好
事
の
者
の
口
實
と
爲
る
な
り
」（『
全
宋
筆
記
』
第
一
輯
第
二
册
，

大
象
出
版
社
，
二
〇
〇
三
）。

〔
三
七
〕
老
僧
は
ど
こ
に
も
出
頭
せ
ず

　

師
見
僧
云
：
「
會
摩
？
」
對
云
：
「
不
會
。」
師
云
：
「
老
僧
不
出
頭
， 

爲
什
摩
不
會
？
」

【
訓
讀
】

　

師
は
僧
を
見
て
云
く
、「
會え

す
や
？
」
對
え
て
云
く
、「
會
せ
ず
。」
師
云
く
、「
老
僧
は
出
頭
せ
ず
、
爲な

に
ゆ
え

什
摩
に
か
會
せ
ざ
る
？
」 

【
日
譯
】

　

師
は
僧
に
會
っ
て
言
っ
た
、「
分
か
る
か
。」「
分
か
り
ま
せ
ん
。」
師
、「
老わ

僧し

は
ど
こ
に
も
出
向
い
て
お
ら
ぬ
、
ど
う
し

て
分
か
ら
ぬ
の
か
。」

【
注
釋
】
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○
本
話
は
、
本
書
に
の
み
錄
さ
れ
る
も
の
。

○
師
見
僧
云
：
會
摩
？ 

對
云
：
不
會　

雪
峯
が
僧
を
見
て
、
い
き
な
り
「
會
す
や
」
と
切
り
出
す
か
ら
に
は
、
雪
峯
山
の

叢
林
で
共
有
さ
れ
て
い
た
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
何
か
。『
雪
峯
語
錄
』
の
な
か
か
ら
そ
れ
を
探
っ
て
み
る
と
、「
自
己

事
」
で
あ
る
こ
と
、
以
下
の
例
の
通
り
で
あ
る
。

⑴
師
乃
ち
云
う
、「
諸
和
尚
子
、
爲な

に
ゆ
え

什
麼
に
か
者こ

こ裏
に
到
り
來
る
？ 

是
れ
儞
が
當
人
分
上
の
事
、
什な

に麼
を
か
欠か

ん
し
ょ
う少

せ
ん
。

未
だ
曾
て
寸
艸
も
解よ

く
伊か

れ

を
蓋
覆
し
得
る
も
の
あ
ら
ず
。
爲な

に
ゆ
え

什
麼
に
か
却
っ
て
會
し
去
ら
ざ
る
？ 

蹈
歩
向
前
し
て
覓

め
ん
と
擬ほ

っ

し
、
秪
だ
人
の
説
か
ん
こ
と
を
欲ほ

っ得
す
る
の
み
。
論
劫
に
し
去
る
も
、
終つ

い

に
敢
え
て
相
い
帶
累
せ
ず
（
説
い

て
や
っ
て
諸
君
ら
の
眼
を
潰
す
よ
う
な
迷
惑
を
か
け
た
り
は
決
し
て
し
な
い
）。
是
れ
汝
が
自
己
の
事
、
爲な

に
ゆ
え

什
麼
に
か
會
し

去
ら
ざ
る
。
唯
だ
是
れ
佗
人
屋
裏
の
事
は
總
て
會
得
せ
ん
と
し
て
、
秪
だ
是
れ
傍の

き
な
み家

に
老
師
の
涕
唾
を
喫
し
、
意
識
裏

に
向お

い
て
解
を
作な

す
の
み
。
忽も

し
人
に
自
家
屋
裏
の
事
を
問
著
せ
ら
る
れ
ば
、
便
ち
相
似
の
語
を
將も

ち
來
っ
て
用
う
。

明
眼
の
漢
に
一
時
に
撲ぼ

っ

却き
ゃ
くせ

ら
る
る
も
、
便
ち
去
り
得
ず
、
黑
漫
漫
地
な
る
漆
桶
に
相
い
似
た
り
。
秪
だ
從
前
の
行
脚

に
奇
人
に
遇
わ
ざ
る
が
爲
な
り
。
所ゆ

え以
に
道
う
、
苦
屈
は
初
め
に
在
り
と
。
從
來
の
事
は
［
説
］
似
す
る
可
か
ら
ず
。

儞
に
與か

麼く

語
話
し
て
作な

に麼
か
せ
ん
。
和
尚
子
よ
、
塵
劫
來
の
事
は
、
秪
だ
如
今
に
在
り
。
絲
髮
地
を
も
移
さ
ん
と
擬

せ
ば
、
便
ち
是
れ
失
命
の
漢
な
り
。
若
し
一
字
を
も
受
持
せ
ば
、
歷
劫
に
野
狐
精
な
り
。
若も是
し
靈
利
の
者
な
ら
ば
、

老わ

し師
が
者こ

の
蝦
蟇
の
口
を
開
く
を
假
ら
ず
。
還
た
會
す
や
。」（
卷
上
・
六
ａ
ｂ
）

『
雪
峯
語
錄
』
の
中
で
最
も
長
い
説
法
の
一
段
で
あ
る
が
、
そ
の
最
後
に
「
若も是
し
靈
利
の
者
な
ら
ば
、
老わ

し師
が
者こ

の
蝦
蟇
の
口
を
開
く
を
假
ら
ず
。
還
た
會
す
や
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
が
、
本
話
の
“
師
見
僧
云
：
「
會

摩
？
」”
に
つ
な
が
っ
て
く
る
。
そ
う
す
る
と
、「
會
す
や
」
と
は
、「
是
汝
自
己
事
」
を
會
す
や
、
と
い
う
こ
と
に

他
な
ら
な
い
。
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⑵
問
う
、「
如
何
な
る
か
是
れ
眞
俗
二
諦
。」
師
云
く
、「
眞
俗
二
諦
は
且
く
從ま

か

す
、
仁そ

な
た者

の
自
己
の
事
は
作い

か

ん
麼
生
。」
進
ん

で
云
く
、「
會
せ
ず
。」
師
云
く
、「
自
己
す
ら
尚な

お
會
せ
ざ
る
に
、
什な

ん麼
の
二
諦
三
諦
を
か
問
わ
ん
。」（
卷
上
・
六
a
）

⑶
師
、
衆
に
示
し
て
云
く
、「
還は

た
會
す
や
？ 

早す

で是
に
老
婆
心
な
り
。
如い

ま今
總
て
未
だ
去い

ど
こ
ろ處

を
知
ら
ず
、
便
ち
頭
を
刺つ

っ
こみ

て
言
句
裏
に
入
る
。」（
卷
上
・
二
二
b
）。

こ
こ
で
も
、
い
き
な
り
「
還
會
麼
」
と
切
り
だ
し
、
そ
う
言
う
の
で
さ
え
「
早
是
老
婆
心
也
」
と
言
う
。

⑷
上
堂
（
良
久
し
て
）
云
く
：
「
便
ち
恁こ

の
よ
う麼

に
承う

け
と
め當

れ
ば
、
最
も
好
し
省
要
な
る
に
。
老
僧
の
口
裏
に
到
ら
し
む
る
こ
と

莫
れ
（
わ
し
に
言
わ
せ
な
い
で
く
れ
）、
還
た
會
す
や
。
若も是
し
達
磨
の
子
孫
な
ら
ば
、
人
の
嚼か

み
了
れ
る
飯
を
喫
す
る

を
肯
ん
ぜ
ず
、
亦
た
自
ら
を
屈

お
と
し
める

こ
と
莫
れ
。
如い

ま今
什な

に麼
を
か
欠か

ん
し
ょ
う少

せ
ん
。
當
人
の
事
は
論
劫
よ
り
來こ

の
かた

、
青
天
白

日
の
如
き
に
相
い
似
た
り
。
未
だ
曾
て
絲し

髮は
つ

許ば
か

り
も
礙

さ
ま
た
げを

爲
す
も
の
有
ら
ず
。
甚な

ん

に
因
り
て
か
却
っ
て
知
り
去
ら
ざ

る
。
若
し
儞
を
し
て
半
歩
を
移
さ
し
め
、
一
毫
の
功
を
用
い
て
一
字
の
經
を
看よ

ま
し
め
、
三
寸
上
に
向お

い
て
人
に
借
問

せ
し
め
、
方は

じ

め
て
會
せ
し
む
る
と
も
、
是
れ
儞
を
誑あ

ざ
む嚇

く
な
り
。“
直
下
に
是
れ
な
り
”、“
是
れ
什
麼
ぞ
”。
既
に
承う

け
と
め當

得え

ず
、
又
た
退
歩
し
て
、
己
に
向お

い
て
審
細
に
自
ら
看
る
こ
と
能
わ
ず
。
但た知
だ
傍の

き
な
み家

に
朦
膧
老
師
の
頷あ

顋ご

の
下
に
言

句
を
記お

持ぼ

ゆ
る
の
み
、
什
麼
の
交
渉
か
有
ら
ん
。
還は

た
是
れ
口
裏
の
事
な
ら
ざ
る
こ
と
を
知し道
る
や
。
儞
に
向
っ
て
道

う
、
一
句
語
を
記お

ぼ

え
著こ

め
ば
、
論
劫
に
野や

狐こ

精ぜ
い

と
作
ら
ん
。
還
た
會
す
や
。」（
卷
上
・
二
〇
b
）

○
老
僧
不
出
頭
， 

爲
什
摩
不
會　
「
出
頭
」
と
は
、
あ
る
場
所
に
顔
を
出
す
こ
と
、
出
向
く
こ
と
。「
老
僧
不
出
頭
」
は
、
こ

の
場
に
顔
を
出
し
て
い
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
出
向
い
て
い
な
い
→
出
か
け
て
こ
こ
に
い
な
い
の
で
は
な
い
→
つ
ま

り
、
ち
ゃ
ん
と
こ
こ
に
い
る
、
と
い
う
こ
と
。『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
五
・
洞
山
章
に
次
の
問
答
が
あ
る
。

師
問
僧
：
「
什
麼
處
來
？
」
曰
：
「
三
祖
塔
頭
來
。」
師
曰
：
「
既
從
祖
師
處
來
， 

又
要
見
老
僧
作
什
麼
？
」
曰
：

「
祖
師
即
別
， 

學
人
與
和
尚
不
別
。」
師
曰
：
「
老
僧
欲
見
闍
梨
本
來
師
， 

還
得
否
？
」
曰
：
「
亦
須
待
和
尚
自
出
頭
來
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始
得
。」
師
曰
：
「
老
僧
適
來
暫
時
不
在
。」

洞
山
「
ど
こ
か
ら
來
た
。」「
三
祖
の
塔
か
ら
で
す
。」
洞
山
「
祖
師
の
と
こ
ろ
か
ら
來
た
の
な
ら
、
さ
ら
に
わ
し
に

會
い
に
來
て
ど
う
す
る
の
だ
。」「
祖
師
は
特
別
の
存
在
で
す
、
私
と
和
尚
は
同
じ
人
で
す
。」
洞
山
「
わ
し
は
君
の

本
來
の
師
に
會
い
た
い
、
い
い
か
な
。」「（
私
の
本
來
師
に
會
い
た
い
な
ら
）
和
尚
も
本
來
師
の
次
元
で
出
頭
し
て
く

だ
さ
い
。」
洞
山
「（
君
の
言
い
よ
う
だ
と
）
わ
し
は
さ
っ
き
か
ら
留
守
だ
っ
た
の
だ
。（
君
の
目
の
前
に
い
る
私
を
何

だ
と
思
っ
て
い
る
の
か
。）」

三
祖
塔
よ
り
來
た
僧
は
、
本
來
師
（
本
來
の
自
己
）
は
、
現
に
い
ま
あ
る
自
己
と
は
別
次
元
の
存
在
だ
と
お
も
っ
て
い

る
の
を
、
洞
山
は
た
し
な
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
話
で
も
、「
老
僧
不
出
頭
，
爲
什
摩
不
會
」
は
、
我
が
本
來
の
自
己
は
ど
こ
か
別
次
元
に
出
頭
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
ち
ゃ
ん
と
こ
の
場
に
い
て
、
汝
と
対
面
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
汝
の
本
來
の
自
己
も
別
次
元
に
あ
る
の
で
は
な

く
、
い
ま
現
に
私
と
対
面
し
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
い
う
示
唆
。
ど
う
し
て
汝
自
身
の
自
己
を
汝
が
分
か
ら
な
い
の

か
。
⑴
で
も
、「
ほ
か
な
ら
ぬ
汝
自
身
の
分
と
し
て
具
わ
り
、
足
ら
ぬ
も
の
と
て
な
く
、
そ
れ
を
覆
い
か
く
す
も
の
な

ど
何
も
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
分
か
ら
な
い
の
か
」「
ほ
か
な
ら
ぬ
汝
の
自
己
の
事
、
ど
う
し
て
分
か
ら
ず
じ
ま
い
な

の
か
」
と
説
い
て
い
る
。

〔
三
八
〕
父
母
有
り
や

　

師
問
僧
：
「
你
還
有
父
母
摩
？
」
對
云
：
「
有
。」
師
云
：
「
吐
却
著
！
」
別
僧
云
：
「
無
。」
師
云
：
「
吐
却
著
！
」
又

別
僧
云
：
「
和
尚
問
作
什
摩
？
」
師
云
：
「
吐
却
著
！
」

【
訓
讀
】
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師
、
僧
に
問
う
、「
你
還は

た
父
母
有
り
や
？
」
對
え
て
云
く
、「
有
り
。」
師
云
く
、「
吐
却
せ
よ
！
」
別
僧
云
く
、「
無

し
。」
師
云
く
、「
吐
却
せ
よ
！
」
又
た
別
僧
云
く
、「
和
尚
問
う
て
什な

に摩
を
か
作
す
？
」
師
云
く
、「
吐
却
せ
よ
！
」

【
日
譯
】

　

師
が
僧
に
尋
ね
た
、「
そ
な
た
に
父
母
は
お
あ
り
か
な
？
」
答
え
て
言
う
、「
健
在
で
ご
さ
い
ま
す
。」
師
、「
吐
き
出
し
て

し
ま
え
！
」
別
の
僧
が
い
う
、「（
も
う
死
ん
で
）
お
り
ま
せ
ん
。」
師
、「
吐
き
出
し
て
し
ま
え
！
」
又
た
別
の
僧
が
言
う
、

「
そ
ん
な
こ
と
を
問
う
て
ど
う
す
る
の
で
す
か
。」
師
、「
吐
き
出
し
て
し
ま
え
！
」

【
注
釋
】

○
本
則
は
本
書
の
み
の
收
錄
。

○
師
問
僧
：
你
還
有
父
母
摩　

父
母
未
生
以
前
の
「
本
來
の
自
己
」（
法
身
）
に
氣
づ
か
せ
よ
う
と
の
問
い
。
本
書
卷
五
・

雲
巖
和
尚
章
に
次
の
問
答
が
あ
る
。

師
問
尼
衆
曰
：
「
汝
婀
爺
還
在
也
無
？
」
對
曰
：
「
在
。」
師
曰
：
「
年
多
少
？
」
對
曰
：
「
年
八
十
。」
師
云
：
「
有

个
爺
年
非
八
十
， 

汝
還
知
也
無
？
」
對
曰
：
「
莫
是
與
摩
來
底
是
不
？
」
師
曰
：
「
這
个
猶
是
兒
子
。」

雲
巖
が
尼
衆
に
問
う
、「
汝
の
父
親
は
健
在
か
。」「
健
在
で
ご
ざ
い
ま
す
。」
雲
巖
「
歲
は
？
」「
八
十
で
す
。」
雲
巖

「
八
十
で
は
な
い
も
う
一
人
の
父
を
存
じ
て
お
る
か
。」「
こ
う
や
っ
て
來
た
も
の
が
そ
う
で
し
ょ
う
。」
雲
巖
「
言
語

動
用
す
る
も
の
は
ま
だ
息
子
に
す
ぎ
ぬ
。」

歲
を
と
ら
ぬ
父
と
は
、
す
な
わ
ち
法
身
の
謂
い
。
ま
た
本
書
卷
三
・
鳥
窠
和
尚
章
に
も
次
が
あ
る
。

師
問
白
舎
人
：
「
汝
是
白
家
兒
不
？
」
舍
人
稱
名
「
白
家
（
居
）
易
。」
師
曰
：
「
汝
婀
爺
姓
什
摩
？
」

鳥
窠
が
白
舍
人
に
問
う
、「
汝
は
白
家
の
息
子
か
。」
舍
人
「
白
居
易
で
す
」。
鳥
窠
「
汝
の
親
父
の
姓
は
何
と
い

う
。」
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「
汝
婀
爺
姓
什
摩
？
」
と
は
、
白
と
い
う
姓
で
は
規
定
で
き
な
い
親
父
の
こ
と
を
訊
く
も
の
で
あ
り
、
巖
頭
の
い
う
「
年

八
十
に
非
ざ
る
个
の
爺
」
で
あ
る
。

○
吐
却
著
！　

三
人
と
も
實
の
父
母
（
肉
親
）
の
こ
と
を
問
う
身
元
調
査
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
、「
妄
想
を
吐
き
出
し
て

し
ま
え
」
と
叱
責
さ
れ
た
。
鼓
山
神
晏
『
法
堂
玄
要
廣
集
』
に
次
の
例
が
あ
る
。

師
云
：
「
諸
和
尚
盡
道
向
諸
方
參
學
， 

未
委
參
什
麼
， 

學
什
麼
。
還
有
參
得
者
無
？ 

有
即
出
來
， 

對
衆
驗
看
！ 

諸
和

尚
爲
復
參
禪
參
道
，
參
佛
參
法
，
參
毗
盧
師
、
法
身
主
，
參
佛
向
上
事
、
涅
槃
後
句
？ 

若
寔
參
此
句
得
， 

爲
大
妄
， 

喚

作
望
上
心
不
息
。
與
諸
和
尚
了
無
交
涉
。」
時
有
學
人
問
：
「
如
何
是
佛
法
大
意
？
」
師
云
：
「
吐
却
著
！
」（『
古
尊

宿
語
錄
』
卷
三
七
）

「
諸
君
ら
は
み
な
諸
方
に
參
學
す
る
の
だ
と
言
う
が
、
何
に
參
じ
、
何
を
學
ぶ
の
か
分
か
っ
て
お
ら
ぬ
。
參
じ
得
る

も
の
が
あ
っ
た
ら
、
大
衆
の
前
で
そ
の
證
據
を
み
せ
て
み
よ
。
諸
君
ら
は
い
っ
た
い
、
禪
に
參
ず
る
の
か
、
佛
に
參

ず
る
の
か
、
…
…
佛
向
上
事
、
涅
槃
後
句
に
參
ず
る
の
か
。
も
し
こ
の
よ
う
な
句
に
參
じ
う
る
の
だ
と
本
氣
で
思
っ

て
い
る
な
ら
、
妄
想
も
は
な
は
だ
し
い
。
そ
れ
を
上
に
望
み
求
め
る
心
が
止
ま
ぬ
と
言
う
の
だ
。
そ
ん
な
も
の
は
諸

君
ら
の
本
分
事
と
は
ま
っ
た
く
無
關
係
だ
。」
時
に
學
人
が
問
う
、「
何
が
佛
法
の
大
意
な
の
で
す
か
。」
鼓
山
「
佛

法
の
大
意
な
ど
と
い
う
妄
想
を
吐
き
出
し
て
し
ま
え
。」

〔
三
九
〕
胡
來
胡
現
， 

漢
來
漢
現

　

師
示
衆
云
：
「
明
鏡
相
似
。
胡
來
胡
現
， 

漢
來
漢
現
。」
有
人
擧
似
玄
砂
。
玄
砂
云
：
「
明
鏡
來
時
作
摩
生
？
」
其
僧
却

歸
雪
峯
，
擧
似
玄
沙
語
。
師
云
：
「
胡
漢
倶
隱
也
。」
其
僧
却
歸
玄
沙
， 
擧
此
語
。
玄
沙
云
：
「
山
中
和
尚
脚
根
不
踏
實

地
。」
又
時
玄
沙
上
雪
峯
， 

師
收
一
脚
，  

獨
脚
而
行
。
沙
問
：
「
和
尚
作
什
摩
？
」
師
云
：
「
脚
根
不
踏
實
地
婆
？
」
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師
、
衆
に
示
し
て
云
く
、「
明
鏡
に
相
い
似
た
り
。
胡
來
れ
ば
胡
現
わ
れ
、
漢
來
れ
ば
漢
現
わ
る
。」
人
有
り
、
玄
砂
に
擧

似
す
。
玄
砂
云
く
、「
明
鏡
の
來
る
時
は
作い

か

ん
摩
生
？
」
其
の
僧
、
雪
峯
に
却か

え歸
り
、
玄
沙
の
語
を
擧
似
す
。
師
云
く
、「
胡
漢

倶
に
隱
る
。」
其
の
僧
、
玄
沙
に
却も

ど歸
り
、
此
の
語
を
擧
す
。
玄
沙
云
く
：
「
山
中
和
尚
は
脚
根
實
地
を
踏
ま
ず
。」
又
た
時

に
玄
沙
、
雪
峯
に
上
る
に
、
師
は
一
脚
を
收
め
、
獨
脚
し
て
行
く
。
沙
問
う
、「
和
尚
は
什な

に摩
を
か
作
す
？
」
師
云
く
、「
脚

根
實
地
を
踏
ま
ず
と
な
。」

【
日
譯
】

　

師
は
大
衆
に
言
わ
れ
た
、「
ま
る
で
明
鏡
の
よ
う
だ
。
胡
人
が
來
れ
ば
胡
人
が
映
り
、
漢
人
が
來
れ
ば
漢
人
が
映
る
。」
あ

る
僧
が
玄
沙
に
そ
の
こ
と
を
話
し
た
。
玄
沙
、「
明
鏡
が
來
た
と
き
は
ど
う
な
る
の
か
。」
そ
の
僧
は
雪
峯
に
引
き
返
し
、
玄

沙
の
言
葉
を
師
に
語
っ
た
。
師
、「
胡
人
も
漢
人
も
共
に
見
え
な
く
な
る
。」
そ
の
僧
は
玄
沙
に
戻
り
、
そ
の
こ
と
を
報
告
し

た
。
玄
沙
、「
山
中
和
尚
は
脚
が
地
に
著
い
て
お
ら
ぬ
。」
あ
る
と
き
、
玄
沙
が
雪
峯
山
に
參
上
す
る
と
、
師
は
片
足
で
飛
び

歩
い
た
。
玄
沙
が
訊
い
た
、「
何
を
な
さ
っ
て
い
る
の
で
す
か
。」
師
、「
わ
し
は
脚
が
地
に
著
い
て
お
ら
ん
の
だ
ろ
う
。」

【
注
釋
】

○
本
話
は
『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
八
・
玄
沙
章
、『
宗
門
統
要
』
卷
八
、『
聯
燈
會
要
』
卷
二
一
、『
大
光
明
藏
』
卷
下
、『
五

燈
會
元
』
卷
七
・
玄
沙
章
、『
雪
峯
廣
錄
』
卷
下
、『
雪
峯
語
錄
』
卷
下
、『
玄
沙
廣
錄
』 

卷
上
、『
玄
沙
語
錄
』
卷
中
な
ど

に
も
收
め
る
。
だ
だ
し
、
玄
沙
が
雪
峯
に
參
上
し
た
と
き
の
こ
と
を
加
え
る
の
は
本
書
の
み
。

　
『
玄
沙
廣
錄
』
卷
上
（
禪
文
化
研
究
所
本
，
二
二
頁
）
で
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

師
因
新
到
相
看
，
乃
問
：
「
闍
黎
近
離
什
麼
處
？
」
僧
云
：
「
離
雪
峯
。」
師
云
：
「
雪
峯
近
日
有
何
言
句
示
人
？
」

僧
云
：
「
和
尚
近
日
向
僧
道
：
〈
我
者
裏
如
一
面
古
鏡
相
似
。
胡
來
胡
現
，
漢
來
漢
現
。〉
時
有
僧
問
：
〈
忽
遇
明
鏡
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來
時
如
何
？
〉
峯
云
：
〈
胡
漢
倶
隱
。〉」

師
云
：
「
我
不
與
麼
道
。」
其
僧
便
問
：
「
彦
相
咨
和
尚
，
忽
遇
明
鏡
來
時
如
何
？
」
師
云
：
「
百
雜
碎
。」
又
云
：

「
相
兄
，
山
中
和
尚
道
何
似
我
與
麼
道
？ 

與
麼
道
，
還
知
也
無
？
」
進
云
：
「
彦
相
不
知
和
尚
尊
意
如
何
？
」
師
云
：

「
只
如
相
兄
，
又
作
麼
生
説
不
知
？
」

師
乃
云
：
「
諸
仁
者
，
山
中
和
尚
道
：
〈
我
在
者
裏
如
一
面
古
鏡
。
胡
來
胡
現
，
漢
來
漢
現
。〉
我
今
直
向
你
道
，
是

一
面
明
鏡
，
且
作
麼
生
會
？ 

只
如
相
兄
問
我
：
忽
遇
明
鏡
來
時
如
何
？ 

我
向
伊
道
：
百
雜
碎
。
汝
諸
人
且
作
麼
生

會
？ 

若
會
得
，
只
是
你
諸
人
本
參
事
湛
湛
地
。
久
立
珍
重
。」

　
『
玄
沙
廣
錄
』
卷
上
は
冒
頭
内
題
の
下
に
「
光
化
三
年
（
九
〇
〇
）
參
學
比
丘
智
嚴
集
」
と
あ
り
、
玄
沙
が
存
命
中
の
當

時
の
息
づ
か
い
を
傳
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
雪
峯
山
か
ら
來
た
新
到
僧
（
彦
相
）
か
ら
雪
峯
が
「
我
者
裏
如
一
面
古
鏡

相
似
。
胡
來
胡
現
，
漢
來
漢
現
」
と
説
き
、
あ
る
僧
に
「
忽
遇
明
鏡
來
時
如
何
」
と
問
わ
れ
て
「
胡
漢
倶
隱
」
と
答
え

た
こ
と
を
知
り
、
玄
沙
は
わ
し
な
ら
「
百こ

っ
ぱ
み
じ
ん

雜
碎
」
と
答
え
る
と
言
う
。
さ
ら
に
玄
沙
は
、
雪
峯
の
言
う
「
一
面
古
鏡
（
明

鏡
）」、
玄わ

沙し

の
「
百
雜
碎
」
を
ど
う
分
か
る
か
、
も
し
會
得
し
て
も
（
し
な
く
て
も
）、
ほ
か
な
ら
ぬ
諸
君
ら
の
自
己
本

分
は
澄
明
な
る
水
の
湛
湛
地
た
る
も
の
な
の
だ
（
本
參
事
湛
湛
地
）
と
説
く
。
し
か
し
「
胡
來
胡
現
」
に
對
す
る
玄
沙
の

批
評
「
山
中
和
尚
脚
根
不
踏
實
地
」
は
見
え
な
い
。

　
『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
八
・
玄
沙
章
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

一
日
雪
峯
上
堂
曰
：
「
要
會
此
事
，
猶
如
古
鏡
當
臺
。
胡
來
胡
現
，
漢
來
漢
現
。」
師
曰
：
「
忽
遇
明
鏡
來
時
如
何
？
」

雪
峯
曰
：
「
胡
漢
倶
隱
。」
師
曰
：
「
老
和
尚
脚
跟
猶
未
點
地
。」

　

本
書
が
雪
峯
と
玄
沙
の
間
を
傳
言
人
の
僧
を
介
し
て
の
問
答
で
あ
っ
た
の
に
對
し
、『
景
德
傳
燈
錄
』
は
傳
言
人
を
介
在

さ
せ
ぬ
直
接
の
問
答
に
整
理
さ
れ
、
後
に
玄
沙
が
雪
峯
に
上
っ
た
と
き
、
雪
峯
は
片
足
で
飛
び
歩
い
て
み
せ
た
と
こ
ろ
は
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省
か
れ
て
い
る
。
こ
の
『
景
德
傳
燈
錄
』
の
形
を
承
け
る
も
の
が
『
大
光
明
藏
』、『
五
燈
會
元
』、『
玄
沙
語
錄
』
で
あ

る
。

　
『
宗
門
統
要
』
卷
八
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

師
（
雪
峯
）
示
衆
有
云
：
「
我
這
裏
如
一
面
古
鏡
相
似
。
胡
來
胡
現
， 

漢
來
漢
現
。」
時
有
僧
便
問
：
「
忽
遇
明
鏡
來

時
如
何
？
」
師
云
：
「
胡
漢
倶
隱
。」

玄
沙
云
：
「
我
即
不
與
麽
。」
有
僧
便
問
：
「
忽
遇
明
鏡
來
時
如
何
？
」
沙
云
：
「
百
雜
碎
。」
明
招
謙
云
：
「
當
與
麽

時
， 

莫
道
胡
漢
倶
隱
。
別
作
麽
生
道
？ 

玄
沙
云
：
〈
破
。〉
明
招
云
：
〈
喪
也
。〉」

　
『
宗
門
統
要
』
は
『
玄
沙
廣
錄
』
の
問
答
の
核
心
の
と
こ
ろ
だ
け
を
殘
し
て
簡
略
に
し
た
も
の
で
あ
り
、『
聯
燈
會
要
』
は

こ
れ
を
承
け
る
。

　
『
雪
峯
廣
錄
』、『
雪
峯
語
錄
』
で
は
玄
沙
の
登
場
は
な
く
、
雪
峯
だ
け
で
完
結
し
て
お
り
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

師
垂
語
云
：
「
要
知
此
事
， 
如
一
面
古
鏡
相
似
。
胡
來
胡
現
， 

漢
來
漢
現
。」
僧
便
問
：
「
忽
遇
明
鏡
來
， 

又
且
如

何
？
」
師
云
：
「
胡
漢
倶
隱
。」

○
明
鏡
相
似
。
胡
來
胡
現
， 

漢
來
漢
現　
「
明
鏡
」
は
佛
性
（
心
性
）
の
働
き
を
塵
ひ
と
つ
な
い
明
淨
な
鏡
に
譬
え
る
も
の
。

胡
人
で
あ
れ
漢
人
で
あ
れ
、
一
切
の
對
象
を
あ
り
あ
り
と
映
す
。『
玄
沙
廣
錄
』、『
宗
門
統
要
』
等
が
「
我
者
（
這
）
裏

如
一
面
古
鏡
相
似
」（「
這
」
は
『
宗
門
統
要
』）、『
景
德
傳
燈
錄
』
等
が
「
要
會
此
事
，
猶
如
古
鏡
當
臺
」、『
廣
錄
』、『
語

錄
』
が
「
要
知
此
事
， 

如
一
面
古
鏡
相
似
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
雪
峯
は
「
明
鏡
」
で
は
な
く
、「
古
鏡
」
と
表
現
す

る
こ
と
の
方
が
多
い
。「
古
鏡
」
は
威
音
王
佛
以
來
受
け
繼
が
れ
て
き
た
鏡
で
あ
る
こ
と
を
強
く
打
ち
出
し
た
表
現
。
雪

峯
が
古
鏡
に
言
及
し
た
例
は
、
第
二
〇
則
の
「
世
界
闊
一
丈
，
古
鏡
闊
一
丈
」
の
注
（「『
祖
堂
集
』
卷
七
雪
峯
和
尚
章
譯

注
（
上
）」『
禪
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
一
號
，
二
六
一
頁
）
を
參
照
。
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「
胡
來
胡
現
， 

漢
來
漢
現
」
は
、
趙
州
に
明
珠
の
働
き
に
譬
え
た
例
が
あ
る
。「
上
堂
云
：
〈
此
事
如
明
珠
在
掌
。
胡
來
胡

現
， 

漢
來
漢
現
。〉」（
筑
摩
書
房
『
趙
州
錄
』
卷
上
〔
七
六
〕）

○
玄
砂　

第
三
六
則
の
注
を
參
照
。

○
明
鏡
來
時
作
摩
生　

明
鏡
が
明
鏡
に
出
會
っ
た
と
き
は
ど
う
な
る
の
か
、
何
が
映
る
の
か
。

○
胡
漢
倶
隱　

何
も
映
ら
ぬ
。
明
鏡
に
は
本
來
映
す
働
き
が
具
わ
っ
て
い
る
が
、
對
象
が
前
に
き
て
は
じ
め
て
映
る
。
明

鏡
自
身
に
は
本
來
何
も
映
っ
て
は
い
な
い
。
從
っ
て
、
何
も
映
っ
て
い
な
い
も
の
同
士
が
對
面
し
て
も
何
も
映
ら
な
い
、

と
い
う
の
が
雪
峯
。
し
か
し
、「
人
人
盡
有
一
面
古
鏡
，
這
箇
獼
猴
亦
有
一
面
古
鏡
」
と
言
っ
た
雪
峯
を
、
三
聖
慧
然

が
「
歷
劫
無
名
，
和
尚
爲
什
麼
立
爲
古
鏡
」（『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
二
・
三
聖
慧
然
章
）
と
批
判
し
た
よ
う
に
、「
古
鏡
（
明

鏡
）」
と
名
づ
け
た
も
の
も
、
實
體
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
本
來
不
可
得
に
し
て
無
限
定
な
る
も
の
。
明
鏡
同
士
が

對
面
し
た
な
ら
、
胡
漢
が
映
ら
ぬ
だ
け
で
な
く
、
眼
の
前
の
明
鏡
も
映
ら
な
い
し
、
こ
ち
ら
の
明
鏡
も
相
手
の
明
鏡
に

映
る
こ
と
は
な
い
、
た
だ
映
す
働
き
だ
け
が
相
い
對
し
て
い
る
。「
明
鏡
」
も
木
っ
端
み
じ
ん
だ
。
こ
れ
が
玄
沙
の
「
百

雜
碎
」
で
あ
る
。
雪
峯
の
言
い
方
は
、
ま
だ
「
明
鏡
」
が
殘
存
し
た
手
ぬ
る
い
も
の
で
あ
っ
た
。
馬
祖
は
摩
尼
寶
珠
（
明

鏡
）
と
色
（
對
象
）
の
關
係
を
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。「
如
隨
色
摩
尼
珠
， 

觸
青
即
青
， 

觸
黃
即
黃
， 

體
非
一
切
色
。」

（
色
を
映
す
摩
尼
珠
は
、
青
が
來
れ
ば
青
が
映
り
、
黃
が
來
れ
ば
黃
が
映
る
が
、
そ
の
本
體
は
無
色
透
明
で
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う

な
色
で
も
な
い
。）（『
宗
鏡
錄
』
卷
一
四
，
T
四
八
・
四
九
二
a
，
ま
た
『
馬
祖
の
語
錄
』〔
六
九
〕）

○
山
中
和
尚
脚
根
不
踏
實
地　

雪
峯
和
尚
は
ま
だ
觀
念
を
も
て
あ
そ
ぶ
よ
う
な
爲
人
接
化
が
完
全
に
拂
拭
し
切
れ
て
い
な

い
。「
脚
根
不
踏
實
地
」
は
「
脚
跟
未
點
地
（
在
）」
と
表
現
さ
れ
る
意
と
同
じ
で
、
玄
沙
は
し
ば
し
ば
雪
峯
に
對
し
て

使
っ
て
い
る
。『
雪
峯
語
錄
』
卷
下
、「
師
云
：
〈
世
界
闊
一
尺
、
古
鏡
闊
一
尺
。
世
界
闊
一
丈
、
古
鏡
闊
一
丈
。〉
時
玄

沙
侍
立
次
、
指
火
爐
云
：
〈
闊
多
少
？
〉
師
云
：
〈
似
古
鏡
闊
。〉
沙
云
：
〈
老
和
尚
脚
跟
未
點
地
在
！
〉
師
云
：
〈
老
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僧
住
持
事
煩
。〉」（
卷
下
・
一
五
ａ
ｂ
，
ま
た
『
廣
錄
』
卷
下
，『
玄
沙
廣
錄
』
卷
下
〔
一
三
〕（
九
）
に
も
收
め
る
）。
な
お
、

「
脚
根
」（
か
か
と
）
は
『
景
德
傳
燈
錄
』
の
規
範
的
な
表
記
で
は
「
脚
跟
」
と
書
か
れ
る
。

○
又
時
玄
沙
上
雪
峯
， 

師
收
一
脚
， 

獨
脚
而
行
。
沙
問
：
和
尚
作
什
摩
？ 

師
云
：
脚
根
不
踏
實
地
婆　

本
書
だ
け
に
見
え
る

記
錄
。
そ
の
後
、
あ
る
折
に
雪
峯
山
に
上
っ
た
と
こ
ろ
、
雪
峯
は
一
本
足
で
飛
び
歩
い
て
見
せ
た
。
玄
沙
が
「
な
に
を
し

て
い
る
の
か
」
と
訊
く
。「
君
は
、“
わ
し
は
地
に
足
が
著
い
て
い
な
い
”
と
言
っ
た
ん
だ
ろ
う
。」
逆
に
自
ら
を
揶
揄
す

る
こ
と
で
、
常
時
千
七
百
と
も
千
五
百
と
も
言
わ
れ
る
修
行
僧
の
師
と
し
て
の
立
場
を
鑒
み
な
い
玄
沙
に
一
矢
酬
い
た
。

君
の
よ
う
に
一
切
の
觀
念
を
拂
拭
し
た
第
一
義
か
ら
の
批
判
は
十
分
承
知
し
て
い
る
、
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
弟
子
は

育
た
ぬ
ぞ
。
巖
頭
は
師
で
あ
る
德
山
の
第
一
義
一
點
張
り
の
應
接
を
批
判
し
て
言
う
。「
雪
峯
、
德
山
に
問
う
、〈
從
上
の

宗
乘
、
和
尚
の
此と

こ
ろ間

に
は
如
何
が
人
に
稟さ

授ず

け
與
う
る
や
。〉
德
山
云
く
、〈
我
が
宗
に
は
語
句
無
し
、
實
に
一
法
の
人
に

與
う
る
も
の
無
し
。〉
師
（
巖
頭
）
は
擧
す
る
を
聞
き
て
云
く
、〈
德
山
老
漢
は
一い

っ
ぽ
ん條

の
脊せ

ぼ

ね
梁
骨
、
拗ね

じ
折
れ
ず
。
此
の
如

き
と
雖い

え
ど然

も
、
唱
教
中
に
於
て
は
、
猶
お
較も

う
些い

っ
ぽ子

だ
。」（
本
書
卷
七
・
巖
頭
章
）

　

な
お
「
脚
根
不
踏
實
地
婆
？
」
の
「
婆
」
は
、「
現
代
中
國
語
の
〈
吧
〉
に
相
当
す
る
語
氣
詞
」（『
禪
語
辭
典
』
三
七
八

頁
）
で
、
確
認
の
語
氣
。
辛
嶋
靜
志
「
漢
譯
佛
典
的
語
言
研
究
」
附
篇
「
佛
典
漢
語
三
題
：
關
於
語
氣
詞
“
婆
”」（『
俗

語
言
研
究
』
第
四
期
，
一
九
九
七
）
に
よ
れ
ば
、
建
元
一
九
年
（
三
八
三
）
譯
出
の
漢
譯
律
典
『
鼻
奈
耶
』（
T
二
四
）
に

句
末
の
「
婆
」
が
多
く
見
え
て
お
り
、
推
量
、
推
量
疑
問
、
確
認
の
語
氣
を
表
わ
す
。
本
書
卷
一
〇
・
玄
沙
章
に
も
、
諸

方
に
遍
參
し
よ
う
と
嶺
頭
上
に
さ
し
か
か
っ
た
と
き
、
石
に
蹴け

つ
ま
ず躓

い
て
大
悟
し
、
思
わ
ず
吐
い
た
言
葉
に
い
う
、「〈
達
摩

不
過
來
， 

二
祖
不
傳
持
。〉
又
上
大
樹
， 

望
見
江
西
了
， 

云
：
〈
奈
是
許
你
婆
！
〉（
お
ま
え
を
ど
う
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う

ぞ
）」
と
見
ら
れ
る
。
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〔
四
〇
〕
鈍
漢

　

師
示
衆
云
：
「
我
尋
常
道
〈
鈍
漢
〉，
還
有
人
會
摩
？ 

若
也
有
人
會
，
出
來
呈
似
我
，
我
與
你
證
明
。」
時
有
長
生
出
來

云
：
「
覿
面
峻
，
臨
機
俊
。」
師
云
：
「
老
子
方
親
得
山
僧
意
。」
順
德
云
：
「
打
水
魚
頭
痛
。」
師
云
：
「
是
也
。」

【
訓
讀
】

　

師
、
衆
に
示
し
て
云
く
、「
我
れ
尋つ

ね常
に
〈
鈍
漢
〉
と
道
う
、
還は

た
人
の
會
す
る
も
の
有
り
や
？ 

若も也
し
人
の
會
す
る
も

の
有
ら
ば
、
出
で
來
り
て
我
に
呈
似
せ
よ
。
我
れ
你
が
與た

め

に
證
明
せ
ん
。」

　

時
に
長
生
有
り
、
出
で
來
り
て
云
く
、「
覿て

き

面め
ん

に
峻
、
機
に
臨
み
て
俊
な
れ
ば
な
り
。」
師
云
く
、「
老
子
、
方は

じ

め
て
親
し

く
山
僧
の
意
を
得
た
り
。」

　

順
德
云
く
、「
水
を
打
た
ば
、
魚
頭づ

　
つ
う痛

す
。」
師
云
く
、「
是ぜ

な
り
。」

【
日
譯
】

　

師
は
大
衆
に
言
わ
れ
た
、「
わ
し
は
常
々
、〈
鈍
漢
〉
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
る
、
こ
の
こ
と
が
分
か
る
者
は
い
る
か
。

も
し
い
れ
ば
、
進
み
出
て
わ
し
に
示
し
て
見
よ
。
そ
の
是
非
を
證あ

か明
し
て
や
ろ
う
。」

　

そ
の
時
、
長
生
が
進
み
出
て
言
う
、「
そ
れ
は
目
の
當
り
に
高
峻
で
、
は
た
ら
く
と
俊
敏
だ
か
ら
で
す
。」
師
は
言
わ
れ

た
、「
そ
な
た
に
し
て
よ
う
や
く
、
わ
し
の
心
を
分
か
っ
て
く
れ
た
わ
い
。」

　

鏡
清
、「
水
面
を
打
つ
と
、
魚
は
頭
が
痛
む
と
い
う
こ
と
で
す
な
。」
師
、「
そ
の
通
り
。」

【
注
釋
】

○
本
話
は
本
書
の
み
の
收
錄
で
あ
る
。

○
我
尋
常
道
鈍
漢　
『
雪
峯
廣
錄
』
卷
上
、『
雪
峯
語
錄
』
卷
上
に
次
の
一
例
が
み
ら
れ
る
の
み
。「
問
：
〈
不
問
不
答
時
如

何
？
〉
師
云
：
〈
鈍
漢
。〉」
不
問
不
答
の
當
體
（
問
い
を
求
め
る
こ
と
の
な
い
自
足
し
た
る
者
）
と
は
本
分
の
自
己
に
他
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な
ら
ぬ
の
に
氣
づ
か
ぬ
鈍
感
め
。
人
に
問
う
こ
と
の
矛
盾
に
さ
え
氣
づ
か
ぬ
鈍
感
な
奴
だ
。
ま
た
雪
峯
に
嗣
い
だ
玄
通

禪
師
に
も
「
問
：
〈
急
急
相
投
，
請
師
接
。〉
師
曰
：
〈
鈍
漢
。〉」（『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
八
・
福
州
大
普
山
玄
通
禪
師
章
）

と
見
え
る
。
即
ち
「
鈍
漢
」
と
は
、「
直
下
是
汝
」（
お
前
自
身
な
の
だ
）
と
い
う
こ
と
に
氣
づ
か
ぬ
さ
ま
。
ま
た
雪
峯
は

「
我
尋
常
向
師
僧
道
：
〈
是
什
摩
！
〉」（
本
章
第
四
則
）
と
、
い
つ
も
僧
の
本
分
の
自
己
に
呼
び
か
け
て
い
た
が
、
ハ
ッ

と
分
か
っ
て
く
れ
る
僧
は
稀
で
あ
っ
た
。『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
一
・
仰
山
慧
寂
章
、「
韋
宙
就
潙
山
請
一
伽
陀
。
潙
山

曰
：
〈
覿
面
相
呈
，
猶
是
鈍
漢
，
豈
況
形
於
紙
筆
？
〉
乃
就
師
請
。
師
於
紙
上
畫
一
圓
相
、
注
云
：
〈
思
而
知
之
，
落
第

二
頭
；
不
思
而
知
，
落
第
三
首
。〉」

韋
宙
が
潙
山
に
偈
頌
を
請
う
た
。
潙
山
「
目
の
當
り
に
見
え
て
い
て
も
、（
そ
れ
が
見
て
取
れ
ぬ
）
鈍
漢
な
の
に
、
ま

し
て
や
文
字
に
表
わ
し
た
の
で
は
な
お
わ
か
ら
ぬ
。」
そ
れ
で
も
韋
宙
は
仰
山
に
請
う
た
。
仰
山
は
紙
に
一
圓
相
を

畫
き
、
注
釋
を
つ
け
た
。「
考
え
て
わ
か
っ
た
も
の
は
、
第
二
の
（
妄
想
し
た
）
頭
に
落
ち
、
考
え
ず
に
わ
か
っ
た

と
し
て
も
、
第
三
の
（
妄
想
し
た
）
首
に
落
ち
る
。」

○
證
明　

眞
僞
・
是
非
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
ま
た
證
人
と
な
る
こ
と
。
こ
こ
は
前
者
の
意
。

○
長
生　

雪
峯
に
嗣
い
だ
福
州
長
生
山
皎
然
禪
師
。
生
卒
年
未
詳
。
本
書
卷
一
〇
、『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
八
な
ど
に
機
緣

の
語
句
を
錄
す
。『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
八
で
は
「
入
室
雪
峯
，
密
受
心
印
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

○
覿
面
峻
，
臨
機
俊　

そ
れ
は
目
の
當
り
に
し
て
い
な
が
ら
、
あ
ま
り
に
も
高
峻
で
寄
り
つ
き
よ
う
は
な
く
、
は
た
ら
き

の
場
に
臨
め
ば
あ
ま
り
に
も
俊
敏
で
目
に
見
え
な
い
。
主
語
は
本
分
の
自
己
（
本
來
身
・
法
身
）
で
あ
ろ
う
。
無
相
に
し

て
、
は
た
ら
き
の
悵
没
蹤
跡
な
る
こ
と
を
か
く
言
っ
た
も
の
。
ゆ
え
に
人
は
誰
も
見
て
取
れ
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
に
對
し

て
鈍
漢
な
の
で
す
。
仰
山
が
「
思
而
知
之
，
落
第
二
頭
；
不
思
而
知
，
落
第
三
首
」
と
言
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
思
不
思

の
一
切
の
は
か
ら
い
を
超
え
て
い
る
か
ら
に
は
、
そ
れ
に
對
し
て
鈍
漢
で
あ
る
他
な
い
の
で
す
、
と
。
し
か
し
、
こ
の
よ
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う
に
受
け
と
る
の
で
は
未
だ
自
己
じ
し
ん
と
な
っ
て
い
な
い
。

　
「
覿
面
相
呈
」
は
、
そ
れ
が
目
の
當
り
に
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
七
・
盤
山
寶
積
章
、「
三
界
無
法
，

何
處
求
心
？ 

四
大
本
空
，
佛
依
何
住
？ 

璿
機
不
動
，
寂
爾
無
言
。
覿
面
相
呈
，
更
無
餘
事
。」

○
老
子
方
親
得
山
僧
意　

そ
な
た
に
し
て
は
じ
め
て
山わ

し僧
の
意
を
分
か
っ
て
く
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
話
を
聞
い
た
順
德
の

コ
メ
ン
ト
「
打
水
魚
頭
痛
」
を
「
そ
の
通
り
だ
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
心
か
ら
稱
讚
し
た
の
で
は
な
い
。「
老

子
（
年
配
の
人
に
對
し
て
い
う
）」
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
に
、
年
配
の
長
生
に
對
す
る
配
慮
が
あ
っ
た
。

○
打
水
魚
頭
痛　

雪
峯
の
言
う
「
鈍
漢
」
を
受
け
止
め
そ
こ
な
っ
た
長
生
の
鈍
漢
ぶ
り
を
皮
肉
る
も
の
。「
順
德
」
は
、
鏡

清
が
呉
越
國
錢
氏
よ
り
賜
っ
た
大
師
號
。『
宋
高
僧
傳
』
卷
一
三
・
鏡
清
傳
、「
武
肅
王
錢
氏
欽
慕
，
命
居
天
龍
寺
，
私
署

順
德
大
師
。」「
打
水
魚
頭
痛
」
に
つ
い
て
、
鏡
清
に
次
の
例
が
あ
る
。『
五
燈
會
元
』
卷
七
・
鏡
清
章
、「
僧
問
：
〈
一
等

明
機
雙
扣
，
爲
甚
麼
却
遭
違
貶
。〉
師
曰
：
〈
打
水
魚
頭
痛
，
驚
林
鳥
散
忙
。〉」（
僧
「
明
機
ど
う
し
が
出
遇
っ
て
、
ど
う

し
て
し
り
ぞ
け
ら
れ
る
の
で
す
か
。」
鏡
清
「
水
を
打
て
ば
魚
は
頭
が
痛
む
、
林
を
騒
が
せ
ば
鳥
は
逃
げ
惑
う
。」）

　

ま
た
以
下
の
用
例
が
あ
る
。『
大
川
普
濟
禪
師
語
錄
』「
上
堂
：
〈
大
事
未
明
，
如
喪
考
妣
，
鈍
鳥
逆
風
飛
；
大
事
已
明
，

如
喪
考
妣
，
打
水
魚
頭
痛
。
雖
然
，
不
因
夜
來
鷹
，
爭
見
海
門
秋
？
〉」『
五
燈
全
書
』
卷
一
一
八
・
越
州
安
穩
亭
山
大
充

禪
師
、「
上
堂
：
〈
指
鹿
爲
馬
;

喚
鐘
作
甕
;

眼
觀
南
北
，
意
在
西
東
。
從
上
祖
師
，
恁
麼
說
話
，
也
是
打
水
魚
頭
痛
。〉」

『
神
鼎
雲
外
澤
禪
師
語
錄
』
卷
八
、「
師
喚
僧
名
，
僧
應
諾
。
師
云
：
〈
打
水
魚
頭
痛
。〉
僧
無
對
。
衆
下
語
不
契
。
師

云
：
〈
汝
屈
我
， 

我
屈
汝
？
〉」

〔
四
一
〕
巖
頭
・
欽
山
・
雪
峯
の
願
い

　

師
上
堂
云
：
「
某
甲
共
嵒
頭
、
欽
山
行
脚
時
，
在
店
裏
宿
次
，
三
人
各
自
有
願
。
嵒
頭
云
：
『
某
甲
從
此
分
襟
之
後
，
討
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得
一
个
小
舡
子
，
共
釣
魚
漢
子
一
處
座
，
過
却
一
生
。』
欽
山
云
：
『
某
甲
則
不
然
。
在
大
州
内
，
節
度
使
與
某
禮
爲
師
，

處
分
著
錦
襖
子
，
坐
金
銀
床
，
齋
時
金
花
楪
子
、
銀
花
楪
子
，
大
槃
裏
如
法
排
批
喫
飯
，
過
却
一
生
也
。』
某
云
：
『
某
甲

十
字
路
頭
起
院
，
如
法
供
養
師
僧
。
若
是
師
僧
發
去
，
老
僧
提
鉢
嚢
，
把
柱
杖
送
他
；
他
若
行
數
歩
，
某
甲
喚
：
上
座
！ 

他
若
迴
頭
，
某
甲
云
：
途
中
善
爲
！
』
自
後
嵒
頭
、
欽
山
果
然
是
不
違
於
本
願
，
只
是
老
僧
違
於
本
志
，
住
在
這
裏
，
造
得

地
獄
柤
滓
。」

【
訓
讀
】

　

師
、
上
堂
し
て
云
く
、「
某そ

れ
が
し甲

は
嵒
頭
・
欽
山
と
行
脚
せ
し
時
、
店
裏
に
在
り
て
宿
る
次お

り

、
三
人
各お

の
お
の自

に
願
有
り
。
嵒
頭

云
く
、『
某
甲
は
此
れ
從よ

り
分
襟
の
後
、
一
个
の
小
舡
子
を
討も

と

め
得
て
、
釣
魚
の
漢お

と
こ子

と
一
處
に
座
し
、
一
生
を
過す

ご
し
却さ

ら
ん
。』
欽
山
云
く
、『
某
甲
は
則
ち
然
ら
ず
。
大
州
内
に
在
り
て
、
節
度
使
、
某

そ
れ
が
しの

與た
め

に
禮
し
て
師
と
爲
し
、
處
分
し
て
錦

襖
子
を
著つ

け
し
め
、
金
銀
の
床
に
坐
せ
し
め
、
齋
時
に
は
金
花
の
楪
子
・
銀
花
の
楪
子
と
て
大
槃
裏
に
如
法
に
排
批
し
て
喫

飯
せ
し
め
，
一
生
を
過す

ご
し
却さ

ら
ん
。』
某
云
く
、『
某
甲
は
十
字
路
頭
に
院
を
起
て
、
如
法
に
師
僧
を
供
養
せ
ん
。
若も是
し

師
僧
の
發
し
去
ら
ば
、
老
僧
は
鉢
嚢
を
提も

ち
、
柱
杖
を
把
り
て
他か

れ

を
送
ら
ん
。
他か

れ

若
し
行
く
こ
と
數
歩
せ
ば
、
某
甲
は
〈
上

座
！
〉
と
喚
び
、
他か

れ

若
し
頭
を
迴め

ぐ

ら
さ
ば
、
某
甲
〈
途
中
善
く
爲
せ
〉
と
云
わ
ん
。』
自の

ち後
、
嵒
頭
・
欽
山
は
果は

た
し然

て
是
れ
本

願
に
違
わ
ざ
る
に
、
只
た
是
だ
老
僧
の
み
は
本
志
に
違
い
、
這こ

こ裏
に
住
在
し
、
地
獄
の
柤さ

し滓
と
造な

り
得
た
る
の
み
。」

【
日
譯
】

　

師
は
上
堂
し
て
言
わ
れ
た
、「
わ
し
が
嵒
頭
や
欽
山
と
行
脚
し
、
宿
に
泊
っ
て
い
た
と
き
、
三
人
そ
れ
ぞ
れ
の
念
願
を
打

ち
明
け
あ
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
嵒
頭
は
『
わ
し
は
こ
れ
よ
り
袂
を
分
か
っ
て
後
、
一
艘
の
小
舟
を
見
つ
け
て
漁
師
の
仲

間
に
な
っ
て
一
生
を
送
ろ
う
と
思
う
』
と
言
い
、
欽
山
は
こ
う
言
っ
た
、『
わ
し
は
ち
が
う
。
大
き
な
州
の
節
度
使
が
禮
を

も
っ
て
わ
し
を
迎
え
て
師
と
し
、
錦
襖
子
を
著き

せ
、
金
銀
で
飾
っ
た
牀
臺
に
坐
る
よ
う
取
り
は
か
ら
い
、
齋
時
に
は
金
や
銀
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を
あ
し
ら
っ
た
花
模
樣
の
小
皿
や
大
皿
を
作
法
ど
お
り
に
し
つ
ら
え
て
食
事
を
し
、
一
生
を
過
ご
し
た
い
。』
わ
し
は
『
人

の
行
き
交
う
十
字
街
頭
に
院
を
建
て
、
作
法
通
り
に
僧
を
供
養
し
た
い
。
僧
が
出
立
す
る
と
き
に
は
、
わ
し
が
鉢
嚢
を
さ
げ

持
ち
、
拄
杖
を
手
に
し
て
見
送
り
、
そ
の
僧
が
歩
き
だ
し
て
二
三
歩
し
た
ら
、〈
上
座
！
〉
と
呼
び
か
け
、
振
り
返
っ
た
な

ら
〈
道
中
お
氣
を
つ
け
て
〉
と
言
っ
て
や
る
の
だ
』
と
言
っ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
後
、
嵒
頭
と
欽
山
は
果
し
て
本
願
通
り
に

な
っ
た
が
、
わ
し
だ
け
は
本
志
に
背
き
、
こ
こ
に
住
持
し
、
地
獄
行
き
の
業
を
や
ら
か
し
て
い
る
。」

【
注
譯
】

○
本
話
は
本
書
の
み
の
收
錄
。

○
某
甲
共
嵒
頭
、
欽
山
行
脚　

雪
峯
（
八
二
二
～
九
〇
八
）・
嵒
頭
（
本
書
は
八
二
六
～
八
五
、『
景
德
傳
燈
錄
』
は
八
二
八
～

八
七
）
と
欽
山
（
生
卒
年
未
詳
、
二
七
歲
で
欽
山
に
住
す
）
三
人
は
大
慈
寰
中
（
七
八
〇
～
八
六
二
）
會
下
で
知
り
合
い
、

結
伴
行
脚
し
た
。
雪
峯
・
嵒
頭
は
德
山
に
嗣
ぎ
、
欽
山
は
洞
山
に
嗣
い
だ
。
欽
山
は
雪
峯
・
嵒
頭
よ
り
も
一
回
り
以
上
も

歲
が
下
だ
っ
た
ら
し
い
。『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
六
・
欽
山
章
、「
澧
州
欽
山
文
邃
禪
師
は
福
州
の
人
な
り
。
少わ

か

く
し
て

杭
州
大
慈
山
寰
中
禪
師
に
依
り
て
受
業
す
。
時
に
巖
頭
・
雪
峯
は
衆
に
在
り
て
、
師
の
論
を
吐
く
を
覩
て
、
是
れ
法
器

な
る
を
知
り
、
相
い
率
い
て
遊
方
す
。
二
士
の
緣
は
德
山
に
契
い
、
各お

の
おの

印
記
を
承
く
る
も
、
師
は
屢

し
ば
し
ば

激
揚
す
る
と
雖

も
、
終つ

い
に然

凝
滯
す
。
…
…
後
、
洞
山
の
言
下
に
於
て
解
を
發
し
、
乃
ち
洞
山
の
嗣
と
爲
る
。
年
二
十
七
に
し
て
欽
山
に
止

ま
る
。」
同
卷
一
六
・
巖
頭
章
に
も
「
鄂
州
巖
頭
全
豁
禪
師
は
泉
州
の
人
な
り
。
…
…
長
安
寶
壽
寺
に
往
き
て
戒
を
稟う

け
、

經
律
の
諸
部
を
習
う
。
禪
苑
に
優
遊
し
、
雪
峯
義
存
・
欽
山
文
邃
と
友
と
爲
る
。
餘
杭
の
大
慈
山
自よ

り
迤い

り邐
し
て
臨
濟
に

造い
た

ら
ん
と
す
る
も
、
臨
濟
の
歸
寂
に
屬あ

い
、
乃
ち
仰
山
に
謁
す
」
と
あ
る
。
大
慈
寰
中
會
下
で
の
出
逢
い
を
『
雪
峯
年

譜
』
は
大
中
七
年
（
八
五
三
）
に
繫
け
る
が
、『
雪
峯
紀
年
錄
』
は
こ
れ
を
載
せ
ず
。

　

本
話
以
外
に
三
人
行
脚
の
と
き
の
話
頭
と
し
て
は
、「
水
清
則
月
現
」（
本
書
卷
八
・
欽
山
章
，『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
六
・
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巖
頭
章
等
）、「
一
茶
店
喫
茶
」（『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
七
・
欽
山
章
等
）、「
路
逢
定
上
座
」（『
天
聖
廣
燈
錄
』
卷
一
三
・
定
上

座
章
等
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
陳
師
道
『
後
山
談
叢
』
卷
六
に
次
の
逸
話
を
載
せ
る
。

巖
頭
、
雪
峯
、
欽
山
は
同
行
し
、
湖
外
に
至
る
。
村
舍
に
詣い

た

り
て
水
を
求
む
る
に
、
舍
中
の
獨ひ

と
り一

の
女
子
、（
欽
）
山

を
見
て
之
を
愛
し
、
爲
に
熟ゆ

ざ
ま
し水

を
具と

と
のえ

、
山
の
盞ゆ

の
みの

中
に
同
心
結
有
り
。
山
は
意
を
諭さ

と

り
て
之こ

れ

を
藏か

く

し
、
遂
に
疾や

ま
いと

稱
し
て
留
ま
る
。
巖
・
峯
既
に
行
く
に
、
復
た
還か

え

り
て
之こ

れ

を
訪お

と
づる

に
、
則
ち
已
に
女む

す
めと

納
昏
し
、
是
の
夕
に
禮
を
成
さ

ん
と
す
。
乃
ち
之こ

れ

を
誘さ

そ

い
出
し
、
之こ

れ

を
棘い

ば
らの

叢や
ぶ

に
投
ず
る
に
、
展
轉
と
鉤ひ

っ
か
け挂

て
、
自
ら
出
づ
る
能
わ
ず
し
て
、
忽
ち
大

呼
し
て
曰
く
、「
我
れ
悟
れ
り
！
」
遂
に
棄
て
去
る
。
既
に
出
世
し
、
座
に
升
る
毎ご

と

に
曰
く
、「
錦
帳
の
繡
香
囊
、
風

吹
き
て
滿
路
に
香
る
。
大
衆
還は

た
落
處
を
知
る
や
。」
衆
能よ

く
對こ

た

う
る
莫
し
。
之
を
久
し
く
し
て
、
傳
え
て
巖
頭
に
至

る
、
巖
之こ

れ

を
教
え
て
曰
く
、「
汝
往
き
て
但
だ
道い

え
、〈
十
八
子
に
傳
語
す
、
好よ

好ろ

し
く
潘は

ん

郎ろ
う

に
事つ

か

え
よ
〉
と
。」
僧
既

に
對こ

た

う
。
山
曰
く
、「
此
は
是
れ
巖
頭
の
道い

い
し
底も

の

な
り
。」
僧
又
た
無
語
。
余わ

れ

爲
に
代
わ
り
て
曰
く
、「
熟

て
な
れ
た
こ
と

處
は
忘
れ

難
し
。」

　

な
お
『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
七
・
欽
山
章
に
「
問
：
〈
如
何
是
和
尚
家
風
？
〉
師
曰
：
〈
錦
帳
銀
香
囊
，
風
吹
滿
路

香
。〉」
と
見
え
、『
五
燈
會
元
』
卷
一
三
・
欽
山
章
で
は
「
巖
頭
聞
令
僧
去
云
：
〈
傳
語
十
八
子
，
好
好
事
潘
郎
。〉」
が

付
け
加
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
則
に
對
し
て
『
五
燈
拔
萃
』
は
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

世
人
説
く
、
欽
山
の
貌か

お

甚
だ
端
正
な
り
。
昔
、
一
女
子
有
り
て
之こ

れ

を
戀
す
。
當
に
飯
を
備
う
る
次お

り

、
此
の
銀
香
囊
を
以

て
、
飯
中
に
藏
し
置
き
、
以
て
欽
山
に
示
す
。
欽
山
遂
に
受
け
、
女
子
と
共
に
住
し
て
頗や

や
久
し
く
す
。
後
、
巖
頭
・

雪
峯
去ゆ

き
て
捉
え
、
宅
よ
り
出
だ
す
。
故
に
室
中
に
此
の
語
有
り
。
巖
頭
は
其
の
行お

こ
ない

を
知
り
た
れ
ば
、
故
に
云
う
、

「
傳
語
十
八
子
、
好
好
事
潘
郎
。」
女
は
李
氏
な
り
、
故
に
「
十
八
子
」
と
云
う
。

○
討
得
一
个
小
舡
子
，
共
釣
魚
漢
子
一
處
座
，
過
却
一
生　

會
昌
の
沙
汰
の
と
き
、
巖
頭
は
渡
し
守
に
な
っ
た
こ
と
が
傳
え
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ら
れ
て
い
る
。
本
書
卷
七
・
巖
頭
章
、「（
師
と
雪
峯
）
二
人
分
襟
の
後
、
師
は
鄂
州
に
在
り
て
沙
汰
に
遇
い
、
只
だ
湖
邊

に
在
り
て
渡
舡
人
と
作
る
。
湖
の
兩
邊
に
各
の
一
片
の
板
有
り
、
忽も

し
人
の
過わ

た

ら
ん
と
す
る
も
の
有
り
て
、
板
を
打
つ
こ

と
一
下
せ
ば
、
師
便
ち
楫
子
を
提も

ち
あ起

げ
て
云
く
、〈
是
れ
阿た

誰れ

ぞ
。〉
對
え
て
云
く
、〈
那
邊
に
過わ

た

り
去
ら
ん
と
要ほ

っ

す
。〉
師

便
ち
舡
を
剗こ

ぎ
て
過わ

た

す
。」

○
欽
山
云
…
…　

本
書
卷
八
・
欽
山
章
に
「
武
陵
の
雷
相
公
、
禮
す
る
に
接
足
を
以
て
し
、
終
始
替
わ
ら
ず
。」
雷
滿
は
中

和
元
年
（
八
八
一
）
～
天
復
元
年
（
九
〇
一
）
に
卒
す
る
ま
で
澧
朗
節
度
使
・
武
貞
節
度
使
を
拜
し
た
（
郁
賢
皓
『
唐
刺
史

考
全
編
』
二
五
〇
二
頁
）。
欽
山
の
願
い
は
ほ
ぼ
滿
た
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

○
處
分　

處
置
す
る
、
言
い
つ
け
る
。
本
書
卷
五
・
華
亭
章
、「〈
…
…
專
甲
、
分わ

か
れ襟

て
よ
り
後
、
蘇
州
華
亭
縣
に
去ゆ

き
、
小

船
子
を
討も

と

め
、
水
面
上
に
遊
戲
せ
ん
。
中
に
若
し
靈
利
の
者
有
ら
ば
他
を
し
て
專
甲
の
處
に
來
ら
し
め
よ
。〉
道
吾
云
く
、

〈
師
兄
の
尊
旨
に
依
ら
ん
。〉
此
れ
よ
り
三
人
各
自
分
か
れ
去
る
。
道
吾
、
出
世
し
て
數
年
、
竝
び
に
靈
利
の
者
を
見
ず
。

一
日
、
新
到
の
參
ず
る
有
り
。
道
吾
問
う
、〈
什い

ず

こ
摩
處
よ
り
か
來
る
。〉
對
え
て
曰
く
、〈
天
門
山
よ
り
來
る
。〉
吾
云
く
、

〈
什
摩
人
か
住
持
す
。〉
對
え
て
曰
く
、〈
某

だ
れ
そ
れと

い
う
與か

く摩
な
る
和
尚
。〉
道
吾
云
く
、〈
什
摩
の
佛
法
の
因
緣
か
有
る
。〉
其

の
僧
、
兩
三
則
の
因
緣
を
擧
す
。
道
吾
便
ち
歡
喜
し
、
處
分
し
安
排
せ
し
む
。」

○
金
花
楪
子
、
銀
花
楪
子　

金
・
銀
で
も
っ
て
花
模
樣
を
あ
し
ら
っ
た
小
皿
。『
睦
州
語
錄
』
に
「
盞
子
落
地
，
楪
子
成
七

片
」（『
古
尊
宿
語
錄
』
卷
六
、
中
華
書
局
本
，
九
四
頁
）
と
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
燒
き
物
。

○
錦
襖
子　

金
絲
・
銀
絲
な
ど
の
色
絲
に
よ
っ
て
美
し
く
刺
繡
さ
れ
た
上
着
。「
襖
子
」
は
袍ほ

う
（
足
も
と
ま
で
あ
る
長
衣
）
よ

り
短
く
、
襦
（
腰
ま
で
し
か
な
い
短
衣
）
よ
り
長
く
、
裏
地
が
つ
い
て
い
る
。

○
大
槃
裏　
『
南
海
寄
歸
内
法
傳
』
卷
一
、「
南
海
十
洲
は
、
齋お

と
き供

は
更
に
殷ゆ

た
か厚

と
成
る
。
初
日
に
は
檳
榔
一ひ

と
つ
つ
み

裹
、
及
び
片

子
香
油
、
幷
び
に
米
屑
少
し
許ば

か

り
を
將も

っ

て
、
竝み

悉な

之
を
葉
器
に
盛
り
、
大
盤
中
に
安お

き
、
白
氎
も
て
之
を
蓋
う
。」（
T
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五
四
・
二
一
〇
ｃ
）
な
お
「
槃
」
は
「
盤
」
と
通
ず
。

○
排
批　

配
列
す
る
、
準
備
す
る
。「
排
比
」
に
同
じ
。「〈
批
〉
字
は
〈
排
〉
に
渉か

か
わり

て
類
化
す
。」（
黃
征
・
張
涌
泉
『
敦

煌
變
文
校
注
』
卷
一
「
伍
子
胥
變
文
」
校
注
〔
四
一
四
〕）

○
他
若
行
數
歩
，
某
甲
喚
：
上
座
！ 

他
若
迴
頭
，
某
甲
云
：
途
中
善
爲　

呼
べ
ば
應こ

た

え
る
も
の
（
自
己
本
分
）
に
氣
づ
か

せ
よ
う
と
し
て
の
爲
人
作
略
。
雪
峯
は
投
子
を
辭
す
と
き
に
こ
の
接
化
を
被
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。『
景
德
傳
燈
錄
』
卷

一
五
・
投
子
章
、「
雪
峯
辭
去
，
師
出
門
送
，
驀
召
曰
：
〈
道
者
！
〉
雪
峯
廻
首
，
應
諾
。
師
曰
：
〈
途
中
善
爲
。〉」
同

卷
一
六
・
雪
峯
章
に
も
「
師
送
僧
出
，
行
三
五
歩
，
召
曰
：
〈
上
座
！
〉
僧
廻
首
。
師
曰
：
〈
途
中
善
爲
。〉」
と
あ
る
。

○
造
得
地
獄
柤
滓　

雪
峯
山
の
住
持
と
な
っ
て
法
を
説
く
と
い
う
地
獄
の
罪
人
と
な
る
業
を
や
ら
か
し
て
い
る
。「
智
を
以

て
知
る
可
か
ら
ず
、
識
を
以
て
識
る
可
か
ら
」（『
維
摩
經
』
見
阿
閦
佛
品
）
ざ
る
如
來
の
消
息
を
言
葉
で
規
定
す
る
こ
と

は
、
真
理
に
乖
く
こ
と
で
あ
り
、
畜
生
道
に
陷
る
こ
と
だ
と
説
く
の
は
南
泉
で
あ
る
。
本
書
卷
一
六
・
南
泉
章
、「
智
の

到
ら
ざ
る
處
は
、
切
に
説
著
す
る
こ
と
を
忌
む
、
説
著
せ
ば
頭
角
生
ず
。」（『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
四
・
道
吾
圓
智
章
で
は

藥
山
が
道
吾
に
問
う
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
）

　

項
楚
『
寒
山
詩
注
』（
〇
九
五
）「
嗊か
ま
び
す嗊

し
く
魚
肉
を
買
い
、
擔
い
て
妻
子
に
餧く

ら

わ
す
。
何
ぞ
須も

ち

い
ん
他
の
命
を
殺
し
、
將も

ち
て
來
っ
て
汝お

の
れ己

を
活
か
す
を
。
此
れ
天
堂
に
非
ず
、
純も

っ
ぱら

是
れ
地
獄
の
滓か

す

な
り
。」
そ
の
注
に
い
う
、「
地
獄
滓
は
、
地

獄
の
罪
人
を
指
す
、
亦
た
『
地
獄
柤
滓
』
に
作
る
。
…
…
又
（
祖
堂
集
）
卷
一
五
《
西
堂
和
尚
》
：
『
公
は
具
足
三
界
の

凡
夫
に
し
て
、
妻
を
抱
き
子
を
養
い
、
何
の
種
か
作
さ
ざ
ら
ん
。
是
れ
地
獄
の
柤
滓
な
り
、
什な

に摩
に
因
り
て
か
一
切
悉
く

無
し
と
道い

わ
ん
。』《
古
尊
宿
語
錄
》
卷
一
《
百
丈
懷
海
禪
師
》『
若
し
智
慧
も
て
若
干
の
魔
網
を
脱
し
去
ら
ず
ん
ば
、
縱た

と

い
百
本
の
圍
陀
經
を
解
す
る
も
、
盡
く
是
れ
地
獄
の
滓か

す

な
り
。』」（
中
華
書
局
、
二
五
八
頁
）
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〔
四
二
〕
江
西
湖
南
、
西
蜀
東
蜀
は
す
べ
て
こ
こ
に
あ
り

　

又
曰
：
「
江
西
湖
南
、
西
蜀
東
蜀
，
總
在
這
裏
。」
當
時
無
人
出
問
。
師
教
僧
問
，
其
僧
出
來
禮
拜
，
問
：
「
未
審
這
裏

事
如
何
？
」
師
云
：
「
入
地
獄
去
！
」

　

有
人
拈
問
報
慈
：
「
先
師
與
摩
道
，
意
作
摩
生
？
」
慈
云
：
「
閻
老
斷
望
。」

【
訓
讀
】

　

又
た
曰
く
、「
江
西
湖
南
、
西
蜀
東
蜀
、
總
て
這こ

裏こ

に
在
り
。」
當そ

の
時
人
の
出
で
て
問
う
無
し
。
師
は
僧
を
し
て
問
わ
し

む
。
其
の
僧
出
で
來
っ
て
禮
拜
し
て
問
う
、「
未は

た審
這
裏
の
事
は
如い

か
ん何

？
」
師
云
く
、「
地
獄
に
入
り
去
れ
！
」

　

有
る
人
拈
じ
て
報
慈
に
問
う
、「
先
師
與
摩
に
道
う
、
意
は
作い

か

ん
摩
生
？
」
慈
云
く
、「
閻
老
も
望
み
を
斷
つ
。」

【
日
譯
】

　

ま
た
い
う
、「
江
西
湖
南
、
西
蜀
東
蜀
の
禪
は
す
べ
て
こ
こ
に
あ
る
。」
そ
の
と
き
、
誰
も
問
う
者
が
い
な
か
っ
た
。
師
は

ひ
と
り
の
僧
に
問
わ
せ
た
。
そ
の
僧
は
前
に
出
て
問
う
た
、「
こ
こ
の
禪
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
。」
師
、「
地
獄

へ
墮
ち
ろ
！
」

　

あ
る
人
が
こ
の
話
を
と
り
あ
げ
て
報
慈
和
尚
に
問
う
た
、「
先
師
が
か
く
言
わ
れ
た
意
圖
は
な
ん
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。」
報
慈
、「
閻
魔
大
王
も
あ
き
れ
て
お
る
。」

【
注
釋
】

○
本
則
は
他
に
收
錄
を
見
な
い
。

○
江
西
湖
南
、
西
蜀
東
蜀
，
總
在
這
裏　

世
界
中
の
禪
は
す
べ
て
、
こ
こ
雪
峯
山
に
あ
る
。
江
西
湖
南
、
西
蜀
東
蜀
で
説
か

れ
る
法
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
雪
峯
義
存
（
八
二
二
～
九
〇
八
）
の
當
時
、
江
西
に
は
洞
山
良
价
（
八
〇
七
～
六
九
、

洪
州
）、
曹
山
本
寂
（
八
四
〇
～
九
〇
一
、
撫
州
）、
雲
居
道
膺
（
？
～
九
〇
二
、
洪
州
）、
疎
山
匡
仁
（
八
三
七
～
九
〇
九
以
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降
、
撫
州
）、
仰
山
慧
寂
（
八
〇
七
～
八
三
、
袁
州
）
が
あ
り
、
湖
南
に
は
潙
山
靈
祐
（
七
七
一
～
八
五
三
、
潭
州
）、
夾
山

善
會
（
八
〇
五
～
八
一
、
澧
州
）、
石
霜
慶
諸
（
八
〇
九
～
八
八
八
、
潭
州
）、
落
浦
元
安
（
八
三
四
～
九
八
、
澧
州
）
等
が

あ
っ
た
。
蜀
地
の
禪
宗
に
つ
い
て
は
『
歷
代
法
寶
記
』
に
詳
述
す
る
智
詵
（
六
〇
九
～
七
〇
二
、
資
州
）、
處
寂
（
六
六
九

～
七
三
六
、
資
州
）、
淨
衆
寺
無
相
（
六
八
四
～
七
六
二
、
益
州
成
都
）、
淨
衆
寺
神
會
（
七
二
〇
～
九
四
）、
慧
義
寺
神
清

（
？
～
元
和
中
［
八
〇
六
～
二
三
］、
梓
州
）、
保
唐
寺
無
住
（
七
一
四
～
七
四
、
成
都
）
の
系
譜
が
あ
り
、
梓
州
慧
義
寺
に
無

相
、
無
住
、
馬
祖
道
一
（
七
〇
九
～
八
八
）、
西
堂
智
藏
（
七
三
四
～
八
一
四
）
の
眞
形
（
肖
像
）
を
祀
る
四
證
堂
が
建
て

ら
れ
た
こ
と
が
李
商
隱
（
八
一
二
～
五
八
）
の
撰
す
る
「
唐
梓
州
慧
義
精
舍
南
禪
院
四
證
堂
碑
銘
幷
序
」（『
全
唐
文
』
卷

七
八
〇
，
譯
注
に
柳
田
聖
山
『
禪
文
獻
の
研
究
』
下
，
法
藏
館
，
二
〇
〇
六
）
か
ら
知
ら
れ
る
。

　
『
圓
悟
語
錄
』
卷
一
〇
小
參
に
、「
…
…
遂
擧
拂
子
云
：
『
還
見
麼
？ 

三
世
諸
佛
、
六
代
祖
師
、
天
下
老
和
尚
，
總
在
這

裏
。』」「
拂
子
が
見
え
る
」
と
い
う
自
己
に
そ
な
わ
っ
た
は
た
ら
き
が
自
己
の
佛
性
、
自
己
の
尊
貴
で
あ
る
。
三
世
の
諸

佛
、
六
代
の
祖
師
、
天
下
の
老
和
尚
の
説
い
た
こ
と
は
、
つ
ま
り
わ
た
し
が
い
ま
こ
こ
で
示
し
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

○
問
：
未
審
這
裏
事
如
何
？ 

師
云
：
入
地
獄
去　

こ
こ
に
い
て
「
い
ま
こ
こ
の
事
」
が
わ
か
ら
ぬ
な
ら
、
行
く
べ
き
と
こ

ろ
は
地
獄
し
か
な
い
。『
雪
峯
語
錄
』
卷
上
（
八
a
～
九
a
）
の
一
則
は
、
本
則
の
前
提
を
知
る
う
え
で
參
考
に
な
る
。

復
云
：
「
三
世
諸
佛
向
者
裏
出
頭
不
得
。
大
藏
教
著
一
字
不
得
。
天
下
老
師
口
向
者
裏
百
雜
碎
。
還
知
麼
？ 

諸
人
若

實
明
白
得
去
，
免
被
人
惑
。
設
有
言
句
，
亦
不
佗
疑
。
自
己
若
未
明
白
，
切
不
得
掠
虚
，
枉
度
時
光
。
莫
秖
向
諸
方
老

師
頷
顋
下
記
得
一
言
半
句
，
將
當
自
己
胸
襟
。
大
錯
！ 
兄
弟
。
我
道
：
秖
三
寸
能
殺
人
，
能
活
人
。
我
尋
常
向
師
僧

道
：
是
什
麼
？ 

佗
便
亂
道
，
口
喃
喃
地
。
似
此
等
輩
，
驢
年
解
承
當
得
麼
？ 

且
問
汝
諸
和
尚
子
，
諸
方
老
宿
還
與
闍

棃
說
事
麼
？ 

曾
指
示
闍
棃
麼
？ 

還
曾
與
闍
棃
商
量
禪
道
麼
？ 
大
須
體
悉
審
實
看
！
」
問
：
「
如
何
是
覿
面
事
？
」
師

云
：
「
千
里
未
是
遠
。」
問
：
「
如
何
是
者
裏
事
？
」
師
云
：
「
是
什
麼
？
」
進
云
：
「
乞
師
指
示
。」
師
云
：
「
新
羅
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國
裏
去
也
！
」

ま
た
言
う
、「
三
世
の
諸
佛
も
こ
こ
に
は
顏
を
出
せ
ぬ
。
大
藏
經
も
そ
の
一
字
さ
え
こ
こ
に
持
っ
て
來
る
こ
と
は
で

き
ぬ
。
天
下
の
老
師
の
口
も
こ
こ
で
は
木
っ
端
微
塵
だ
。
わ
か
る
か
。
諸
君
が
い
ま
は
っ
き
り
と
わ
か
れ
ば
、
誰
に

も
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
。
た
と
い
言
葉
で
あ
っ
て
も
、
疑
い
迷
う
こ
と
は
な
い
。
も
し
自
己
の
本
分
事
が

明
ら
か
で
な
か
っ
た
ら
、
け
っ
し
て
う
わ
べ
で
す
ま
せ
て
、
時
を
無
駄
に
過
ご
し
て
は
な
ら
ぬ
。
よ
そ
の
老
師
の
顎

か
ら
吐
か
れ
た
一
言
半
句
を
お
ぼ
え
て
、
そ
れ
を
自
己
の
も
の
と
し
て
は
な
ら
ぬ
。
大
間
違
い
だ
、
諸
君
よ
。
わ

し
は
忠
告
す
る
、
三
寸
の
舌
こ
そ
は
、
人
を
殺
し
も
す
れ
ば
活
か
し
も
す
る
。
わ
し
は
日
頃
み
な
に
向
っ
て
「
何

だ
？
」
と
呼
び
か
け
て
い
る
が
、
君
た
ち
は
な
ん
だ
か
ん
だ
と
口
を
も
ぐ
も
ぐ
す
る
ば
か
り
だ
。
こ
ん
な
連
中
は
い

つ
ま
で
た
っ
て
も
き
ち
ん
と
受
け
と
め
ら
れ
ぬ
。
諸
君
に
尋
ね
る
が
、
よ
そ
の
老
師
は
き
み
の
た
め
に
本
分
事
を
説

い
て
く
れ
た
か
？ 

き
み
に
指
示
し
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
？ 

き
み
の
た
め
に
禪
を
商
量
し
て
く
れ
た
こ
と
が
あ

る
か
？ 

必
ず
や
み
づ
か
ら
が
體
得
し
確
認
し
て
み
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。」

問
う
、「
ま
の
あ
た
り
に
向
き
合
う
と
は
？
」
師
、「
千
里
離
れ
た
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。」

問
う
、「
こ
こ
の
事
と
は
？
」
師
、「
何
だ
？
」
僧
、「
ど
う
か
お
教
え
く
だ
さ
い
。」
答
う
、「
も
う
新
羅
へ
そ
れ
て

し
ま
っ
た
！
」

○
有
人
拈
問
報
慈
：
先
師
與
摩
道
，
意
作
摩
生
？ 

慈
云
：
閻
老
斷
望　

報
慈
は
長
慶
慧
稜
に
嗣
い
だ
報
慈
光
雲
（
本
書
卷

一
三
）。「
斷
望
」
は
「
絶
望
」
に
同
じ
。
地
獄
へ
行
け
と
言
っ
た
っ
て
、
閻
魔
さ
ま
も
ど
う
し
よ
う
も
な
い
ぜ
。

〔
四
三
〕
地
獄
へ
墮
ち
ろ

　

問
：
「
古
人
有
言
：
『
欲
得
不
招
無
間
業
，
莫
謗
如
來
正
法
輪
』，
如
何
得
不
謗
去
？
」
師
云
：
「
入
地
獄
去
！
」
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問
：
「
如
何
是
涅
槃
？
」
師
云
：
「
入
地
獄
去
！
」

【
訓
讀
】

　

問
う
、「
古
人
言
う
有
り
、『
無
間
業
を
招
か
ざ
ら
ん
と
欲ほ

得っ

さ
ば
、
如
來
の
正
法
輪
を
謗
る
莫
れ
』
と
。
如
何
が
謗
ら
ざ

る
を
得
去
ら
ん
？
」
師
云
く
、「
地
獄
に
入
り
去
れ
！
」

　

問
う
、「
如
何
な
る
か
是
れ
涅
槃
？
」
師
云
く
、「
地
獄
に
入
り
去
れ
！
」

【
日
譯
】

　

問
う
、「
古
人
は
『
無
間
地
獄
に
陷
る
業
罰
を
招
き
た
く
な
い
な
ら
、
如
來
の
正
し
い
教
え
を
誹
謗
し
て
は
な
ら
ぬ
』
と

言
っ
て
い
ま
す
が
、
ど
う
す
れ
ば
誹
謗
し
な
い
で
す
み
ま
す
か
。」
師
、「
地
獄
へ
墮
ち
ろ
！
」

　

問
う
、「
何
を
涅
槃
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。」
師
、「
地
獄
へ
墮
ち
ろ
！
」

【
注
釋
】

○
本
則
は
ふ
た
つ
の
問
答
を
並
擧
す
る
。
本
書
の
み
に
見
え
る
。

○
古
人
有
言
：
欲
得
不
招
無
間
業
，
莫
謗
如
來
正
法
輪　

永
嘉
玄
覺
『
證
道
歌
』
の
句
（『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
三
〇
）。
そ
の

一
段
は
「
嗟
末
法
，
惡
時
世
，
衆
生
福
薄
難
調
制
。
去
聖
遠
兮
邪
見
深
，
魔
強
法
弱
多
怨
害
。
聞
説
如
來
頓
教
門
，
恨

不
滅
除
令
瓦
碎
。
作
在
心
，
殃
在
身
，
不
須
怨
訴
更
尤
人
。
欲
得
不
招
無
間
業
，
莫
謗
如
來
正
法
輪
。」（
末
法
の
世
を
嘆

き
、
時
世
を
憎
む
、
そ
ん
な
人
々
こ
そ
福
薄
く
度
し
難
い
。
聖
時
を
去
る
こ
と
遠
く
、
邪
見
も
根
深
い
。
惡
魔
は
強
く
正
法
は

弱
い
ゆ
え
、
し
ば
し
ば
法
難
に
罹
る
。
惡
魔
は
如
來
の
頓
悟
法
門
を
耳
に
す
る
や
、
殲
滅
し
打
ち
碎
こ
う
と
躍
起
に
な
っ
て
い

る
。
行
爲
は
心
に
決
め
て
起
こ
り
、
そ
の
報
い
の
禍
い
は
身
に
及
ぶ
も
の
。
わ
れ
ら
は
他
人
を
怨
ん
で
咎
め
る
必
要
は
な
い
。

無
間
地
獄
に
陷
る
業
罰
を
招
き
た
く
な
い
な
ら
、
如
來
の
正
し
い
教
え
を
誹
謗
し
て
は
な
ら
ぬ
。）「
無
間
業
」
と
は
、
無
間
地

獄
に
陷
る
五
つ
の
極
惡
罪
業
。『
阿
毘
達
磨
俱
舍
論
』
卷
一
七
〈
分
別
業
品
〉
に
い
う
、「
論
曰
：
言
無
間
業
者
，
謂
五
無
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間
業
。
其
五
者
何
？ 

一
者
害
母
，
二
者
害
父
，
三
者
害
阿
羅
漢
，
四
者
破
和
合
僧
，
五
者
惡
心
出
佛
身
血
。
如
是
五
種
，

名
爲
業
障
。」（
T
二
九
・
九
二
b
）

○
如
何
得
不
謗
去　
「
ど
う
す
れ
ば
誹
謗
し
な
い
で
す
み
ま
す
か
」。
こ
の
問
い
は
、
無
間
地
獄
に
陷
ら
ぬ
た
め
に
は
、
ど
う

し
て
も
「
如
來
の
正
し
い
教
え
を
誹
謗
」
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
い
か
に
す
れ
ば
「
誹
謗
し
な
い
で
す
む
か
」
と
い
う
問

い
、
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
問
い
の
背
景
に
は
「
如
來
の
正
し
い
教
え
を
誹
謗
」
す
る
こ
と
が
雪
峯
山
で
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
か
！ 

そ
れ
は
誤
解
で
あ
る
。
雪
峯
は
い
か
に
も
、「
三
世
諸
佛
是
艸
裏
漢
，
十
經
五

論
是
繫
驢
橛
，
八
十
卷
《
華
嚴
經
》
是
艸
蔀
頭
搏
飯
食
言
語
，
十
二
分
教
是
蝦
蟇
口
裏
事
」（『
雪
峯
語
錄
』
卷
上
・
八
a
）

と
言
っ
た
が
、
そ
れ
は
經
論
に
執
著
す
る
修
行
者
を
戒
め
た
言
葉
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
「
如
來
の
正
し
い
教
え
」
の
精
神

を
説
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
（
同
じ
論
調
は
德
山
、
臨
濟
の
示
衆
に
も
あ
る
）。

○
入
地
獄
去　

こ
の
質
問
僧
の
皮
相
淺
薄
な
問
法
こ
そ
が
「
如
來
の
正
し
い
教
え
」
へ
の
誹
謗
で
あ
り
、
謗
法
の
罪
で
地
獄

へ
墮
ち
る
し
か
な
い
。

○
問
：
如
何
是
涅
槃
？ 

師
云
：
入
地
獄
去　

希
求
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
自
己
の
外
な
る
「
涅
槃
」
を
人
に
問
う
こ
と
が
、

前
條
に
同
じ
く
謗
法
で
あ
る
。
臨
濟
も
示
衆
で
「
菩
提
、
涅
槃
、
三
身
、
境
智
」
を
問
わ
れ
て
解
説
し
て
や
る
の
は
「
瞎

老
師
」
だ
と
言
っ
て
い
る
（
岩
波
文
庫
本
『
臨
濟
錄
』
九
三
頁
）。

〔
四
四
〕
二
人
の
君
子
の
出
逢
い　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

師
示
衆
云
：
「
譬
如
世
間
兩
个
君
子
，
一
个
君
子
從
南
方
來
，
一
个
君
子
從
北
方
來
，
廣
野
之
中
相
逢
。
南
來
君
子
問
北

來
君
子
：
『
何
姓
？ 

第
幾
？
』
北
來
君
子
便
摑
。
南
來
君
子
云
：
『
某
甲
行
五
常
之
禮
，
過
在
於
何
？
』
北
來
君
子
云
：

『
某
甲
早
是
不
著
便
。』
諸
和
尚
，
若
領
這
个
況
喩
，
住
山
也
得
，
住
城
隍
也
得
。」
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【
訓
讀
】

　

師
は
衆
に
示
し
て
云
く
、「
譬
え
ば
世
間
の
兩
个
の
君
子
、
一
个
の
君
子
は
南
方
從よ

り
來
り
、
一
个
の
君
子
は
北
方
從
り

來
っ
て
、
廣
野
の
中
に
相
い
逢
う
が
如
し
。
南
來
の
君
子
は
北
來
の
君
子
に
問
う
、『
何
の
姓
ぞ
、
第
は
幾

い
く
ば
くぞ

？
』
北
來
の

君
子
便
ち
摑
す
。
南
來
の
君
子
云
く
、『
某
甲
は
五
常
の
禮
を
行
う
、
過
は
何い

ず
こに

か
在
る
？
』
北
來
の
君
子
云
く
、『
某
甲
早す

是で

に
便た

よ
りを

著え

ず
。』
諸
和
尚
、
若
し
這こ个
の
況た

と
え喩

を
領
せ
ば
、
山
に
住
す
る
も
也
た
得よ

し
、
城
隍
に
住
す
る
も
也
た
得
し
。」

【
日
譯
】

　

師
は
大
衆
に
言
っ
た
。「
譬
え
ば
世
間
に
二
人
の
君
子
が
い
て
、
一
人
は
南
方
か
ら
、
も
う
一
人
は
北
方
か
ら
や
っ
て
來

て
、
廣
野
の
眞
ん
中
で
出
逢
っ
た
と
し
よ
う
。
南
方
の
君
子
が
北
方
の
君
子
に
訊
い
た
、『
姓
名
は
、
排
行
は
何
番
目
で
す

か
。』
北
方
の
君
子
は
や
に
わ
に
平
手
打
ち
を
く
ら
わ
せ
た
。
南
方
の
君
子
が
『
わ
た
し
は
五
常
の
禮
を
も
っ
て
挨
拶
し
た
、

ど
こ
が
駄
目
な
の
か
』
と
非
難
す
る
と
、
北
方
の
君
子
は
言
っ
た
、『
わ
し
は
、
は
な
か
ら
つ
い
て
お
ら
ぬ
。』
諸
君
、
も
し

こ
の
譬
え
話
が
分
か
っ
た
な
ら
、
山
に
住
む
の
も
よ
ろ
し
い
、
街
に
住
む
の
も
よ
ろ
し
い
。」

【
注
釋
】

〇
本
話
は
本
書
に
の
み
收
め
る
。

〇
世
間
兩
个
君
子　

あ
と
の
譬
え
話
か
ら
、
南
來
君
子
は
儒
家
、
北
來
君
子
は
佛
家
（
禪
）
の
立
場
に
立
つ
人
を
指
し
て
い

る
。

〇
廣
野
之
中　

人
倫
を
絶
し
た
出
世
間
の
第
一
義
の
場
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

〇
何
姓
？ 

第
幾
？　

初
対
面
の
と
き
の
常
套
の
挨
拶
。（
し
か
し
、
人
倫
を
絶
し
た
廣
野
で
の
対
面
で
は
問
題
に
な
ら
な
い
。）

「
第
」
は
、
一
族
中
で
の
同
一
世
代
の
生
ま
れ
た
順
番
を
い
う
行
第
・
排
行
の
こ
と
。

〇
北
來
君
子
便
摑　

廣
野
（
本
來
の
場
）
で
は
、
自
己
を
こ
そ
問
題
に
す
べ
き
だ
。
平
手
打
ち
を
く
ら
っ
て
身
に
沁
む
痛
さ
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こ
そ
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
自
己
の
本
分
だ
と
思
い
知
る
の
だ
。
こ
れ
が
わ
た
し
の
挨
拶
だ
。
本
章
第
二
則
、「
方
造
武
陵
，

纔
見
德
山
，
如
逢
宿
契
，
便
問
：
『
從
上
宗
乘
事
，
學
人
還
有
分
也
無
？
』
德
山
起
來
打
之
，
云
：
『
道
什
摩
！
』
師
於

言
下
頓
承
旨
要
，
對
云
：
『
學
人
罪
過
。』
德
山
云
：
『
擔
負
己
身
，
詢
他
輕
重
！
』」『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
二
・
陳
尊

宿
章
、「
有
僧
扣
門
。
師
云
：
『
作
什
麼
？
』
：
『
己
事
未
明
，
乞
師
指
示
。』
師
云
：
『
這
裏
只
有
棒
。』
方
開
門
，
其

僧
擬
問
，
師
便
摑
其
僧
口
。」

「
摑
」
が
拳
骨
で
は
な
く
、
平
手
打
ち
で
あ
る
こ
と
は
、
本
章
第
二
九
則
の
注
を
見
よ
。

〇
某
甲
行
五
常
之
禮
，
過
在
於
何　

五
常
の
禮
を
も
っ
て
挨
拶
し
た
の
に
、
な
ぜ
平
手
打
ち
を
食
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の

か
。
南
來
の
君
子
に
は
、
平
手
打
ち
を
く
ら
っ
た
意
味
が
受
け
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
。「
五
常
」
は
仁
・
義
・
禮
・
智
・

信
の
儒
家
が
重
ん
ず
る
倫
理
道
德
の
德
目
。

〇
某
甲
早
是
不
著
便　

接
化
が
失
敗
に
お
わ
っ
た
こ
と
。「
不
著
便
」
は
、
事
が
う
ま
く
ゆ
か
な
い
こ
と
、
つ
い
て
い
な
い
。

次
の
用
例
が
あ
る
。

⑴
師
（
巖
頭
）
雪
峯
と
共
に
山
下
の
鵝
山
院
に
到
る
に
、
雪
に
壓お

お

わ
る
こ
と
數
日
。
師
は
毎
日
只ひ

た
す
ら管

睡
り
、
雪
峯
は
只ひ

た
す
ら管

坐
禪
す
。
七
日
を
得へ

し
後
、
雪
峯
便
ち
喚
ぶ
、「
師
兄
且し

ば
らく

起
き
よ
。」
師
云
く
、「
作な

ん摩
ぞ
。」
峯
云
く
：
「
今
生
便
を

著え

ず
、
文
遂
な
る
个
の
漢
と
數
處
を
行
く
に
、
他
に
帶め

い

累わ
く

を
被
る
。
今
日
師
兄
と
此
に
到
り
、
又
た
只ひ

た
す
ら管

打
睡
す
。」

師
便
ち
喝
し
て
云
く
、『
你
も
也
た
噇む

さ
ぼり

眠
り
去
れ
！ 
毎
日
長
連
床
上
に
在
り
て
、
恰
か
も
漆し

ち

村
裏
の
土
地
に
似
て
相

い
似
た
り
。
他
時
後
日
、
人
家
の
男
女
を
魔ま

ど
わ魅

し
去
ら
ん
。」（
本
書
卷
七
・
巖
頭
章
）

「
今
生
不
著
便
」、
今
生
は
つ
い
て
お
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
、
文
遂
や
師
兄
の
ま
き
ぞ
え
を
く
っ
て
、
う
ま
く
事
が
運
ば
な

い
か
ら
で
あ
る
。

⑵
金
牛
に
到
る
。
牛
、
師
（
臨
濟
）
の
來
た
る
を
見
て
、
橫
ざ
ま
に
拄
杖
を
按か

ま

え
、
門
に
當
り
て
踞
坐
す
。
師
は
手
を
以
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て
拄
杖
を
敲
く
こ
と
三
下
し
、
却の

ち

堂
中
に
歸
り
て
第
一
位
に
坐
す
。
牛
、
下
り
來
り
て
見
、
乃
ち
問
う
、「
夫
れ
賓
主

の
相
見
は
、
各
の
威
儀
を
具
す
。
上
座
は
何い

ず
こよ

り
來
た
り
て
か
太は

な
はだ

無ぶ

れ

い
禮
生
な
る
。」
師
云
く
、「
老
和
尚
、
什な

ん麼
と
道い

う
ぞ
。」
牛
、
口
を
開
か
ん
と
擬
す
る
や
、
師
便
ち
打
つ
。
牛
は
倒
る
る
勢
い
を
作
す
。
師
又
た
打
つ
。
牛
云
く
、「
今

日
不
著
便
。」　
（『
臨
濟
錄
』
行
錄
〔
二
〇
〕）

「
今
日
不
著
便
」、
今
日
は
う
ま
く
事
が
運
ば
な
か
っ
た
。
つ
い
て
お
ら
ぬ
。

⑶
且
つ
汝
諸
人
は
什な

ん麼
の
不
足
の
處
か
有
る
。
大
丈
夫
の
漢
、
阿た

誰れ

か
分
無
け
ん
。
獨ひ

と自
り
承
當
す
る
す
ら
尚な猶
お
便
を

著え

ず
し
て
、
人
の
欺あ

な
ど
り瞞

を
受
け
、
人
の
處
分
を
取う

く
可
か
ら
ず
。（『
雲
門
廣
錄
』
卷
上
，
Ｔ
四
七
・
五
四
六
ｃ
）

「
獨
自
承
當
尚
猶
不
著
便
」、（
な
の
に
）
自
分
で
「
一
大
事
」
を
受
け
と
め
る
こ
と
さ
え
う
ま
く
ゆ
か
な
い
か
ら
と

い
っ
て
…
…
。

⑷
古
人
は
事
已
む
こ
と
を
得
ず
、
爾な

ん
じの

亂
走
す
る
を
見
て
、
汝
に
向
か
っ
て
道い

え
り
、「
菩
提
涅
槃
は
是
れ
爾
を
埋だ

い
な
し
に沒

し
、

是
れ
爾
を
釘く

ぎ

橛づ
け

し
繫し

ば

り
却つ

く
」
と
。
又
た
爾
の
會
せ
ざ
る
を
見
て
、
汝
に
向
か
っ
て
道い

え
り
、「
菩
提
涅
槃
に
非
ず
」

と
。
是

か
く
の
ご
と
き

般
の
事
を
知
る
す
ら
早つ

是と

に
便
を
著え

ず
、
又
た
更
に
他
の
注
解
を
覓
む
。
這

か
く
の
ご
と
き

般
の
底や

か
らは

、
胡
種
を
滅
す
る
族
な

り
。（
同
卷
上
，
Ｔ
四
七
・
五
五
三
a
）

「
知
是
般
事
早
是
不
著
便
也
」、
こ
う
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
さ
え
も
ち
ゃ
ん
と
で
き
て
お
ら
ぬ
。

〇
住
山
也
得
，
住
城
隍
也
得　

世
俗
の
喧
噪
を
避
け
て
山
中
に
住
し
て
一
箇
半
箇
の
修
道
者
を
相
手
に
暮
ら
す
の
も
よ
し
、

繁
華
な
街
の
寺
院
に
住
し
て
貴
顯
の
歸
依
をs

受
け
て
多
く
の
僧
俗
を
相
手
に
暮
ら
す
の
も
よ
い
。
自
己
本
分
事
を
諦
め

る
こ
と
こ
そ
が
一
大
事
で
あ
っ
て
、
諦
め
た
後
、
住
す
る
場
所
は
己
の
好
き
に
し
て
よ
い
の
だ
。「
城
隍
」
は
町
を
圍
む

城
壁
と
そ
の
外
の
城
を
護
る
隍

か
ら
ぼ
り。『

景
德
傳
燈
錄
』
卷
二
〇
・
京
兆
永
安
院
善
靜
禪
師
章
、「
樂
普
は
晩
に
至
っ
て
堂
に
上

り
、
衆
に
謂
い
て
曰
く
、〈
園
頭
を
輕
ん
ず
る
莫
れ
、
他
日
、
一
城
隍
に
住
し
て
、
五
百
人
常
に
隨
わ
ん
。〉」『
五
燈
會
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元
』
卷
五
・
秀
州
華
亭
船
子
德
誠
禪
師
章
、「（
船
子
）
遂
に
囑
し
て
曰
く
、〈
汝
向こ

の

去さ
き

直
に
須
ら
く
身
を
藏
す
處
に
蹤
迹

を
沒
す
べ
く
し
て
、
沒
蹤
迹
の
處
に
身
を
藏
す
る
こ
と
莫
れ
。
吾
れ
三
十
年
藥
山
に
在
り
て
、
祇
だ
斯こ

の
事
を
明
ら
む
る

の
み
。
汝
今
既
に
得
た
り
、
他の

ち後
に
城
隍
聚
落
に
住
す
る
莫
れ
。
但
だ
深
山
裏
の
钁
頭
邊
に
向お

い
て
一
箇
半
箇
を
覓
取
し

て
接
續
し
、
斷
絶
せ
し
む
る
こ
と
無
か
れ
。」

〔
四
五
〕
三
世
の
諸
佛
は
い
づ
こ
に

　

師
遊
西
院
了
，
歸
山
次
，
問
泯
典
座
：
「
三
世
諸
佛
在
什
摩
處
？
」
典
座
無
對
。
又
問
藏
主
，
藏
主
對
云
：
「
不
離
當
處

常
湛
然
。」
師
便
唾
之
。
師
云
：
「
你
問
我
，
我
與
你
道
。」
藏
主
便
問
：
「
三
世
諸
佛
在
什
摩
處
？
」
師
忽
然
見
有
个
猪
母

子
從
山
上
走
下
來
，
恰
到
師
面
前
。
師
便
指
云
：
「
在
猪
母
背
上
！
」

【
訓
讀
】

　

師
西
院
に
遊
び
了
っ
て
、
歸
山
す
る
次お

り

、
泯
典
座
に
問
う
、「
三
世
諸
佛
は
什い

摩づ

れ
の
處
に
か
在
る
？
」
典
座
對
う
る
無

し
。
又
た
藏
主
に
問
う
、
藏
主
對
え
て
云
く
、「
當
處
を
離
れ
ず
し
て
常
に
湛
然
た
り
。」
師
便
ち
こ
れ
に
唾つ

ば
きす

。
師
云
く
、

「
你
我
に
問
え
、
我
れ
你
が
與た

め

に
道
わ
ん
。」
藏
主
便
ち
問
う
、「
三
世
諸
佛
は
什
摩
れ
の
處
に
か
在
る
？
」
師
忽ふ

然と

个
の
猪

母
子
の
、
山
上
從よ

り
走
り
下
り
來
た
り
て
、
恰
も
師
の
面
前
に
到
れ
る
を
見
る
。
師
便
ち
指
し
て
云
く
、「
猪
母
の
背
上
に

在
り
。」

【
日
譯
】

　

師
は
西
院
へ
出
か
け
て
歸
る
お
り
、
泯
典
座
に
問
う
た
、「
三
世
諸
佛
は
何い

づ
こ處

に
お
わ
す
か
？
」
典
座
は
返
答
で
き
な

か
っ
た
。
又
た
藏
主
に
問
う
と
藏
主
は
答
え
て
云
っ
た
、「
ち
ゃ
ん
と
こ
こ
に
靜
か
に
お
わ
し
ま
す
。」
師
は
い
き
な
り
唾
を

は
き
か
け
た
。
師
が
云
う
、「
私
に
問
い
な
さ
い
。
き
み
に
答
え
て
や
ろ
う
。」
藏
主
が
問
う
、「
三
世
諸
佛
は
何
處
に
お
わ
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す
か
？
」
師
は
、
不
意
に
豚
が
山
か
ら
走
り
降
り
て
來
て
、
ち
ょ
う
ど
師
の
前
に
來
た
の
を
見
て
、
と
っ
さ
に
指
さ
し
て

云
っ
た
、「
そ
れ
っ
！ 

豚
の
背
に
！
」

【
注
釋
】

○
本
則
は
本
書
に
の
み
收
め
る
。

○
師
遊
西
院
了
，
歸
山
次
，
問
泯
典
座
：
三
世
諸
佛
在
什
摩
處
？　

西
院
は
大
安
和
尚
（
七
九
三
～
八
八
三
，
本
書
卷
一
七

福
州
西
院
和
尚
章
）
が
住
し
た
福
州
西
院
。
福
州
怡
山
西
禪
寺
で
近
年
發
見
さ
れ
た
「
唐
福
州
延
壽
禪
院
故
延
聖
大
師
塔

内
眞
身
記
」（
參
學
比
丘
允
明
書
撰
）
に
よ
っ
て
詳
し
い
傳
記
が
明
ら
か
に
な
っ
た
（
石
井
修
道
「
潙
山
教
團
の
動
向
に
つ

い
て
―
―
福
州
大
安
の
『
眞
身
記
』
の
紹
介
に
因
ん
で
―
―
」『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
第
四
〇
卷
第
一
號
，
一
九
九
一
）。

　
『
雪
峯
語
錄
』
卷
上
に
は
ふ
た
り
の
交
渉
が
知
ら
れ
る
二
則
の
話
が
あ
る
。

師
一
日
採
得
箇
木
蛇
，
背
上
題
云
：
「
本
自
天
然
，
不
勞
雕
琢
」，
送
與
西
院
。
西
院
接
得
云
：
「
本
色
住
山
人
，
且

無
刀
斧
痕
。」
師
云
：
「
莫
強
爲
。」（
巻
上
・
二
〇
a
）

問
：
「
西
院
大
師
遷
化
向
什
麼
處
去
？
」
師
云
：
「
非
但
仁
者
，
盡
大
地
人
也
不
知
。」（
巻
上
・
一
五
a
）

　

本
則
で
「
師
遊
西
院
了
，
歸
山
次
」
と
い
う
設
定
が
わ
ざ
わ
ざ
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
本
則
の
主
題
は
西
院

大
安
の
禪
と
關
わ
り
が
あ
る
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
雪
峯
は
怡
山
の
西
院
へ
大
安
禪
師
を
訪
ね
て
の
歸
り
に
、
見
送
っ
て

く
れ
た
典
座
と
藏
主
に
、
大
安
の
禪
が
こ
こ
で
は
ど
う
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
か
を
確
か
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

泯
典
座
は
未
詳
。

○
藏
主
對
云
：
不
離
當
處
常
湛
然　

こ
の
一
句
は
「
證
道
歌
」（『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
三
〇
）。

一
性
圓
通
一
切
性
，
一
法
遍
含
一
切
法
。
一
月
普
現
一
切
水
，
一
切
水
月
一
月
攝
。
諸
佛
法
身
入
我
性
，
我
性
還
共
如

來
合
。
…
…
不
可
毀
，
不
可
讚
，
體
若
虚
空
勿
涯
岸
。
不
離
當
處
常
湛
然
，
覓
則
知
君
不
可
見
。
取
不
得
，
捨
不
得
，
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不
可
得
中
只
麼
得
。

一
物
に
そ
な
わ
る
本
性
は
一
切
の
も
の
の
本
性
と
共
通
し
、
ひ
と
つ
の
も
の
に
一
切
の
も
の
が
包
含
さ
れ
る
。
ち
ょ

う
ど
ひ
と
つ
の
月
の
月
影
が
す
べ
て
の
水
面
に
現
れ
、
す
べ
て
の
水
面
の
月
影
が
ひ
と
つ
の
月
に
收
斂
す
る
よ
う

に
。
あ
ら
ゆ
る
佛
の
法
身
が
わ
た
し
の
本
性
に
入
り
、
わ
た
し
の
本
性
は
つ
ま
り
は
如
來
と
同
じ
な
の
だ
。
…
…
そ

れ
は
非
難
す
る
こ
と
も
禮
讚
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
本
體
は
大
空
の
よ
う
に
果
て
が
な
い
の
だ
か
ら
。
そ
れ
で
い

て
こ
こ
を
離
れ
ず
、
い
つ
も
し
づ
か
に
在
っ
て
、
き
み
が
搜
そ
う
と
し
た
ら
、
も
う
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
取
ろ

う
と
し
て
も
で
き
ず
、
捨
て
よ
う
と
し
て
も
で
き
ず
、
そ
の
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
そ
っ
く
り
も
ら
っ
て
い
る
わ
け

だ
。

　

藏
主
は
こ
の
「
證
道
歌
」
の
一
句
で
も
っ
て
答
え
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
大
安
の
意
を
體
し
た
答
え
で
も

あ
っ
た
。
本
書
卷
一
七
・
福
州
西
院
和
尚
章
（
第
六
則
）
に
、

有
俗
官
問
：
「
佛
在
什
摩
處
？
」
師
云
：
「
不
離
心
地
。」

　

と
い
う
の
は
、
こ
こ
の
藏
主
の
「
不
離
當
處
常
湛
然
」（
本
則
底
本
の
堪
は
湛
の
形
誤
。
湛
上
聲
は
澹
去
聲
と
通
ず
）
と
同
旨

で
あ
っ
て
、
ま
こ
と
に
藏
主
ら
し
い
模
範
解
答
で
あ
っ
た
。

○
師
便
唾
之　

と
こ
ろ
が
、
雪
峯
は
い
き
な
り
「
證
道
歌
」
の
句
に
唾
を
吐
き
か
け
た
。
け
が
ら
わ
し
い
も
の
を
聞
い
て
、

そ
れ
を
唾
し
た
。『
雲
門
廣
錄
』
卷
上
、「
問
：
承
教
有
言
：
一
切
智
智
清
淨
時
如
何
？ 

師
便
唾
之
。」（
T
四
七
・
五
四
六

ｃ
）
な
ぜ
雪
峯
は
藏
主
（
イ
コ
ー
ル
西
院
、
永
嘉
玄
覺
）
の
答
え
に
、
激
し
い
怒
り
を
示
し
た
の
か
。「
證
道
歌
」
は
「
諸

佛
の
法
身
が
わ
が
本
性
に
入
り
、
心
の
う
ち
に
靜
か
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
」
と
言
う
。
雪
峯
に
あ
っ
て
は
、
佛
性
と
は
活

き
て
は
た
ら
く
主
體
で
な
く
て
な
ん
で
あ
る
か
。
寂
靜
の
性
を
も
っ
て
答
え
た
の
は
、
雪
峯
の
要
求
に
そ
ぐ
わ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。『
玄
沙
廣
錄
』
卷
中
に
、
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問
：
「
如
何
是
〈
三
世
諸
佛
一
時
現
前
〉
？
」
師
云
：
「
我
是
釣
魚
船
上
謝
三
郎
。」「
學
人
不
會
。」
師
云
：
「
我
又

爭
得
會
！
」

　

と
い
う
。「
三
世
の
諸
佛
が
一
時
に
現
前
し
て
い
る
」
と
は
、
玄
沙
に
と
っ
て
は
自
己
に
佛
性
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
こ
と

の
確
認
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
い
ま
活
き
て
は
た
ら
く
わ
が
身
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
わ
か
る
わ
か
ら
ぬ
の
沙
汰

で
は
な
い
の
だ
。

○
師
忽
然
見
有
个
猪
母
子
，
從
山
上
走
下
來
，
恰
到
師
面
前
。
師
便
指
云
：
在
猪
母
背
上　

そ
の
と
き
ふ
と
牝
豚
が
山
か
ら

走
り
下
っ
て
來
た
。
雪
峯
は
指
さ
し
て
、「
そ
れ
っ
！ 

そ
こ
に
！
」
藏
主
が
咄
嗟
に
眼
を
向
け
た
、
い
さ
さ
か
の
思
慮
も

挾
ま
ぬ
そ
の
は
た
ら
き
、「
そ
れ
が
君
の
活
き
て
は
た
ら
く
本
性
で
は
な
い
の
か
！
」（
三
世
諸
佛
が
豚
の
上
に
乘
っ
て
い
る

と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
〈
見
る
〉
藏
主
の
見
聞
覺
知
の
は
た
ら
き
、
そ
れ
を
そ
な
え
た
自
己
に
氣
づ
く
こ
と
、
そ
れ
が
自

己
本
分
事
だ
）
じ
つ
は
西
院
大
安
に
も
同
じ
よ
う
な
禪
機
が
あ
る
。
本
書
卷
一
七
・
福
州
西
院
和
尚
章
（
第
10
則
）
に
、

有
僧
到
大
潙
。
師
指
面
前
狗
子
云
：
「
明
明
个
，
明
明
个
。」
僧
便
問
師
：
「
既
是
明
明
个
，
爲
什
摩
刺
頭
在
裏
許

（
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
中
に
め
り
こ
ん
で
見
え
な
い
の
か
）
？
」
師
云
：
「
有
什
摩
罪
過
！
」（
狗
子
の
罪
で

は
な
い
。
見
え
な
い
き
み
の
問
題
だ
）

　

と
い
う
が
、
こ
こ
で
も
主
題
は
佛
性
で
、
狗
子
に
「
は
っ
き
り
と
（
佛
性
が
あ
る
）」
と
言
っ
た
の
は
、
そ
れ
を
咄
嗟
に

見
る
僧
に
、
自
己
の
そ
れ
に
氣
づ
か
せ
る
意
圖
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
本
則
も
こ
の
西
院
の
話
も
、
意
圖
は
理
解
さ
れ

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

な
お
、「
猪
母
子
」（「
子
」
は
口
語
接
尾
辭
）、「
猪
母
」
は
牝
豚
の
こ
と
。
豚
は
當
時
は
す
で
に
家
畜
と
し
て
放
し
飼
い
に

さ
れ
て
い
た
。「
猪
母
」
と
い
う
い
い
か
た
は
南
方
方
言
で
、『
祖
堂
集
』
の
言
語
を
か
ん
が
え
る
と
き
、
注
目
さ
れ
る
語

彙
で
あ
る
（
梅
祖
麟
「《
祖
堂
集
》
的
方
言
基
礎
和
它
的
形
成
過
程
」，Journal of Chinese Linguistics,1997

）。
動
物
の
雌
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雄
を
表
わ
す
口
語
成
分
は
通
語
・
北
方
語
で
は
前
に
附
く
（
母
～
、
公
～
）。「
今
得
離
於
地
獄
，
化
爲
母
狗
之
身
」（
目

連
緣
起
，『
敦
煌
變
文
集
』
七
一
〇
頁
）、「
見
母
猪
臂
有
金
鈴
」（『
搜
神
記
』
卷
一
八
，
二
二
五
頁
）、「
北
舍
母
猪
也
」（
同
，

二
二
九
頁
）、「
乃
視
之
，
一
大
母
猪
，
無
後
右
蹄
殻
」（『
玄
怪
錄
』
卷
四
，
尹
縱
之
）
な
ど
、「
母
猪
」
は
北
方
系
の
資

料
に
現
れ
る
。
詳
し
く
は
衣
川
賢
次
「『
祖
堂
集
』
の
基
礎
方
言
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
六
四
册
、
二
〇
一
三
）

參
照
。

〔
四
六
〕
沁
水
杖
子

　

師
又
時
問
僧
：
「
堂
中
有
一
千
餘
人
，
爭
委
得
他
是
龍
是
虵
？ 

又
不
通
个
消
息
！
」
長
慶
云
：
「
有
个
沁
水
杖
子
。」
師

云
：
「
汝
道
，
我
這
裏
作
摩
生
？
」
慶
放
身
作
倒
勢
。
師
云
：
「
這
个
師
僧
患
風
去
也
。」                                                                 

【
訓
讀
】

　

師
、
又
た
時
に
僧
に
問
う
、「
堂
中
に
一
千
餘
人
有
り
、
爭い

か

で
か
他
は
是
れ
龍
な
る
か
、
是
れ
虵
な
る
か
を
委し

得ら

ん
。
又

た
个
の
消
息
を
通
ぜ
ず
。」
長
慶
云
く
、「
个
の
沁
水
杖
子
有
り
。」
師
云
く
、「
汝
道い

え
、
我
が
這
裏
は
作い

か

ん
摩
生
？
」
慶
、
身

を
放
ち
て
倒
る
る
勢
い
を
作
す
。
師
云
く
、「
這
个
の
師
僧
、
風
を
患
い
去
れ
り
。」

【
日
譯
】

　

師
は
ま
た
あ
る
時
、
僧
に
問
う
た
、「
こ
の
堂
中
に
は
一
千
人
ほ
ど
も
修
行
僧
が
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
で
は
と
て
も
、

こ
い
つ
は
龍
だ
こ
い
つ
は
蛇
だ
と
判
別
で
き
ぬ
。
そ
れ
に
き
み
の
ほ
う
か
ら
消
息
も
よ
こ
さ
な
い
」。
長
慶
が
言
っ
た
、「
こ

こ
に
水
深
を
測
る
拄
杖
が
あ
り
ま
す
ぞ
」。
師
、「
で
は
聞
く
が
、
わ
し
の
と
こ
ろ
は
ど
う
だ
」。
長
慶
は
バ
タ
ッ
と
倒
れ
る

ふ
り
を
し
た
。
師
、「
こ
の
坊
さ
ん
、
口
が
き
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ぞ
。」

【
注
釋
】



76

○
本
則
は
他
に
收
錄
を
見
な
い
。

○
師
又
時
問
僧
：
堂
中
有
一
千
餘
人
，
爭
委
得
他
是
龍
是
虵
？ 

又
不
通
个
消
息　

こ
の
こ
ろ
雪
峯
山
は
一
千
餘
の
僧
を
擁

す
る
大
教
團
に
な
っ
て
い
た
。「
龍
蛇
は
辨
じ
易
く
、
納
子
は
謾
じ
難
し
」（
龍
と
蛇
を
見
分
け
る
の
は
簡
單
だ
が
、
本
物
の

禪
僧
を
見
分
け
る
の
は
困
難
だ
。『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
八
・
南
泉
章
）
と
言
わ
れ
る
。
南
泉
山
に
も
五
百
僧
が
い
た
。
ま
た

後
の
時
代
の
例
で
あ
る
が
、『
碧
巖
錄
』
第
一
一
則
頌
評
唱
に
「
雪
竇
道い

わ
く
、『
寰
海
に
端
居
し
て
龍
蛇
を
定
む
』
と
。

是
れ
龍
な
る
か
是
れ
蛇
な
る
か
、
入
門
し
來
ら
ば
便
ち
驗
取
せ
よ
。
こ
れ
を
龍
蛇
を
定
む
る
眼
、
虎こ

兕じ

を
擒と

ら

う
る
機
と
謂

う
」
と
あ
っ
て
、
す
ぐ
れ
た
師
で
あ
れ
ば
、
入
門
者
が
龍
で
あ
る
か
蛇
で
あ
る
か
を
た
だ
ち
に
見
分
け
る
の
だ
と
し
て
い

る
。「
又
不
通
个
消
息
」
と
は
「
き
み
は
ど
う
し
て
、
自
己
の
修
行
の
あ
り
よ
う
を
述
べ
て
、
わ
し
に
確
認
し
よ
う
と
し

な
い
の
か
。」

○
長
慶
云
：
有
个
沁
水
杖
子　

長
慶
慧
稜
（
八
五
四
～
九
三
二
）
が
答
え
た
、「
水
の
深
さ
を
測
る
拄
杖
が
あ
る
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。」
僧
の
境
地
の
深
淺
を
測
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。「
沁
水
」
は
「
探
水
」
の
義
。
韓
愈
「
同
宿
聯
句
」
の
「
義
泉

雖
至
近
，
盜
索
不
敢
沁
」（
孟
郊
）
の
注
に
「
北
人
以
物
探
水
爲
沁
」（『
昌
黎
先
生
詩
集
注
』
卷
八
）。『
景
德
傳
燈
錄
』
卷

一
〇
・
趙
州
章
に
、

又
到
夾
山
，
將
拄
杖
入
法
堂
。
夾
山
曰
：
「
作
麼
？
」
師
云
：
「
沁
水
。」
夾
山
曰
：
「
一
滴
也
無
，
沁
什
麼
？
」
師

倚
杖
而
出
。（
校
：
沁
字
，
元
刊
本
作
探
）

つ
ぎ
に
夾
山
に
至
っ
た
。
拄
杖
を
ひ
っ
さ
げ
て
法
堂
へ
ず
け
ず
け
と
踏
み
こ
ん
だ
。
夾
山
「
ど
う
い
う
つ
も
り

だ
？
」
師
「
深
さ
を
測
る
。」
夾
山
「
水
な
ど
一
滴
も
な
い
。
な
に
を
測
る
の
か
？
」
師
は
拄
杖
を
つ
い
て
出
て

行
っ
た
。

○
師
云
：
汝
道
，
我
這
裏
作
摩
生　
「
で
は
、
そ
れ
で
わ
し
の
と
こ
ろ
を
測
っ
て
み
て
く
れ
。」
長
慶
は
助
言
を
し
た
の
で
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あ
っ
て
、
な
に
も
雪
峯
を
試
み
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
多
く
の
修
行
僧
を
か
か
え
指
導
に
苦
慮
し
て
い
た
雪

峯
は
、
自
分
の
指
導
能
力
を
問
わ
れ
た
と
受
け
取
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

○
慶
放
身
作
倒
勢　
「
放
身
作
倒
勢
」
は
身
を
投
げ
出
し
て
そ
の
場
に
倒
れ
こ
む
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
を
す
る
。
長
慶
は
雪
峯
の

言
い
ぐ
さ
を
聞
い
て
失
望
し
た
。
本
章
第
六
則
の
雪
峯
が
「
倒
臥
」
し
た
例
を
參
照
。　

○
這
个
師
僧
患
風
去
也　
『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
一
・
大
隋
法
眞
章
に
い
う
、「
師
口
作
患
風
勢
云
：
『
還
有
人
醫
得
我
口

麼
？
』
…
…
七
日
後
，
師
自
摑
口
令
正
。」
こ
の
「
患
風
」（「
風
」
は
「
瘋
」
に
通
ず
）
を
『
祖
堂
集
』
で
は
「
患
口
喎
」

に
作
る
。
口
が
歪
ん
で
正
常
に
話
せ
な
い
神
經
性
の
病
氣
を
い
う
。「
去
也
」
は
完
了
を
表
わ
す
。
雪
峯
が
こ
う
い
っ
た

の
は
、
む
ろ
ん
一
種
の
て
れ
隱
し
で
あ
ろ
う
。

〔
四
七
〕
一
劃

　

潙
山
與
仰
山
一
夜
語
話
次
，
潙
山
問
仰
山
：
「
子
一
夜
商
量
，
成
得
什
摩
邊
事
？
」
仰
山
便
一
劃
。
潙
山
云
：
「
若
不
是

吾
，
洎
被
汝
惑
。」

　

有
人
問
長
慶
：
「
仰
山
一
劃
，
意
作
摩
生
？
」
便
竪
起
指
。
又
問
順
德
，
順
德
又
竪
起
指
。
其
僧
云
：
「
佛
法
不
可
思

議
！ 

千
聖
同
轍
。」

　

其
僧
又
擧
似
師
。
師
云
：
「
兩
个
總
錯
會
古
人
事
。」
其
僧
却
問
師
，
師
云
：
「
只
是
个
橫
事
。」

【
訓
讀
】

　

潙
山 

仰
山
と
一
夜
語
話
す
る
次お

り

、
潙
山 

仰
山
に
問
う
、「
子

な
ん
じ

一
夜
商
量
す
る
に
、
什
摩
邊
の
事
を
か
成
し
得
た
る
？
」

仰
山
便
ち
一
劃
す
。
潙
山
云
く
、「
若
し
是
れ
吾
な
ら
ざ
れ
ば
、
洎ほ

と

ん
ど
汝
に
惑
わ
さ
れ
ん
と
す
。」

　

有
る
人 

長
慶
に
問
う
、「
仰
山
の
一
劃
、
意
は
作い

か

ん
摩
生
？
」
便
ち
指
を
竪
起
す
。
又
た
順
德
に
問
う
。
順
德
も
又
た
指
を
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竪
起
す
。
其
の
僧
云
く
、「
佛
法
は
不
可
思
議
な
り
！ 

千
聖 

轍
を
同
じ
う
す
。」

　

其
の
僧
、
又
た
師
に
擧
似
す
。
師
云
く
、「
兩
个
總
て
古
人
の
事
を
錯
會
す
。」
其
の
僧
却
て
師
に
問
う
。
師
云
く
、「
只

だ
是
れ
个
の
橫
事
な
り
。」

【
日
譯
】

　

あ
る
晩
、
潙
山
は
仰
山
と
話
を
し
て
い
た
時
、
仰
山
に
問
う
た
。「
そ
な
た
は
ひ
と
晩
し
ゃ
べ
っ
て
、
い
っ
た
い
ど
う
い

う
こ
と
を
成
し
と
げ
た
の
か
。」
仰
山
は
手
を
さ
っ
と
ひ
と
振
り
し
た
。
潙
山
、「
も
し
わ
し
で
な
か
っ
た
な
ら
、
お
前
さ
ん

に
惑
わ
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
。」

　

あ
る
僧
が
こ
の
話
に
つ
い
て
長
慶
慧
稜
に
問
う
た
、「
仰
山
の
ひ
と
振
り
に
は
、
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
。」
長
慶
は
指
を
立
て
た
。
僧
は
つ
ぎ
に
順
德
に
質
問
す
る
と
、
順
德
も
指
を
立
て
た
。
そ
の
僧
は
讚
嘆
し
た
、「
佛
法
は

な
ん
と
素
晴
ら
し
い
！ 

す
べ
て
の
聖
人
は
同
じ
道
を
歩
む
」。

　

そ
の
僧
は
こ
の
こ
と
を
雪
峯
に
話
し
た
。
雪
峯
、「
ふ
た
り
と
も
古
人
を
誤
解
し
て
お
る
。」
僧
は
こ
ん
ど
は
雪
峯
に
問
う

た
。
雪
峯
、「
降
っ
て
沸
い
た
災
難
に
過
ぎ
ぬ
。」

【
注
釋
】

○
本
則
は
潙
山
と
仰
山
の
問
答
を
雪
峯
門
下
で
商
量
し
た
記
錄
。
他
に
收
錄
を
見
な
い
。

○
潙
山
與
仰
山
一
夜
語
話
次　

こ
の
問
答
は
『
五
家
語
錄
』
の
潙
山
語
錄
『
潭
州
潙
山
靈
祐
禪
師
語
錄
』（『
大
正
藏
』
卷

四
七
）
に
見
え
る
。

師
問
仰
山
：
「
終
日
與
子
商
量
，
成
得
箇
甚
麼
邊
事
？
」
仰
山
於
空
中
畫
一
畫
。
師
云
：
「
若
不
是
吾
，
終
被
子
惑
。」

（
T
四
七
・
五
七
九
ｃ
）

『
禪
門
拈
頌
集
』
卷
一
〇
・
潙
山
章
に
引
く
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
あ
と
に
「
仰
山
遂
問
：
『
終
日
請
益
和
尚
，
成
得
箇
甚
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麼
邊
事
？
』
師
云
：
『
釣
竿
岸
上
，
船
在
中
流
。』
仰
山
禮
拜
便
出
。」
と
い
う
や
り
と
り
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た

『
禪
林
類
聚
』
卷
七
・
對
機
類
の
潙
山
章
に
も
こ
の
問
答
を
載
せ
る
。

○
子
一
夜
商
量
，
成
得
什
摩
邊
事　
「
成
得
什
摩
邊
事
」
は
「
そ
の
結
果
ど
う
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
か
」
の
意
の
一
種
の

慣
用
句
で
あ
る
。
以
下
の
例
を
見
よ
。

⑴
又
問
：
「
從
凡
入
聖
則
不
問
，
從
聖
入
凡
時
還
如
何
？
」
曹
山
云
：
「
成
得
个
一
頭
水
牯
牛
。」（
本
書
卷
一
六
・
南
泉

章
）ま

た
問
う
、「『
凡
よ
り
聖
に
入
る
』
こ
と
は
問
い
ま
せ
ん
、『
聖
よ
り
凡
に
入
る
』
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う

か
。」
曹
山
、「
れ
い
の
〈
一
頭
の
水
牯
牛
に
な
る
〉（
水
牛
に
生
ま
れ
か
わ
っ
て
償
債
す
る
）
と
い
う
こ
と
だ
。」

⑵
又
僧
問
曹
山
：
「
只
如
水
牯
牛
，
成
得
个
什
摩
邊
事
？
」
曹
山
云
：
「
只
是
飮
水
喫
草
底
漢
。」（
本
書
卷
一
六
・
南
泉

章
）ま

た
僧
が
曹
山
に
問
う
、「
南
泉
和
尚
が
、『
わ
し
は
死
ん
だ
ら
一
頭
の
水
牯
牛
に
生
ま
れ
か
わ
る
』
と
言
っ
た
、
れ

い
の
〈
水
牯
牛
〉
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？
」
曹
山
、「
た
だ
水
を
飮
み
草
を
食
う
こ
と
し

か
知
ら
ぬ
輩
の
こ
と
だ
。」

⑶
如
躰
禪
師
《
雄
頌
》
曰
：
「
古
曲
發
聲
雄
，
今
古
唱
還
同
。
若
論
第
一
拍
，
祖
佛
盡
迷
蹤
。」
長
慶
拈
問
僧
：
「
只
如

祖
佛
盡
迷
蹤
，
成
得
个
什
摩
邊
事
？
」
對
云
：
「
成
得
个
佛
未
出
世
時
事
、
黑
豆
未
生
芽
時
事
。」
慶
云
：
「
只
如
佛

未
出
世
時
事
、
黑
豆
未
生
芽
時
事
，
成
得
个
什
摩
邊
事
？
」
對
云
：
「
某
甲
到
這
裏
擧
不
得
。
未
審
和
尚
如
何
？
」
慶

云
：
「
成
得
个
［
絶
］
痕
縫
邊
事
。」（
本
書
卷
一
一
・
惟
勁
章
）

如
躰
禪
師
の
《
雄
頌
》
に
い
う
、「
古
曲
發
聲
雄
な
り
、
今
古
唱
う
こ
と
還ま

た
同
じ
。
若
し
第
一
拍
を
論
ぜ
ば
、
祖

佛
盡
く
蹤

あ
し
あ
とを

迷
み
う
し
なう

。」
こ
れ
に
つ
い
て
長
慶
が
僧
に
問
う
、「
れ
い
の
〈
祖
佛
盡
く
蹤
を
迷
う
〉
と
は
、
い
っ
た
い
ど
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う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
ね
？
」
僧
、「
そ
れ
は
〈
佛
陀
が
い
ま
だ
出
生
せ
ぬ
時
の
こ
と
、
經
典
が
い
ま
だ
説
か
れ

ぬ
時
の
こ
と
〉
を
言
う
の
で
す
。」
長
慶
、「
で
は
〈
佛
陀
が
い
ま
だ
出
生
せ
ぬ
時
の
こ
と
、
經
典
が
い
ま
だ
説
か
れ

ぬ
時
の
こ
と
〉
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
ね
？
」
僧
、「
そ
の
點
に
な
る
と
、
わ
た
く
し
は
も

う
言
え
ま
せ
ん
。
和
尚
は
い
か
が
で
す
か
？
」
長
慶
、「
ま
っ
た
く
縫
い
目
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。」

○
仰
山
便
一
劃　
「
一
劃
」
は
潙
山
語
錄
で
は
「
於
空
中
畫
一
畫
」
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
空
中
に
手
を
さ
っ
と
振
る
こ

と
。「
こ
れ
が
ひ
と
晩
語
り
あ
っ
て
、
わ
た
し
が
得
た
結
論
で
す
」。
な
に
を
語
っ
て
い
た
か
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
そ

れ
は
「
道
」（
ま
た
は
「
佛
」、「
禪
」
な
ど
）
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
ろ
う
。『
禪
林
類
聚
』
卷
七
・
潙
山
章
に
引
く
雲
居
了

元
（
佛
印
禪
師
、
一
〇
三
二
～
九
八
）
の
頌
で
は
「
盡
日
商
量
す
古
佛
の
言
。
當そ

の
時
の
一
劃
は
却
っ
て
冤あ

だ

と
成
る
。
今

に
至
る
も
尚
お
潙
山
あ
り
。
道
う
莫
れ
宗
枝
は
子
孫
を
絕
つ
と
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
の
「
一
劃
」
の
動
作
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
は
、
長
慶
（
慧
稜
）、
順
德
（
鏡
清
道
怤
）
の
理
解
（「
指
を
起
て
る
」
の
と
同
じ
だ
）
か
ら
推
し
て
、「
手
を

さ
っ
と
一
振
り
す
る
」
こ
と
が
道
だ
と
示
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
作
用
即
性
」。
張
商
英
「
洪
州
寶
峯
禪
院
選
佛
堂
記
」

に
、「
凡
そ
吾
が
選
に
與あ

づ
かる

者
は
、
心
空
な
る
の
み
。
弟
子
、
堂
に
造い

た

り
て
問
う
有
り
。
宗
師
踞こ

ざ坐
し
て
答
う
る
有
り
。

或
い
は
こ
れ
に
示
す
に
玄
要
を
以
て
し
、
或
い
は
こ
れ
に
示
す
に
料
揀
を
以
て
し
、
或
い
は
こ
れ
に
示
す
に
法
鏡
三
昧
を

以
て
し
、
或
い
は
こ
れ
に
示
す
に
道
眼
の
因
緣
を
以
て
し
、
或
い
は
こ
れ
に
示
す
に
向
上
の
一
路
を
以
て
し
、
或
い
は
こ

れ
に
示
す
に
末
後
の
一
句
を
以
て
し
、
或
い
は
こ
れ
に
示
す
に
當
頭
を
以
て
し
、
或
い
は
こ
れ
に
示
す
に
平
實
を
以
て

し
、
或
い
は
揚
眉
瞬
目
し
、
或
い
は
擧
拂
敲
床
し
、
或
い
は
圓
相
を
畫
し
、
或
い
は
劃
一
畫
し
、
或
い
は
掌
を
拍
ち
、
或

い
は
舞
い
を
作
す
。
吾
が
機
に
契
う
者
は
、
其
の
心
の
空
な
る
を
知
る
。
其
の
心
の
空
な
る
を
知
ら
ば
則
ち
佛
は
果
し
て

以
て
選
ぶ
べ
し
。」（『
緇
門
警
訓
』
卷
三
）

○
若
不
是
吾
，
洎
被
汝
惑　

ほ
か
の
者
だ
っ
た
ら
、
そ
な
た
に
惑
わ
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
。
ほ
か
の
者
は
そ
な
た
の
「
手
を
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さ
っ
と
一
振
り
」
が
「
道
だ
」
と
誤
解
す
る
ぞ
。「
作
用
即
性
」
を
示
す
こ
と
は
あ
く
ま
で
、
道
を
問
う
者
へ
の
方
便
で

あ
る
。

○
有
人
問
長
慶
：
仰
山
一
劃
，
意
作
摩
生
？ 

便
竪
起
指
。
又
問
順
德
，
順
德
又
竪
起
指　

長
慶
慧
稜
、
順
德
（
鏡
清
道
怤
）

の
理
解
は
、「
そ
れ
は
れ
い
の
〈
指
を
起
て
る
〉
の
と
同
じ
だ
」
と
い
う
こ
と
。〈
指
を
起
て
る
〉
こ
と
は
倶
胝
和
尚
の
次

の
話
が
有
名
で
あ
る
。

師
因
住
庵
時
，
有
尼
衆
名
實
際
，
戴
笠
子
執
錫
，
遶
師
三
匝
，
卓
錫
前
立
，
問
師
曰
：
「
和
尚
若
答
，
某
甲
則
下
笠

子
。」
師
無
對
。
其
尼
便
發
去
。
師
云
：
「
日
勢
已
晚
，
且
止
一
宿
。」
尼
云
：
「
若
答
得
則
宿
，
若
答
不
得
則
進
前

行
。」
師
歎
曰
：
「
我
是
沙
門
，
被
尼
衆
所
笑
。
濫
處
丈
夫
之
形
，
而
無
丈
夫
之
用
。」
欲
出
山
參
尋
知
識
。
宴
寂
之

中
，
忽
然
神
人
報
言
：
「
三
五
日
間
，
有
大
菩
薩
人
到
來
，
爲
和
尚
説
法
。」
未
逾
旬
日
，
天
龍
和
尚
到
來
。
師
接
足

前
迎
，
侍
立
之
次
，
具
陳
上
事
：
「
未
審
如
何
對
他
？
」
天
龍
竪
起
一
指
，
師
當
時
大
悟
。
後
來
爲
衆
云
：
「
某
甲
得

天
龍
和
尚
一
指
頭
禪
，
一
生
用
不
盡
。」（
本
書
卷
一
九
）

　
『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
一
で
は
倶
胝
の
ま
ね
を
す
る
童
子
の
話
が
加
わ
る
。「
指
を
起
て
る
」
と
い
う
所
作
を
し
た
の
は
ほ

か
に
も
鄂
州
無
等
（
馬
祖
嗣
，『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
七
）、
五
峯
常
觀
（
百
丈
懷
海
嗣
，『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
九
）
が
あ
り
、
し

か
も
そ
れ
に
對
し
て
は
早
く
か
ら
批
判
が
あ
っ
た
。

⑴
師
垂
語
云
：
「
古
人
擧
一
手
，
竪
一
指
：
〈
是
禪
〉、〈
是
道
〉。
此
語
繫
縛
人
，
無
有
住
時
。
假
饒
不
説
，
亦
有
口

禍
。」（
本
書
卷
一
四
・ 

百
丈
章
）

⑵
師
曰
：
「
倶
胝
承
當
處
莽
鹵
，
只
認
得
一
境
一
機
。」（『
曹
山
錄
』
卷
下
）

⑶
師
云
：
「
我
當
時
若
見
，
與
伊
拗
折
指
頭
。」（『
玄
沙
廣
錄
』
卷
下
）

○
佛
法
不
可
思
議
！ 

千
聖
同
轍　

僧
は
仰
山
、
長
慶
、
鏡
清
三
人
が
同
じ
境
地
だ
と
見
て
喜
ん
だ
。「
千
聖
同
轍
」
は
、
あ
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ら
ゆ
る
聖
人
は
同
じ
道
を
行
く
、
優
れ
た
人
の
思
想
は
一
致
す
る
。
も
と
は
僧
肇
の
言
葉
。『
肇
論
』
涅
槃
無
名
論
お
よ

び
『
注
維
摩
詰
經
』
卷
九
・
菩
薩
行
品
「
名
爲
多
陀
阿
伽
度
」
の
注
に
見
え
る
。

○
師
云
：
兩
个
總
錯
會
古
人
事
。
其
僧
却
問
師
，
師
云
：
只
是
个
橫
事 　
「
長
慶
も
鏡
清
も
仰
山
の
こ
と
を
誤
解
し
て
い

る
」。「
古
人
之
事
」
と
は
仰
山
の
「
一
劃
」
を
指
す
。
雪
峯
は
仰
山
の
「
一
劃
」
と
倶
胝
の
「
竪
起
指
」
は
同
旨
で
は
な

い
、
と
見
て
い
る
。
倶
胝
の
「
竪
起
指
」
は
天
龍
和
尚
に
教
唆
さ
れ
て
ま
ね
た
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
を
認
め
な
い
と
い
う
批

判
が
あ
っ
た
こ
と
は
前
注
の
と
お
り
。
で
は
仰
山
の
「
一
劃
」
は
な
ぜ
同
じ
で
な
い
の
か
。
雪
峯
は
「
あ
れ
は
た
だ
〈
橫

事
〉
に
す
ぎ
な
い
か
ら
だ
」
と
言
う
。「
橫
事
」
は
不
慮
の
禍
い
、
降
っ
て
湧
い
た
災
難
な
ど
を
い
う
。『
唐
摭
言
』
卷

一
四
「
主
司
失
意
」
條
に
「
必
使
獄
絶
冤
人
，
巷
無
橫
事
」、『
宋
高
僧
傳
』
卷
一
一
・
鹽
官
齊
安
傳
に
「
禁
雜
言
，
止
橫

事
，
恐
累
佛
法
」。
で
は
、
こ
こ
で
は
な
ぜ
「
橫
事
」
に
な
る
の
か
。
雪
峯
に
よ
れ
ば
、
仰
山
の
「
一
劃
」
は
潙
山
に
問

わ
れ
、
迫
ら
れ
て
示
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
方
便
な
の
で
あ
り
、
非
難
を
浴
び
る
の
も
や
む
を
得
な
い
。「
仰
山
便
一
劃
」

の
注
に
引
い
た
雲
居
了
元
の
頌
に
も
「
當そ

の
時
の
一
劃
は
却
っ
て
冤あ

だ

と
成
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
「
降
っ
て
湧

い
た
災
難
」
で
あ
る
。
し
か
し
潙
山
は
「
わ
し
は
そ
れ
が
方
便
だ
と
心
得
て
い
る
」
と
保
證
し
て
く
れ
て
い
る
。
雪
峯
が

こ
う
い
う
理
解
を
し
た
の
は
、
雪
峯
じ
し
ん
指
導
者
と
し
て
方
便
を
も
ち
い
ざ
る
を
得
な
い
立
場
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。

〔
四
八
〕
村
塾
先
生
の
送
別
詩

　

師
初
出
家
時
，
儒
假
大
德
送
三
首
詩
：

光
陰
輪
謝
又
逢
春
， 

池
柳
亭
梅
幾
度
新
？

汝
別
家
郷
須
努
力
， 

莫
將
辜
負
丈
夫
身
。
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又
云
：

鹿
羣
相
受
豈
能
成
？ 

鸞
鳳
終
須
萬
里
征
。

何
況
故
園
貧
與
賤
， 

蘇
秦
花
錦
事
分
明
。　
　

   

又
云
：

原
憲
守
貧
志
不
移
， 

顔
回
安
命
更
誰
知
？

嘉
禾
未
必
春
前
熟
， 

君
子
從
來
用
有
時
。

【
訓
讀
】

   

師
初
め
て
出
家
せ
し
時
、
儒
假
大
德
、
三
首
の
詩
を
送
る
。

光
陰
輪
謝
し
て
又
た
春
に
逢
う
、
池
柳
亭
梅
幾
度
か
新
た
な
る
。

汝 

家
郷
に
別
る 

須
ら
く
努
力
す
べ
し
、
將も

っ

て
丈
夫
の
身
に
辜こ

負ぶ

す
る
莫
れ
。

   

又
た
云
く
、

鹿
羣
相
受
く
る
は
豈
に
能
く
成
さ
ん
や
、
鸞
鳳
は
終
に
須
ら
く
萬
里
を
征ゆ

く
べ
し
。

何
ぞ
況
ん
や
故
園
は
貧
に
し
て
賤
な
る
を
や
、
蘇
秦
の
花
錦
は
事
分
明
な
り
。

   

又
た
云
く
、

原
憲
は
貧
を
守
り
て
志
移
ら
ず
、
顔
回
は
命
に
安
ん
ぜ
し
こ
と 

更
に
誰
か
知
ら
ん
。

嘉
禾
は
未
だ
必
ず
し
も
春
前
に
熟
さ
ず
、
君
子
は
從も

と來
よ
り
用
い
ら
る
る
に
時
有
り
。

【
日
譯
】

　

師
が
出
家
し
た
時
に
、
儒
假
大
德
が
三
首
の
詩
を
送
っ
た
。
第
一
首
に
は
、

月
日
は
め
ぐ
り
、
ま
た
春
が
來
て
、
池
の
柳
も
あ
ず
ま
や
の
梅
も
い
く
た
び
芽
ぶ
い
た
こ
と
か
。
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き
み
は
い
ま
家
郷
を
離
れ
る
の
だ
ね
。
し
っ
か
り
努
力
し
な
さ
い
。
あ
た
ら
丈
夫
の
身
を
無
駄
に
し
て
は
な
ら
ぬ
。

　

第
二
首
に
は
、

鹿
の
よ
う
に
群
れ
て
平
穩
に
暮
ら
す
よ
う
で
は
、
功
を
成
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
鸞
鳳
は
か
な
ら
ず
や
遙
か
萬
里
を

飛
ぶ
も
の
だ
。

ま
し
て
き
み
の
家
は
貧
し
く
地
位
も
な
い
の
だ
か
ら
。
蘇
秦
が
故
郷
に
錦
を
か
ざ
っ
た
事
を
知
っ
て
い
る
ね
。

　

第
三
首
に
は
、

原
憲
は
貧
し
く
と
も
志
を
變
え
ず
、
顔
回
が
貧
し
く
と
も
運
命
に
甘
ん
じ
て
生
き
た
こ
と
を
、
い
っ
た
い
た
れ
が
知
り

え
よ
う
。

よ
き
穀
物
は
春
に
な
ら
ね
ば
熟
さ
な
い
。
君
子
は
も
と
よ
り
時
機
が
來
れ
ば
能
力
を
發
揮
で
き
る
も
の
だ
。

【
注
釋
】

○
本
則
は
本
書
の
ほ
か
に
收
錄
を
見
な
い
。

○
師
初
出
家
時　

義
存
は
太
和
七
年
（
八
三
三
）
一
二
歲
の
と
き
莆
田
縣
玉
澗
寺
に
お
い
て
慶
玄
律
師
に
つ
い
て
出
家
し

た
。
本
章
〔
一
〕
行
歷
の
注
參
照
。
い
ま
、
ふ
た
つ
の
資
料
を
補
う
。
宋
の
李
幼
傑
『
莆
陽
比
事
』
卷
七
「
禪
林
高
僧
，

佛
岡
戒
尼
」
の
注
に
「
義
存
，
姓
曾
，
年
十
二
于
莆
田
玉
澗
寺
出
家
」
と
あ
り
、
玉
澗
寺
に
つ
い
て
、「
今
華
嚴
寺
。
塑

像
猶
存
」（
宋
代
に
華
嚴
寺
と
改
名
さ
れ
、
雪
峯
禪
師
の
塑
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
）
と
い
う
注
記
が
あ
る
。
ま
た
『
雪
峯
語

錄
』
卷
下
偈
語
に
出
家
に
際
し
て
の
作
「
辭
曾
氏
」
一
首
を
錄
す
。「
昔
年
曾
許
鬱
多
羅
，
直
至
如
今
未
動
梭
。
此
日
且

隨
雲
水
去
，
誰
能
待
得
鴨
成
鵝
？
」（
以
前
僧
衣
を
著
る
許
し
を
得
た
が
、
今
ま
で
織
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
今
日
こ
そ
は
雲

や
水
と
と
も
に
出
か
け
よ
う
。
鴨
が
鵞
鳥
に
な
る
ま
で
待
っ
て
い
ら
れ
な
い
）。
黃
滔
撰
碑
に
い
う
「
九
歲
請
出
家
，
叶
而
未

即
」
の
記
述
と
符
合
す
る
。
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○
儒
假
大
德　
「
儒
假
」
は
未
詳
。「
大
德
」
は
僧
な
い
し
佛
教
信
者
に
對
す
る
尊
稱
で
あ
る
か
ら
「
儒
假
」
は
名
前
と
い
う

こ
と
に
な
る
が
、
詩
の
内
容
か
ら
見
て
、
村
塾
の
先
生
ら
し
く
、
ど
う
や
ら
無
名
の
わ
が
塾
師
を
か
り
に
こ
う
名
づ
け
て

記
念
と
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
む
ろ
ん
雪
峯
が
恩
師
の
送
別
詩
を
大
切
に
持
っ
て
い
た
か
ら
今
に
遺
っ
た
の
に
相
違

な
い
が
、
こ
う
い
う
詩
が
語
錄
中
に
入
っ
て
い
る
の
も
珍
し
い
。
三
首
の
送
別
詩
は
「
故
園
は
貧
に
し
て
賤
」
と
い
う
な

ど
、
雪
峯
の
出
身
に
か
か
わ
る
傳
記
資
料
を
提
供
し
て
い
る
。『
年
譜
』
に
は
「
姓
は
曾
氏
。
父 

諱
は
勉
。
師
の
家
は
世よ

よ
佛
を
奉
ず
」
と
の
み
言
う
か
ら
、
庶
民
の
出
身
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

○
光
陰
輪
謝
又
逢
春  
「
輪
謝
」
は
季
節
の
交
謝
を
い
う
よ
う
だ
が
、
用
例
未
檢
。
つ
ま
り
詩
語
で
は
な
い
が
、
こ
の
一
句

か
ら
雪
峯
の
出
家
が
太
和
七
年
（
八
三
三
）
の
春
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

○
鹿
羣
相
受
豈
能
成  

「
相
受
」
は
「
相
安
相
受
」（
相
互
に
助
け
合
い
、
平
穩
に
暮
ら
す
）
の
意
。
語
は
『
周
禮
』
秋
官
士
師

に
も
と
づ
く
。「
士
師
之
職
…
…
掌
郷
合
州
黨
族
閭
比
之
聯
，
與
其
民
人
之
什
伍
，
使
之
相
安
相
受
，
以
比
追
胥
之
事
，

以
施
刑
罰
慶
賞
。」（
士
師
の
職
掌
は
、
郷
村
に
お
い
て
州
［
二
千
五
百
家
］
黨
［
五
百
家
］
族
［
百
家
］
閭
［
二
十
五
家
］
比

［
五
家
］
を
聯
合
し
て
村
民
の
軍
役
に
あ
る
者
と
と
も
に
、
郷
村
の
安
全
平
穩
を
は
か
ら
せ
る
た
め
に
、
盗
賊
捕
縛
、
刑
罰
褒
賞

を
お
こ
な
う
）

○
蘇
秦
花
錦
事
分
明  

「
花
錦
」
は
彩
色
模
樣
を
織
り
な
し
た
錦
緞
。
榮
華
の
象
徴
。
戰
國
縱
橫
家
蘇
秦
が
貧
賤
に
甘
ん
ぜ

ず
、
郷
關
を
出
て
舌
一
枚
に
よ
っ
て
奮
闘
、
つ
い
に
六
國
宰
相
の
印
を
佩
し
て
故
郷
に
錦
を
飾
っ
た
故
事
。
そ
の
語
に

「
且
使
我
有
雒
陽
負
郭
田
二
頃
，
吾
豈
能
佩
六
國
相
印
乎
！
」（『
史
記
』
蘇
秦
列
傳
）
と
い
う
。「
事
分
明
」
と
は
「
き
み

も
よ
く
知
っ
て
い
る
は
ず
だ
、
わ
た
し
が
塾
で
教
え
た
こ
と
だ
」
と
い
う
含
み
で
あ
ろ
う
。

○
原
憲
守
貧
志
不
移　

原
憲
は
孔
子
の
弟
子
中
、
貧
賤
に
甘
ん
じ
節
操
を
守
っ
た
人
と
し
て
稱
せ
ら
れ
る
。
字
は
子
思
。

『
論
語
』
憲
問
篇
に
「
子
思
問
恥
。
子
曰
：
邦
有
道
，
穀
；
邦
無
道
，
穀
，
恥
也
。」
孔
子
が
魯
の
司
寇
と
な
っ
た
と
き
、
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貧
乏
で
あ
っ
た
原
憲
を
家
宰
に
と
り
立
て
て
粟
九
百
を
與
え
た
が
、
多
す
ぎ
る
と
辭
退
し
、
孔
子
の
死
後
は
仕
え
ず
草
澤

中
に
隱
居
し
た
と
い
う
（『
莊
子
』
讓
王
篇
、『
史
記
』
仲
尼
弟
子
列
傳
）。
こ
れ
が
「
志
移
ら
ず
」（
孔
子
の
戒
め
を
守
っ
た
）

で
あ
る
。
孔
門
に
貧
者
三
人
あ
り
、
顏
回
は
道
を
樂
し
み
、
閔
子
騫
は
禮
（
孝
行
）
に
厚
く
、
原
憲
は
節
操
を
守
っ
た
。

な
お
本
句
原
文
は
「
原
憲
」
を
「
憲
原
」
に
誤
る
。

○
顔
回
安
命
更
誰
知  

『
論
語
』
雍
也
篇
に
孔
子
の
語
と
し
て
、「
賢
哉
，
回
也
！ 

一
簞
食
、
一
瓢
飮
，
在
陋
巷
。
人
不
堪

其
憂
，
回
也
不
改
其
樂
。
賢
哉
，
回
也
！
」
と
い
う
。
こ
れ
が
「
安
命
」。「
更
誰
知
」（
そ
の
安
命
の
境
地
は
［
孔
子
以
外

の
］
た
れ
に
も
知
ら
れ
な
か
っ
た
）
と
い
う
の
は
、
顏
回
が
死
ん
だ
と
き
、
門
人
が
慘
め
で
可
哀
そ
う
に
思
っ
て
厚
葬
し

よ
う
と
し
た
こ
と
（
先
進
篇
）
を
指
す
か
。

○
君
子
從
來
用
有
時  
貧
乏
に
負
け
ず
、
志
を
守
っ
て
、
將
來
有
爲
の
君
子
と
し
て
大
成
し
て
く
れ
る
よ
う
期
待
す
る
。
出

家
に
際
し
て
の
送
別
ら
し
か
ら
ぬ
表
現
で
あ
る
が
、
三
首
と
も
佛
教
語
が
も
ち
い
ら
れ
ず
、
典
故
が
み
な
童
蒙
書
か
ら
で

あ
り
、
措
辭
も
拙
い
こ
と
か
ら
見
て
、
塾
師
ら
し
い
激
勵
の
詩
な
の
で
あ
ろ
う
。

〔
四
九
〕
ど
こ
か
ら
來
た
か

師
問
僧
：
「
什
摩
處
來
？
」
對
云
：
「
不
渉
途
中
。」
師
云
：
「
咄
！ 

這
蝦
褓
叫
！
」

【
訓
讀
】

　

師
僧
に
問
う
、「
什
摩
處
よ
り
か
來
る
？
」
對
え
て
云
く
、「
途
中
に
渉
ら
ず
。」
師
云
く
、「
咄と

つ

！ 

這
の
蝦が

褓ま

の
叫な

！
」

【
日
譯
】

　

師
は
僧
に
問
う
た
、「
ど
こ
か
ら
來
た
の
か
。」
僧
、「
途
中
を
經
過
し
て
い
ま
せ
ん
。」
師
、「
チ
ェ
ッ
！ 

こ
の
う
る
さ
い

蛙
野
郎
！
」
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【
注
釋
】

○
本
則
は
他
に
收
錄
を
見
な
い
。

○
不
渉
途
中　
「
ど
こ
か
ら
來
た
の
か
」
の
問
い
は
、
禪
問
答
に
あ
っ
て
は
行
脚
僧
の
今
の
據
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
を
檢
す
る

問
い
で
あ
る
。「
某
處
か
ら
來
た
」
と
答
え
る
と
、
た
だ
ち
に
「
彼
處
で
何
を
得
た
の
か
」
と
問
答
が
展
開
す
る
。
こ
の

僧
は
そ
れ
を
承
知
し
て
い
て
、「
某
處
か
ら
來
た
」
と
言
わ
ず
、「
途
中
を
經
過
せ
ず
、
一
擧
に
來
た
」
と
應
じ
た
。
ど
こ

か
で
だ
れ
か
の
禪
を
學
ん
だ
の
で
は
な
く
、「
い
ま
あ
る
我
は
本
然
の
我
（
本
來
の
自
己
）
で
あ
っ
て
、
そ
こ
を
見
て
い

た
だ
き
た
い
（
只
這
个
是
）」
と
の
氣
概
を
示
し
た
わ
け
で
あ
る
。『
睦
州
語
錄
』
に
も
、

問
僧
：
「
什
麼
處
來
？
」
僧
云
：
「
須
知
有
不
涉
程
途
者
。」
師
乃
咄
云
：
「
開
口
便
作
屎
臰
氣
。」（『
古
尊
宿
語
錄
』

卷
六
）　

　

と
あ
り
、「
不
涉
程
途
者
」
は
法
身
を
暗
示
し
て
い
る
。『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
六
・
雪
峯
章
の
、

師
問
僧
：
「
什
麼
處
來
？
」
僧
曰
：
「
近
離
浙
中
。」
師
曰
：
「
船
來
，
陸
來
？
」
曰
：
「
二
途
俱
不
涉
。」
師
曰
：

「
爭
得
到
遮
裏
？
」　

曰
：
「
有
什
麼
隔
礙
！
」
師
便
打
。

　

と
い
う
問
答
で
は
、
場
數
を
ふ
ん
だ
行
脚
僧
の
「
二
途
俱
不
涉
」（「
不
渉
途
中
」）、「
有
什
麼
隔
礙
」
な
る
答
え
が
、
た

だ
の
借
り
物
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
衝
か
れ
た
。

○
咄
！ 

這
蝦

叫　

蛙
が
鳴
く
と
は
、
騒
が
し
く
う
る
さ
い
こ
と
、
多
言
の
喩
え
。
言
葉
巧
み
な
だ
け
の
僧
を
叱
責
し
た
。

『
太
平
御
覽
』
卷
九
四
九
・
蝦
蟇
の
絛
に
、

文
子
曰
：
禽
子
曰
：
「
多
言
有
益
乎
？
」
墨
子
曰
：
「
蝦
蟇
蛙
黽
，
日
夜
恒
鳴
。」

楊
泉
物
理
論
曰
：
「
夫
虚
无
之
談
，
尚
其
華
藻
。
此
無
異
於
春
蛙
秋
蟬
聒
耳
而
已
。」

禪
錄
で
は
『
睦
州
語
錄
』
に
そ
の
例
が
多
く
見
え
る
。
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⑴
問
僧
：
「
你
是
行
脚
僧
，
是
否
？
」
僧
云
：
「
喏
！
」
師
云
：
「
築
著
便
蝦
褓
叫
。」
僧
云
：
「
某
甲
未
曾
有
語

在
。」
師
云
：
「
來
來
，
作
麽
生
道
？
」
僧
云
：
「
還
曾
遏
得
住
也
無
？
」
師
便
打
。

⑵
問
僧
：
「
什
麽
處
來
？
」
僧
云
：
「
識
得
即
知
來
處
。」
師
喝
云
：
「
這
蝦
褓
！ 

保
老
和
尚
作
活
計
。」
僧
云
：

「
莫
錯
！
」
師
云
：
「
放
你
三
十
棒
，
自
領
出
去
！
」

⑶
問
僧
：
「
什
麽
處
來
？
」
僧
云
：
「
齋
來
。」
師
云
：
「
將
單
錢
來
！
」
僧
云
：
「
和
尚
欠
少
什
麽
？
」
師
云
：

「
蝦
褓
叫
。」

『
雪
峯
語
錄
』
で
は
こ
の
手
の
行
脚
僧
を
「
蝦
蟇
衣
下
の
客
」
と
呼
ん
で
い
る
。

兄
弟
，
若
也
根
思
遲
回
，
切
須
勤
勤
著
地
。
莫
秖
者
邊
過
冬
，
那
邊
過
夏
，
收
拾
些
些
涕
唾
，
便
道
：
「
一
生
事
了
」。

但
擬
鈔
記
取
，
盡
是
識
學
依
通
。
者
般
底
我
喚
作
蝦
蟇
衣
下
客
。（
卷
上
・
九
a
）

〔
五
〇
〕
ど
こ
で
達
摩
に
逢
っ
た
か

　

又
問
僧
：
「
什
摩
處
來
？
」
對
云
：
「
江
西
來
。」
師
曰
：
「
什
摩
處
逢
達
摩
？
」
對
云
：
「
非
但
達
摩
，
更
有
亦
不

逢
。」
師
云
：
「
有
達
摩
不
逢
，
無
達
摩
不
逢
？
」
對
云
：
「
不
逢
説
什
摩
有
無
！
」
師
云
：
「
既
不
説
有
無
，
你
何
道
不

逢
？
」
僧
無
對
。

【
訓
讀
】

　

又
た
僧
に
問
う
、「
什い

づ

こ
摩
處
よ
り
か
來
る
？
」
對
え
て
云
く
、「
江
西
よ
り
來
る
。」
師
曰
く
、「
什
摩
處
に
か
達
摩
に
逢

う
？
」
對
え
て
云
く
、「
但
だ
達
摩
の
み
に
非
ず
、
更
に
有
る
も
亦
た
逢
わ
ず
。」
師
云
く
、「
達
摩
有
る
に
逢
わ
ざ
る
や
、

達
摩
無
く
し
て
逢
わ
ざ
る
や
？
」
對
え
て
云
く
、「
逢
わ
ざ
れ
ば
什
摩
の
有
無
を
か
説い

わ
ん
。」
師
云
く
、「
既
に
有
無
を
説

わ
ざ
れ
ば
、
你
何
ぞ
逢
わ
ず
と
道
う
や
？
」
僧
對
う
る
無
し
。
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【
日
譯
】

　

ま
た
僧
に
問
う
、「
ど
こ
か
ら
來
た
の
か
。」
僧
は
答
え
た
、「
江
西
か
ら
來
ま
し
た
。」
師
、「
ど
こ
で
達
摩
に
出
逢
っ
た

の
か
。」
僧
、「
達
摩
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
、
達
摩
以
上
の
祖
師
が
お
ら
れ
よ
う
と
も
、
出
逢
っ
た
り
な
ぞ
い
た
し
ま
せ

ぬ
。」
師
、「
達
摩
が
い
た
の
に
出
逢
わ
な
か
っ
た
の
か
、
達
摩
が
い
な
か
っ
た
か
ら
出
逢
わ
な
か
っ
た
の
か
。」
僧
、「
出
逢

わ
な
か
っ
た
の
で
す
か
ら
、
達
摩
が
い
る
い
な
い
な
ぞ
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。」
師
、「
達
摩
が
い
る
い
な
い
を
問
題
に
し

な
い
な
ら
、
き
み
は
ど
う
し
て
（
達
摩
に
）
出
逢
わ
な
か
っ
た
と
言
っ
た
の
か
。」
僧
は
答
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

【
注
釋
】

○
本
則
は
他
に
收
錄
を
見
ず
、
本
書
の
み
が
傳
え
る
話
頭
で
あ
る
。

○
什
摩
處
逢
達
摩　

そ
な
た
が
江
西
か
ら
來
た
の
な
ら
、
馬
大
師
が
「
汝
今
各お

の
おの

自
心
が
是
れ
佛
な
り
、
此
の
心
が
即
ち
佛

心
な
る
こ
と
を
信
ぜ
よ
。
是
の
故
に
達
摩
大
師
は
南
天
竺
國
よ
り
來
り
て
、
上
乘
一
心
の
法
を
傳
え
て
、
汝
を
し
て
開
悟

せ
し
む
。
又
た
數し

ば
しば

楞
伽
經
の
文
を
引
き
て
以
て
衆
生
の
心
地
を
印

し
ょ
う
め
いせ

る
は
、
汝
が
顚
倒
し
て
、
自
ら
此
の
一
心
の
法

は
各
各
之こ

れ

有
る
こ
と
を
信
ぜ
ざ
る
を
恐
る
れ
ば
な
り
」（
本
書
卷
一
四
・
江
西
馬
祖
章
）
と
言
わ
れ
た
こ
と
を
聽
い
て
い
る

は
ず
だ
。
達
摩
に
逢
う
と
は
、
自
己
の
心
が
佛
で
あ
る
と
い
う
事
實
に
氣
づ
く
こ
と
、
自
己
の
眞
面
目
を
識
る
こ
と
に
他

な
ら
な
い
。
出
逢
っ
た
な
ら
、
決
著
し
て
い
る
は
ず
だ
。
本
譯
注
第
二
五
則
「
正
眼
」
の
注
「
未
逢
達
摩
」
參
照
。

○
非
但
達
摩
，
更
有
亦
不
逢　

自
己
の
尊
貴
以
外
に
何
の
權
威
も
認
め
な
い
と
い
う
氣
概
を
示
す
。

○
有
達
摩
不
逢
，
無
達
摩
不
逢　

雪
峯
は
追
及
す
る
。「
き
み
の
氣
概
は
け
っ
こ
う
だ
が
、〈
逢
わ
ず
〉
と
言
っ
た
そ
れ
は
、

達
摩
が
い
た
の
に
出
逢
わ
な
か
っ
た
の
か
、
達
摩
が
い
な
か
っ
た
か
ら
出
逢
わ
な
か
っ
た
の
か
。」

○
不
逢
説
什
摩
有
無　

僧
は
動
じ
な
い
。「
出
逢
わ
な
か
っ
た
の
で
す
か
ら
、
達
摩
が
い
る
い
な
い
な
ぞ
問
題
で
は
あ
り
ま

せ
ぬ
。」
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○
既
不
説
有
無
，
你
何
道
不
逢　

雪
峯
は
さ
ら
に
追
及
す
る
。「
達
摩
が
い
る
い
な
い
を
問
題
に
し
な
い
な
ら
、
き
み
は
ど

う
し
て
達
摩
に
も
達
摩
以
上
の
祖
師
に
も
〈
出
逢
わ
な
か
っ
た
〉
と
言
っ
た
の
か
。」

○
僧
無
對
　
僧
は
「
自
己
の
外
に
一
切
の
權
威
を
認
め
な
い
」
こ
と
を
信
條
と
し
て
い
た
が
、
雪
峯
の
追
及
に
應
え
ら
れ

ず
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
そ
れ
が
却
っ
て
金
科
玉
條
と
な
っ
て
僧
を
繫
縛
し
て
い
た
こ
と
が
暴
露
さ
れ
た
。
雪
峯
が
「
備
頭

陀
，
何
不
徧
參
？
」
と
問
う
た
と
き
、
玄
沙
師
備
は
「
達
磨
不
來
東
土
」
と
答
え
て
雪
峯
に
認
め
ら
れ
た
（『
雪
峯
語
錄
』

卷
上
・
三
〇
b
）。
こ
の
答
え
は
、
い
ま
の
問
答
で
い
う
「
達
摩
に
逢
わ
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
お
そ
ら

く
江
西
で
も
福
建
で
も
、
こ
の
「
達
摩
に
出
逢
う
」
と
い
う
主
題
が
一
般
化
し
、「
達
摩
に
出
逢
う
必
要
は
な
い
」
と
答

え
る
こ
と
が
す
で
に
常
識
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
則
で
も
僧
が
「
非
但
達
摩
，
更
有
亦
不
逢
」
と
答
え
て
、
お

お
い
に
雪
峯
の
嘉
賞
を
受
け
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
に
、
雪
峯
が
容
易
に
許
さ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
ろ

う
。

〔
五
一
〕
南
山
の
鼈
鼻
蛇　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

師
示
衆
云
：
「
南
山
有
鼈
鼻
蛇
，
是
你
諸
人
好
看
取
！
」
衆
無
對
。

　

慶
代
云
：
「
和
尚
與
摩
道
，
堂
中
多
有
人
喪
身
失
命
。」

玄
沙
代
云
：
「
要
那
南
山
作
什
摩
？
」

暉
和
尚
頌
曰
：
「
雪
峯
養
得
一
條
蛇
，
寄
著
南
山
意
若
何
。
不
是
尋
常
毒
惡
物
，
參
玄
須
得
會
先
陀
。」

報
慈
和
：
「
勸
君
嶮
處
好
看
蛇
，
衝
著
臨
時
爭
奈
何
？ 
欲
得
安
身
免
負
物
，
向
南
看
北
正
先
陀
。」

【
訓
讀
】

　

師
、
衆
に
示
し
て
云
く
、「
南
山
に
鼈べ

つ

鼻び

蛇じ
ゃ

有
り
、
是
れ
你
諸
人
好
く
看
取
せ
よ
。」
衆
、
對こ

た

う
る
無
し
。



91

『祖堂集』卷七雪峯和尚章譯注（下）

　

慶
代
わ
り
て
云
く
、「
和
尚
與
摩
に
道
う
に
、
堂
中
多
く
人
の
喪
身
失
命
す
る
有
り
。」

　

玄
沙
代
わ
り
て
云
く
、「
那か

の
南
山
を
要
し
て
什な

摩ん

と
作
す
？
」

　

暉
和
尚
頌
し
て
曰
く
、「
雪
峯
養
得
す
一
條
の
蛇
、
南
山
に
寄
著
す
る
意
若い

か
ん何

？ 

是
れ
尋
常
の
毒
惡
物
な
ら
ず
、
參
玄
は

須
ら
く
先
陀
を
會
す
こ
と
を
得
べ
し
。」

　

報
慈
和
す
、「
君
に
勸
む
嶮
處
に
好
く
蛇
を
看
ん
こ
と
を
、
衝
著
時
に
臨
み
て
爭い

か奈
何ん

せ
ん
。
安
身
を
得
て
物ひ

と

に
負そ

む

く
を

免
か
れ
ん
と
欲
さ
ば
、
向み

な
み南

に
北
を
看
よ
正
に
先
陀
な
り
。」

【
日
譯
】

　

師
は
大
衆
に
垂
示
し
た
。「
南
山
に
鼈
鼻
蛇
が
い
る
、
諸
君
ら
こ
そ
は
よ
く
見
屆
け
よ
。」
大
衆
は
ど
う
答
え
て
よ
い
か
分

か
ら
ず
默
っ
た
ま
ま
だ
っ
た
。

　

長
慶
慧
稜
が
大
衆
に
代
わ
っ
て
言
う
、「
和
尚
が
そ
ん
な
こ
と
を
言
わ
れ
て
、
堂
中
で
大
勢
が
咬
ま
れ
て
命
を
失
い
ま
し

た
。」

　

玄
沙
師
備
が
大
衆
に
代
わ
っ
て
言
う
、「
そ
ん
な
南
山
を
持
ち
出
し
て
な
ん
に
な
る
の
だ
。」

　

暉
和
尚
が
ほ
め
歌
を
作
っ
た
。「
雪
峯
和
尚
が
飼
っ
て
い
た
一
匹
の
蛇
、
南
山
に
寄
託
し
た
意
圖
は
何
か
。
そ
ん
じ
ょ
そ

こ
ら
の
毒
蛇
で
は
な
い
、
禪
の
玄
旨
に
參
ず
る
に
は
怜
悧
な
修
行
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」

　

報
慈
和
尚
が
そ
れ
に
和
し
た
。「
君
た
ち
に
忠
告
す
る
、
南
山
の
嶮
し
き
高
處
に
潛
む
毒
蛇
を
よ
く
見
屆
け
る
こ
と
だ
。

さ
も
な
け
れ
ば
出
く
わ
し
た
と
き
に
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
ぞ
。
安
身
立
命
し
て
師
の
期
待
を
裏
切
ら
な
い
よ
う
に
し
た
い

な
ら
、
南
に
北
斗
を
見
よ
、
そ
う
で
あ
っ
て
こ
そ
怜
悧
の
修
行
者
な
の
だ
。」

【
注
釋
】

○
本
則
は
『
碧
巖
錄
』
第
二
二
則
に
よ
っ
て
よ
く
知
ら
れ
た
話
頭
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。
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雪
峯
示
衆
云
：
「
南
山
有
一
條
鼈
鼻
蛇
，
汝
等
諸
人
切
須
好
看
！
」
長
慶
云
：
「
今
日
堂
中
大
有
人
喪
身
失
命
。」
僧

擧
似
玄
沙
。
玄
沙
云
：
「
須
是
稜
兄
始
得
。
雖
然
如
此
，
我
即
不
恁
麼
。」
僧
云
：
「
和
尚
作
麼
生
？
」
玄
沙
云
：

「
用
南
山
作
什
麼
？
」
雲
門
以
拄
杖
攛
向
雪
峯
面
前
，
作
怕
勢
。

　

こ
れ
に
よ
る
と
、「
南
山
有
一
條
鼈
鼻
蛇
」
の
雪
峯
示
衆
に
長
慶
が
答
え
、
こ
れ
を
僧
が
玄
沙
に
話
し
た
。
そ
し
て
最
後

に
雲
門
が
登
場
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
雪
竇
頌
古
』
第
二
二
則
を
承
け
た
も
の
で
あ
り
、『
宏
智
頌
古
』
第
二
四
則
（『
從

容
錄
』
第
二
四
則
）、『
雪
峯
廣
錄
』
卷
下
、『
雪
峯
語
錄
』
卷
下
も
『
雪
竇
頌
古
』
を
承
け
る
。
こ
れ
に
對
し
て
長
慶
の

次
に
拄
杖
を
雪
峯
の
前
に
放
り
出
し
て
怖
が
っ
て
み
せ
た
雲
門
、
そ
し
て
玄
沙
の
コ
メ
ン
ト
と
な
る
の
が
『
宗
門
統
要
』

卷
八
に
始
ま
り
、『
聯
燈
會
要
』
卷
二
一
、『
禪
門
拈
頌
集
』
卷
一
九
、『
五
燈
會
元
』
卷
七
、『
五
家
正
宗
贊
』
卷
一
で
あ

る
。

　
『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
九
・
長
慶
章
は
「
雪
峯
謂
師
曰
：
〈
我
尋
常
向
師
僧
道
：
南
山
有
一
條
鼈
鼻
蛇
，
汝
諸
人
切
須
好

看
！
〉
師
曰
：
〈
今
日
堂
中
大
有
人
喪
身
失
命
。〉
雪
峯
然
之
。」
と
あ
っ
て
、
雪
峯
に
認
め
ら
れ
た
長
慶
を
語
る
も
の
と

し
て
編
集
さ
れ
て
い
る
。『
禪
源
通
錄
撮
要
』
卷
四
・
雲
門
章
は
「
謁
雪
峯
。
峯
方
堆
桅
坐
，
爲
衆
説
法
。
偃
犯
衆
出
，

熟
視
曰
：
〈
項
上
三
百
斤
鐵
枷
，
何
不
脫
却
？
〉
存
曰
：
〈
因
甚
到
與
麼
？
〉
偃
以
手
自
拭
其
目
，
趨
去
。
峯
心
異
之
。

明
日
陞
座
曰
：
〈
南
山
有
鼈
鼻
蛇
，
諸
人
出
入
好
看
！
〉
偃
以
拄
杖
攛
出
，
又
自
驚
慄
。
自
是
輩
流
改
觀
。」
と
あ
り
、

上
記
の
諸
資
料
と
は
文
脈
が
異
な
る
。『
禪
林
僧
寶
傳
』
卷
二
・
雲
門
傳
も
略
同
。

　
『
玄
沙
廣
錄
』
卷
上
（
禪
文
化
研
究
所
本
・
三
三
頁
）
で
は
、

僧
從
雪
峯
來
。
師
問
：
「
山
中
和
尚
近
日
有
什
麼
言
句
示
人
？
」
僧
云
：
「
山
中
和
尚
道
：
南
山
有
一
條
鼈
鼻
蛇
， 

汝
等
諸
人
好
看
取
！
」
師
云
：
「
還
有
人
會
麼
？
」
僧
云
：
「
浙
中
稜
上
座
對
云
：
今
日
堂
中
大
有
人
喪
身
失
命
。」

師
云
：
「
也
須
是
他
稜
道
者
始
得
。
我
不
與
麼
道
。」
僧
便
問
：
「
和
尚
作
麼
生
道
？
」
師
云
：
「
用
南
山
作
麼
？
」
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問
：
「
如
何
是
鼈
鼻
蛇
？
」
師
云
：
「
我
向
汝
道
：
用
南
山
作
麼
？
」

僧
問
：
「
雪
峯
道
：
南
山
有
一
條
鼈
鼻
蛇
， 

意
旨
如
何
？
」
師
云
：
「
直
下
是
汝
。
是
汝
不
會
。」
僧
云
：
「
某
不

會
。」
師
云
：
「
我
也
不
會
。」

　
『
玄
沙
廣
錄
』
は
卷
上
冒
頭
内
題
の
下
に
「
光
化
三
年
（
九
〇
〇
）
參
學
比
丘
智
嚴
集
」
と
あ
り
、
玄
沙
示
寂
の
九
年
前
、

こ
の
年
に
玄
沙
の
最
初
の
語
錄
が
編
集
さ
れ
た
。『
景
德
傳
燈
錄
』
や
『
雪
竇
頌
古
』
に
比
べ
て
後
世
の
編
集
の
手
の
加

え
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い
生
の
資
料
を
提
供
し
て
い
る
。

　

暉
和
尚
頌
と
報
慈
の
和
は
本
書
以
外
に
見
え
な
い
が
、
暉
和
尚
の
頌
は
高
麗
の
『
禪
門
拈
頌
集
』
の
拈
頌
に
採
ら
れ
て
い

る
。

○
南
山
有
鼈
鼻
蛇　
「
鼈
鼻
蛇
」
は
マ
ム
シ
に
類
す
る
毒
蛇
の
俗
稱
。『
書
言
故
事
』
卷
五
・
鴆
毒
條
の
注
に
い
う
、「
蝮
蛇

は
俗
に
鼈
鼻
蛇
と
云
う
。
細
頸
大
頭
、
色
は
文
綾
の
如
し
。
大
な
る
者
は
長
さ
七
八
尺
、
最
も
毒
あ
り
」。
ま
た
『
夷
堅

志
』
支
志
甲
卷
四
・
嚴
桶
匠
妻
、「
一
蝮
蛇
俗
稱
鱉
鼻
者
，
長
五
六
尺
，
忽
從
柩
下
出
，
蜿
蜿
蜒
蜒
，
了
無
害
人
意
，
見

者
異
而
視
之
。」（
中
華
書
局
本
，
第
二
冊
七
四
〇
頁
）

　

こ
の
「
鼈
鼻
蛇
」
は
何
の
譬
え
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
雪
峯
の
教
説
に
執
わ
れ
（
惑
わ
さ
れ
）、
却
っ
て
學
人
が
本
來
の

自
己
を
見
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
心
配
し
、
雪
峯
み
づ
か
ら
を
「
鼈
鼻
蛇
」
に
擬
す
の
で
あ
る
。
く
れ
ぐ
れ
も
わ
し
に
嚙

ま
れ
て
命
を
失
わ
ぬ
よ
う
に
氣
を
つ
け
よ
。
雪わ

峯し

に
教
壞
さ
れ
て
自
己
本
分
を
見
失
わ
ぬ
よ
う
く
れ
ぐ
れ
も
注
意
せ
よ
。

　

玄
沙
は
「
雪
峯
道
：
南
山
有
一
條
鼈
鼻
蛇
。
意
旨
如
何
？
」
と
問
わ
れ
て
、「
直
下
是
汝
，
是
汝
不
會
」（『
玄
沙
廣
錄
』

卷
上
）
と
答
え
て
い
る
よ
う
に
、「
き
み
自
身
の
問
題
だ
」
と
い
う
こ
と
。
ま
た
『
寶
峯
雲
庵
眞
淨
禪
師
住
洞
山
語
錄
』

に
「
上
堂
し
擧
す
。
雪
峯
云
く
、〈
南
山
に
〔
一
〕
條
の
鼈
鼻
蛇
有
り
、
汝
等
諸
人
、
出
入
す
る
に
好
く
看
よ
！
〉
玄
沙

云
く
、〈
南
山
を
用
い
て
作
麼
？
〉
師
云
く
、〈
奇
な
る
哉
、（
玄
沙
は
）
善
く
出
處
を
知
る
。
父
に
非
ず
ん
ば
其
の
子
を



94

生
ま
ず
。〉
驀

た
ち
ま
ちに

拄
杖
を
拈も

ち
、
大
衆
と
召よ

び
て
云
く
、〈
南
山
の
鼇
鼻
蛇
、
却
っ
て
這こ

こ裏
に
在
り
。〉
拄
杖
を
擲ほ

う

り
下だ

し

て
云
く
、〈
擬
す
れ
ば
即
ち
喪
身
失
命
す
〉（
手
を
出
し
て
嚙
ま
れ
た
ら
死
ぬ
ぞ
）。」（『
古
尊
宿
語
錄
』
卷
四
二
，
中
華
書
局

本
，
七
九
五
頁
）
と
、
眞
淨
克
文
は
拈
提
す
る
。
ま
た
『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
七
・
台
州
六
通
院
紹
禪
師
章
に
「
問
：

〈
南
山
有
一
毒
龍
，
如
何
近
得
？
〉
師
曰
：
〈
非
但
闍
梨
，
千
聖
亦
近
不
得
。〉」
と
あ
る
。
六
通
院
紹
禪
師
は
石
霜
慶
諸

―
台
州
涌
泉
景
欣
―
六
通
院
紹
と
師
承
し
て
お
り
、
雪
峯
よ
り
後
の
人
で
あ
る
か
ら
、
問
い
は
雪
峯
を
受
け
て
の
も
の
で

あ
る
。

○
慶
代
云
：
和
尚
與
摩
道
，
堂
中
多
有
人
喪
身
失
命　

無
對
の
大
衆
に
な
り
代
わ
っ
て
、「
和
尚
は
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
、

堂
中
の
多
く
の
修
行
者
を
迷
わ
せ
命
を
失
わ
せ
て
い
る
」
と
雪
峯
の
餘
計
な
老
婆
心
切
を
批
判
す
る
。『
雪
竇
頌
古
』
を

承
け
る
諸
資
料
や
『
玄
沙
廣
錄
』
で
は
、
大
衆
と
と
も
に
雪
峯
の
説
法
を
聽
い
て
「
今
日
堂
中
大
有
人
喪
身
失
命
」
と
直

接
答
え
て
い
る
が
、
や
は
り
同
じ
意
。「
大
有
人
～
」
は
「
大
し
た
（
き
っ
と
）
～
の
人
が
い
る
」
の
意
味
に
用
い
ら
れ

る
場
合
と
、「
～
の
人
が
大
勢
い
る
」
の
意
味
の
場
合
が
あ
る
が
、
こ
こ
の
「
大
」
は
『
祖
堂
集
』
と
同
じ
よ
う
に
「
多
」

の
意
味
で
あ
る
。『
趙
州
錄
』
卷
下
に
次
の
例
が
あ
る
。

師
示
衆
云
：
「
纔
有
是
非
， 

紛
然
失
心
。
還
有
答
話
分
也
無
？
」
後
有
僧
擧
似
洛
浦
。
洛
浦
扣
齒
。
又
擧
似
雲
居
。
雲

居
云
：
「
何
必
！
」
僧
擧
似
師
。
師
云
：
「
南
方
大
有
人
喪
身
失
命
。」

趙
州
は
「（
信
心
銘
に
）
是
非
の
分
別
が
起
こ
っ
た
と
た
ん
、
我
知
ら
ず
本
心
を
見
失
う
、
と
。
本
心
を
失
わ
ず
に

答
話
で
き
る
か
」
と
話
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
洛
浦
は
齒
を
ガ
チ
ガ
チ
と
鳴
ら
し
て
魔
除
け
を
し
た
。
雲
居
は
「
そ

ん
な
こ
と
が
あ
る
も
の
か
！
」
僧
が
そ
れ
を
趙
州
に
話
し
た
。
趙
州
「
南
方
で
は
喪
身
失
命
（
紛
然
失
心
）
し
た
も

の
が
大
勢
出
た
ぞ
。」

○
玄
沙
代
云
：
要
那
南
山
作
什
摩　

そ
ん
な
南
山
の
鼈
鼻
蛇
な
ん
か
を
持
ち
出
し
た
っ
て
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
こ
と
だ
。
な
ぜ
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な
ら
「
直
下
是
汝
」（
自
分
の
問
題
）
の
こ
と
な
の
だ
か
ら
、「
汝
、
會
せ
ず
」
ん
ば
、
南
山
を
持
ち
出
し
た
っ
て
ど
う
し

よ
う
も
な
い
。
雪
峯
の
老
婆
心
を
抑
下
す
る
。「
要
」
は
、
諸
資
料
は
「
用
」。『
從
容
錄
』
第
二
四
則
で
は
、
本
則
・
本

則
評
唱
で
は
「
用
」
で
あ
る
の
に
、
頌
評
唱
で
は
「
要
」
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
用
」、「
要
」
は
同
義
。

○
暉
和
尚
頌
曰　
「
暉
和
尚
」
に
つ
い
て
は
未
詳
。
こ
の
頌
に
和
し
た
「
報
慈
」
は
本
書
卷
一
三
の
報
慈
光
雲
（
嗣
長
慶
）

の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
暉
和
尚
は
雪
峯
か
長
慶
の
弟
子
で
あ
ろ
う
。
な
お
『
禪
門
拈
頌
集
』
卷
一
九
・
雪
峯
章
の

本
則
の
拈
頌
に
こ
の
人
の
頌
が
そ
の
ま
ま
採
ら
れ
て
い
る
。
慧
諶
（
一
一
七
八
～
一
二
三
四
）
編
『
禪
門
拈
頌
集
』
は
高

麗
高
宗
一
三
年
（
一
二
二
六
）、
に
成
書
開
板
し
、
高
宗
一
九
年
（
一
二
三
二
）
蒙
古
の
侵
攻
に
よ
っ
て
江
華
島
遷
都
に
際

し
版
木
が
失
わ
れ
る
が
、
高
宗
三
〇
年
（
一
二
四
三
）、
増
添
さ
れ
て
南
海
分
司
大
藏
都
監
よ
り
高
麗
大
藏
經
補
版
の
一

つ
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
（『
禪
學
典
籍
叢
刊
』
第
七
卷
・
解
題
）。
因
み
に
『
祖
堂
集
』
は
同
じ
分
司
大
藏
都
監
よ
り
高
宗

三
二
年
（
一
二
四
五
）
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
頌
の
押
韻
は
「
蛇
（
上
平
聲
麻
韻
）」「
何
・
陀
（
上
平
聲
歌
韻
）」
の
歌
麻
混
用
の
特
殊
な
南
方
方
言
音
の
用
韻
で
あ

る
。
詳
し
く
は
衣
川
賢
次
「『
祖
堂
集
』
異
文
別
字
校
證
―
『
祖
堂
集
』
中
の
音
韻
資
料
―
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』

第
一
五
七
册
，
二
〇
一
〇
年
三
月
）
参
照
。

○
寄
著
南
山
意
若
何　
「
寄
著
」
は
寄
寓
、
寄
託
。
南
山
（
雪
峯
山
）
で
育
て
る
こ
と
。『
四
分
律
』
卷
一
六
、「
若
し
未
だ

染
め
ざ
る
衣
を
以
て
白
衣
家
に
寄
著
せ
ば
、
突
吉
羅
な
り
。」（
T
二
二
・
六
七
六
c
）
明
・
陳
輝
文
『
經
典
稽
疑
』
卷
上
、

「
蠮ジ

ガ
バ
チ螉

は
子
を
生
み
、
小
粟
米
の
如
し
、
他
の
蟲
の
身
に
寄
著
す
れ
ど
も
他
の
蟲
は
壞し

な
ず
、 

變
じ
て
蛹さ

な
ぎに

成
る
に
至
っ

て
、
其
の
子
出
で
て
之こ

れ

を
食
い
、
蛹
盡
き
て
子
去
る
。」

○
參
玄
須
得
會
先
陀　
「
參
玄
」
は
禪
の
玄
旨
に
參
學
す
る
こ
と
。『
宗
鏡
錄
』
卷
四
一
、「
大お

お
よ凡

そ
參
玄
の
士
は
須
ら
く
二

眼
を
具
す
べ
し
。
一
に
己
眼
、
宗
を
明
ら
む
。
二
に
智
眼
、
惑
を
辨
ず
。
所ゆ

え以
に
禪
宗
云
く
、〈
單た

だ
自
己
を
明
ら
め
て
、
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目
前
を
了さ

と

ら
ず
、
此か

く

の
如
き
人
は
、
只
だ
一
眼
を
具
す
の
み
〉
と
。」（
T
四
八
・
六
六
〇
a
）「
先
陀
」
は
仙
陀
婆
・
先
陀

婆
と
も
表
記
。
北
本
『
涅
槃
經
』
卷
九
・
如
來
性
品
（
T
一
二
・
四
二
一
b
）
で
は
、
こ
の
一
語
で
鹽
・
器
・
水
・
馬
の
四

意
を
も
つ
。
王
が
僊
陀
婆
を
命
ず
る
と
、
怜
悧
の
臣
下
は
た
だ
ち
に
察
し
て
そ
の
求
め
る
も
の
を
呈
し
た
。
如
來
の
密
語

の
譬
喩
で
あ
る
。
こ
こ
に
言
う
「
會
先
陀
」
と
は
、
如
來
の
密
語
を
會
す
怜
悧
な
る
修
行
者
。
ま
た
「
先
陀
」
だ
け
で
そ

の
意
あ
り
。『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
二
二
・
舒
州
白
水
海
會
院
如
新
禪
師
章
「
問
：
〈
如
何
是
祖
師
意
？
〉
師
曰
：
〈
要
道

何
難
？
〉
僧
曰
：
〈
便
請
師
道
。〉
師
曰
：
〈
將
謂
靈
利
， 

又
不
仙
陀
。〉」

○
報
慈　

本
書
に
は
卷
一
二
に
報
慈
藏
嶼
（
嗣
龍
牙
居
遁
）、
卷
一
三
に
報
慈
光
雲
（
嗣
長
慶
慧
稜
）
の
二
人
の
報
慈
が
錄
さ

れ
る
。
光
雲
は
本
書
に
序
し
た
泉
州
招
慶
寺
主
淨
修
禪
師
文
僜
（
本
書
卷
一
三
・
福
先
招
慶
和
尚
省
僜
）
の
師
叔
（
法
系
上

の
叔
父
）
に
當
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
報
慈
は
光
雲
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

○
勸
君
嶮
處
好
看
蛇
，
衝
著
臨
時
爭
奈
何　

鼈
鼻
蛇
に
衝
著
す
る
と
き
と
は
、
雪
峯
の
接
化
を
被
っ
た
と
き
と
い
う
こ
と
。

ち
ゃ
ん
と
見
屆
け
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
時
に
な
っ
て
、
ど
う
に
も
立
ち
向
か
う
手
立
て
は
な
い
ぞ
。「
衝
著
」
は
、「
予

期
せ
ず
ぶ
つ
か
る
。
現
代
語
の
撞
著
に
近
い
」（『
禪
語
辭
典
』）。『
王
梵
志
詩
校
注
』（
一
九
六
）「
逢
人
須
斂
手
，
避
道
莫

前
盪
。
忽
若
相
衝
著
，
他
強
必
自
傷
。（
人
に
逢
い
て
は
須
ら
く
斂
手
し
、
道
を
避
け
て
前
に
盪

つ
き
す
すむ

莫
れ
。
忽も若
し
相
い
衝
著

せ
ば
、
他か

れ

強
く
必か

な
ら自

ず
傷
つ
け
ん
。）」（
項
楚
『
王
梵
志
詩
校
注
』
五
〇
三
頁
，
上
海
古
籍
出
版
社
）

○
欲
得
安
身
免
負
物
，
向
南
看
北
正
先
陀　
「
負
物
」
の
物
と
は
人
の
こ
と
、
こ
こ
で
は
雪
峯
を
指
す
。『
續
高
僧
傳
』
卷

一
五
・
釋
靈
潤
傳
、「
山
居
行
道
，
心
不
負
物
」（
T
五
〇
・
五
四
六
ｂ
）。「
面
南
看
北
斗
」
の
句
に
對
し
て
『
禪
語
辭
典
』

は
「
と
ん
で
も
な
い
見
當
ち
が
い
を
す
る
こ
と
。
…
…
ま
た
自
在
に
方
位
を
轉
換
す
る
達
道
者
の
在
り
方
」
の
二
意
を

あ
げ
て
い
る
。「
向
南
看
北
」
が
ま
さ
に
先
陀
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
か
ら
に
は
後
者
の
意
。
ど
の
よ
う
な
規
範
か
ら

も
自
由
な
本
來
人
で
あ
れ
。『
宗
鏡
錄
』
卷
四
一
に
「
靈
叟
吟
」（
自
家
屋
裏
の
老
爺
の
吟
）
を
引
い
て
い
う
、「
我
欲
學
菩
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提
，
輸
他
釋
迦
先
。
我
欲
學
闡
提
，
落
他
調
達
後
。
不
渉
二
家
風
，
未
免
中
途
走
。
設
使
總
不
是
，
憑
何
而
開
口
。
開
口

不
開
口
，
切
忌
犯
靈
叟
。
若
會
箇
中
意
，
望
南
觀
北
斗
。」（
Ｔ
四
八
・
六
五
七
ｃ
）

私
が
菩
提
を
學
ぼ
う
と
、
逆
に
闡
提
を
學
ぼ
う
と
、
あ
の
釋
迦
牟
尼
と
提
婆
達
多
に
す
で
に
先
を
越
さ
れ
て
い
る
。

あ
の
二
人
に
關
わ
ら
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
、
途
中
を
行
く
だ
け
だ
。
釋
迦
も
提
婆
も
途
中
も
す
べ
て
駄
目
な
ら
、
口

を
開
く
す
べ
は
な
い
。
口
を
開
い
て
も
開
か
な
く
て
も
、
決
し
て
靈
叟
を
犯
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
と
こ
ろ
の
極

意
を
會
し
た
な
ら
、
南
を
向
い
て
北
斗
星
を
見
よ
。

　

な
お
こ
の
「
靈
叟
吟
」
は
『
玄
沙
廣
錄
』
卷
下
〔
一
七
〕
に
「
洞
山
有
靈
叟
頌
上
師
」
と
し
て
冒
頭
の
二
句
と
末
の
一
句

が
引
か
れ
る
。

〔
五
二
〕
樹
橦
子
が
見
え
る
か

　

師
指
樹
橦
子
問
長
慶
：
「
古
人
道
：
〈
見
色
便
見
心
，
心
外
無
餘
〉。
你
還
見
樹
橦
子
不
？
」
對
云
：
「
見
什
摩
？
」
師

云
：
「
孤
奴
！
」
慶
云
：
「
不
孤
，
和
尚
。」
師
云
：
「
你
道
不
孤
，
我
道
孤
。」
慶
退
三
歩
而
立
。
師
云
：
「
你
問
我
，
我

與
你
道
。」
慶
便
問
：
「
和
尚
見
樹
橦
子
不
？
」
師
云
：
「
更
見
什
摩
？
」

【
訓
讀
】

　

師
樹
橦
子
を
指
し
て
長
慶
に
問
う
、「
古
人
道
く
、〈
色
を
見
れ
ば
便
ち
心
を
見
る
。
心
の
外
に
餘
無
し
〉
と
。
你
還は

た
樹

橦
子
を
見
る
や
？
」
對
え
て
云
く
、「
什な

摩に

を
か
見
ん
？
」
師
云
く
、「
孤
奴
！
」
慶
云
く
、「
孤そ

む

か
ず
、
和
尚
。」
師
云
く
、

「
你
は
孤
か
ず
と
道
い
、
我
は
孤
く
と
道
う
。」
慶
退
く
こ
と
三
歩
し
て
立
つ
。
師
云
く
、「
你
我
に
問
え
、
我
你
が
與た

め

に
道

わ
ん
。」
慶
便
ち
問
う
、「
和
尚
樹
橦
子
を
見
る
や
？
」
師
云
く
、「
更
に
什
摩
を
か
見
ん
？
」

【
日
譯
】
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師
は
樹
橦
子
を
指
し
て
長
慶
慧
稜
に
尋
ね
た
、「
古
人
は
〈
物
が
見
え
る
と
心
が
見
え
る
。
心
の
外
に
は
何
も
無
い
〉
と

言
っ
て
い
る
。
そ
な
た
は
樹
橦
子
が
見
え
る
か
」。
長
慶
は
答
え
て
い
う
、「
何
が
見
え
る
の
で
す
か
？
」
師
、「
さ
か
ら
う

奴
め
」。
長
慶
、「
さ
か
ら
っ
て
は
お
り
ま
せ
ん
、
和
尚
」。
師
、「
そ
な
た
は
さ
か
ら
っ
て
は
い
な
い
と
言
う
が
、
わ
し
は
さ

か
ら
っ
て
い
る
と
言
う
の
だ
」。
長
慶
は
三
歩
下
が
っ
て
立
っ
た
。
師
が
い
う
、「
そ
な
た
が
わ
し
に
尋
ね
な
さ
い
、
わ
し
が

そ
な
た
に
答
え
て
や
ろ
う
」。
長
慶
は
た
ず
ね
た
、「
和
尚
、
樹
橦
子
が
見
え
ま
す
か
」。
師
、「
こ
の
う
え
い
っ
た
い
何
が
見

え
る
と
い
う
の
だ
」。

【
注
釋
】

○
本
則
は
本
書
に
の
み
收
め
る
。

○
樹
橦
子
　『
資
治
通
鑑
』
卷
一
九
五
・
唐
貞
觀
一
四
年
一
一
月
「
尚
書
左
丞
韋
悰
句
司
農
木
撞
價
貴
於
民
間
，
奏
其
隱
沒
」

の
胡
三
省
注
に
「
橦
，
諸
容
翻
，
木
一
截
也
。
唐
式
，
柴
方
三
尺
五
寸
爲
一
橦
」
と
い
う
か
ら
、
薪
に
な
る
材
木
を
い

う
。
本
書
卷
一
〇
・
長
慶
章
に
「
但
如
山
裏
燎
火
底
樹
橦
子
相
似
，
息
却
身
心
」
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
山
燒
き
で
燒
け

の
こ
っ
た
棒
杭
を
も
い
う
。
こ
こ
で
は
「
色
」
の
ひ
と
つ
。
た
だ
、「
樹
橦
子
」
の
用
例
は
『
祖
堂
集
』
に
見
え
る
二
例

の
み
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
方
言
か
も
し
れ
な
い
。

○
古
人
道
：
見
色
便
見
心
，
心
外
無
餘　
「
見
色
便
見
心
」
は
馬
祖
が
經
典
（
未
詳
）
の
句
と
し
て
引
用
し
た
も
の
。

凡
所
見
色
，
皆
是
見
心
。
心
不
自
心
，
因
色
故
心
；
色
不
自
色
，
因
心
故
色
。
故
經
云
：
「
見
色
即
是
見
心
。」（『
宗

鏡
錄
』
卷
一
，
T
四
八
・
四
一
八
ｃ
，『
馬
祖
の
語
錄
』
二
二
頁
）　

　

そ
の
後
潙
山
と
仰
山
の
あ
い
だ
で
こ
の
句
に
つ
い
て
の
商
量
が
あ
り
、
こ
れ
を
承
け
て
雪
峯
門
下
で
も
し
ば
し
ば
議
論

さ
れ
た
。「
心
外
無
餘
」
と
二
句
に
な
っ
て
い
る
の
は
本
則
の
み
で
あ
る
が
、
玄
沙
の
引
用
も
一
箇
處
「
見
色
便
見
心
，

更
無
他
物
」（『
玄
沙
廣
錄
』
卷
中
）
と
な
っ
て
い
る
。
本
則
で
雪
峯
は
こ
の
句
の
受
け
と
め
か
た
を
再
檢
討
す
る
意
圖
が
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あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

○
對
云
：
見
什
摩　

雪
峯
が
「
樹
橦
子
」
を
指
さ
し
て
「
樹
橦
子
が
見
え
る
か
」
と
問
う
た
の
で
あ
る
か
ら
、「
樹
橦
子
が

見
え
る
」
あ
る
い
は
「
見
色
便
見
心
」
に
從
え
ば
「
わ
が
心
が
見
え
る
」
と
答
え
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
長
慶
が
「
何

が
見
え
る
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
」
と
答
え
た
の
は
、「
見
色
便
見
心
」
を
疑
っ
て
い
る
か
ら
（
あ
る
い
は
雪
峯
が
疑
っ

て
い
る
の
を
見
す
か
し
て
い
る
か
ら
）
で
あ
る
。

○
孤
奴　

用
例
を
檢
し
え
な
い
が
、「
狂
奴
」（
狂
放
不
羈
の
徒
）、「
忤
奴
」（
忤
逆
の
徒
）、「
賤
奴
」（
下
賤
の
者
）
等
の
語

か
ら
類
推
し
て
「
反
抗
的
な
者
」
の
義
か
。「
奴
」
は
罵
語
で
あ
ろ
う
。
雪
峯
の
期
待
ど
お
り
の
答
え
を
し
な
か
っ
た
の

を
詰な

じ

っ
た
。

○
慶
退
三
歩
而
立　

長
慶
は
三
歩
あ
と
ず
さ
り
し
て
、
姿
勢
正
し
く
立
っ
た
。
雪
峯
の
見
幕
に
た
じ
ろ
い
だ
が
、
ま
ち
が
っ

た
答
え
は
し
て
い
な
い
、
と
い
う
態
度
。

○
師
云
：
你
問
我
，
我
與
你
道
。 

慶
便
問
：
和
尚
見
樹
橦
子
不
？ 

師
云
：
更
見
什
摩　

立
場
を
替
え
て
も
う
い
ち
ど
問
答

を
す
る
の
は
、
雪
峯
が
自
分
の
考
え
を
示
す
と
き
の
や
り
か
た
で
あ
る
。「
更
見
什
摩
？
」
は
「
今
見
て
い
る
〈
樹
橦
子
〉

の
他
に
何
が
見
え
る
か
」、
つ
ま
り
「
心
が
見
え
る
」
と
い
う
答
え
を
否
定
す
る
も
の
。
そ
れ
は
長
慶
の
答
え
「
見
什

摩
？
」
と
同
じ
で
あ
る
が
、「
更
」
を
加
え
て
よ
り
確
信
的
に
言
う
。「
も
の
が
見
え
る
」
そ
の
「
見
聞
覺
知
」
の
作
用
が

自
分
に
具
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覺
し
、
そ
こ
に
佛
性
の
發
露
を
見
る
の
が
馬
祖
禪
（
す
な
わ
ち
「
作
用
即
性
」）
で
あ
っ

た
が
、
こ
れ
を
疑
う
時
期
に
來
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
書
卷
一
〇
・
鏡
清
章
第
七
則
で
も
雪
峯
は
潙
山
の
語
と
し
て
「
見

色
便
見
心
」
を
と
り
あ
げ
、
鏡
清
と
商
量
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
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〔
五
三
〕
一
瞬
に
見
て
取
る

　

問
：
「
目
擊
相
扣
，
不
言
柘
車
者
如
何
？
」
師
云
：
「
弥
也
（
彌
陀
）
要
急
相
投
。」                

【
訓
讀
】

　

問
う
、「
目
撃
し
て
相
い
扣こ

う

し
、
柘ぼ

っ

車さ
く

す
る
を
言お

も

わ
ざ
る
者
は
如
何
？
」
師
云
く
、「
彌
陀
急
ぎ
相
い
投
ぜ
ん
と
要ほ

っ

す
。」

【
日
譯
】

　

問
う
、「
一
瞬
の
う
ち
に
見
て
取
り
、
探
り
を
要
し
な
い
者
を
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
。」
師
、「
阿
彌
陀
さ
ん
が
あ
わ
て
て

驅
け
こ
ん
で
來
た
！
」

【
注
釋
】

○
本
則
は
他
に
收
錄
を
見
な
い
。

○
目
擊
相
扣
，
不
言

者
如
何　
「
目
擊
相
扣
」
は
出
逢
っ
て
相
手
に
教
え
を
請
う
、
ま
た
は
相
手
を
試
す
こ
と
。「
不
言

柘
車
」
は
探
り
を
入
れ
な
い
こ
と
。
い
わ
ゆ
る
「
目
擊
道
存
」、
達
道
者
同
士
は
出
逢
っ
た
一
瞬
の
う
ち
に
ハ
ッ
シ
と
相

手
と
相
契
す
る
（『
莊
子
』
田
子
方
篇
）
と
い
う
理
想
的
な
出
逢
い
に
託
し
て
、
僧
は
自
己
を
提
示
し
た
。
雪
峯
に
本
來
人

と
し
て
の
自
己
を
認
め
て
も
ら
う
の
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
相
扣
」
は
想
い
應
ず
る
意
。
道
宜
撰
「
妙
法
蓮
華
經
弘
傳
序
」、「
自
漢
至
唐
六
百
餘
載
，
總
歴
群
籍
四
千
餘
軸
，
受

持
盛
者
無
出
比
經
。
將
非
機
教
相
扣
，
並
智
勝
之
遺
塵
；
聞
而
深
敬
，
倶
威
王
之
餘
勣
？
」（
T
九
・
一
ｃ
）

　
「
柘
車
」
は
漢
代
の
疊
韻
聯
綿
字
「
勃
窣
」
に
淵
源
し
、
の
ち
「
勃
訴
」、「
愂
愬
」、「
勃
塑
」、「
勃
遮
」、「
不
訴
」
と

も
書
き
、
表
記
に
變
遷
が
あ
る
が
、『
祖
庭
事
苑
』
卷
六
「
和
盲
悖
訴
」
條
に
模
索
の
義
の
方
言
詞
と
い
う
。

和
盲
當
作
如
盲
。
悖
訴
當
作
悖
遮
。
悖
，
亂
也
。
遮
，
暗
取
物
也
。
悖
遮
亦
方
言
，
謂
摸
車
。
見
遠
浮
山
九
帶
。
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睦
庵
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
和
盲
悖
訴
」（『
風
穴
衆
吼
集
』）
は
「
如
盲
悖
遮
」
の
誤
り
で
、「
盲
人
の
よ
う
に
手
探
り
す
る

こ
と
」。
本
書
卷
一
六
・
潙
山
章
に
用
例
が
あ
る
。

潙
山
提
物
，
問
仰
山
：
「
正
與
摩
時
作
摩
生
？
」
仰
山
云
：
「
和
尚
還
見
摩
？
」
潙
山
不
肯
，
却
教
仰
山
問
：
「
正
與

摩
時
作
摩
生
？
」
師
云
：
「
正
與
摩
時
，
亦
無
作
摩
生
。」
師
却
云
：
「
與
摩
道
，
亦
不
得
。」
從
此
而
休
。
隔
數
年

後
，
仰
山
有
語
，
擧
似
師
云
：
「
切
忌
柘
素
著
！
」
師
聞
云
：
「
停
因
長
智
」。

潙
山
は
物
を
手
に
提
げ
て
見
せ
、
仰
山
に
問
う
た
、「
こ
う
い
う
時
、
ど
う
か
？
」
仰
山
、「
和
尚
に
は
見
え
ま
す

か
？
」
潙
山
は
承
知
せ
ず
、
逆
に
問
わ
せ
た
。
仰
山
、「
こ
う
い
う
時
、
ど
う
か
？
」
潙
山
、「
こ
う
い
う
時
は
、

〈
ど
う
か
〉
も
な
い
。」
そ
の
あ
と
ま
た
言
っ
た
、「
こ
う
い
う
言
い
か
た
も
だ
め
だ
。」
仰
山
は
詰
ま
っ
て
し
ま
っ

た
。
數
年
の
の
ち
、
仰
山
は
答
え
を
思
い
つ
き
、
潙
山
に
言
っ
た
、「
け
っ
し
て
探
り
を
入
れ
て
は
な
ら
ぬ
。」
潙
山

は
聞
い
て
、「
牢
獄
に
長
く
い
て
惡
知
慧
が
つ
き
お
っ
た
わ
い
。」

こ
れ
は
「
見
色
便
見
心
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
問
答
で
、「
切
忌
柘
素
著
」
と
は
「
色
か
心
か
」
と
せ
ん
さ
く
し
、
執
わ

れ
て
、
自
己
を
見
失
っ
て
い
た
こ
と
の
反
省
で
あ
ろ
う
。

○
弥
也
（
彌
陀
）
要
急
相
投　

ま
づ
「
要
急
相
投
」
の
意
味
を
檢
討
し
よ
う
。

問
：
「
急
要
相
投
迅
速
者
如
何
？
」
師
云
：
「
道
什
麼
？
」
僧
擬
議
，
師
喚
維
那
，
維
那
應
諾
。
師
云
：
「
普
請

去
！
」（『
雪
峯
語
錄
』
卷
上
・
一
二
ｂ
）

問
：
「
急
要
相
投
，
請
師
指
示
。」
師
云
：
「
苦
！ 

苦
！
」（
同
右
）

　
「
要
急
」、「
急
要
」、「
急
急
」
は
「
切
急
」
と
同
義
。
修
行
僧
が
師
に
「
急
ぎ
來
參
し
ま
し
た
」
と
言
う
の
は
、
性
急
に

指
示
や
決
著
を
求
め
る
時
の
常
套
句
で
あ
る
。
そ
れ
に
對
し
て
雪
峯
は
、「
道
什
麼
？
」
と
反
問
し
た
り
、「
苦
！ 

苦
！
」

（
や
れ
や
れ
）
と
歎
息
す
る
。
本
則
で
は
「
目
擊
相
扣
，
不
言
柘
車
者
如
何
？
」（
こ
の
わ
た
く
し
［
本
來
人
］
を
あ
り
の
ま
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ま
に
見
て
く
だ
さ
い
）
と
い
う
挑
戰
的
な
相
見
の
態
度
を
「
弥
也
要
急
相
投
」
と
評
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。「
弥
也
」
は

こ
の
ま
ま
（「
い
よ
い
よ
、
ま
す
ま
す
」
？
）
で
は
意
味
の
解
し
よ
う
が
な
い
。「
弥
阤
」（
彌
陀
）
の
訛
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
阿
彌
陀
さ
ん
が
わ
し
の
と
こ
ろ
に
驅
け
こ
ん
で
來
た
！
」
わ
し
に
頼
る
必
要
は
本
來
な
い
も
の
を
。

〔
五
四
〕
盲
人
に
逢
う

　

又
値
盲
人
。
師
云
：
「
我
盲
，
我
盲
。」

【
訓
讀
】

　

又
た
盲
人
に
値あ

う
。
師
云
く
、「
我
盲
な
り
、
我
盲
な
り
。」

【
日
譯
】

　

ま
た
盲
人
に
出
逢
っ
た
と
き
、
師
は
言
っ
た
、「
わ
し
は
盲
人
で
す
、
わ
し
は
盲
人
で
す
。」

【
注
釋
】

○
本
則
は
他
に
收
錄
を
見
な
い
。

○
我
盲
、
我
盲　

ど
う
い
う
意
味
で
、
雪
峯
が
盲
人
な
の
か
。
ま
た
ど
う
い
う
意
圖
で
、
盲
人
に
對
し
て
そ
う
言
っ
た
の

か
。『
雪
峯
語
錄
』
に
次
の
對
話
が
あ
る
。

問
：
「
拍
盲
底
人
如
何
過
日
？
」
師
云
：
「
喫
茶
、
喫
飯
。」
進
云
：
「
莫
虚
過
日
麼
？
」
師
云
：
「
虚
過
日
。」
進

云
：
「
如
何
得
不
虚
過
日
？
」
師
云
：
「
是
什
麼
！
」（
卷
上
・
一
六
ｂ
）

問
い
、「
盲
人
は
ど
う
日
を
過
ご
し
ま
す
か
？
」
師
、「
茶
を
飮
み
、
飯
を
食
う
。」
僧
、「
そ
ん
な
こ
と
で
は
無
駄
な
一
生

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。」
師
、「
無
駄
だ
。」
僧
、「
で
は
ど
う
す
れ
ば
無
駄
で
な
く
な
り
ま
し
ょ
う
か
？
」
師
、「
何
だ
！
」

　

つ
ま
り
、
問
題
は
自
分
の
生
き
方
な
の
で
あ
っ
て
、
雪
峯
は
最
初
の
問
い
に
對
し
て
、
す
で
に
盲
目
の
他
人
の
こ
と
で
は
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な
く
、
相
手
自
身
の
問
題
と
し
て
答
え
て
い
る
。
僧
が
そ
の
こ
と
に
い
っ
こ
う
に
氣
づ
か
な
い
の
で
、
さ
い
ご
に
「
き
み

の
こ
と
だ
！
」

　

こ
こ
で
も
雪
峯
は
盲
人
の
盲
（
病
）
を
我
が
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
た
。
盲
人
の
病
を
救
う
こ
と
は
不
可
能
、
た
だ
一
緒

に
病
む
ほ
か
な
い
。
維
摩
は
病
氣
見
舞
い
に
來
た
文
殊
に
「
一
切
衆
生
の
病
む
を
以
て
、
是
の
故
に
我
病
む
」
と
言
い
、

更
に
「
譬
如
長
者
，
唯
有
一
子
，
其
子
得
病
，
父
母
亦
病
。
若
子
病
愈
，
父
母
亦
愈
。
菩
薩
如
是
，
於
諸
衆
生
，
愛
之
若

子
。
衆
生
病
則
菩
薩
病
，
衆
生
病
愈
，
菩
薩
亦
愈
。
又
言
：
是
疾
何
所
因
起
？ 

菩
薩
病
者
以
大
悲
起
。」（『
維
摩
經
』
文

殊
師
利
問
疾
品
，
T
一
四
・
五
四
四
ｂ
）

〔
五
五
〕
示
寂

　

師
平
生
厚
心
接
物
，
行
坐
垂
機
。
自
天
祐
丙
寅
之
間
，
衆
上
一
千
七
百
，
閩
王
四
事
供
須
，
不
替
終
始
。
開
平
二
年
戊
辰

歲
五
月
二
日
夜
三
更
初
遷
化
。
春
秋
八
十
七
，
僧
夏
五
十
九
，
出
世
三
十
九
年
。
敕
謚
眞
覺
大
師
、
難
提
之
塔
。

【
訓
讀
】

　

師
は
平
生
心
を
厚
く
し
て
物
を
接
し
、
行
坐
に
機
を
垂
る
。
天
祐
丙
寅
自よ

り
の
間
、
衆
は
一
千
七
百
に
上
り
、
閩
王
は
四

事
を
供
須
し
、
終
始
替
え
ず
。
開
平
二
年
戊
辰
歲
五
月
二
日
、
夜
三
更
初
に
遷
化
す
。
春
秋
八
十
七
、
僧
夏
五
十
九
、
出
世

し
て
三
十
九
年
な
り
。
敕
し
て
眞
覺
大
師
、
難
提
の
塔
と
謚
す
。

【
日
譯
】

　

師
は
日
頃
か
ら
懇
切
丁
寧
に
接
化
し
、
行
住
坐
臥
に
わ
た
っ
て
禪
機
を
示
し
た
。
天
祐
三
年
（
九
〇
六
）
か
ら
遷
化
ま
で

の
間
、
雪
峯
山
の
修
行
者
は
千
七
百
人
に
も
上
り
、
閩
王
王
審
知
は
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
供
養
し
、
終
始
變
わ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
後
梁
の
開
平
二
年
（
九
〇
八
）
の
五
月
二
日
夜
の
三
更
の
初
め
に
遷
化
し
た
。
齡
八
十
七
、
僧
臘
は
五
十
九
、
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雪
峯
山
に
住
し
て
三
十
九
年
で
あ
っ
た
。
敕
命
に
よ
っ
て
眞
覺
大
師
と
謚
さ
れ
、
墓
塔
の
名
を
難
提
の
塔
と
賜
っ
た
。

【
注
釋
】

○
示
寂
の
記
事
は
、
黃
滔
撰
「
福
州
雪
峯
山
故
眞
覺
大
師
碑
銘
」（『
黃
御
史
集
』
卷
五
、『
全
唐
文
』
卷
八
二
六
）、『
宋
高
僧

傳
』
卷
一
二
、『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
六
、『
祖
庭
事
苑
』
卷
七
・
雪
峯
條
、『
五
燈
會
元
』
卷
七
、『
雪
峯
眞
覺
大
師
紀
年

錄
』、『
雪
峯
眞
覺
大
師
年
譜
』
な
ど
が
あ
る
。

○
行
坐　

行
住
坐
臥
の
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
。
項
楚
『
王
梵
志
詩
校
注
』（
〇
四
五
）「
兒
は
行
き
て
母
を
憶
わ
ざ
る
も
、
母

は
恒
に
行
坐
に
泣
く
。」
そ
の
注
に
い
う
、「
行
坐
：
或
行
或
坐
，
以
言
隨
時
隨
地
。
張
籍
《
過
賈
島
野
居
》
：
『
青
門
坊

外
住
，
行
坐
見
南
山
。』
…
…
」（
上
海
古
籍
出
版
社
，
一
七
七
頁
）

○
垂
機　

禪
機
を
示
す
、
ま
た
對
機
説
法
。
本
書
卷
五
・
道
吾
章
の
淨
修
禪
師
讚
、「
寒
嵒
の
古
檜
、
碧
漢
の
金
烏
。
機
を

垂
る
る
こ
と
嶮
峭
、
石
霜
ぞ
是
れ
な
る
か
。」『
圜
悟
心
要
』
卷
下
・
示
處
謙
首
座
、「
先
德
は
機
を
垂
れ
教
を
立
つ
る
こ

と
、
初
め
よ
り
等な

お

閑ざ
り

な
ら
ず
、
必
ず
萬
世
に
法
を
仰
ぎ
て
標
準
と
爲
さ
し
む
。」

○
自
天
祐
丙
寅
之
間
，
衆
上
一
千
七
百　

天
祐
丙
寅
（
九
〇
六
）
よ
り
雪
峯
の
示
寂
ま
で
、
雪
峯
山
の
大
衆
は
一
千
七
百
人

に
も
な
っ
た
。「
碑
銘
」
は
「
大
矣
哉
！ 
大
師
之
見
世
，
于
是
罔
量
。
其
僧
耶
，
自
始
及
兹
凡
四
十
年
，
東
西
南
北
之
夏

往
秋
適
者
，
不
可
勝
紀
， 

而
常
不
減
一
千
五
百
徒
之
環
足
。（
雪
峯
に
住
し
て
四
十
年
、
修
行
僧
は
四
方
よ
り
入
れ
替
わ
り
立

ち
替
わ
り
し
て
數
え
き
れ
な
い
が
、
常
に
一
千
五
百
の
修
行
僧
が
取
り
圍
ん
だ
。）」
ま
た
『
景
德
傳
燈
錄
』
に
も
「
師
住
閩

川
四
十
餘
年
，
學
者
冬
夏
不
減
千
五
百
人
。」
こ
こ
で
と
く
に
天
祐
丙
寅
（
三
年
）
の
年
號
を
出
す
の
は
、
こ
の
頃
が
雪

峯
山
禪
宗
の
最
盛
期
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。『
紀
年
錄
』、『
年
譜
』
は
中
和
元
年
（
八
八
一
、
年
六
〇
）
條
に

「
衆
盈
千
五
百
人
」
と
す
る
。

○
閩
王
四
事
供
須
，
不
替
終
始　

閩
王
は
王
審
知
（
八
六
二
～
九
二
五
）。
景
福
二
年
（
八
九
三
）
に
福
州
を
平
定
し
た
兄
の
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潮
は
福
建
觀
察
使
と
な
り
、
乾
寧
四
年
（
八
九
七
）
一
二
月
に
卒
す
る
や
、
審
知
は
福
建
留
後
と
稠
し
、
實
權
を
掌
握
し

た
（
郁
賢
皓
『
唐
刺
史
考
全
編
』
二
一
七
一
頁
，
諸
葛
計
・
銀
玉
珍
編
著
『
閩
國
史
事
編
年
』
三
一
～
三
三
頁
）。「
碑
銘
」
は

そ
の
歸
依
の
あ
り
さ
ま
を
次
の
よ
う
に
記
す
。

明
年
（
景
福
元
年
），
故
府
侍
中
之
有
無
諸
□
尅
（『
宋
高
僧
傳
』
は
「
屬
王
侍
中
之
始
據
閩
越
」），
□
（
乃
）
洗
兵
於
法

雨
，
致
敬
於
禪
林
，
馥
師
之
道
，
常
東
望
頂
手
。
後
二
年
（
乾
寧
元
年
）、
自
呉
還
閩
，
大
加
禮
異
。
今
閩
王
誓
衆
養

民
之
外
，
雅
隆
其
道
。
凡
齋
僧
構
刹
， 

以
之
龜
焉
。
爲
之
增
宇
設
像
鑄
鐘
，
以
嚴
其
山
，
優
施
以
充
其
衆
。
時
則
迎
而

館
之
于
府
之
東
西
甲
第
，
毎
將
儼
油
幢
聆
法
輪
，
未
嘗
不
移
時
。
餘
乎
一
紀
，
勤
勤
懇
懇
。

景
福
元
年
（
八
九
二
）、
王
侍
中
（
審
知
）
は
閩
を
攻
め
破
り
、
兵
を
法
雨
で
洗
い
清
め
、
叢
林
を
敬
い
、
馥
郁
た

る
義
存
の
法
道
を
慕
い
、
義
存
が
滯
在
す
る
東
方
を
望
ん
で
常
に
頂
禮
し
た
。
乾
寧
元
年
（
八
九
四
）、
義
存
が
呉

よ
り
閩
に
歸
る
と
、
特
に
禮
を
厚
く
し
た
。
今
、
閩
王
は
衆
を
誓い

ま
しめ

民
を
養
う
外ほ

か

、
雅つ

ね

に
其
の
道
を
隆た

っ
とぶ

。
凡
そ
僧

に
齋
し
刹て

ら

を
構
う
る
に
、
義
存
に
伺
い
を
立
て
た
。
そ
の
た
め
僧
坊
な
ど
の
家
屋
を
建
て
増
し
、
仏
像
を
造
り
、
鐘

を
鑄い

て
、
雪
峯
山
を
莊
嚴
し
、
十
分
に
施
を
し
て
大
衆
を
養
う
費
用
と
し
た
。
時
に
は
府
の
東
西
の
邸
宅
に
泊
め
、

帷
幄
を
儼お

ご
そか

に
し
て
説
法
を
聽
き
、
長
時
間
に
及
ん
だ
。
十
二
年
に
な
ん
な
ん
と
す
る
も
、
つ
と
め
は
げ
ん
で
怠
る

こ
と
が
な
か
っ
た
。

　
『
紀
年
錄
』、『
年
譜
』
は
乾
寧
二
年
（
八
九
五
、
年
七
十
四
）
條
に
以
下
の
記
事
を
繋
け
る
。

時
閩
主
王
審
知
權
執
覇
位
，
嚮
師
道
化
。
嘗
領
千
衆
于
東
西
第
，
爲
王
說
法
。
初
捨
俸
錢
三
十
萬
緡
，
創
橫
屋
二
十

間
。
次
捨
錢
三
十
萬
緡
，
創
法
堂
、
迴
廊
、
方
丈
等
宇
。（『
紀
年
錄
』）

　

王
審
知
が
權
力
を
掌
握
す
る
の
は
、
乾
寧
四
年
（
八
九
七
）
一
二
月
で
あ
る
か
ら
、『
紀
年
錄
』、『
年
譜
』
が
乾
寧
二
年

に
こ
の
記
事
を
載
せ
る
の
は
正
し
い
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、「
碑
銘
」
に
よ
れ
ば
、
審
知
が
始
め
て
福
州
に
攻
め
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入
っ
た
と
き
か
ら
、
義
存
の
禪
門
に
歸
依
す
る
氣
持
ち
が
あ
っ
た
。
王
審
知
の
歸
依
は
ほ
ぼ
一
紀
十
二
年
（『
宋
高
僧
傳
』

も
「
僅
乎
一
紀
」）
に
及
ん
だ
と
言
わ
れ
る
か
ら
、
權
力
の
掌
握
と
同
時
に
兄
の
王
潮
に
は
ば
か
る
こ
と
な
く
全
面
的
な

歸
依
が
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
光
化
元
年
（
八
九
八
）
條
、「
閩
王
再
請
師
同
玄
沙
入
論
佛
心
印
。
…
…
大
王
聞
了

拜
謝
，
捨
黃
金
二
十
錠
上
師
。
師
不
受
，
納
歸
王
宮
。
至
師
返
錫
，
王
差
官
賚
送
至
山
，
再
三
致
敬
，
師
乃
納
受
，
爲
王

植
福
，
鼎
新
大
殿
，
堂
宇
千
百
餘
間
，
莊
嚴
畢
備
。」
ま
た
王
審
知
は
光
化
元
年
（
八
九
八
）、
福
州
乾
元
寺
に
戒
壇
を
設

け
て
僧
二
千
人
を
度
し
、
天
復
二
年
（
九
〇
二
）
に
は
福
州
開
元
寺
に
戒
壇
を
開
い
て
僧
三
千
人
を
度
し
た
（『
三
山
志
』

卷
三
三
）。
唐
末
五
代
の
時
代
は
中
原
政
權
、
そ
の
他
の
諸
國
で
は
僧
數
制
限
の
傾
向
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
福
建
は

例
外
で
、
禪
僧
の
多
く
が
閩
王
の
庇
護
下
に
あ
っ
た
雪
峯
門
下
に
集
ま
っ
た
。

　
「
四
事
供
須
」
は
、
四
事
供
養
に
ほ
ぼ
同
じ
。「
四
事
」
は
『
祖
庭
事
苑
』
卷
七
に
「
一
飮
食
、
二
衣
服
、
三
臥
具
、
四
湯

藥
」
と
あ
る
。「
供
須
」
は
、
必
要
な
物
を
供
給
す
る
こ
と
。『
隋
書
』
食
貨
志
「
九
區
の
内
、
鸞

て
ん
し
の
く
る
ま和

歲
ご
と
に
動
き
、

宮
掖
に
從
い
行
く
も
の
、
常
に
十
萬
人
、
所あ

ら
ゆ有

る
供
須
は
、
皆
な
州
縣
に
仰
ぐ
。」

○
開
平
二
年
戊
辰
歲
五
月
二
日
夜
三
更
初
遷
化　
「
碑
銘
」
に
い
う
、「
戊
辰
年
春
三
月
、
疾
を
示
す
。
吾
が
王
、
毉い

し
ゃを

走お
も
むか

し
む
。
毉
至
り
て
、
粒
藥
以
て
授
く
る
に
、
師
曰
く
、〈
吾
は
疾
に
非
ず
、
子な

ん
じの

工て
だ
てを

罔な

み
す
る
可
か
ら
ず
。〉
卒
に
之
を

餌の

ま
ず
。
其
の
後
、
偈
を
札し

る

し
て
以
て
法で

し子
に
遺
し
、
翰ふ

み

を
函ふ

う

じ
て
以
て
王
庭
に
別
る
。
夏
五
月
二
日
、
鳥
獸
は
悲
し
み

鳴
き
、
雲
木
は
慘い

た

み
悴や

つ

る
。
其
の
夜
、
十
有
八
刻
の
時
に
滅
度
す
。
俗
壽
八
十
有
七
、
僧
臘
五
十
有
九
。」

　
『
紀
年
錄
』『
年
譜
』
は
、「
碑
銘
」
に
依
り
つ
つ
、
四
月
一
五
日
に
遺
誡
、
同
二
八
日
に
遺
囑
、
五
月
一
日
に
は
札
偈
と

函
翰
を
も
っ
て
別
れ
を
告
げ
、
自
ら
塔
銘
幷
序
を
制
し
、
二
日
は
藍
田
に
遊
び
て
歸
り
、
中
夜
に
示
寂
し
た
と
記
す
（
な

お
『
年
譜
』
は
五
月
一
日
を
五
月
二
日
と
し
、
自
制
の
塔
銘
幷
序
を
載
せ
な
い
）。
四
月
一
五
日
の
『
紀
年
錄
』
の
遺
誡
は
、

規
制
（
永
明
延
壽
が
立
石
し
た
と
さ
れ
る
）
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
も
の
で
あ
る
が
、
約
半
分
に
縮
約
さ
れ
て
い
る
。
二
八
日
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の
遺
囑
は
遺
誡
（『
廣
錄
』
に
收
め
る
「
雪
峯
眞
覺
大
師
偈
頌
」、
及
び
『
語
錄
』
卷
下
「
偈
語
」
に
收
錄
）
に
同
じ
で
あ
る

が
半
分
以
下
で
あ
り
、『
紀
年
錄
』
の
も
の
は
文
字
が
か
な
り
異
な
る
。

　
「
更
」
は
日
沒
か
ら
夜
明
け
ま
で
を
計
る
單
位
で
、
一
更
は
約
二
時
間
。
一
夜
を
五
更
に
分
け
、
三
更
は
午
後
一
一
時
か

ら
午
前
一
時
ま
で
。

○
僧
夏
五
十
九　

諸
資
料
一
致
す
る
。
た
だ
し
、
具
戒
を
『
年
譜
』
は
大
中
三
年
（
僧
夏
六
〇
）、『
紀
年
錄
』
は
大
中
一
〇

年
（
僧
夏
五
三
）
と
す
る
。
本
書
は
大
中
四
年
と
し
て
い
る
か
ら
、
僧
夏
五
九
と
な
る
。

○
出
世
三
十
九
年　

咸
通
十
一
年
（
八
七
〇
、
年
四
九
）
雪
峯
山
に
藍
文
卿
・
方
訓
・
謝
效･

陳
佐
な
ど
の
檀
越
を
得
、
庵

を
創
し
住
山
し
て
（『
紀
年
錄
』、『
年
譜
』）
か
ら
示
寂
ま
で
。

○
敕
謚
眞
覺
大
師
、
難
提
之
塔　

雪
峯
が
「
眞
覺
大
師
」
の
號
を
賜
っ
た
の
は
、
存
命
中
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

「
謚
」
と
い
う
の
は
誤
り
。「
碑
銘
」
に
「
乾
符
中
（
八
七
四
～
七
九
）、
觀
察
使
た
る
京
兆
の
韋
公
、
中
和
中
（
八
八
一
～

八
五
）、
司
空
た
る
潁
川
の
陳
公
、
毎
に
醍
醐
に
渴か

わ

け
ど
も
就
い
て
飮
む
こ
と
克あ

た

わ
ず
、
交こ

も
ごも

馳
せ
懇も

と

め
し
む
。
師
は
爲

に
府
に
入
り
、
人
の
願
い
に
從
え
り
。
其
の
時
、
内
官
の
京
に
復
命
す
る
も
の
有
り
、
其
の
道
を
語
る
ら
く
、
其
の
儕

と
も
が
らの

俗
よ
り
拔

ぬ
き
ん
でて

空
を
悟
る
者
、
浮
華
を
蛻ぬ

け
來
り
て
剃

し
ゅ
っ
けせ

ん
こ
と
を
請
う
と
。
僖
宗
皇
帝
、
之
を
聞
き
、
翰
林
學
士
を
し
て

閩
人
の
陳
延
郊
に
訪
わ
し
め
、
其
の
實
奏
な
る
を
得
た
り
。
是
に
於
て
聖

こ
う
て
い、

眞
覺
大
師
の
號
を
錫た

ま

い
、
仍よ

っ
て
紫
袈
裟
を

以
て
延
郊
を
し
て
焉こ

れ

に
授
け
し
む
。
大
師
は
之
を
授
か
る
も
授
か
ら
ざ
る
が
如
く
、
之
を
衣き

る
も
衣
ざ
る
が
如
し
。」『
紀

年
錄
』、『
年
譜
』
で
は
、
中
和
二
年
（
八
八
二
）
の
こ
と
と
す
る
。「
是
の
歲
、
内
官
有
り
て
閩
自よ

り
京
に
回
り
、
師
の

道
德
を
言つ

ぐ
。
欽つ

つ
しん

で
禧
宗
皇
帝
の
聖
旨
を
承
け
、
乃
ち
福
州
の
所
司
に
詔
し
、
師
の
道
行
を
具の

べ
し
む
。
時
に
閩
士
陳

延
郊
、
其
の
實
を
疏
し
以
て
奏
す
。
號
眞
覺
大
師
、
幷
び
に
紫
衣
袈
裟
を
賜
う
。」（『
年
譜
』）

　
「
難
提
之
塔
」
と
い
う
塔
銘
も
賜
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
自
ら
制
作
し
た
「
難
提
塔
銘
幷
序
」（『
廣
錄
』
に
收
め
る
「
雪
峯
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眞
覺
大
師
偈
頌
」、
及
び
『
語
錄
』
卷
下
の
末
尾
、『
紀
年
錄
』
開
平
二
年
戊
辰
の
條
に
錄
す
）
に
よ
る
。『
三
山
志
』
卷
三
四

侯
官
縣
「
雪
峯
崇
聖
禪
寺
」
の
項
に
「
難
提
塔
，
龍
紀
元
年
（
八
八
九
），
眞
覺
預
造
葬
所
，
自
序
曰
：
『
夫
從
緣
者
始

終
而
成
壞
，
非
從
緣
得
者
歷
劫
而
常
堅
。
堅
之
則
在
，
壞
之
則
捐
。
雖
然
離
散
未
至
，
何
妨
預
置
者
哉
？ 

所
以
疊
石
結

室
，
剪
木
合
涵
，
般
土
植
石
爲
龕
。
諸
事
已
備
，
頭
南
脚
北
，
橫
山
而
臥
。
惟
願
至
時
，
同
道
者
莫
違
我
意
。』
云
云
。

天
復
三
年
（
九
〇
三
），
王
審
知
刻
石
。」『
年
譜
』
昭
宗
皇
帝
龍
紀
元
年
條
、「
師
年
六
十
八
， 

開
基
造
塔
於
陳
洋
， 

即
前

所
謂
第
三
境
界
。
當
年
七
月
七
日
塔
成
， 

師
自
作
塔
銘
。」（『
紀
年
錄
』
は
こ
れ
を
載
せ
ず
）

　

葬
ら
れ
た
の
は
開
平
二
年
五
月
一
五
日
で
あ
る
。「
碑
銘
」
に
「
以
其
月
十
五
日
， 

塔
其
藏
焉
。
其
塔
也
， 

其
徒
僉
云
：

以
山
之
奇
、 

堂
之
峻
。」
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【
附
錄
】

一
．
雪
峯
の
傳
記
資
料 

西
口　

芳
男

　

傳
記
の
資
料
に
つ
い
て
は
本
譯
注
（
上
）〔
一
〕
行
歷
「
雪
峯
和
尚
」
の
注
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
お
い
た
。

　

傳
記
の
第
一
資
料
は
、
黃
滔
撰
「
福
州
雪
峯
山
故
眞
覺
大
師
碑
銘
幷
序
」（『
唐
黃
先
生
文
集
』
卷
五
、『
全
唐
文
』
卷

八
二
六
）
で
あ
り
、『
宋
高
僧
傳
』
卷
一
二
・
唐
福
州
雪
峯
廣
福
院
義
存
傳
は
こ
れ
を
承
け
る
。
ま
た
雪
峯
の
弟
子
で

あ
る
寶
聞
大
師
南
嶽
惟
勁
撰
『
雪
峯
眞
覺
大
師
紀
年
錄
』（
松
ヶ
岡
文
庫
、
未
見
）
が
あ
り
、
そ
れ
と
は
別
行
す
る
『
雪

峯
眞
覺
大
師
年
譜
』（『
雪
峯
語
錄
』
附
錄
）
が
あ
る
。
さ
ら
に
語
錄
に
は
『
雪
峯
廣
錄
』（
椎
名
氏
の
下
記
の
論
文
に
よ

れ
ば
、
成
化
二
〇
年
［
一
四
八
四
］
の
刊
本
，
岸
澤
文
庫
藏
）、『
雪
峯
語
錄
』（
元
祿
一
五
年
［
一
七
〇
二
］
刊
本
，
禪
學

叢
書
之
三
『
四
家
語
錄
・
五
家
語
錄
』
附
錄
，
中
文
出
版
社
）
が
あ
る
。
燈
史
・
公
案
書
な
ど
で
は
『
景
德
傳
燈
錄
』
卷

一
六
、『
宗
門
摭
英
集
』
卷
上
、『
祖
源
通
錄
撮
要
』
卷
四
、『
宗
門
統
要
』
卷
八
、『
聯
燈
會
要
』
卷
二
一
、『
禪
門
拈

頌
集
』
卷
一
九
・
二
〇
、『
五
燈
會
元
』
卷
七
な
ど
。

　
『
廣
錄
』、『
語
錄
』、『
紀
年
錄
』、『
年
譜
』
な
ど
の
書
誌
つ
い
て
は
、
椎
名
宏
雄
「『
雪
峯
廣
錄
』
と
『
雪
峯
紀
年

錄
』」（『
曹
洞
宗
研
究
員
研
究
生
研
究
紀
要
』
第
一
四
號
，
一
九
八
二
）、
鈴
木
哲
雄
『
唐
五
代
禪
宗
史
』
第
三
節
一
「
雪

峯
に
關
す
る
資
料
の
檢
討
」（
山
喜
房
佛
書
林
，
一
九
八
五
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
鼓
山
神
晏
の
語
錄
『
法
堂
玄
要

廣
集
』〈
師
勘
僧
語
〉
に
、
あ
る
僧
が
『
雪
峯
實
錄
』
を
製
し
た
こ
と
を
傳
え
て
い
る
。

　

い
ま
、
こ
の
記
述
に
そ
っ
て
説
明
を
加
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
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⒈
黃
滔
撰
「
福
州
雪
峯
山
故
眞
覺
大
師
碑
銘
幷
序
」

　

開
平
二
年
歲
在
戊
辰
（
九
〇
八
）
夏
五
月
裏
行
御
史
充
威
武
軍
節
度
推
官
前
四
門
博
士
黃
滔
撰
（『
雪
峯
志
』
卷
八
，『
中

國
佛
寺
史
志
彙
刊
』
第
二
輯
第
七
冊
）。
義
存
の
示
寂
し
た
そ
の
月
、
黃
滔
（
生
卒
年
推
定
、
八
四
〇
～
九
一
一
）
に
よ
っ
て

撰
せ
ら
れ
た
も
の
。
黃
滔
、
字
は
文
江
、
泉
州
莆
田
の
出
身
。
乾
寧
二
年
（
八
九
五
）
進
士
及
第
、
光
化
中
（
八
九
八
～

九
〇
一
）
四
門
博
士
。
天
復
元
年
（
九
〇
一
）
觀
察
御
史
裏
行
充
威
武
軍
節
度
推
官
を
以
て
王
審
知
に
辟め

さ
る
。『
黃
御
史

集
』
卷
五
（『
四
部
叢
刊
』
初
編
、『
四
庫
全
書
』、『
叢
書
集
成
』
初
編
）、『
全
唐
文
』
卷
八
二
六
、『
雪
峯
志
』
卷
八
、『
福
建

金
石
志
』
卷
五
（『
石
刻
史
料
新
編
』
第
二
輯
一
五
）。
ま
た
鈴
木
哲
雄
『
雪
峯
』（
唐
代
の
禪
僧
９
，
臨
川
書
店
，
二
〇
〇
九
）

に
『
全
唐
文
』
に
よ
る
書
き
下
し
文
と
日
譯
が
あ
り
、
楊
曽
文
「
雪
峯
義
存
、
王
審
知
資
料
附
編
」（『
雪
峯
義
存
與
中
國
禪

文
化
』，
中
國
社
會
科
學
出
版
社
、
二
〇
一
〇
）
に
『
雪
峯
志
』
を
底
本
と
し
た
校
錄
が
あ
る
。

⒉
『
宋
高
僧
傳
』
卷
一
二
・
義
存
傳

　

北
宋
端
拱
元
年
（
九
八
八
）、
贊
寧
（
九
一
九
～
一
〇
〇
二
）
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
。
義
存
傳
は
黃
滔
撰
「
碑
銘
」
に
依
っ

て
い
る
が
、
讀
み
や
す
く
な
っ
て
お
り
、「
碑
銘
」
と
相
互
に
參
照
す
べ
き
で
あ
る
。

⒊
『
雪
峯
廣
錄
』

　

本
書
（
以
下
『
廣
錄
』）
は
靜
岡
縣
燒
津
市
旭
傳
院
岸
澤
文
庫
所
藏
（
禪
文
化
研
究
所
に
マ
イ
ク
ロ
カ
ー
ド
あ
り
）。
編
集
次

第
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

〔
第
一
冊
〕
表
紙
に
「
雪
峯
眞
覺
大
師
廣
錄
上
」
の
墨
書

（
六
紙
缺
丁
）
お
そ
ら
く
天
聖
一
〇
年
（
一
〇
三
二
）
の
王
隨
撰
「
福
州
雪
峯
眞
覺
大
師
語
錄
序
」
が
あ
っ
た
。

１
．
雪
峯
眞
覺
大
師
廣
錄
上

⑴
略
傳　
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⑵
上
堂
・
示
衆
・
機
緣
問
答
語
（
尾
題
：
雪
峯
眞
覺
大
師
廣
錄
上
）　

〔
第
二
册
〕
表
紙
に
「
雪
峯
眞
覺
大
師
廣
錄
中
」
の
墨
書

２
．
雪
峯
眞
覺
大
師
廣
錄
下

⑴
入
内
論
佛
心
印
錄 

妙
德
編　

⑵
機
緣
問
答
語
句
（
尾
題
：
雪
峯
和
尚
語
錄
終
）

３
．
雪
峯
眞
覺
大
師
廣
錄
後
序　

元
豐
三
年
（
一
〇
八
〇
）
孫
覺
撰

４
．
題
跋　

守
方
山
大
雲
寺
慧
眞
（
椎
名
氏
に
よ
り
永
樂
元
年
［
一
四
〇
三
］
の
補
版
時
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
）

〔
第
三
册
〕
表
紙
に
「
雪
峯
眞
覺
大
師
廣
錄
下
」
の
墨
書

５
．
雪
峯
眞
覺
大
師
偈
頌

⑴
慧
蟾
撰
「
雪
峯
眞
覺
大
師
偈
頌
幷
序
」

⑵
偈
頌　

四
十
一
首

⑶
難
題
塔
銘
幷
序　

雪
竇
明
覺
大
師
重
顯
註

⑷
規
制　

光
化
四
年
（
九
〇
一
）
義
存
告
示　

永
明
延
壽
立
石

⑸
遺
誡　

開
平
二
年
四
月
二
十
八
日
（
九
〇
八
）
義
存
告
示　

乾
德
三
年
（
九
五
六
）
王
俶
建

⑹
示
寂
・
建
塔

⑺
音
略
（
廣
錄
卷
下
、
慧
蟾
撰
「
偈
頌
幷
序
」、
偈
頌
、
遺
誡
、
示
寂
・
建
塔
、
孫
覺
撰
「
廣
錄
後
序
」
に
對
す
る
音
略
）

６
．
胡
濚
撰
「
雪
峯
崇
聖
禪
寺
碑
記
文
」　

宣
德
八
年
（
一
四
三
三
）
遠
芷
・
良
琛
立
石
（『
雪
峯
志
』
：
遠
芷
は
永
樂

一
六
年
〔
一
四
一
八
〕
當
山
第
六
十
九
代
、
良
琛
は
宣
德
八
年
當
山
第
七
十
一
代
）

７
．
希
儒
「
補
版
贊
」　

永
樂
元
年
（
一
四
〇
三
）（
椎
名
氏
に
よ
り
守
方
山
大
雲
寺
慧
真
「
題
跋
」
は
こ
の
と
き
の
も
の



112

と
推
定
さ
れ
て
い
る
）

８
．
雪
峯
禪
寺
二
十
四
景
詩　

續
集　

天
順
元
年
（
一
四
五
七
）
月
菴
源
潭
（『
雪
峯
志
』
：
雪
峯
第
七
十
六
代
、
成
化

一
一
年
［
一
四
七
五
］
示
寂
）
敬
題

９
．
次
韻
二
十
四
景
詩
（『
雪
峯
志
』
：
雪
峯
第
八
十
三
代
智
明
性
菴
作
、
弘
治
七
年
［
一
四
九
四
］
示
寂
）

10
．
二
十
四
景
總
詩　

當
代
住
山
遠
孫
比
丘
智
明

　

天
聖
壬
申
（
一
〇
三
二
）
の
王
隨
撰
「
福
州
雪
峯
山
故
眞
覺
大
師
語
錄
序
」（
流
布
本
『
雪
峯
語
錄
』
附
錄
）
に
よ
れ
ば
、

閩
中
高
士
で
あ
る
江
夏
の
黃
洵
武
な
る
者
と
雪
峯
山
の
僧
守
勛
が
「
雪
峯
眞
覺
大
師
語
要
」
一
軸
を
呈
し
て
序
引
を
求
め

ら
れ
た
の
に
應
じ
て
帙
首
に
述
べ
た
と
い
う
。
元
豐
元
年
（
一
〇
七
八
）
に
知
事
と
し
て
福
州
に
來
た
孫
覺
（
一
〇
四
三
～

一
一
〇
一
）
が
、
雪
峯
山
中
に
そ
の
禪
語
を
探
し
求
め
た
。
そ
の
孫
覺
撰
「
雪
峯
廣
錄
後
序
」
に
い
う
、「
散
亂
漫
滅
し
、

僅
か
に
存
す
る
だ
け
で
明
ら
か
に
で
き
ず
、
た
だ
王
隨
の
「
語
錄
序
」
の
刻
石
が
得
ら
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
旁
搜

博
採
し
、
重
複
は
削
り
、
數
人
の
僧
に
ゆ
だ
ね
て
校
正
さ
せ
た
。
そ
れ
で
も
前
後
の
序
列
は
失
わ
れ
、
傳
寫
に
よ
る
誤
り
で

理
に
合
わ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ひ
と
ま
ず
順
序
を
つ
け
た
が
、
知
音
の
考
正
を
待
つ
」
と
。『
直
齋
書
錄
解
題
』
卷
一
二

に
「
雪
峯
廣
錄
二
卷
、
唐
眞
覺
大
師
義
存
語
、
丞
相
王
隨
序
之
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
孫
覺
『
雪
峯
廣
錄
』
に
は
王
隨
の

「
語
錄
序
」
が
あ
り
、
二
卷
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。

　

後
述
す
る
流
布
本
『
雪
峯
語
錄
』
に
は
卷
下
終
に
つ
づ
い
て
至
治
辛
酉
（
一
三
二
一
）
雪
峯
比
丘
悟
逸
（『
雪
峯
志
』
：
第

五
十
三
代
悟
逸
樵
隱
禪
師
、
元
統
二
年
［
一
三
三
四
］
示
寂
）
の
「
跋
」
が
刻
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
南
宋
末
の
兵

火
に
よ
っ
て
版
が
失
わ
れ
、
福
州
城
の
覺
如
居
士
が
重
刊
し
た
こ
と
を
傳
え
る
。

　

守
方
山
大
雲
寺
慧
眞
（
未
詳
）
の
「
跋
」
に
い
う
、「
兵
燹
の
あ
と
、
探
し
求
め
た
が
、
つ
い
に
得
ら
れ
ず
、
殘
念
に

思
っ
た
。
近
ご
ろ
塵
英
（
？
）
に
於
て
探
し
求
め
た
と
こ
ろ
、
虫
食
い
の
版
木
と
半
分
ほ
ど
の
書
を
覺
如
の
挽
濟
堂
に
見
い
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だ
し
た
。
敬
松
學
人
が
そ
れ
を
完
璧
に
し
た
の
で
、
世
に
廣
く
流
通
さ
せ
る
」
と
。
覺
如
と
は
悟
逸
の
「
跋
」
に
い
う
覺
如

居
士
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
の
「
兵
燹
」
と
は
、
元
末
明
初
の
爭
亂
の
時
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
椎
名
氏
が
永
樂

元
年
（
一
四
〇
三
）
希
儒
（『
雪
峯
志
』
：
第
六
十
六
代
、
建
文
三
年
［
一
四
〇
一
］
副
都
綱
）
の
「
補
版
贊
」
は
守
方
山
大
雲

寺
慧
眞
の
刊
行
の
と
き
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
た
の
は
妥
當
で
あ
る
。　

　

岸
澤
文
庫
本
『
廣
錄
』
の
最
も
新
し
い
記
事
は
、
雪
峯
第
八
十
三
代
智
明
性
菴
作
の
「
次
韻
二
十
四
景
詩
」「
二
十
四
景

總
詩
」
で
あ
る
。
こ
の
智
明
性
菴
が
銷
殞
し
て
い
た
雪
峯
の
語
錄
を
探
し
出
し
、
書
き
寫
し
て
版
木
に
彫
り
印
行
し
た
こ
と

が
成
化
甲
辰
（
一
四
八
四
）
の
鼓
山
住
持
の
智
明
の
「
誌
」（
流
布
本
『
雪
峯
語
錄
』
附
錄
）
に
記
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ

と
か
ら
、
岸
澤
文
庫
本
『
廣
錄
』
は
成
化
二
〇
年
（
一
四
八
四
）
の
刊
本
で
あ
る
と
椎
名
氏
に
よ
り
推
定
さ
れ
た
。

　
〔
第
三
册
〕「
５
．
雪
峯
眞
覺
大
師
偈
頌
」
の
末
に
「
音
略
」
が
あ
る
。『
廣
錄
』
卷
下
、
⑴
慧
蟾
撰
「
偈
頌
幷
序
」、
⑵
偈

頌
、
⑸
遺
誡
、
⑹
示
寂
・
建
塔
、
孫
覺
撰
「
廣
錄
後
序
」
の
順
序
に
「
音
略
」
が
附
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の

よ
う
な
編
次
の
『
廣
錄
』
が
あ
り
、
そ
れ
に
「
音
略
」
が
附
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

⒋
『
雪
峯
語
錄
』

　

本
書
（
以
下
『
語
錄
』）
は
、
元
祿
一
五
年
（
一
七
〇
二
）
卍
山
道
白
に
よ
っ
て
印
刻
さ
れ
た
流
布
本
。『
雪
峯
眞
覺
大
師

語
錄
』
上
下
二
卷
と
附
錄
一
卷
の
三
册
よ
り
成
る
。
卍
續
藏
經
に
收
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
柳
田
聖
山
主
編
・
禪
學
叢
書
之

三
『
四
家
語
錄
・
五
家
語
錄
』
の
附
錄
に
影
印
さ
れ
て
い
る
。
編
集
次
第
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

〔
第
一
册
〕

＊
．
刻
雪
峯
語
錄
緣
起　

崇
禎
己
卯
（
一
六
三
九
）
林
弘
衍
敬
書

＊
．
雪
峯
禪
師
語
錄
序　

崇
禎
戊
寅
（
一
六
三
八
）
石
雨
明
方
撰

＊
．
附
余
集
生
居
士
答
黃
元
公
居
士
書　

得
山
居
士
林
弘
衍
敬
識
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１
．
雪
峯
眞
覺
禪
師
語
錄
卷
之
上　

閩
中
得
山
居
士
林
弘
衍
編
次

⑴
略
傳　

⑵
上
堂
・
示
衆
・
機
緣
問
答
語
（
尾
題
：
雪
峯
語
錄
卷
之
上
終
）　

〔
第
二
册
〕

２
．
雪
峯
眞
覺
大
師
語
錄
卷
之
下　

⑴
入
内
論
佛
心
印
錄 

妙
德
編　

⑵
機
緣
問
答
語
句

⑶
自
制
塔
銘
幷
序

⑷
示
寂
・
建
塔

⑸
師
偈
語　

四
十
一
首

⑹
規
制　

光
化
四
年
（
九
〇
一
）
義
存
告
示　

永
明
延
壽
立
石

⑺
遺
誡　

開
平
二
年
四
月
二
八
日
（
九
〇
八
）
義
存
告
示　

乾
德
三
年
（
九
六
五
）
王
俶
建
（
尾
題
：
雪
峯
眞
覺
大
師

語
錄
卷
下
終
）

３
．
跋　

至
治
辛
酉
（
一
三
二
一
）
悟
逸
撰
（『
雪
峯
志
』
：
第
五
十
三
代
悟
逸
樵
隱
、
元
統
二
年
［
一
三
三
四
］
示
寂
）

４
．
雪
峯
眞
覺
大
師
年
譜

　

＊
＊
．
雪
峯
語
錄
大
尾　

元
禄
一
四
年
（
一
七
〇
一
）
卍
山
道
白
撰

〔
第
三
册
〕
附
錄

５
．
福
州
雪
峯
山
故
眞
覺
大
師
語
錄
序　

天
聖
壬
申
（
一
〇
三
二
）
王
隨
撰

６
．
雪
峯
眞
覺
大
師
廣
錄
後
序　
　
　
　

元
豐
三
年
（
一
〇
八
〇
）
孫
覺
撰
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７
．
題
跋　

守
方
山
大
雲
寺
慧
真
（
椎
名
氏
に
よ
り
永
樂
元
年
の
補
版
時
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
）

８
．
慧
蟾
撰
「
雪
峯
眞
覺
大
師
偈
頌
幷
序
」

９
．
胡
濚
撰
「
雪
峯
崇
聖
禪
寺
碑
記
文
」　

宣
德
八
年
（
一
四
三
三
）
遠
芷
・
良
琛
立
石

10
．
希
儒
「
補
版
贊
」　

永
樂
元
年
（
一
四
〇
三
）（
椎
名
氏
に
よ
り
守
方
山
大
雲
寺
慧
眞
「
題
跋
」
は
こ
の
と
き
の
も
の

と
推
定
さ
れ
て
い
る
）

11
．
雪
峯
禪
寺
二
十
四
景
詩　

續
集　

天
順
元
年
（
一
四
五
七
）
月
菴
源
潭
（『
雪
峯
志
』
：
雪
峯
第
七
十
六
代
、
成
化

一
一
年
［
一
四
七
五
］
示
寂
）
敬
題

12
．
次
韻
二
十
四
景
詩
（『
雪
峯
志
』
：
雪
峯
第
八
十
三
代
智
明
性
菴
作
、
弘
治
七
年
［
一
四
九
四
］
示
寂
）

13
．
二
十
四
景
總
詩　

當
代
住
山
遠
孫
比
丘
智
明

14
．
誌　

大
明
成
化
二
〇
年
（
一
四
八
四
）
鼓
山
禪
寺
八
十
五
代
住
持
智
明
撰

15
．
識　

皇
明
萬
曆
一
四
年
（
一
五
八
六
）
雪
峯
晩
學
比
丘
定
明
撰

　

＊
＊
．
書　

元
祿
一
五
年
（
一
七
〇
二
）
卍
山
道
白
撰

　

流
布
本
（
元
祿
本
）
の
底
本
と
な
っ
た
も
の
は
、
明
の
崇
禎
一
二
年
（
一
六
三
九
）
林
弘
衍
が
舊
本
を
得
て
編
集
校
訂
し

た
も
の
で
あ
り
、
第
一
册
・
第
二
册
が
そ
れ
に
當
る
。
こ
の
林
弘
衍
校
訂
本
（
現
在
は
逸
書
）
を
得
た
徑
山
老
隱
睡
安
光
和

尚
（
獨
庵
玄
光
、
一
六
三
〇
～
九
八
）
が
刊
行
せ
ん
と
し
て
果
た
せ
ず
に
示
寂
し
た
た
め
、
そ
の
志
を
引
き
繼
い
だ
卍
山
道

白
が
元
祿
一
四
年
（
一
七
〇
一
）「
雪
峯
語
錄
大
尾
」
を
書
き
終
え
、
出
版
間
際
に
な
っ
て
別
本
を
得
た
。
椎
名
氏
の
考
證

に
よ
れ
ば
、
そ
の
別
本
と
は
萬
曆
一
四
年
（
一
五
八
六
）
の
定
明
の
識
語
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
萬
曆
本
で
あ
る
。
卍
山
は
林

弘
衍
本
（
流
布
本
第
一
册･

第
二
册
）
と
別
本
を
く
ら
べ
、
林
弘
衍
本
に
無
く
、
別
本
に
順
次
に
所
在
し
て
い
た
も
の
５
～

15
を
附
錄
と
し
て
刻
し
第
三
册
と
し
た
。
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鈴
木
哲
雄
「
雪
峯
に
關
す
る
資
料
の
檢
討
」（
愛
知
學
院
大
學
『
禪
研
究
所
紀
要
』
四
・
五
合
倂
號
，
一
九
七
五
年
，
後
『
唐

五
代
禪
宗
史
』
に
改
訂
收
錄
）
に
『
語
錄
』
上
下
二
卷
の
本
文
の
機
緣
ご
と
に
見
出
し
を
つ
け
て
番
號
を
附
し
、『
祖
堂
集
』、

『
景
德
傳
燈
錄
』、『
宗
門
統
要
』、『
聯
燈
會
要
』
と
対
照
さ
せ
た
表
が
あ
る
。
椎
名
氏
は
こ
れ
を
基
に
し
て
『
廣
錄
』
本
文

と
の
異
同
を
詳
し
く
調
べ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
（
前
揭
書
）。
共
に
『
語
錄
』、『
廣
錄
』
に
關
す
る
基
礎
資
料
で
あ
る
。
い

ま
椎
名
氏
の
「
語
錄
諸
本
の
系
統
圖
」（
前
揭
書
）
を
參
考
に
し
て
示
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　

雪
峯
實
錄
（『
鼓
山
法
堂
玄
要
廣
集
』）

 

┊

 

┊

 

┊

　
　

雪
峯
眞
覺
大
師
語
要
（
王
隨
序
）

 

┊

 

┊

 

↓

　
　

王
隨
附
序
語
錄
本
（
一
〇
三
二
）  

┐

 
 

 
 

┊

 
 

 

孫
覺
後
序
・
廣
錄
本
（
一
〇
八
〇
）

 
 

 
 

│
 

 
 

 
│

 
 

 
 

↓
 

 
 

悟
逸
樵
隱
跋
・
重
刊
本
（
一
三
二
一
）

 
 

 
 

│

 
 

┌
─
─
─
─
─
─
─
─
┤

 
 

│ 
 

↓

 
 

│ 

守
方
山
大
雲
寺
慧
眞
跋
・
希
儒
「
補
版
贊
」
本
（
一
四
〇
三
）

 
 

│ 
 

│

 
 

│ 
 

│

 
 

│ 
 

↓

 
 

│ 

岸
澤
文
庫
・
成
化
本
（
一
四
八
四
）
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│ 
 

│

 
 

│ 
 

│

 
 

│ 
 

↓

 
 

│ 

雪
峯
晩
學
比
丘
定
明
識
・
萬
曆
本
（
一
五
八
六
） 

┐

 
 

│ 
 

│ 

│

 
 

│ 
 

│ 

│

 
 

│ 
 

↓ 

│

 
 

└
─
─
→
林
弘
衍
校
訂
・
崇
禎
本
（
一
六
三
九
） 

│

 
 

 
 

│ 

│

 
 

 
 

│ 

│

 
 

 
 

↓ 

│

 
 

 

流
布
本
（
元
祿
本
・
一
七
〇
二
）
← 

┘

  

こ
の
よ
う
に
『
廣
錄
』、『
語
錄
』
は
孫
覺
が
元
豐
三
年
（
一
〇
八
〇
）
に
收
集
し
た
資
料
を
も
と
に
し
て
編
集
さ
れ
た
孫

覺
本
を
承
け
る
も
の
で
あ
り
、
雪
峯
の
時
代
の
資
料
が
そ
の
ま
ま
傳
わ
っ
た
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。『
語
錄
』
の
機
緣
に

鈴
木
氏
が
附
さ
れ
た
番
號
は
三
百
一
則
ま
で
あ
り
、
燈
史
や
公
案
集
に
採
ら
れ
ぬ
も
の
も
多
い
。
し
か
し
共
通
す
る
話
頭
を

『
祖
堂
集
』
や
『
景
德
傳
燈
錄
』
以
後
の
資
料
と
を
比
べ
て
見
る
と
き
、
明
ら
か
に
『
廣
錄
』、『
語
錄
』
は
『
景
德
傳
燈
錄
』

以
後
に
屬
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
『
語
錄
』
卷
上
冒
頭
部
分
（
鈴
木
№
１
～
８
）
と
卷
下
末
尾
（
鈴
木
№
300
・
301
）
の
「
塔

銘
幷
序
」、「
入
寂
」
は
、
萬
曆
壬
寅
（
一
六
〇
二
）
に
成
っ
た
。『
指
月
錄
』
卷
一
七
雪
峯
章
を
參
照
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
永
覺
元
賢
（
一
五
七
八
～
一
六
五
七
）
撰
「
雪
峯
語
錄
跋
」（『
永
覺
元
賢
禪
師
語
錄
』
卷
一
四
）
に
よ
れ
ば
、「
予わ

れ

、

脫し
ゅ
っ
け白

し
て
自
り
以
來
、
雪
峯
の
語
を
渴
慕
す
れ
ど
も
、
多
く
見
ざ
る
を
恨
む
。
之こ

れ

を
大
藏
に
考
ず
る
に
及
ぶ
も
、
竟
に
遺
落

し
て
收
む
弗な

し
。
後
に
雪
峯
寺
藏
板
を
得
る
こ
と
、
瑾
璧
を
獲
る
が
如
し
。
但
だ
其
の
卷
後
に
錄
す
る
所
の
雜
偈
、
及
び
藍
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氏
遺
囑
、
大
師
遺
誡
等
の
篇
を
見
る
に
、
率
ね
僞
妄
多
し
。
反か

え

っ
て
前
人
の
美
を
掩
う
。
心
に
殊
に
之
を
病
む
。
一
日
、
古

書
肆
中
に
在お

い
て
、
元
の
至
治
の
間
の
樵
隱
逸
の
所
鏤
の
板
を
得
て
、
始
め
て
卷
末
に
増
す
所
は
皆
な
其
の
實
に
非
ざ
る

こ
と
を
知
る
。
今
一ひ

と
えに

樵
隱
本
に
依
り
て
校
定
す
。
諸
方
若
し
木
毬
下
の
事
を
知
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
當
に
是
に
於
て
求
む

べ
し
」
と
あ
り
、
悟
逸
樵
隱
跋
の
重
刊
本
（
一
三
二
一
）
に
は
、
雪
峯
寺
藏
版
の
卷
後
に
錄
さ
れ
る
「
雜
偈
」「
藍
氏
遺
囑
」

「
大
師
遺
誡
」
等
は
無
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
よ
り
岸
澤
文
庫
・
成
化
本
『
廣
錄
』
の
〔
第
三
册
〕「
５
．
雪

峯
眞
覺
大
師
偈
頌
」
の
偈
頌
・
遺
戒
な
ど
は
、
悟
逸
樵
隱
跋
の
重
刊
本
に
は
な
く
、
そ
の
後
の
編
集
で
附
加
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
判
る
。

　

雪
峯
寺
藏
版
が
諸
本
系
統
圖
の
ど
れ
に
當
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
現
存
の
『
廣
錄
』、『
語
錄
』
に
は
「
藍
氏
遺
囑
」
な

る
も
の
は
見
當
ら
な
い
。
崇
禎
七
年
（
一
六
三
四
）
永
覺
元
賢
は
林
弘
衍
な
ど
の
請
に
よ
っ
て
鼓
山
に
開
法
し
、
鼓
山
の
重

建
に
際
し
て
も
林
弘
衍
は
協
力
し
て
お
り
密
接
な
交
際
が
あ
っ
た
（
馮
國
棟
「
雪
峯
語
錄
編
次
考
」『
雪
峯
義
存
與
中
國
禪
宗

文
化
』
二
四
四
頁
）。
永
覺
元
賢
撰
「
雪
峯
語
錄
跋
」
に
は
林
弘
衍
本
の
こ
と
に
觸
れ
な
い
か
ら
、
林
弘
衍
本
よ
り
も
先
で

あ
っ
た
と
か
と
推
測
さ
れ
、
ま
た
林
弘
衍
の
「
刻
雪
峯
語
錄
緣
起
」
に
は
元
賢
の
『
語
錄
』
の
こ
と
を
言
わ
ぬ
か
ら
、
そ
れ

を
知
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⒌
『
雪
峯
眞
覺
大
師
紀
年
錄
』

　

本
書
（
以
下
『
紀
年
錄
』）
は
松
ヶ
岡
文
庫
に
所
藏
さ
れ
る
。
幸
い
に
し
て
衣
川
賢
次
氏
が
松
ヶ
岡
文
庫
よ
り
コ
ピ
ー
を

許
可
さ
れ
た
も
の
が
手
元
に
あ
る
。
内
題
下
部
に
「
嗣
法
門
人
寶
聞
編
錄
」「
宋
住
當
山
元
肇
重
校
」
と
あ
り
、
卷
首
に
元

肇
の
雪
峯
道
影
贊
に
「
咸
淳
己
巳
夏
」
の
年
紀
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
江
戸
時
代
の
京
都
で
開
刻
さ
れ
た
も
の
は
、『
續

寶
林
傳
』『
南
嶽
高
僧
傳
』
を
撰
し
た
寶
聞
大
師
南
嶽
惟
勁
（『
宋
高
僧
傳
』
卷
一
七
、『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
九
に
立
傳
）
の

原
著
が
、
後
の
あ
る
と
き
に
最
初
の
校
正
（
或
は
校
刊
）
が
な
さ
れ
、
そ
れ
を
雪
峯
羸
菴
元
肇
（
楊
岐
派
四
世
の
晦
菴
慧
光

の
法
嗣
）
が
一
二
六
九
年
に
重
校
刊
行
し
た
も
の
と
判
る
（
前
揭
椎
名
論
文
參
照
）。
寶
聞
大
師
の
原
著
は
お
そ
ら
く
は
簡
單

な
も
の
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
が
、
最
初
の
校
正
本
と
原
著
と
の
區
別
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
。
問
題
は
最
初
の
校
正
本

に
元
肇
が
何
を
附
け
加
え
た
か
で
あ
る
。
既
に
「
内
容
は
『
五
燈
會
元
』
と
同
文
あ
る
い
は
非
常
に
類
似
し
て
い
る
箇
所
が

多
い
」（
和
田
善
明
「
雪
峯
義
存
の
研
究
」『
駒
澤
大
學
大
學
學
院
研
究
會
年
報
』
第
一
五
號
，
一
九
八
一
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
も
の
は
元
肇
が
附
加
し
た
も
の
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

⒍
『
雪
峯
眞
覺
大
師
年
譜
』

　

本
書
（
以
下
『
年
譜
』）
は
、
以
下
の
三
本
が
知
ら
れ
る
。

㈠
『
雪
峯
志
』
卷
五
所
收
本　

　

明
の
崇
禎
五
年
（
一
六
三
二
）
に
編
輯
さ
れ
た
徐
蛤
（
一
五
七
〇
～
一
六
四
二
）
纂
輯
・
林
弘
衍
參
定
『
雪
峯
志
』
卷
五

に
『
眞
覺
大
師
年
譜
』
が
存
す
る
。
崇
禎
本
（
尊
經
閣
文
庫
所
藏
）
は
未
見
で
あ
る
が
、
清
乾
隆
重
刊
『
雪
峯
志
』
が
『
中

國
佛
寺
史
志
彙
刊
』
第
二
輯
⑦
（
臺
灣
明
文
書
局
，
一
九
八
〇
）、『
中
國
佛
寺
志
叢
刊
』
一
〇
三
冊
（
江
蘇
廣
陵
古
籍
刻
印
社
，

一
九
九
六
）
に
影
印
さ
れ
て
い
る
。

㈡
『
語
錄
』
所
收
本

　

流
布
本
『
語
錄
』
卷
下
の
末
に
錄
さ
れ
て
い
る
。
も
と
は
流
布
本
の
底
本
と
な
っ
た
明
の
崇
禎
己
卯
（
一
六
三
九
）
得
山

居
士
林
弘
衍
が
校
訂
し
刊
行
し
た
『
雪
峯
語
錄
』
に
錄
さ
れ
て
い
た
。
卍
山
道
白
が
元
祿
一
四
年
（
一
七
〇
一
）「
雪
峯
語

錄
大
尾
」
を
書
き
、
出
版
間
際
に
な
っ
て
得
た
（
萬
曆
本
と
推
定
さ
れ
て
い
る
）
別
本
に
は
、「
年
譜
」
は
錄
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
。

　

林
弘
衍
が
支
提
上
人
か
ら
示
さ
れ
た
一
帙
と
自
ら
探
し
求
め
た
舊
本
の
二
本
を
細
か
に
校
訂
し
て
一
本
に
し
た
も
の
で
あ

る
（「
刻
雪
峯
語
錄
緣
起
」）。
林
弘
衍
の
見
た
一
本
は
悟
逸
樵
隱
跋
の
重
刊
本
（
一
三
二
一
）
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
椎
名
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の
法
嗣
）
が
一
二
六
九
年
に
重
校
刊
行
し
た
も
の
と
判
る
（
前
揭
椎
名
論
文
參
照
）。
寶
聞
大
師
の
原
著
は
お
そ
ら
く
は
簡
單

な
も
の
で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
が
、
最
初
の
校
正
本
と
原
著
と
の
區
別
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
。
問
題
は
最
初
の
校
正
本

に
元
肇
が
何
を
附
け
加
え
た
か
で
あ
る
。
既
に
「
内
容
は
『
五
燈
會
元
』
と
同
文
あ
る
い
は
非
常
に
類
似
し
て
い
る
箇
所
が

多
い
」（
和
田
善
明
「
雪
峯
義
存
の
研
究
」『
駒
澤
大
學
大
學
學
院
研
究
會
年
報
』
第
一
五
號
，
一
九
八
一
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
も
の
は
元
肇
が
附
加
し
た
も
の
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

⒍
『
雪
峯
眞
覺
大
師
年
譜
』

　

本
書
（
以
下
『
年
譜
』）
は
、
以
下
の
三
本
が
知
ら
れ
る
。

㈠
『
雪
峯
志
』
卷
五
所
收
本　

　

明
の
崇
禎
五
年
（
一
六
三
二
）
に
編
輯
さ
れ
た
徐
蛤
（
一
五
七
〇
～
一
六
四
二
）
纂
輯
・
林
弘
衍
參
定
『
雪
峯
志
』
卷
五

に
『
眞
覺
大
師
年
譜
』
が
存
す
る
。
崇
禎
本
（
尊
經
閣
文
庫
所
藏
）
は
未
見
で
あ
る
が
、
清
乾
隆
重
刊
『
雪
峯
志
』
が
『
中

國
佛
寺
史
志
彙
刊
』
第
二
輯
⑦
（
臺
灣
明
文
書
局
，
一
九
八
〇
）、『
中
國
佛
寺
志
叢
刊
』
一
〇
三
冊
（
江
蘇
廣
陵
古
籍
刻
印
社
，

一
九
九
六
）
に
影
印
さ
れ
て
い
る
。

㈡
『
語
錄
』
所
收
本

　

流
布
本
『
語
錄
』
卷
下
の
末
に
錄
さ
れ
て
い
る
。
も
と
は
流
布
本
の
底
本
と
な
っ
た
明
の
崇
禎
己
卯
（
一
六
三
九
）
得
山

居
士
林
弘
衍
が
校
訂
し
刊
行
し
た
『
雪
峯
語
錄
』
に
錄
さ
れ
て
い
た
。
卍
山
道
白
が
元
祿
一
四
年
（
一
七
〇
一
）「
雪
峯
語

錄
大
尾
」
を
書
き
、
出
版
間
際
に
な
っ
て
得
た
（
萬
曆
本
と
推
定
さ
れ
て
い
る
）
別
本
に
は
、「
年
譜
」
は
錄
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
。

　

林
弘
衍
が
支
提
上
人
か
ら
示
さ
れ
た
一
帙
と
自
ら
探
し
求
め
た
舊
本
の
二
本
を
細
か
に
校
訂
し
て
一
本
に
し
た
も
の
で
あ

る
（「
刻
雪
峯
語
錄
緣
起
」）。
林
弘
衍
の
見
た
一
本
は
悟
逸
樵
隱
跋
の
重
刊
本
（
一
三
二
一
）
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
椎
名



120

論
文
七
九
頁
下
）。
も
し
悟
逸
の
重
刊
本
に
『
年
譜
』
が
附
さ
れ
て
い
た
な
ら
、
以
後
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
に
承
け
繼
が
れ

て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
別
本
（
萬
曆
本
）
に
は
無
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
林
弘
衍
は
『
雪
峯
志
』
所
收
本
を
訂
正
加

筆
し
て
新
編
の
『
語
錄
』（
崇
禎
本
）
卷
下
の
末
に
編
入
し
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
雪
峯
志
』
本
に
無
か
っ
た
乾
符
元

年
・
中
和
四
年
に
黃
巢
の
記
事
を
加
え
、
大
中
九
年
條
に
洞
山
と
の
「
斫
槽
來
」
の
問
答
、
咸
通
六
年
條
に
は
鼇
山
成
道
を

加
え
て
い
る
。
ま
た
長
慶
二
年
の
記
事
の
一
部
を
寶
曆
二
年
に
移
し
、
ま
た
咸
通
元
年
の
記
事
を
咸
通
二
年
に
移
し
、
咸
通

四
年
の
「
德
山
托
鉢
」
を
明
本
『
景
德
傳
燈
錄
』
に
依
っ
て
訂
正
し
た
り
し
て
い
る
。

　

で
は
『
雪
峯
志
』
本
「
年
譜
」
は
、
別
行
し
て
い
た
「
年
譜
」
を
採
っ
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
新
た
に
徐
蛤
が
編
集
し
、

林
弘
衍
が
參
定
し
た
も
の
か
。『
紀
年
錄
』
と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
問
題
で
あ
り
、
詳
し
い
考
證
に
よ
っ
て
結
論
を
導
く
必

要
が
あ
る
が
、
筆
者
は
、
別
行
し
て
い
た
も
の
で
は
な
く
新
た
に
徐
蛤
が
編
集
し
、
林
弘
衍
が
參
定
し
た
も
の
だ
っ
た
と
考

え
て
い
る
。

　
『
紀
年
錄
』
と
『
年
譜
』
の
内
容
を
詳
し
く
調
べ
ら
れ
た
椎
名
前
揭
論
文
に
よ
っ
て
比
較
を
箇
條
書
き
に
す
る
と
次
の
よ

う
で
あ
る
。
⑴
文
字
語
句
の
異
同
出
入
が
い
ち
じ
る
し
い
。
⑵
『
紀
年
錄
』
の
記
事
の
方
が
詳
細
で
あ
る
。
⑶
『
年
譜
』
は

『
紀
年
錄
』
を
改
變
し
た
も
の
で
は
な
い
。
⑷
『
紀
年
錄
』
は
黃
滔
撰
「
碑
銘
」
や
『
廣
錄
』
の
記
載
と
の
對
應
が
強
く
、

文
が
冗
長
、
不
體
裁
・
未
整
理
で
あ
る
。
⑸
『
年
譜
』
は
『
紀
年
錄
』
よ
り
も
簡
潔
、
古
い
要
素
も
あ
る
が
、
年
譜
と
し
て

整
理
さ
れ
て
い
る
。
⑹
一
が
他
を
底
本
と
す
る
關
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
新
舊
の
部
分
も
、
相
互
に
入
り
組
み
、
一
樣
で

は
な
い
。
兩
者
に
共
通
す
る
部
分
が
古
い
と
い
え
る
が
、
す
べ
て
が
惟
勁
の
原
形
で
は
な
い
。
⑺
強
い
て
テ
キ
ス
ト
の
系
統

を
求
め
れ
ば
、『
年
譜
』
は
元
肇
『
紀
年
錄
』
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
惟
勁
の
原
著
に
初
回
の
校
訂
本
か
、
或
い
は
別
箇
の

校
訂
を
經
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。

㈢
福
建
高
僧
傳
本
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論
文
七
九
頁
下
）。
も
し
悟
逸
の
重
刊
本
に
『
年
譜
』
が
附
さ
れ
て
い
た
な
ら
、
以
後
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
に
承
け
繼
が
れ

て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
別
本
（
萬
曆
本
）
に
は
無
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
林
弘
衍
は
『
雪
峯
志
』
所
收
本
を
訂
正
加

筆
し
て
新
編
の
『
語
錄
』（
崇
禎
本
）
卷
下
の
末
に
編
入
し
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
雪
峯
志
』
本
に
無
か
っ
た
乾
符
元

年
・
中
和
四
年
に
黃
巢
の
記
事
を
加
え
、
大
中
九
年
條
に
洞
山
と
の
「
斫
槽
來
」
の
問
答
、
咸
通
六
年
條
に
は
鼇
山
成
道
を

加
え
て
い
る
。
ま
た
長
慶
二
年
の
記
事
の
一
部
を
寶
曆
二
年
に
移
し
、
ま
た
咸
通
元
年
の
記
事
を
咸
通
二
年
に
移
し
、
咸
通

四
年
の
「
德
山
托
鉢
」
を
明
本
『
景
德
傳
燈
錄
』
に
依
っ
て
訂
正
し
た
り
し
て
い
る
。

　

で
は
『
雪
峯
志
』
本
「
年
譜
」
は
、
別
行
し
て
い
た
「
年
譜
」
を
採
っ
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
新
た
に
徐
蛤
が
編
集
し
、

林
弘
衍
が
參
定
し
た
も
の
か
。『
紀
年
錄
』
と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
問
題
で
あ
り
、
詳
し
い
考
證
に
よ
っ
て
結
論
を
導
く
必

要
が
あ
る
が
、
筆
者
は
、
別
行
し
て
い
た
も
の
で
は
な
く
新
た
に
徐
蛤
が
編
集
し
、
林
弘
衍
が
參
定
し
た
も
の
だ
っ
た
と
考

え
て
い
る
。

　
『
紀
年
錄
』
と
『
年
譜
』
の
内
容
を
詳
し
く
調
べ
ら
れ
た
椎
名
前
揭
論
文
に
よ
っ
て
比
較
を
箇
條
書
き
に
す
る
と
次
の
よ

う
で
あ
る
。
⑴
文
字
語
句
の
異
同
出
入
が
い
ち
じ
る
し
い
。
⑵
『
紀
年
錄
』
の
記
事
の
方
が
詳
細
で
あ
る
。
⑶
『
年
譜
』
は

『
紀
年
錄
』
を
改
變
し
た
も
の
で
は
な
い
。
⑷
『
紀
年
錄
』
は
黃
滔
撰
「
碑
銘
」
や
『
廣
錄
』
の
記
載
と
の
對
應
が
強
く
、

文
が
冗
長
、
不
體
裁
・
未
整
理
で
あ
る
。
⑸
『
年
譜
』
は
『
紀
年
錄
』
よ
り
も
簡
潔
、
古
い
要
素
も
あ
る
が
、
年
譜
と
し
て

整
理
さ
れ
て
い
る
。
⑹
一
が
他
を
底
本
と
す
る
關
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
新
舊
の
部
分
も
、
相
互
に
入
り
組
み
、
一
樣
で

は
な
い
。
兩
者
に
共
通
す
る
部
分
が
古
い
と
い
え
る
が
、
す
べ
て
が
惟
勁
の
原
形
で
は
な
い
。
⑺
強
い
て
テ
キ
ス
ト
の
系
統

を
求
め
れ
ば
、『
年
譜
』
は
元
肇
『
紀
年
錄
』
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
惟
勁
の
原
著
に
初
回
の
校
訂
本
か
、
或
い
は
別
箇
の

校
訂
を
經
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。

㈢
福
建
高
僧
傳
本

　
『（
民
國
）
福
建
通
志
』
卷
四
六
・
福
建
高
僧
傳
卷
一
・
義
存
章
に
『
雪
峯
志
』
よ
り
採
っ
た
も
の
を
載
せ
て
い
る
。
蘇
晉

仁
・
蕭
鍊
子
選
輯
『
歷
代
釋
道
人
物
志
』（
巴
蜀
書
社
，
一
九
九
八
）
に
影
印
あ
り
。

　

以
下
は
燈
史
・
公
案
書
な
ど
の
禪
宗
の
書
で
あ
る
。
燈
史
・
公
案
書
は
機
緣
語
句
を
錄
す
こ
と
が
編
集
の
中
心
と
な
る
も

の
で
あ
る
が
、『
祖
堂
集
』、『
景
德
傳
燈
錄
』
な
ど
は
黃
滔
撰
「
碑
銘
幷
序
」
を
補
う
も
の
で
あ
る
。
な
お
機
緣
語
句
は
雪

峯
章
に
採
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
關
係
し
た
禪
師
の
章
に
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
々
あ
る
の
で
注
意
を
要
す
。

⒎
『
祖
堂
集
』
卷
七
・
雪
峯
和
尚
章

　

雪
峯
章
五
五
則
の
う
ち
半
數
近
く
は
本
書
の
み
に
收
錄
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
貴
重
で
あ
る
。

　

南
唐
保
大
一
〇
年
（
九
五
二
）、
泉
州
招
慶
寺
に
い
た
靜
・
筠
の
二
禪
德
が
「
古
今
諸
方
法
要
」
を
編
し
て
『
祖
堂
集
』

と
名
づ
け
た
一
卷
に
、
招
慶
寺
主
の
文
僜
（
省
僜
、
八
九
二
～
九
七
二
）
に
序
を
請
う
て
成
っ
た
。
衣
川
氏
の
研
究
（「
祖
堂

集
の
校
理
」『
東
洋
文
化
』
第
八
三
號
，
二
〇
〇
三
，「
泉
州
千
佛
新
著
諸
祖
師
頌
と
祖
堂
集
―
附　

省
僜
（
文
僜
）
禪
師
を
め
ぐ

る
泉
州
の
地
理
」『
禪
學
研
究
』
第
八
八
號
，
二
〇
一
〇
）
に
よ
れ
ば
、
保
大
一
〇
年
に
成
っ
た
一
卷
は
現
行
二
〇
卷
本
の
初

二
卷
で
あ
り
、
そ
の
後
の
五
〇
年
間
に
二
〇
卷
本
の
大
部
分
に
相
当
す
る
増
廣
が
泉
州
で
お
こ
な
わ
れ
一
〇
卷
本
と
な
っ

た
。
高
麗
に
は
ま
ず
一
卷
本
が
傳
わ
り
、
そ
の
後
、
増
廣
さ
れ
た
一
〇
卷
本
が
傳
わ
っ
た
。
海
東
開
版
に
あ
た
っ
て
現
行
本

の
卷
一
七
及
び
卷
二
〇
に
立
傳
す
る
海
東
八
祖
師
が
加
わ
り
、
一
〇
卷
本
を
二
〇
卷
に
分
卷
し
、「
海
東
新
開
印
版
祖
堂
集
」

と
し
て
乙
巳
歲
（
高
麗
高
宗
三
二
年
［
一
二
四
五
］）、
晉
州
南
海
縣
の
分
司
大
藏
都
監
に
お
い
て
雕
造
さ
れ
た
。

　

泉
州
招
慶
寺
は
天
祐
三
年
（
九
〇
六
）
王
延
彬
（
八
八
五
～
九
三
〇
）
の
創
建
に
か
か
る
も
の
で
、
稜
道
者
と
呼
ば
れ

て
雪
峯
と
玄
沙
の
間
で
苦
修
し
た
慧
稜
（
八
五
四
～
九
三
二
）
が
招
聘
さ
れ
た
（『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
八
・
長
慶
慧
稜
章
、

『
年
譜
』）。
天
成
二
年
（
九
二
七
）
一
〇
月
、
慧
稜
は
福
州
侯
官
縣
の
怡
山
西
院
（
長
慶
院
）
に
移
る
（『
淳
熙
三
山
志
』
卷
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二
一
・
秩
官
類
二
・
天
成
二
年
條
）。
そ
の
後
の
法
席
を
繼
い
だ
の
は
、
慧
稜
に
嗣
い
だ
道
匡
（『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
二
一
，

生
卒
年
未
詳
）
で
あ
る
。

　

保
福
從
展
（
？
～
九
二
八
）
に
嗣
い
だ
省
僜
（
文
僜
）
が
王
延
彬
の
創
建
し
た
千
佛
院
（
泉
州
開
元
寺
の
子
院
）
に
招
か
れ

住
し
て
い
た
の
は
後
唐
天
成
年
間
（
九
二
六
～
三
〇
）
か
ら
後
晉
開
運
初
年
（
九
四
四
）
で
あ
り
、
そ
の
年
、
泉
州
節
度
使

と
な
っ
た
黃
紹
頗
の
招
き
で
招
慶
院
に
住
し
た
が
、
ま
も
な
く
し
て
閩
末
戰
亂
の
兵
火
（
同
年
一
二
月
）
に
よ
っ
て
罹
災
し

た
。
閩
が
亡
び
、
留
從
效
が
南
唐
の
支
配
す
る
泉
州
の
刺
史
と
な
り
（
九
四
六
）、
つ
い
で
清
源
軍
節
度
使
に
任
ぜ
ら
れ
る

（
九
四
九
）。
そ
の
留
從
效
が
別
莊
を
寄
進
し
、
燒
失
し
た
招
慶
院
の
寺
産
を
繼
が
せ
て
重
修
し
、
ふ
た
た
び
省
僜
（
文
僜
）

を
住
持
に
招
い
た
（
衣
川
賢
次
「
泉
州
に
文
僜
禪
師
の
遺
跡
を
訪
ね
る
」『
禪
文
化
』
二
一
八
號
、
二
〇
一
〇
）。
保
大
一
〇
年

に
成
る
『
祖
堂
集
』
は
重
修
さ
れ
た
招
慶
院
で
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
招
慶
院
は
長
慶
慧
稜
、
保
福
從
展
門
下
に
よ
っ
て
承
け
繼
が
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
『
祖
堂
集
』
の
原
資

料
の
多
く
は
柳
田
聖
山
先
生
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
「
當
時
の
招
慶
院
の
内
外
に
臻
集
し
て
い
た
雪
峯
門
下
の
兒
孫
を
中
心

と
し
た
閩
域
の
諸
禪
流
た
ち
が
、
相
互
に
交
し
て
い
た
拈
徴
代
別
の
機
語
」（「『
祖
堂
集
』
の
資
料
価
値
㈠
」『
禪
學
研
究
』
第

四
四
號
，
一
九
五
三
，
後
に
『
禪
佛
教
の
研
究
』
柳
田
聖
山
集
第
一
卷
所
收
，
一
九
九
九
）
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
後
の

燈
史
に
く
ら
べ
て
當
時
の
問
答
の
息
吹
が
感
じ
ら
れ
る
。

⒏
『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
六
・
福
州
雪
峯
義
存
禪
師
章

　

雪
峯
の
法
系
に
つ
ら
な
る
法
眼
下
の
天
台
德
韶
（
八
九
二
～
九
七
二
）
に
嗣
い
だ
蘇
州
承
天
寺
永
安
院
の
道
原
（
生
卒

年
未
詳
）
に
よ
る
纂
輯
が
景
德
元
年
（
一
〇
〇
四
）
に
成
り
、
景
德
年
中
に
眞
宗
皇
帝
に
上
進
さ
れ
、
楊
億
（
九
七
四
～

一
〇
二
〇
）
等
の
刊
削
裁
定
が
大
中
祥
符
二
年
（
一
〇
〇
九
）
に
成
り
、
同
四
年
（
一
〇
一
一
）
入
藏
し
た
。
當
時
の
第
一

級
の
知
識
人
に
よ
っ
て
徹
底
的
な
裁
定
を
經
た
た
め
、『
祖
堂
集
』
に
比
べ
文
章
が
整
い
、
言
筌
の
猥
俗
な
も
の
は
削
ら
れ
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た
。
機
緣
問
答
が
記
述
の
中
心
と
な
り
、
行
歷
は
簡
單
な
記
述
に
と
ど
め
ら
れ
る
。
卷
一
六
に
略
傳
と
四
五
則
を
收
め
る
。

⒐
『
宗
門
摭
英
集
』

　

景
祐
五
年
（
一
〇
三
八
）、
越
州
剡
溪
超
化
禪
院
住
持
の
惟
簡
（
生
卒
年
未
詳
）
が
編
纂
し
、
皇
祐
五
年
（
一
〇
五
三
）
に

刊
行
さ
れ
た
公
案
集
成
の
書
。
惟
簡
は
雲
門
宗
第
四
世
の
泐
潭
懷
澄
に
法
を
嗣
い
だ
第
五
世
。
現
存
本
は
高
麗
高
宗
四
一
年

（
一
二
五
四
）
分
司
大
藏
都
監
の
重
刊
本
。
雪
峯
は
卷
上
に
一
六
則
が
採
ら
れ
る
。『
曉
城
先
生
八
十
頌
壽 

高
麗
佛
籍
集
佚
』

（
東
國
大
學
出
版
部
，
一
九
八
五
）、『
禪
學
典
籍
叢
刊
』
第
六
卷
上
（
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
一
）
に
影
印
が
あ
る
。

10.
『
祖
源
通
錄
撮
要
』

　

湖
州
西
余
山
拱
辰
篇
『
祖
源
通
錄
』
二
四
卷
（
張
方
平
『
樂
全
集
』
卷
三
三
に
熙
寧
四
年
［
一
〇
七
一
］
の
年
紀
の
あ
る

「
禪
源
通
錄
序
」
あ
り
）
を
主
な
る
資
料
と
し
て
朝
鮮
の
密
契
（
生
卒
年
未
詳
）
が
四
卷
に
撮
要
し
た
も
の
。
朝
鮮
中
宗
二
四

年
（
一
五
二
九
）
白
雲
山
萬
壽
菴
刊
。
卷
四
に
雪
峯
章
が
あ
り
、
德
山
で
の
開
悟
の
機
緣
を
含
む
略
傳
に
續
い
て
六
則
が
採

ら
れ
て
い
る
。『
佛
教
學
報
』
第
二
十
一
輯
（
東
國
大
學
校
佛
教
文
化
研
究
所
，
一
九
八
四
）
及
び
『
禪
學
典
籍
叢
刊
』
第
六

卷
上
に
原
本
の
影
印
が
、『
韓
國
佛
教
全
書
』
第
七
冊
（
東
國
大
學
校
出
版
部
，
一
九
八
六
）
に
校
錄
が
あ
る
。

11.
『
宗
門
統
要
集
』

　

潙
山
大
圓
菴
の
宗
永
が
古
今
の
節
要
機
緣
一
千
餘
則
を
集
め
て
『
宗
門
統
要
』
一
〇
卷
と
し
た
公
案
集
成
の
書
。
椎
名

宏
雄
氏
の
研
究
に
よ
り
元
祐
八
年
（
一
〇
九
三
）
以
前
の
成
立
（「『
宗
門
統
要
集
』
の
書
誌
的
研
究
」『
駒
澤
大
學
佛
教
學
部
論

集
』
第
一
八
號
，
一
九
八
七
）、
元
符
三
年
（
一
一
〇
一
）
ご
ろ
の
刊
行
（『
禪
學
典
籍
叢
刊
』
卷
一
解
題
）
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。
雪
峯
は
卷
八
に
四
一
則
が
採
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
三
六
則
が
『
聯
燈
會
要
』
に
も
採
ら
れ
て
い
る
。『
禪
學
典

籍
叢
刊
』
卷
一
（
臨
川
書
店
、
一
九
九
九
）
に
東
福
寺
所
藏
の
南
宋
版
の
影
印
が
あ
る
。
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12.
『
林
間
錄
』

　

禪
門
の
逸
話
・
遺
訓
な
ど
三
百
餘
篇
を
集
め
た
禪
門
隨
筆
。
大
觀
元
年
（
一
一
〇
七
）
覺
範
慧
洪
（
一
〇
七
一
～

一
一
二
八
）
撰
。
雪
峯
に
か
か
わ
る
五
篇
を
錄
す
。

　

雪
峯
和
尚
亦
因
見
亡
僧
作
偈
曰
：
「
低
頭
不
見
地
，
仰
面
不
見
天
，
欲
識
金
剛
體
，
但
看
髑
髏
前
。」（
卷
上
）

　

古
老
衲
住
山
，
多
託
物
寓
意
。
既
自
游
戲
，
亦
欲
悟
人
。
如
子
湖
之
畜
犬
，
道
吾
之
巫
衣
端
芴
。
獨
雪
峯
、
歸
宗
、
西
院
皆

握
木
蛇
，
故
雪
峯
寄
西
院
偈
曰
：
「
本
色
住
山
人
，
且
無
力
斧
痕
。」（
卷
下
）

　

定
上
座
，
不
知
何
許
人
。
臨
濟
會
中
，
號
偁
龍
象
。…
…
巖
頭
、
雪
峯
、
欽
山
三
人
往
河
北
，
道
逢
定
鎭
府
來
，
問
曰
：
「
臨

濟
和
尚
健
否
？
」
定
曰
：
「
已
化
去
也
。」
相
顧
嘆
息
。
又
問
：
「
有
何
言
句
示
衆
？
」
定
曰
：
「
尋
常
上
堂
曰
：
『
汝

等
諸
人
赤
肉
團
上
有
一
無
位
眞
人
，
常
自
面
門
出
入
。
未
證
據
者
看
！
』」
欽
山
曰
：
「
何
不
道
『
赤
肉
團
上
非
無
位
眞

人
』
？
」
定
忽
擒
住
曰
：
「
且
道
，
無
位
眞
人
與
非
無
位
眞
人
，
相
去
多
少
？ 

速
道
！ 

速
道
！
」
欽
色
動
，
不
能
對
。

巖
頭
、
雪
峯
勸
解
之
。
定
曰
：
「
若
不
是
這
兩
箇
老
凍
醲
，「
襯
殺
尿
床
鬼
子
！
」（
卷
下
）　

　

雪
峯
、
巖
頭
、
欽
山
自
湘
中
入
江
南
，
至
新
呉
山
之
下
，
欽
山
濯
足
澗
側
，
見
菜
葉
而
喜
，
指
以
謂
二
人
曰
：
「
此

山
必
有
道
人
，
可
沿
流
尋
之
。」
雪
峯
恚
曰
：
「
汝
智
眼
太
濁
，
他
日
如
何
弁
人
？ 

彼
不
惜
福
如
此
，
住
山
何
爲
哉
！
」

（
卷
下
）

　

昔
有
僧
問
雪
峯
和
尚
：
「
臨
濟
有
四
偈
，
意
旨
如
何
？
」
雪
峯
曰
：
「
我
初
發
足
，
便
往
河
北
，
不
意
中
途
大
師
化

去
，
因
不
及
見
之
，
他
家
宗
旨
，
我
所
未
知
，
汝
尋
彼
兒
孫
問
之
。」
僧
以
問
南
院
，
且
言
雪
峯
嘗
遣
之
之
意
。
南
院
望

雪
峯
再
拜
曰
：
「
和
尚
眞
善
知
識
。
嗚
呼
！ 

今
譊
譊
語
人
如
屋
愚
子
者
，
聞
雪
峯
用
處
、
可
不
面
熱
汗
下
耶
？
」（
卷

下
）
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13.
『
祖
庭
事
苑
』
卷
七

　

睦
庵
善
卿
撰
す
る
一
種
の
禪
語
辭
書
で
、
二
千
四
百
餘
の
項
目
に
わ
た
っ
て
い
る
。
大
觀
二
年
（
一
一
〇
八
）
に
成
る
。

卷
七
に
雪
峯
を
含
む
多
く
の
禪
師
の
略
傳
を
載
せ
る
。
ま
た
卷
一
「
雲
門
傳
」「
偈
頌
」「
輥
毬
」「
趙
州
無
賓
主
」「
拾
遺
」

「
一
片
田
地
」「
愛
鼈
鼻
」、
卷
二
「
七
十
二
棒
」、
卷
三
「
象
骨
老
師
」、
卷
四
「
雪
老
入
嶺
」、
卷
五
「
一
鎚
便
成
」
な
ど
の

項
に
も
言
及
が
あ
る
。

14.
『
隆
興
佛
法
編
年
通
論
』
卷
二
八

　

隆
興
年
間
（
一
一
六
三
～
六
四
）
石
室
祖
琇
（
生
卒
年
未
詳
）
撰
。
後
漢
明
帝
の
感
夢
求
法
よ
り
五
代
末
の
清
涼
文
益
に

至
る
編
年
體
の
佛
教
通
史
。
後
梁
開
平
二
年
條
に
道
怤
・
長
慶
・
皎
然
・
紹
卿
・
安
國
弘
瑫
・
孚
上
座
と
の
機
緣
語
句
一
三

則
と
略
傳
を
錄
す
。

15.
『
禪
宗
頌
古
聯
珠
通
集
』
卷
二
八

　

南
宋
の
池
州
報
恩
光
孝
禪
寺
の
沙
門
寶
鑑
大
師
法
應
が
公
案
三
二
五
則
と
頌
二
一
〇
〇
首
を
淳
熙
二
年
（
一
一
七
五
）

に
集
錄
し
た
『
禪
宗
頌
古
聯
珠
集
』
に
、
の
ち
延
祐
戊
午
（
五
年
、
一
三
一
八
）
に
紹
興
天
衣
萬
壽
禪
寺
の
沙
門
普
會
が

四
九
三
則
と
頌
三
〇
五
〇
首
を
増
集
し
た
。
現
行
四
〇
卷
本
は
洪
武
壬
申
（
二
五
年
、
一
三
九
二
）
中
天
竺
寺
沙
門
淨
戒
に

よ
る
重
校
本
。
雪
峯
に
關
す
る
公
案
は
卷
二
八
卷
二
九
に
一
四
則
、
増
集
一
八
則
を
收
め
る
。

16.
『
聯
燈
會
要
』
卷
二
一

　

淳
熙
一
〇
年
（
一
一
八
三
）
大
慧
下
三
世
の
晦
翁
悟
明
の
編
に
か
か
る
。
雪
峯
の
公
案
は
卷
二
一
に
四
六
則
を
採
り
、
そ

の
う
ち
三
六
則
が
『
宗
門
統
要
』
よ
り
採
ら
れ
た
も
の
。

17.
『
大
光
明
藏
』
卷
下

　

大
慧
宗
杲
に
嗣
い
だ
橘
洲
寶
曇
禪
師
（
字
少
雲
、
生
卒
年
未
詳
）
撰
。
嘉
定
九
年
（
一
二
一
六
）
序
。
雪
峯
の
話
頭
を
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『
景
德
傳
燈
錄
』
か
ら
一
〇
則
採
り
、
長
慶
・
玄
沙
・
鏡
清
・
雲
門
な
ど
を
育
て
た
功
を
高
く
評
価
す
る
語
を
附
す
。

18.
『
禪
門
拈
頌
集
』
卷
一
九
・
二
〇

　

唐
・
北
宋
代
の
公
案
集
成
書
。
高
麗
高
宗
一
三
年
（
一
二
二
六
）
慧
諶
（
一
一
七
八
～
一
二
三
四
）
撰
。
古
則
一
一
二
五

則
と
そ
の
拈
頌
を
採
錄
。
し
か
し
、
モ
ン
ゴ
ル
軍
の
侵
攻
に
よ
り
江
華
島
へ
の
遷
都
（
一
二
三
二
）
の
際
に
版
木
を
失
っ

た
。
高
宗
三
〇
年
（
一
二
四
三
）
南
海
分
司
大
藏
都
監
で
再
刊
さ
れ
、
原
本
に
三
四
七
則
を
増
補
し
た
も
の
と
な
っ
た
。
雪

峯
の
公
案
は
四
五
則
が
採
錄
さ
れ
る
。『
高
麗
大
藏
經
』
第
四
六
・
補
遺
Ⅲ
に
影
印
本
（
東
國
大
學
校
，
一
九
七
六
）、『
韓

國
佛
教
全
書
』
第
五
册
に
覺
雲
撰
『
禪
門
拈
頌
説
話
』
と
合
し
て
編
集
し
た
『
禪
門
拈
頌
説
話
會
本
』（
東
國
大
學
校
，

一
九
八
三
）、『
禪
學
典
籍
叢
刊
』
第
七
册
に
崇
禎
九
年
（
一
六
三
六
）
朝
鮮
天
鳳
山
大
原
寺
版
の
影
印
が
あ
る
。
ま
た
活
字

單
行
本
の
『
懸
吐
禪
門
拈
頌
』（
ソ
ウ
ル
法
寶
院
刊
，
一
九
六
六
）
が
あ
る
。

19.
『
五
燈
會
元
』
卷
七

　

淳
祐
一
二
年
（
一
二
五
二
）
に
成
り
、
翌
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
大
川
普
濟
（
一
一
七
九
～
一
二
五
三
）
門
下
の
慧
明
撰
。『
景

德
傳
燈
錄
』
以
後
の
五
種
の
燈
史
の
書
を
集
大
成
し
た
も
の
。
五
種
の
燈
史
の
記
述
を
比
較
考
量
し
、
た
と
え
ば
『
景
德
傳

燈
錄
』
に
據
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
時
に
は
『
聯
燈
會
要
』
か
ら
採
る
な
ど
の
選
擇
作
業
が
な
さ
れ
て
い
る
。
雪
峯
の
略
傳

と
機
緣
語
句
六
七
則
を
採
る
。
年
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
資
料
と
し
て
の
重
要
度
は
下
が
る
が
、
集
大
成
し
た
そ
の
綜
合

性
に
お
い
て
、『
景
德
傳
燈
錄
』
に
次
い
で
重
要
で
あ
る
。

20.
『
五
家
正
宗
贊
』
卷
一

　

寶
祐
二
年
（
一
二
五
四
）
希
叟
紹
曇
（
生
卒
年
未
詳
）
撰
。
初
祖
達
磨
よ
り
五
家
各
派
の
諸
祖
師
七
二
人
に
至
る
略
傳
。

卷
一
に
雪
峯
の
傳
記
と
問
答
を
敍
し
、
希
叟
の
贊
を
附
す
。
傳
記
の
末
尾
に
雪
峯
山
中
の
松
山
に
大
衆
を
住
ま
わ
せ
る
た
め

に
、
先
に
住
し
て
い
た
一
尼
と
定
力
を
競
っ
て
勝
ち
、
庵
を
建
て
た
、
と
い
う
他
に
見
ら
れ
ぬ
話
を
引
い
て
い
る
。
本
書
に
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は
無
著
道
忠
の
注
『
五
家
正
宗
贊
助
桀
』（
禪
文
化
研
究
所
基
本
典
籍
叢
刊
）
が
あ
り
、
雪
峯
に
か
か
わ
る
史
料
を
引
い
て
い

て
便
利
で
あ
る
。

　

以
上
は
宋
代
ま
で
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
も
多
く
の
燈
史
や
公
案
書
、
佛
教
通
史
の
書
が
編
ま
れ
、
雪
峯
の
專
章
が
立

て
ら
れ
る
が
、
基
本
資
料
は
宋
代
ま
で
で
十
分
で
あ
り
、
以
下
略
す
。
た
だ
明
末
に
編
ま
れ
た
『
雪
峯
志
』
に
は
林
弘
衍
の

「
年
譜
」
よ
り
七
年
遡
っ
た
「
年
譜
」
が
錄
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
歷
代
住
持
の
略
傳
を
載
せ
、
雪
峯
山
の
歷
史
を
知
る
う

え
で
重
要
で
あ
る
。
ま
た
清
初
の
康
煕
八
年
（
一
六
六
九
）
に
成
っ
た
紀
傳
體
の
歷
史
書
『
十
国
春
秋
』
卷
九
九
に
閩
王
の

歸
依
を
中
心
に
し
た
雪
峯
傳
が
あ
る
。

　

次
に
地
志
類
に
つ
い
て
は
、
中
華
書
局
本
『
祖
堂
集
』
卷
七
・
雪
峯
和
尚
章
の
傳
記
の
條
に
記
載
し
た
の
で
、
そ
れ
に
讓

る
が
、
傳
記
を
補
い
得
る
重
要
な
記
事
は
多
く
は
な
い
。
中
華
書
局
本
で
は
逸
し
た
が
、
最
も
重
要
な
も
の
は
『
三
山
志
』

で
あ
る
。

21.
『
淳
熙
三
山
志
』

　

梁
克
家
（
一
一
二
八
～
八
七
、
泉
州
晉
江
縣
出
身
）
が
、
福
州
に
知
た
り
し
と
き
に
編
集
し
た
福
州
の
地
方
志
。
淳
熙
九

年
（
一
一
八
二
）
に
完
成
し
た
。
卷
三
四
・
寺
觀
に
雪
峯
崇
聖
禪
寺
條
が
あ
る
。『
宋
元
地
方
志
叢
書
』
第
一
二
冊
（
臺
北
，

大
化
書
局
印
行
，
一
九
八
〇
）、
李
勇
先
校
點
本
（
宋
元
珍
稀
地
方
志
叢
刊
甲
編
５
・
６
，
四
川
大
學
歷
史
地
理
研
究
所
學
術
叢

書
，
四
川
大
學
出
版
社
，
二
〇
〇
七
）
が
あ
る
。

外
典
に
見
え
る
雪
峯
の
傳
記
資
料
で
目
覩
し
た
も
の
は
以
下
の
通
り
。
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22.
『
南
部
新
書
』
癸
卷
（
中
國
文
學
參
考
資
料
叢
書
，
中
華
書
局
，
一
九
五
八
）

　

北
宋
大
中
祥
符
中
（
一
〇
〇
八
～
一
六
）
錢
易
（
九
六
八
～
一
〇
二
六
）
撰
。　
　
　
　
　

　

法
眼
姓
魯
，
雪
峯
姓
會
。
或
問
雪
峯
：
「
師
何
姓
也
？
」
答
曰
：
「
魯
人
不
繫
腰
。」
却
問
法
眼
：
「
師
何
姓
也
？
」

答
曰
：
「
雪
峯
繫
腰
帶
。」

23.
『
後
山
談
叢
』（
宋
元
筆
記
叢
書
，
上
海
古
籍
出
版
社
，
一
九
八
九
）

　

陳
師
道
（
一
〇
五
三
～
一
一
〇
一
）
撰
。
卷
六
に
い
う
、

　

巖
頭
、
雪
峯
、
欽
山
同
行
，
至
湖
外
，
詣
村
舍
求
水
，
舍
中
獨
一
女
子
，
見
山
愛
之
，
爲
具
熟
水
，
而
山
盞
中
有
同
心

結
，
山
諭
意
而
藏
之
，
遂
稱
疾
而
留
。
巖
、
峯
既
行
，
復
還
訪
之
，
則
已
與
女
納
昏
，
是
夕
成
禮
。
乃
誘
出
之
，
投
之
棘

叢
，
展
轉
鉤
挂
，
而
不
能
自
出
，
忽
大
呼
曰
：
「
我
悟
矣
！
」
遂
棄
去
。
既
出
世
，
毎
升
座
即
曰
：
「
錦
帳
繡
香
囊
，
風

吹
滿
路
香
，
大
衆
還
知
落
處
麼
？
」
衆
莫
能
對
。
久
之
，
傳
至
巖
頭
，
巖
教
之
曰
：
「
汝
往
，
但
道
『
傳
語
十
八
子
，
好

好
事
潘
郞
。』」
僧
既
對
，
山
曰
：
「
此
是
巖
頭
道
底
。」
僧
又
無
語
，
余
爲
代
曰
：
「
熟
處
難
忘
。」

24.
『
莆
陽
比
事
』（
四
川
大
學
歷
史
地
理
研
究
所
學
術
叢
書
『
宋
元
地
理
史
料
匯
編
』
㈢
，
四
川
大
學
出
版
社
，
二
〇
〇
七
）

　

嘉
定
甲
戌
（
一
二
一
四
）、
南
宋
・
李
俊
甫
（
字
幼
傑
）
撰
。
唐
以
來
の
泉
州
莆
田
の
事
を
四
言
詩
で
敍
し
、
諸
資
料
よ
り

采
掇
し
た
注
記
を
附
し
、
七
卷
と
し
た
も
の
。
卷
七
「
禪
林
高
僧
，
佛
岡
戒
尼
」
條
に
『
清
源
志
』『
傳
燈
錄
』
よ
り
引
い

て
い
う
、

　

義
存
， 

姓
會
， 

年
十
二
，
于
莆
田
玉
澗
寺
出
家
［
今
華
嚴
寺
， 

塑
像
猶
存
。］
徧
游
禪
會
， 

緣
契
德
山
。
後
歸
閩
結
庵
象

骨
山
。
爲
雪
峯
初
祖
，
號
眞
覺
。［
清
源
志
、
傳
燈
錄
］

25
．『
游
宦
紀
聞
』
卷
八
（
唐
宋
史
料
筆
記
叢
刊
，
中
華
書
局
，
一
九
八
一
）

　

南
宋
・
張
世
南
撰
。
嘉
定
（
一
二
〇
八
～
一
二
二
四
）
～
紹
定
（
一
二
二
八
～
三
三
）
頃
の
人
。
雪
峯
に
關
す
る
三
條
の
記
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載
が
あ
る
。

　

雪
峯
爲
刹
，
與
徑
、
蔣
諸
山
相
甲
乙
。
懿
宗
咸
通
十
一
年
，
僧
義
存
開
山
創
寺
。
乾
符
二
年
，
賜
號
眞
覺
禪
師
。

　

傳
道
德
山
五
祖
寺
有
木
毬
，
相
傳
謂
常
受
眞
覺
役
使
，
呼
僕
招
客
，
毬
皆
自
往
來
。
嘉
泰
間
寺
災
，
毬
忽
衮
入
池
中
，

得
不
壞
。

　

山
周
遭
百
里
間
，
皆
奯
音
豁
竹
笋
，
味
極
甘
美
。
寺
衆
自
三
月
至
五
、六
月
猶
饜
飫
，
亦
覺
所
植
也
。

［
西
口
注
：
奯
竹
笋
は
奯
公
竹
と
も
い
う
。
元
・
李
衎
撰
『
竹
譜
』
卷
八
、
清
・
王
士
禎
撰
『
香
祖
筆
記
』
卷
九
に
よ

り
詳
し
い
傳
説
が
見
え
る
。］

26.
『
朱
子
語
類
』
卷
一
二
六

　

咸
淳
六
年
（
一
二
七
〇
）、
黎
靖
德
編
。

　

雪
峯
開
山
和
尚
住
山
數
年
，
都
無
一
僧
到
。
遂
下
山
至
半
嶺
，
忽
有
一
僧
來
，
遂
與
之
倶
還
。
先
生
曰
：
「
若
是
某
，

雖
無
人
來
，
亦
不
下
山
。」

27.
『
石
倉
歷
代
詩
選
』
卷
一
一
一
・
雪
峯
義
存
祖
師
偈
條

　

曹
學
佺
（
一
五
六
七
～
一
六
二
四
）
撰
。

　

天
色
晴
明
綠
嶂
分
，
色
身
趨
背
底
辛
勤
，
法
門
一
悟
無
生
指
，
萬
里
虚
空
絕
點
雲
。

　

自
述
：
思
量
未
到
雪
峯
時
，
愛
把
浮
生
取
次
疑
。
及
至
法
門
非
法
法
，
到
頭
無
我
亦
無
師
。

28.
『
徐
氏
筆
精
』
卷
七
・
雪
峯
檀
越
條

　

徐
蛤
（
一
五
七
〇
～
一
六
四
二
）
撰
。

　

雪
峯
祖
師
，
初
至
福
州
，
求
一
菴
基
弗
得
。
侯
官
人
藍
文
卿
指
門
首
池
畔
大
枯
樹
下
草
菴
，
與
師
居
之
。
唐
咸
通
十
一

年
，
見
四
雲
衲
奔
輳
，
難
安
廣
衆
，
將
所
居
屋
宇
三
百
餘
間
，
米
倉
十
二
間
，
莊
田
二
十
所
，
水
牛
三
百
六
十
頭
，
諸
莊
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田
地
，
各
立
契
書
分
明
，
歲
收
米
一
萬
一
百
石
，
盡
捨
入
常
住
，
建
大
梵
刹
，
即
今
之
雪
峯
寺
也
。
乾
符
二
年
，
閩
忠
懿

王
具
奏
僖
宗
，
敕
號
禪
師
眞
覺
大
師
，
封
檀
越
藍
文
卿
明
護
侯
王
、
男
藍
應
潮
通
祐
神
君
。
今
護
法
伽
藍
，
實
文
卿
父
子

也
。
歷
數
百
年
，
香
火
不
絶
。
使
當
時
不
發
心
捨
此
，
誰
其
逼
之
，
文
卿
不
難
一
決
。
不
惟
獲
福
田
利
益
，
而
寺
存
則
香

火
永
以
不
墜
。
今
之
擅
文
卿
之
富
者
不
乏
其
家
産
，
留
以
遺
所
，
不
知
之
何
。
人
至
於
布
施
，
錙
銖
慳
惜
，
悲
夫
悲
夫
。

［
西
口
注
：
藍
文
卿
が
忠
懿
王
の
具
奏
に
よ
っ
て
封
を
賜
っ
た
の
は
、『
紀
年
錄
』『
年
譜
』
に
よ
れ
ば
光
化
元
年
で
あ
る
。

な
お
徐
蛤
纂
輯
『
雪
峯
志
』
卷
八
に
「
捨
田
宅
爲
梵
宇
遺
囑　

唐
藍
文
卿
」
を
載
せ
、
更
に
詳
し
く
記
し
て
い
る
。］

29.
『
閩
小
記
』
卷
二
・
雪
峯
條
（
瓜
蒂
庵
藏
明
清
掌
故
叢
刊
，
上
海
古
籍
出
版
社
，
一
九
八
五
）

　

周
亮
工
（
一
六
一
二
～
七
二
）
撰
。

　

候
官
雪
峯
之
顚
，
有
泉
一
坎
，
纔
深
數
寸
，
潮
至
則
盈
，
潮
退
則
縮
，
故
名
應
潮
，
然
山
去
海
潮
數
百
里
也
。
有
萬
松

關
，
古
木
二
株
，
一
爲
眞
覺
大
師
手
植
，
直
上
參
天
；
一
爲
閩
王
手
植
，
樛
而
蔽
地
。
所
造
石
塔
，
四
周
作
卵
形
，
傳
祖

師
讖
：
「
石
卵
爆
盡
，
我
當
再
來
」，
近
皆
荒
廢
。
曩
滾
木
球
亦
無
存
矣
。

30.
『
五
代
詩
話
』（
中
國
古
典
文
學
理
論
批
評
專
著
選
輯
，
人
民
文
學
出
版
社
，
一
九
八
九
）

　

王
士
禛
（
一
六
三
四
～
一
七
一
一
）
原
編
・
鄭
方
坤
刪
補
。
王
士
禛
の
原
本
六
四
二
條
よ
り
二
一
六
條
を
刪
り
、
七
九
八

條
を
増
入
。
卷
八
・
義
存
條
に
い
う
、

　

雪
峯
難
提
塔
，
義
存
禪
師
所
豫
造
，
自
序
曰
：
「
夫
從
緣
有
者
，
始
終
成
壞
；
非
從
緣
得
者
，
歷
劫
常
堅
。
堅
則
在
，

壞
則
捐
。
雖
然
離
散
未
至
，
何
妨
預
置
者
哉
！ 

所
以
石
室
木
函
，
搬
土
爲
龕
。
諸
事
已
備
，
脚
北
頭
南
，
比
至
其
時
，

橫
山
睡
酣
。」
塔
後
黃
滔
爲
作
銘
者
也
。
蘸
月
池
旁
有
古
杉
，
乃
閩
王
審
知
與
義
存
手
植
，
皆
數
十
圍
。
義
存
植
者
直
而

參
天
，
閩
王
植
者
樛
而
逮
地
。
水
磨
下
絶
雀
，
初
義
存
題
云
：
「
庵
前
永
日
無
狼
子
，
磨
下
終
年
絕
雀
兒
。」
至
今
信
然
。

（
補
）
閩
書
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唐
懿
宗
咸
通
六
年
七
月
，
雪
峯
祖
師
登
象
骨
山
曰
：
「
眞
吾
居
也
。
乃
誅
茅
爲
庵
，
學
徒
翕
然
。
其
山
屬
侯
官
縣
，
環

控
四
邑
，
峭
拔
萬
仞
，
先
冬
而
雪
，
盛
夏
而
寒
，
因
以
雪
峯
名
焉
。
師
住
山
後
，
嘗
作
詩
曰
：
「
光
陰
迅
速
暫
須
臾
，
浮

世
何
能
得
久
居
。
出
嶺
年
登
三
十
二
，
入
閩
早
是
四
旬
餘
。
他
非
不
用
頻
頻
擧
，
已
過
還
須
旋
旋
除
。
報
與
滿
朝
朱
紫

道
：
閻
王
不
怕
佩
金
魚
。」（
補
）
小
草
齋
詩
話

［
西
口
注
：
同
じ
記
事
は
鄭
方
坤
撰
『
全
閩
詩
話
』
卷
一
一
に
も
載
せ
る
。
な
お
「
唐
懿
宗
咸
通
六
年
七
月
」
は
「
唐

懿
宗
咸
通
十
一
年
」
が
正
し
い
。］

　

最
後
に
、
最
近
出
版
さ
れ
た
雪
峯
義
存
に
關
す
る
專
著
二
册
。

31.
鈴
木
哲
雄
著
『
雪
峯　

祖
師
禪
を
實
践
し
た
教
育
者
』（
臨
川
書
店
，
二
〇
〇
九
）

　

臨
川
書
店
の
「
唐
代
の
禪
僧
」
シ
リ
ー
ズ
の
第
九
册
。
雪
峯
義
存
を
総
合
的
に
扱
っ
た
最
初
の
書
物
で
あ
る
。

32.
楊
曾
文
主
編
『
雪
峯
義
存
與
中
國
禪
宗
文
化
』（
中
國
社
會
科
學
出
版
社
，
二
〇
一
〇
）

　

二
〇
〇
八
年
一
一
月
二
九
日
、
中
國
佛
教
文
化
研
究
所
と
福
建
省
佛
教
協
會
の
共
同
主
催
に
よ
っ
て
、
雪
峯
義
存
禪
師
圓

寂
一
千
一
百
周
年
を
紀
念
し
て
「
雪
峯
義
存
と
中
國
禪
宗
文
化
」
を
主
題
と
す
る
學
術
研
討
會
が
福
建
省
閩
侯
縣
の
雪
峯
山

で
開
催
さ
れ
た
と
き
の
論
文
集
。
論
文
二
八
本
を
收
錄
。
雪
峯
の
傳
記
に
か
か
わ
る
論
文
に
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ

る
。「

雪
峯
義
存
的
生
平
考
述
」
王
榮
國
（
厦
門
大
學
教
授
）

「
雪
峯
義
存
生
平
中
的
幾
箇
問
題
」
徐
文
明
（
北
京
師
範
大
學
哲
學
與
社
會
學
學
院
教
授
）

「
雪
峯
義
存
禪
師
的
生
平
事
迹
」
法
緣
（
閩
南
佛
學
院
講
師
）

「
閩
主
王
審
知
與
雪
峯
義
存
的
往
來
」
楊
維
中
（
南
京
大
學
哲
學
系
教
授
）
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「
雪
峯
寺
成
立
初
期
諸
問
題
之
我
見
」
黃
夏
年
（
中
國
社
會
科
學
院
世
界
宗
教
研
究
所
編
審
）

「
雪
峯
語
錄
編
次
考
」
馮
國
棟
（
浙
江
大
學
古
籍
研
究
所
副
研
究
員
）

「
雪
峯
義
存
、
王
審
知
資
料
附
編
」
楊
曾
文
校
錄
（
中
國
佛
教
文
化
研
究
所
所
長
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
一
三
・
六
・
一
八
）
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【
付
録
】

二
．『
祖
堂
集
』
を
讀
解
す
る
た
め
の
參
考
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

衣
川　

賢
次

　
『
祖
堂
集
』
の
版
木
が
韓
國
慶
尚
南
道
伽
耶
山
海
印
寺
に
お
い
て
發
見
さ
れ
て
よ
り
八
十
餘
年
、
本
格
的
な
研
究
が

一
九
五
〇
年
代
か
ら
始
ま
っ
て
よ
り
六
〇
年
。
そ
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
、

衣
川
賢
次
「
柳
田
先
生
の
『
祖
堂
集
』
研
究
」（『
禪
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
〇
號
，
二
〇
〇
九
）

を
讀
ま
れ
た
い
。
ま
た
『
祖
堂
集
』
の
編
纂
さ
れ
た
歷
史
的
背
景
を
知
る
に
は
、
歷
史
學
者
の
研
究
が
信
頼
す
る
に
足
る
。

竺
沙
雅
章
「
唐
・
五
代
に
お
け
る
福
建
佛
教
の
展
開
」（『
佛
教
史
學
』
第
七
卷
第
一
號
，
一
九
五
七
）

　
『
祖
堂
集
』
の
讀
解
に
有
用
な
參
考
文
獻
と
し
て
ま
ず
擧
ぐ
べ
き
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、

入
矢
義
高
・
古
賀
英
彦
『
禪
語
辭
典
』（
思
文
閣
出
版
，
一
九
九
一
）

で
あ
っ
て
、
語
義
の
み
な
ら
ず
、
禪
的
思
惟
の
特
徴
へ
の
注
意
が
行
き
屆
い
て
い
る
。
次
に
、

太
田
辰
夫
「『
祖
堂
集
』
語
法
概
説
」（『
中
國
語
史
通
考
』
一
四
四
～
二
二
〇
頁
，
白
帝
社
，
一
九
八
八
）

で
あ
る
。
こ
の
概
説
は
『
祖
堂
集
』
の
文
章
の
語
法
を
『
中
國
語
歷
史
文
法
』（
江
南
書
院
，
一
九
五
八
／
復
刻
版 

朋
友
書

店
，
二
〇
一
三
）
の
文
法
枠
に
從
っ
て
解
説
し
て
い
る
。
こ
の
『
中
國
語
歷
史
文
法
』
は
現
代
中
國
語
の
文
法
枠
を
つ
か

い
、
現
代
中
國
語
の
歷
史
的
淵
源
を
た
ど
る
試
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
現
代
中
國
語
の
文
法
は
唐
代
の
口
語
文
ま
で
遡

る
こ
と
が
證
明
さ
れ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、『
祖
堂
集
』
の
よ
う
な
唐
五
代
の
口
語
文
を
讀
解
す
る
の
に
、
現
代
中
國
語
の

言
語
感
覺
が
重
要
だ
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
む
ろ
ん
現
代
語
の
力
だ
け
で
は
讀
解
は
困
難
で
あ
る
か
ら
、
太
田
先

生
は
古
白
話
の
訓
練
の
た
め
の
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
『
中
國
歷
代
口
語
文
』（
江
南
書
院
，
一
九
五
七
）
も
用
意
さ
れ
た
。
し
か
も
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五
〇
年
以
上
も
昔
に
で
あ
る
。「『
祖
堂
集
』
語
法
概
説
」
は
文
法
に
關
わ
る
語
彙
の
説
明
を
主
と
し
て
い
る
か
ら
、
索
引
を

利
用
す
れ
ば
『
祖
堂
集
』
の
虚
詞
辭
典
と
し
て
、
た
だ
ち
に
意
味
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
太
田
先
生
の
概
説
の
優
れ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
引
用
文
に
譯
文
が
附
し
て
あ
る
の
も
あ
り
が
た
い
。
こ
の
『
禪
語
辭
典
』
と
「『
祖
堂
集
』
語
法
概
説
」

の
兩
者
に
は
、
今
で
は
む
ろ
ん
補
う
べ
き
點
も
あ
る
が
（
そ
ん
な
こ
と
は
使
う
者
が
各
自
で
や
れ
ば
い
い
の
だ
）、
こ
の
辭
典

と
概
説
が
わ
れ
わ
れ
の
讀
解
の
出
發
點
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
次
ぐ
參
考
書
は
、

志
村
良
治
『
中
國
中
世
語
法
史
研
究
』（
三
冬
社
，
一
九
八
四
）

こ
れ
も
必
要
に
應
じ
て
卷
末
の
語
彙
索
引
を
利
用
す
れ
ば
、
虚
詞
の
辭
書
と
し
て
も
使
え
る
。
敦
煌
發
見
の
俗
文
學
資
料

（
主
と
し
て
變
文
、
講
經
文
、
曲
子
詞
）
は
や
は
り
唐
末
五
代
宋
初
の
書
寫
に
か
か
る
寫
本
が
主
體
で
あ
る
か
ら
、『
祖
堂
集
』

と
同
時
代
資
料
と
言
え
る
。
呉
福
祥
『
敦
煌
變
文
語
法
研
究
』（
中
國
傳
統
文
化
研
究
叢
書
，
岳
麓
書
社
，
一
九
九
六
）
は
變

文
の
み
な
ら
ず
詩
詞
曲
小
説
語
錄
や
『
祖
堂
集
』
と
も
對
比
し
た
語
法
研
究
書
。

　
『
祖
堂
集
』
が
編
纂
さ
れ
た
五
代
は
、
漢
語
史
の
區
分
で
は
中
古
漢
語
（
の
後
期
）
に
當
り
、
言
語
變
化
の
指
標
と

な
る
口
語
語
彙
、
と
り
わ
け
虚
詞
が
重
要
で
あ
る
ゆ
え
、
語
彙
語
法
の
研
究
も
こ
れ
に
集
中
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

一
九
八
〇
・
九
〇
年
代
に
中
古
・
近
代
漢
語
研
究
の
ブ
ー
ム
が
あ
り
、
相
次
い
で
集
釋
の
書
が
出
版
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
主
要
な
も
の
の
收
錄
語
彙
を
ピ
ン
イ
ン
順
に
配
列
し
た
總
合
索
引
が
出
て
い
て
、
た
い
へ
ん
便
利
で
あ
る
。

玄
幸
子
「
口
語
語
彙
資
料
七
種
總
合
拼
音
索
引
」（
大
阪
市
立
大
學
『
中
國
學
志
』
師
號
，
一
九
九
二
年
一
二
月
）

は
以
下
の
七
種
の
索
引
。

『
詩
詞
曲
語
辭
匯
釋
』
張
相
，
中
華
書
局
，
一
九
七
七
（
第
三
版
）

『
詩
詞
曲
語
辭
例
釋
』
王
鍈
，
中
華
書
局
，
一
九
八
六
（
増
訂
本
）
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『
詩
詞
曲
語
辭
雜
釋
』
林
昭
德
，
四
川
人
民
出
版
社
，
一
九
八
六

『
唐
宋
筆
記
語
辭
匯
釋
』
王
鍈
，
中
華
書
局
，
一
九
九
六

『
敦
煌
變
文
字
義
通
釋
』
蔣
禮
鴻
，
上
海
古
籍
出
版
社
，
一
九
八
八
（
第
四
次
増
訂
本 

第
二
版
）

『
魏
晉
南
北
朝
小
説
詞
語
匯
釋
』
江
藍
生
，
語
文
出
版
社
，
一
九
八
八

『
魏
晉
南
北
朝
詞
語
例
釋
』
蔡
鏡
浩
，
江
蘇
古
籍
出
版
社
，
一
九
九
〇

　

土
肥
克
己
『
十
一
種
詩
詞
曲
詞
典
綜
合
索
引
』（
汲
古
書
院
，
二
〇
〇
七
）
は
上
揭
の
う
ち
四
種
と
戲
曲
語
彙
の
研
究
書
七

種
の
索
引
で
、
他
に
六
種
の
文
言
虚
字
著
作
の
索
引
も
入
っ
て
い
る
が
、『
祖
堂
集
』
を
讀
む
に
は
玄
氏
の
索
引
の
ほ
う
が

よ
い
。

　

こ
の
ほ
か
、
有
用
な
も
の
は
以
下
の
兩
書
で
あ
る
。

董
志
翹
・
蔡
鏡
浩
『
中
古
虚
詞
語
法
例
釋
』
吉
林
教
育
出
版
社
，
一
九
九
四

江
藍
生
・
曹
廣
順
『
唐
五
代
語
言
詞
典
』
上
海
教
育
出
版
社
，
一
九
九
七

　

詞
類
べ
つ
に
歷
史
的
考
察
を
し
た
專
門
研
究
も
出
て
い
る
。

曹
廣
順
『
近
代
漢
語
助
詞
』（
語
文
出
版
社
，
一
九
九
五
）

孫
錫
信
『
近
代
漢
語
語
氣
詞
』（
語
文
出
版
社
，
一
九
九
九
）

馬
貝
加
『
近
代
漢
語
介
詞
』（
中
華
書
局
，
二
〇
〇
二
）

　

た
だ
し
、
中
國
の
こ
の
種
の
工
具
書
は
便
利
で
は
あ
っ
て
も
、
表
層
的
な
歸
納
法
し
か
で
き
な
い
語
學
者
の
通
弊
か
ら
來

る
缺
點
が
あ
る
。
そ
れ
を
わ
き
ま
え
た
う
え
で
繙
く
こ
と
が
、
不
可
缺
の
用
意
で
あ
る
。

　

禪
の
語
錄
を
讀
む
た
め
の
全
般
的
な
解
説
に
は
、

小
川
隆
「
中
國
の
原
典
讀
解
」（
田
中
良
昭
編
『
禪
研
究
入
門
』（
第
二
版
，
大
東
出
版
社
，
二
〇
〇
六
）
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が
あ
り
、
讀
解
に
必
要
な
多
く
の
工
具
書
を
網
羅
し
つ
つ
、
そ
の
使
い
か
た
の
心
構
え
を
説
い
て
い
る
。

　

次
は
實
際
に
『
祖
堂
集
』
を
讀
解
し
た
先
行
研
究
。

「『
祖
堂
集
』
牛
頭
法
融
章
疏
證
」（『
祖
堂
集
』
研
究
會
報
告
之
一
，
丘
山
新
、
衣
川
賢
次
、
小
川
隆
）（
東
洋
文
化
研
究
所

紀
要
第
一
三
九
册
，
二
〇
〇
〇
）

「『
祖
堂
集
』
鳥
窠
和
尚
章
と
白
居
易
」（『
祖
堂
集
』
研
究
會
報
告
之
二
，
松
原
朗
、
衣
川
賢
次
、
小
川
隆
）（
同
，
第

一
四
〇
册
，
二
〇
〇
〇
）

「
懶
瓉
和
尚
『
樂
道
歌
』
攷
」（『
祖
堂
集
』
研
究
會
報
告
之
三
，
土
屋
昌
明
、
衣
川
賢
次
、
小
川
隆
）（
同
，
第
一
四
一
册
，

二
〇
〇
一
）

　

こ
れ
は
東
洋
文
化
研
究
所
で
一
九
九
六
年
か
ら
二
〇
〇
八
年
ま
で
續
い
た
「
祖
堂
集
研
究
會
」（
月
一
回
）
の
初
期
の
會

讀
の
成
果
。
一
章
ご
と
の
詳
細
な
譯
注
に
關
聯
論
文
を
附
す
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
採
る
。
ま
た
、

小
川
隆
『
語
錄
の
こ
と
ば 

唐
代
の
禪
』（
禪
文
化
研
究
所
，
二
〇
〇
七
）

は
『
祖
堂
集
』
と
『
景
德
傳
燈
錄
』
の
禪
の
對
話
を
材
料
に
唐
代
の
禪
思
想
史
を
讀
み
解
い
て
い
て
、
今
や
禪
語
錄
の
研

究
に
必
讀
の
文
獻
と
な
っ
た
。
禪
僧
の
對
話
を
理
解
す
る
に
は
、
言
葉
の
意
味
が
わ
か
っ
て
も
、
思
想
史
的
な
視
野
が

あ
っ
て
は
じ
め
て
十
全
な
知
的
理
解
に
到
る
。
こ
う
い
う
近
年
の
成
果
に
比
べ
る
と
、
以
前
に
禪
文
化
研
究
所
で
一
一
年

（
一
九
六
七
～
七
八
）
を
費
し
て
通
讀
（
卷
五
～
卷
二
〇
）
し
た
時
の
記
錄
を
ま
と
め
た
、

古
賀
英
彦
『
訓
注
祖
堂
集
』（
花
園
大
學
國
際
禪
學
研
究
所
研
究
報
告
第
八
册
，
二
〇
〇
三
）

柳
田
聖
山
「
訓
注
祖
堂
集
（
卷
五
）」（『
禪
文
化
』
一
三
二
～
一
四
四
，
一
九
八
九
～
九
二
）

な
ど
は
、
今
か
ら
見
る
と
や
は
り
時
代
的
制
約
を
免
れ
な
か
っ
た
一
九
七
〇
年
代
の
研
究
水
準
を
示
し
て
い
る
。『
祖
堂
集
』
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の
讀
解
に
『
祖
堂
集
』
だ
け
を
讀
ん
で
い
た
の
で
は
讀
解
に
な
ら
な
い
。
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
な
い
時
代
で
も
あ
り
、
い
ま
だ

諸
テ
ク
ス
ト
の
比
較
の
視
點
も
な
く
、
參
照
す
べ
き
思
想
史
的
俯
瞰
も
な
い
摸
索
時
代
だ
っ
た
。
詳
細
か
つ
ポ
イ
ン
ト
を
押

え
た
譯
注
資
料
を
用
意
し
て
會
讀
に
供
す
る
研
究
會
の
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し
た
の
は
、
八
〇
年
代
後
半
か
ら
で
あ
り
、
資
料

を
事
前
に
メ
ー
ル
配
信
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
討
論
の
充
實
を
圖
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ご
く
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
の
研
究
班
の
『
祖
堂
集
』
卷
七
雪
峯
章
お
よ
び
卷
一
〇
以
降
の
讀
解
に
は
、

入
矢
義
高
「
雪
峯
と
玄
沙
」（
一
九
八
二
，『
増
補 

自
己
と
超
越
』，
岩
波
現
代
文
庫
，
一
〇
一
二
）

入
矢
義
高
「
雲
門
の
禪
・
そ
の
向
上
と
い
う
こ
と
」（
一
九
八
四
，
同
上
）

入
矢
義
高
「
玄
沙
の
臨
濟
批
判
」（
一
九
九
一
，『
空
花
集
』，
思
文
閣
，
一
九
九
二
）

入
矢
義
高
監
修
、
唐
代
語
錄
研
究
班
編
『
玄
沙
廣
錄
』
上
中
下
（
禪
文
化
研
究
所
，
一
九
八
七
、一
九
八
八
、一
九
九
九
）

が
た
い
へ
ん
參
考
に
な
る
。
新
刊
の
鈴
木
哲
雄
『
雪
峯 

祖
師
禪
を
實
践
し
た
教
育
者
』（
唐
代
の
禪
僧
九
，
臨
川
書
店
，

二
〇
〇
九
）
は
雪
峯
研
究
の
初
の
專
書
で
あ
る
が
、
雪
峯
の
對
話
の
讀
解
に
お
い
て
も
、
禪
思
想
の
理
解
に
お
い
て
も
、
お

そ
ろ
し
く
低
水
準
の
シ
ロ
モ
ノ
な
の
に
驚
き
か
つ
呆
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
発
表
・
出
版
さ
れ
た
『
祖
堂
集
』
研
究
の
論
文
・
專
著
の
目
錄
が
出
て
い
る
。

王
閏
吉
「《
祖
堂
集
》
研
究
綜
述
」（『
東
亞
文
獻
研
究
』
第
八
輯
，
二
〇
一
一
）

　

こ
れ
は
韓
國
の
雜
誌
に
發
表
さ
れ
た
も
の
。
二
二
〇
本
も
の
論
著
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
て
い
る
。『
祖
堂
集
』
研
究
は
い

ま
や
世
界
的
顯
學
の
よ
う
で
あ
る
。
著
者
は
『
祖
堂
集
詞
典
』
を
執
筆
中
と
い
う
し
、
著
者
を
含
む
中
國
の
研
究
は
ほ
と
ん

ど
が
語
學
方
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
博
士
論
文
・
博
士
後
論
文
と
し
て
出
版
さ
れ
た
專
門
書
も
多
く
、
な
か
で
も
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海
師
範
大
學
や
四
川
大
學
で
は
指
導
教
授
が
博
士
生
・
博
士
後
生
に
『
祖
堂
集
』
の
詞
類
を
ひ
と
つ
づ
つ
、
動
詞
・
形
容

詞
・
副
詞
・
疑
問
詞
・
介
詞
…
…
な
ど
と
振
り
分
け
て
執
筆
さ
せ
て
い
る
と
い
う
。
こ
れ
は
い
か
に
も
中
國
的
人
海
戰
術
で

あ
る
が
、
は
た
し
て
こ
れ
が
『
祖
堂
集
』
の
讀
解
の
役
に
立
っ
て
い
る
の
か
は
、
お
お
い
に
疑
問
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な

も
の
が
、

曹
廣
順
・
梁
銀
峯
・
龍
國
富
『
祖
堂
集
語
法
研
究
』（
河
南
大
學
出
版
社
，
二
〇
一
一
）

と
い
う
本
。
こ
れ
が
中
國
の
『
祖
堂
集
』
語
法
研
究
の
代
表
と
言
う
理
由
は
、
そ
の
缺
點
を
も
っ
と
も
よ
く
體
現
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
著
者
の
ひ
と
り
は
中
國
社
會
科
學
院
語
言
研
究
所
の
老
研
究
員
な
の
に
、
佛
教
學
や
禪
學
の
基
礎
知
識
を

ま
っ
た
く
缺
い
て
い
て
、
至
る
と
こ
ろ
で
誤
讀
を
し
て
い
る
こ
と
さ
え
本
人
は
氣
づ
い
て
い
な
い
。
か
れ
ら
の
研
究
な
る
も

の
は
、『
祖
堂
集
』
と
い
う
書
物
を
よ
く
理
解
す
る
た
め
で
は
な
く
、
わ
か
っ
た
こ
と
だ
け
を
細
か
く
分
類
し
た
だ
け
の
も

の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
衣
川
「
祖
堂
集
語
法
研
究
瑣
談
」（『
花
園
大
學
文
學
部
研
究
紀
要
』
第
四
四
號
，
二
〇
一
二
）
を
見
ら

れ
た
い
。
以
下
に
目
睹
し
た
單
行
專
著
の
書
名
だ
け
を
列
擧
し
て
お
く
。

張
美
蘭
『
祖
堂
集
語
法
研
究
』（
商
務
印
書
館
，
二
〇
〇
三
）

譚
偉
『《
祖
堂
集
》
文
獻
語
言
研
究
』（
俗
語
言
研
究
叢
書
，
巴
蜀
書
社
，
二
〇
〇
五
）

林
新
年
『《
祖
堂
集
》
的
動
態
助
詞
研
究
』（
上
海
三
聯
書
店
，
二
〇
〇
六
）

葉
建
軍
『《
祖
堂
集
》
疑
問
句
研
究
』（
中
華
書
局
，
二
〇
一
〇
）

徐
琳
・
魏
艶
伶
・
袁
莉
容
『《
祖
堂
集
》
稱
謂
詞
語
研
究
』（
四
川
大
學
出
版
社
，
二
〇
一
〇
）

李
艶
琴
・
郭
淑
偉
・
嚴
紅
彦
『
祖
堂
集 

五
燈
會
元
校
讀
』（
巴
蜀
書
社
，
二
〇
一
一
）

田
春
來
『《
祖
堂
集
》
介
詞
研
究
』（
中
華
書
局
，
二
〇
一
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
一
三
・
三
・
三
〇
）
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『
正
法
眼
蔵
』・
有
時
巻
私
釈

松
岡
　
由
香
子
（
花
園
大
学
非
常
勤
講
師
）

は
じ
め
に

　

こ
れ
は
二
〇
一
一
年
一
二
月
か
ら
行
わ
れ
た
名
古
屋
の
「
眼
蔵
研
究
会
」
の
討
論
を
経
た
も
の
で
あ
る
。
参
加
者
は
石
井

修
道
、
伊
藤
秀
憲
、
田
島
毓
堂
、
吉
田
道
興
そ
の
他
の
各
先
生
、
院
生
な
ど
で
あ
る
。
な
お
、
紙
面
の
制
約
上
、「
諸
釈
の

検
討
」
は
割
愛
し
た
。

　
『
正
法
眼
蔵
』
有
時
の
巻
は
仁
治
元
年
（
道
元
四
一
歳
）、『
正
法
眼
蔵
』
で
は
九
番
目
に
書
か
れ
て
い
る
。
興
聖
寺
開
堂

五
年
目
を
迎
え
て
、
よ
う
や
く
道
元
の
仏
法
を
人
々
が
注
目
し
は
じ
め
た
時
期
と
い
え
よ
う
。
い
ま
だ
覚
晏
門
下
の
懐
鑑
、

義
介
、
義
尹
、
義
演
、
義
準
ら
の
入
門
前
で
あ
る
。

　

こ
の
巻
は
「
示
衆
」
で
は
な
く
「
書
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
先
立
つ
巻
で
示
衆
で
な
い
の
は
《
伝
衣
》
の
「
記
」、

《
礼
拝
得
髄
》「
書
」
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
比
較
的
長
い
も
の
で
あ
る
。
七
五
巻
本
の
構
成
か
ら
見
る
と
二
〇
番
目
に
当
た

り
、
は
じ
め
の
巻
々
は
迷
悟
、
修
行
、
菩
提
に
関
す
る
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
比
す
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
位
置
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に
は
な
い
と
い
え
る
。
だ
が
《
有
時
》
は
《
授
記
》、《
全
機
》
な
ど
「
時
」
に
関
す
る
も
の
の
劈
頭
に
置
か
れ
る
巻
で
あ

る
。

　

初
巻
の
《
現
成
公
案
》
に
は
「
時
」
に
関
係
す
る
次
の
よ
う
な
重
要
な
言
及
が
あ
る
。

　
〈
た
き
木
は
い
と
な
る
、
さ
ら
に
か
へ
り
て
た
き
木
と
な
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
し
か
あ
る
を
、
灰
は
の
ち
、
薪
は
さ
き
と

見
取
す
べ
か
ら
ず
。
し
る
べ
し
、
薪
は
薪
の
法
位
に
住
し
て
、
さ
き
あ
り
の
ち
あ
り
、
前
後
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
前
後
際
断

せ
り
。
灰
は
灰
の
法
位
に
あ
り
て
、
の
ち
あ
り
、
さ
き
あ
り
。
か
の
た
き
木
、
は
い
と
な
り
ぬ
る
の
ち
、
さ
ら
に
薪
と
な
ら

ざ
る
が
ご
と
く
、
人
の
し
ぬ
る
の
ち
、
さ
ら
に
生
と
な
ら
ず
。
し
か
あ
る
を
、
生
の
死
に
な
る
と
い
は
ざ
る
は
、
仏
法
の
さ

だ
ま
れ
る
な
ら
ひ
な
り
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
不
生
と
い
ふ
…
…
。
死
の
生
に
な
ら
ざ
る
、
法
輪
の
さ
だ
ま
れ
る
仏
転
な
り
、
こ
の

ゆ
ゑ
に
不
滅
と
い
ふ
。
生
も
一
時
の
く
ら
ゐ
な
り
、
死
も
一
時
の
く
ら
ゐ
な
り
。
た
と
へ
ば
冬
と
春
と
の
ご
と
し
。
冬
の
春

と
な
る
と
お
も
は
ず
、
春
の
夏
と
な
る
と
い
は
ぬ
な
り
〉。

　

こ
の
前
に
は
迷
の
様
子
が
説
か
れ
、
こ
の
後
に
は
さ
と
り
の
風
光
が
説
か
れ
る
が
、
な
ぜ
、
薪
や
生
死
や
春
な
ど
の

「
時
」
が
、
そ
の
「
迷
」
と
「
さ
と
り
」
の
間
で
説
か
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

仏
教
は
そ
も
そ
も
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
生
老
病
死
の
問
い
か
ら
は
じ
ま
る
。
こ
の
私
が
生
ま
れ
て
、
今
こ
の
よ
う
に
あ

り
、
そ
し
て
や
が
て
老
い
、
病
を
得
て
死
ぬ
、
そ
れ
は
苦
で
あ
る
と
い
う
自
覚
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
よ
り
、
大
き
な
苦
は

死
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
仏
道
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
は
死
を
超
克
す
る
道
を
示
す
。
イ
ン
ド
で
は
生
ま
れ
に
よ

る
四
姓
が
あ
り
、
さ
ら
に
輪
廻
と
い
う
苦
し
み
が
加
わ
っ
た
。
死
ん
で
お
わ
り
で
は
な
く
、
次
の
生
に
よ
り
悪
い
も
の
に
生

ま
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
生
死
を
無
限
に
繰
り
返
す
と
い
う
恐
怖
が
あ
っ
た
。
こ
の
苦
し
み
は
「
私
」
と
い
う
存
在
と

「
時
」
と
い
う
二
つ
の
事
柄
に
関
係
し
て
い
る
。「
私
」
と
い
う
存
在
が
い
つ
か
消
滅
し
て
し
ま
い
、
時
は
ず
っ
と
続
く
の
に

私
は
い
な
い
、
あ
る
い
は
私
が
悪
い
環
境
に
存
在
し
続
け
る
と
い
う
苦
悩
で
あ
る
。
そ
の
苦
し
み
か
ら
脱
す
る
の
に
二
つ
の
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道
が
あ
る
。「
私
」
が
永
遠
の
生
命
を
得
て
、
苦
し
み
の
な
い
世
界
で
生
き
続
け
る
（
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
、
浄
土
教

な
ど
）
と
い
う
道
と
、
も
は
や
生
ま
れ
変
わ
ら
ず
、
今
、
こ
こ
に
苦
し
み
が
な
い
と
い
う
道
で
あ
る
。

　

仏
道
は
後
者
で
あ
り
、「
わ
た
し
」
の
認
識
に
お
け
る
根
本
的
転
換
で
あ
り
、
そ
れ
に
と
も
な
う
世
界
（
万
法
）
と
時
と

の
関
わ
り
の
実
存
的
転
換
で
あ
り
、
そ
こ
に
生
死
（
自
己
と
時
）
を
問
い
直
す
こ
と
が
必
然
的
に
含
ま
れ
る
。

　

こ
の
時
と
（
私
の
、
人
間
の
）
存
在
そ
し
て
死
を
問
う
こ
と
は
、
西
洋
哲
学
に
お
い
て
も
根
本
問
題
で
あ
り
、
例
え
ば
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
「
覚
悟
性
（
最
も
自
己
的
な
責
め
在
る
こ
と
へ
と
、
不
安
を
覚
悟
し
て
沈
黙
し
て
自
己
を
投
企
す
る
こ
と
）
が
、
本

来
的
に
、
自
分
が
あ
り
う
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
成
る
の
は
、
終
り
へ
の
了
解
的
存
在
と
し
て
、
す
な
わ
ち
死
へ
の
先
駆
と
し

て
で
す
」（『
存
在
と
時
間
』
六
二
節
）
と
い
い
、
そ
れ
は
道
元
の
「
誠
に
そ
れ
無
常
を
観
ず
る
時
、
吾
我
の
心
生
ぜ
ず
、
名

利
の
念
起
こ
ら
ず
。
時
光
の
太
だ
速
や
か
な
る
こ
と
を
恐
怖
す
」（『
学
道
用
心
集
』
一
）
と
通
ず
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
《
有
時
》
は
近
代
に
至
っ
て
多
く
の
哲
学
的
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
の
で
、
現
代
哲
学
と
ど
う
切
り
結
ぶ
の
か

と
い
う
こ
と
も
重
要
な
課
題
で
あ
ろ
う
。

一
章
　
有
時
と
は

一
節　

有
時
八
句

　

古
仏
言
、

  

有
時
高
高
峰
頂
立
、

  

有
時
深
深
海
底
行
、

  

有
時
三
頭
八
臂
、
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有
時
丈
六
八
尺
、

  

有
時
拄
杖
払
子
、

  
有
時
露
柱
灯
籠
、

  
有
時
張
三
李
四
、

  

有
時
大
地
虚
空
。

［
注
釈
］

○
有
時　

こ
の
語
は
普
通
は
「
あ
る
時
」「
時
あ
っ
て
」
と
い
う
副
詞
で
あ
る
が
、
道
元
は
そ
れ
を
「
有
時
」
と
い
う
術
語
と
し
て
使
う
。

だ
が
、
そ
れ
を
概
念
と
し
て
固
定
し
な
い
た
め
か
、『
正
法
眼
蔵
』
の
他
の
巻
で
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
い
。
現
代
語
訳
す
る
こ
と
は
き

わ
め
て
難
し
い
。

　

＊
道
元
用
例
〈
た
だ
春
秋
に
華
果
あ
る
に
あ
ら
ず
、
有
時
か
な
ら
ず
華
果
あ
る
な
り
〉《
空
華
》、〈
し
る
こ
と
は
有
時
な
り
と
い
へ
ど

も
、
神
通
は
こ
れ
神
通
な
り
〉《
神
通
》、〈
し
か
あ
れ
ば
乃
能
究
尽
の
正
当
恁
麼
時
と
、
乃
能
知
是
の
正
当
恁
麼
時
と
、
お
な
じ
く
こ
れ

面
面
の
有
時
な
り
〉《
諸
法
実
相
》。

○
高
高
峰
頂
立
、  

深
深
海
底
行　

修
行
の
様
を
い
う
薬
山
の
次
の
よ
う
な
問
答
に
由
来
。

　
『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
一
四
、
薬
山
章
「
又
た
問
う
、『
如
何
か
是
れ
戒
定
慧
』。
師
曰
く
、『
貧
道
の
遮
裏
に
は
此
の
閑
家
具
（
役
に
た
た

な
い
無
駄
な
道
具
）
無
し
』（
翺
）『
玄
旨
を
測
る
な
し
』。
師
曰
く
、『
太
守
よ
、
此
の
事
を
保
任
す
る
こ
と
を
得
ん
と
欲
す
れ
ば
、
直

に
須
く
高
高
山
頂
に
向
っ
て
坐
し
、
深
深
海
底
に
行
ず
べ
し
。
閨
閤
（
閨ね

房や

）
中
の
物
、
捨
て
て
得
ざ
れ
ば
便
ち
滲
漏
（
微
細
煩
悩
）

と
為
る
』。
師
、
一
夜
、
山
に
登
り
経
行
す
。
忽
ち
雲
開
け
て
月
を
見
る
に
大
笑
一
声
す
。
…
…
李
（
翺
）
再
び
詩
を
贈
っ
て
曰
く
、『
幽

居
を
選
び
得
て
、
野
情
を
愜た

の
しむ

。
／
終
年
、
送
る
無
く
、
亦
迎
え
る
無
し
／
有
時
、
直
に
孤
峰
頂
に
上
り
／
月
下
、
雲
を
披ひ

ら

い
て
笑
一

声
』」（T

51,p312b

）
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『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
一
七
雲
居
章
「
古
人
道
う
、
此
事
を
保
任
す
る
を
得
ん
と
欲
す
れ
ば
、
須
く
高
高
山
頂
に
向
っ
て
立
ち
、
深
深
水
底

を
行
く
べ
し
。
方
に
些
子
の
気
力
有
っ
て
、
汝
、
若
し
大
事
、
未
だ
辦
ぜ
ず
ば
且す

べ

須か
ら

く
玄
途
を
履
践
せ
よ
」（T

51,p335a

）。

　
『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
二
八
薬
山
語
「
遮
箇
は
是
、
易
く
得
る
も
の
な
ら
ず
。
須
く
高
高
山
頂
に
向
っ
て
立
ち
、
深
深
海
底
に
行
く
べ
し
。

此
処
、
行
く
こ
と
易
か
ら
ず
」（T

51,p440c

）。

　

＊
道
元
用
例
〈
包
含
の
と
き
は
、
た
と
ひ
山
な
り
と
も
、
高
高
峰
頭
立
の
み
に
あ
ら
ず
、
た
と
ひ
水
な
り
と
も
、
深
深
海
底
行
の
み
に

あ
ら
ず
〉《
海
印
三
昧
》 

。

○
三
頭
八
臂　

頭
が
三
つ
臂う

で

が
八
つ　
「
三
頭
六
（
八
）
臂
」
は
仏
・
菩
薩
の
類
い
で
は
な
く
、
イ
ン
ド
の
神
（
阿
修
羅
、
摩
醯
首
羅
天
、

降
三
世
明
王
）
あ
る
い
は
那
咤
太
子
（
毘
沙
門
天
王
の
第
三
太
子
、
仏
法
の
守
護
神
）
で
あ
り
、
怒
髪
天
を
衝
き
、
武
器
を
も
つ
姿
で

あ
る
。
密
教
で
は
、
こ
の
異
教
の
神
を
も
、
大
日
如
来
が
仏
教
に
帰
依
し
な
い
強
情
な
民
衆
を
力
づ
く
で
も
帰
依
さ
せ
る
た
め
自
ら
変

化
し
た
身
と
す
る
か
ら
、
仏
の
一
種
で
あ
る
。
こ
れ
を
阿
修
羅
と
す
る
訳
や
解
釈
が
多
い
が
、
採
ら
な
い
。

　

＊
道
元
用
例
〈
作
麼
生
な
ら
ん
か
こ
れ
仏
性
。
還
委
悉
麼
、
三
頭
八
臂
〉《
仏
性
》。

○
丈
六
八
尺
　
仏
は
立
っ
て
一
丈
六
尺
、
坐
っ
て
八
尺
と
い
う
か
ら
、
仏
の
こ
と
。
仏
身
は
三
十
二
相
の
一
つ
と
し
て
金
色
だ
か
ら
、
丈

六
金
身
と
も
い
う
。

○
拄
杖
払
子
　
拄
杖
と
払
子
は
、
両
方
と
も
禅
僧
が
用
い
た
日
常
の
道
具
。
拄
杖
は
遍
参
の
時
に
用
い
、
払
子
は
蚊
や
蠅
を
払
う
の
に
使

う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
儀
式
や
説
法
の
と
き
に
手
に
持
っ
て
威
儀
を
正
し
た
。

　

用
例
『
碧
巌
録
』
一
八
則
「
拄
杖
子
を
識
得
せ
ば
一
生
参
学
の
事
、
畢
れ
り
」（T

48,158c

）
な
ど
、『
碧
巌
録
』
二
一
則
「
雲
（
門
）、

払
子
を
竪
起
す
」（T

48,162a

）
な
ど
。

○
露
柱
灯
籠　

露
柱
は
む
き
出
し
に
な
っ
て
い
る
柱
、
灯
籠
は
灯
火
を
入
れ
て
外
を
照
ら
す
も
の
。
共
に
寺
に
普
通
に
あ
る
も
の
。

　

用
例
『
碧
巌
録
』
一
五
則
評
唱
「
設た

と
い使

一
時
に
言
無
く
句
無
き
も
露
柱
灯
籠
何
ぞ
曾
て
言
句
有
ら
ん
」（T

48,155b

）
な
ど
。
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○
張
三
李
四　

張
氏
、
李
氏
は
、
田
中
、
鈴
木
の
よ
う
に
中
国
に
よ
く
あ
る
姓
。
三
、四
は
、
三
男
坊
、
四
男
坊
で
あ
り
、
よ
っ
て
普
通
の

だ
れ
そ
れ
。

　
『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
一
九
保
福
章
「
人
有
っ
て
仏
殿
の
後
従
り
過
ぎ
る
に
、
是
れ
張
三
李
四
な
る
を
見
る
」（T

51,p355a

）
な
ど
五
回
。

　

＊
道
元
用
例
〈
さ
き
の
是
誰
と
い
ま
の
是
誰
と
、
そ
の
名
は
張
三
な
り
と
も
、
そ
の
人
は
李
四
な
り
〉《
説
心
説
性
》。 

○
大
地
虚
空
　
天
地
万
物
と
い
う
と
き
の
天
地
と
同
じ
。

　

用
例
『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
一
八
玄
沙
章
「
我
が
身
心
は
大
地
虚
空
の
如
し
」（T

51,p346b

細
字
注
）。

【
現
代
語
訳
】

　

古
仏
が
言
う
、「
有
時
・
高
高
峰
頂
に
立
ち
、
有
時
・
深
深
海
底
を
行
く
、
有
時
・
三
頭
八
臂
、
有
時
・
丈
六
八
尺
、
有

時
・
拄
杖
払
子
、
有
時
・
露
柱
灯
籠
、
有
時
・
張
三
李
四
、
有
時
・
大
地
虚
空
」
と
。

【
解
釈
】

　
〈
有
時
〉
以
下
の
原
文
を
ふ
つ
う
に
読
め
ば
、「
あ
る
と
き
は
、
高
高
な
る
峰
の
頂
に
立
ち
、
あ
る
と
き
は
、
深
深
な
る

…
…
」
と
な
り
、〈
有
時
〉
は
時
間
を
表
す
副
詞
で
あ
り
、
句
の
本
体
は
出
来
事
や
物
で
、〈
有
時
〉
は
そ
れ
に
付
随
従
属
し

て
い
る
詞
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、〈
有
時
〉
が
「
あ
る
と
き
」
と
読
め
な
い
こ
と
は
、
道
元
が
少
し
後
に
、
は
っ
き
り
と

〈
し
か
あ
る
を
、
仏
法
を
な
ら
は
ざ
る
凡
夫
の
時
節
に
あ
ら
ゆ
る
見
解
は
、
有
時
の
こ
と
ば
を
き
く
に
お
も
は
く
、
あ
る
と

き
は
、
三
頭
八
臂
と
な
れ
り
き
〉
と
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
疑
問
の
余
地
は
な
い
。〈
有
時
〉
は
こ
れ
か
ら
道
元
が
解

釈
し
て
い
く
根
本
語
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
八
句
の
始
め
の
二
句
に
は
、
出
典
が
あ
る
。『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
一
四
、一
七
、二
八
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
も
「
有

時
」
の
語
が
な
い
。
推
測
す
る
に
『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
一
四
の
李
（
翺
）
の
詩
に
「
有
時
、
直
に
孤
峰
頂
に
上
り
」
と
あ
る

「
有
時
」
に
着
目
し
て
、
こ
の
巻
が
発
想
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
雲
居
道
膺
は
薬
山
の
こ
の
言
葉
を
「
古
人
道
く
」
と
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引
用
し
て
い
る
が
、
道
元
は
「
古
仏
」
と
す
る
。「
古
仏
」
は
道
元
に
と
っ
て
最
高
の
尊
称
で
あ
り
、
薬
山
へ
の
非
常
に
高

い
評
価
が
窺
わ
れ
る
。

　
〈
高
高
峰
頂
立
、
深
深
海
底
行
〉
は
、
元
来
の
文
脈
か
ら
す
れ
ば
薬
山
が
要
請
し
て
い
る
修
行
の
あ
り
方
、
し
か
も
「
易

く
得
る
も
の
な
ら
ず
、
…
…
此
処
、
行
く
こ
と
易
か
ら
ず
」（
巻
二
八
）
と
い
う
「
玄
途
」（
巻
一
七
）、
す
な
わ
ち
厳
し
い
仏

道
の
様
子
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
初
二
句
の
〈
高
高
山
頂
立
、
深
深
海
底
行
〉
に
つ
い
て
は
、《
有
時
》
の
中
で
論
じ

ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
後
で
「
山
」「
海
」
と
し
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
関
係
し
て
い
よ
う
。
山
と
海
（
水
）
は
尽
界

あ
る
い
は
諸
法
を
表
現
す
る
道
元
好
み
の
表
象
で
も
あ
る
。

　

次
に
二
句
ず
つ
組
に
な
っ
て
〈
有
時
三
頭
八
臂
、
有
時
丈
六
八
尺
、
有
時
拄
杖
払
子
、
有
時
露
柱
灯
籠
、
有
時
張
三
李

四
、
有
時
大
地
虚
空
〉
と
続
く
が
、
す
べ
て
道
元
の
創
作
の
頌
で
あ
る
。「
三
頭
八
臂
」
を
仏
と
す
る
解
釈
は
ほ
と
ん
ど
な

い
が
、《
仏
性
》
巻
の
最
後
に
〈
作
麼
生
な
ら
ん
か
こ
れ
仏
性
、
還
委
悉
麼
、
三
頭
八
臂
〉
と
あ
っ
た
。《
仏
性
》
巻
で
説
か

れ
た
内
実
は
、
仏
で
な
い
も
の
に
は
仏
性
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
解
釈
に
お
い
て
は
三
頭
八
臂
も
仏

の
一
身
現
と
捉
え
た
。「
三
頭
八
臂
」
は
道
元
の
用
例
で
は
《
仏
性
》
巻
と
こ
の
巻
に
し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
同
じ

意
味
に
と
っ
て
仏
の
あ
り
よ
う
と
す
る
。〈
丈
六
八
尺
、
三
頭
八
臂
〉
は
、
仏
の
形
相
と
し
て
大
き
な
対
比
を
な
し
て
い
る
。

《
有
時
》
の
後
の
展
開
で
は
「
丈
六
八
尺
」
で
は
な
く
「
丈
六
金
身
」
が
多
い
が
、
こ
の
仏
の
あ
り
方
で
あ
る
〈
丈
六
金
身
、

三
頭
八
臂
〉
が
そ
の
後
の
展
開
で
八
句
の
中
で
は
も
っ
と
も
多
く
言
及
さ
れ
、
そ
れ
は
「
有
時
」
の
内
実
と
無
関
係
で
は
あ

る
ま
い
。

　

次
の
対
は
〈
拄
杖
払
子
、
露
柱
灯
籠
〉
で
あ
り
、
寺
院
に
普
通
に
あ
る
も
の
で
、
目
前
に
あ
る
も
の
と
言
っ
て
も
い
い
だ

ろ
う
。〈
張
三
李
四
、
大
地
虚
空
〉
の
対
は
、
ど
こ
に
で
も
い
る
普
通
の
箇
々
の
人
々
と
、
そ
の
衆
生
が
そ
こ
に
生
き
て
働

く
大
地
と
大
空
（
環
境
世
界
）
で
あ
る
。
よ
く
見
れ
ば
、「
三
頭
八
臂
」
に
は
三
、八
が
入
っ
て
い
る
の
に
呼
応
し
て
、
六
、
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八
と
い
う
数
字
が
入
っ
た
「
丈
六
八
尺
」
を
出
し
て
き
て
対
句
に
し
て
お
り
、
ま
た
衆
生
（
凡
人
、
人
間
）
を
表
す
の
に

「
張
三
李
四
」
と
三
、四
が
入
る
。
言
葉
の
天
才
、
道
元
な
ら
で
は
の
句
で
あ
る
。

　

こ
の
八
句
に
つ
い
て
長
谷
川
『
注
釈
』
は
「
道
元
に
と
つ
て
、
聖
と
俗
、
荘
厳
と
卑
近
は
対
立
す
る
概
念
で
は
な
い
。
そ

の
二
つ
の
間
の
自
由
自
在
の
往
来
こ
そ
が
大
切
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
「
有
時
張
三
李
四
」
と
の
対
に
「
有
時
大

地
虚
空
」
と
解
き
放
つ
。
も
っ
と
も
身
近
で
平
凡
な
存
在
で
あ
る
。
三
郎
さ
ん
、
四
郎
さ
ん
も
有
時
な
ら
ば
、
全
世
界
、
全

宇
宙
も
有
時
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
…
…
道
元
は
何
か
あ
る
話
題
に
つ
い
て
か
た
ら
う
な
ど
と
し
て
い
る
の
で
は
な

い
。
世
界
の
す
べ
て
を
丸
ご
と
問
題
に
し
て
か
か
っ
て
い
る
の
だ
―
―
と
い
ふ
こ
と
が
は
つ
き
り
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ

る
」（
Ⅰ
・
五
三
頁
）
と
い
う
。
そ
う
も
言
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
八
句
並
べ
て
「
有
時
」
と
頭
に
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
重
い
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
〈
如
是
〉

が
、
次
の
よ
う
に
仏
祖
の
現
成
と
し
て
い
わ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
事
態
を
指
す
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
「
拄
杖
払
子
」「
拈
華

破
顔
」
…
…
「
松
操
竹
節
」
が
「
如
是
」
す
な
わ
ち
究
尽
の
実
相
と
し
て
等
置
さ
れ
て
い
る
。

　
〈
仏
祖
の
現
成
は
、
究
尽
の
実
相
な
り
。
実
相
は
諸
法
な
り
。
諸
法
は
如
是
相
な
り
…
…
如
是
拄
杖
払
子
な
り
、
如
是
拈

華
破
顔
な
り
。
如
是
嗣
法
授
記
な
り
、
如
是
参
学
辦
道
な
り
、
如
是
松
操
竹
節
な
り
〉《
諸
法
実
相
》。

　
《
有
時
》
冒
頭
で
も
道
元
は
、〈
有
時
〉
と
〈
高
高
峰
頂
立
…
…
〉
を
、
た
だ
並
記
し
て
い
る
の
で
あ
り
、〈
有
時
〉
を

「
あ
る
時
」
と
い
う
副
詞
的
な
も
の
で
も
な
く
、
主
語
で
も
な
い
も
の
と
し
て
読
ま
せ
よ
う
と
の
意
図
を
感
ず
る
。
つ
ま
り
、

お
よ
そ
主
語
に
な
ら
な
い
も
の
、「
あ
る
も
の
」
で
は
な
い
と
こ
ろ
を
指
す
言
葉
が
〈
有
時
〉
で
あ
る
。『
御
抄
』
が
「
仮た

と
え令

（
ば
）、
有あ

る

時と
き

は
問
訊
礼
拝
し
、
有あ

る

時と
き

焼
香
礼
仏
し
、
非

に
あ
ら
ず

二
仏
法
所
談
一
。
是
は
尽
十
方
界
有
時
な
る
べ
し
。
有
時
（
の
）

外
（
に
）
更
（
に
）
不あ

る
べ
か
ら
ず

可
有
別
法
」（
五
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、〈
有
時
〉
と
〈
高
高
峰
頂
立
…
…
〉
は
、
い
わ
ば
同
格
で

あ
っ
て
、〈
高
高
峰
頂
立
…
…
〉
も
ま
た
、
あ
る
こ
と
、
あ
る
も
の
、
主
語
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
副
詞
で
も
な
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く
、
お
よ
そ
主
語
に
な
ら
な
い
も
の
、「
あ
る
も
の
」
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
〈
有
時
〉
が
、
根
本
語
と
し
て
こ
の
巻
を
通
し

て
開
示
さ
れ
て
い
く
。
有
時
が
ど
う
い
う
事
態
で
あ
る
の
か
と
い
え
ば
、
さ
し
あ
た
っ
て
、
そ
れ
が
高
高
峰
頂
立
…
…
大
地

虚
空
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
八
句
は
、「
有
時
」
を
除
く
と
、
前
の
四
句
が
主
体
の
あ
り
方
と
し
て
修
行
と
成
仏
（
修

証
）
で
あ
り
、
後
の
四
句
が
物
と
主
体
と
環
境
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
「
有
」
に
傾
く
の
に
対
し
て
、

こ
の
巻
で
は
「
時
」
に
重
点
を
か
け
て
、〈
有
時
〉
を
分
節
し
参
究
し
て
い
る
。

二
節　
　

有
時
の
定
義

　

い
は
ゆ
る
有
時
は
、
時
す
で
に
こ
れ
有
な
り
、
有
は
み
な
時
な
り
。
丈
六
金
身
こ
れ
時
な
り
、
時
な
る
が
ゆ
ゑ
に
時
の
荘

厳
光
明
あ
り
。
い
ま
の
十
二
時
に
習
学
す
べ
し
。
三
頭
八
臂
こ
れ
時
な
り
、
時
な
る
が
ゆ
ゑ
に
い
ま
の
十
二
時
に
一
如
な
る

べ
し
。
十
二
時
の
長
遠
短
促
、
い
ま
だ
度
量
せ
ず
と
い
へ
ど
も
、
こ
れ
を
十
二
時
と
い
ふ
。
去
来
の
方
跡
あ
き
ら
か
な
る
に

よ
り
て
、
人
こ
れ
を
疑
著
せ
ず
。
疑
著
せ
ざ
れ
ど
も
、
し
れ
る
に
あ
ら
ず
。
衆
生
も
と
よ
り
し
ら
ざ
る
毎
物
毎
事
を
疑
著
す

る
こ
と
一
定
せ
ざ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
疑
著
す
る
前
程
、
か
な
ら
ず
し
も
い
ま
の
疑
著
に
符
合
す
る
こ
と
な
し
。
た
だ
疑
著
し
ば

ら
く
時
な
る
の
み
な
り
。

［
注
釈
］

○ 

丈
六
金
身　

仏
身
の
形
容
。

　

用
例　
『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
一
〇
趙
州
章
「
老
僧
、
一
枝
草
を
把
り
て
、
丈
六
金
身
と
為
し
て
用
う
」（T

51,277a

）。

○ 

今
の
十
二
時　

道
元
の
頃
、
ふ
つ
う
に
通
用
し
て
い
た
時
（
一
日
）
の
数
え
方
で
、「
一ひ

と

時と
き

」
は
、
現
代
の
ほ
ぼ
二
時
間
。

○ 

習
学　

文
字
通
り
習
い
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
が
、
道
元
は
修
行
、
参
学
の
意
味
で
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
な
い
。

　

＊
道
元
用
例
①
〈（
仏
）
法
を
習
学
〉《
袈
裟
功
徳
》《
佗
心
通
》《
供
養
諸
仏
》《
深
信
因
果
》《
四
禅
比
丘
》《
八
大
人
覚
》、
②
〈
学
者
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（
文
字
の
法
師
）
に
習
学
〉《
伝
衣
》《
光
明
》、
③
「
文
字
習
学
の
法
師
」『
辦
道
話
』。

○ 

一
如　

別
別
の
物
が
、
異
な
っ
て
は
い
な
い
、
違
わ
な
い
。

　

＊
道
元
用
例
「
身
心
一
如
」『
辦
道
話
』、〈
依
正
一
如
〉《
行
仏
威
儀
》、〈
衆
僧
と
一
如
〉《
行
持
》、〈
自
他
一
如
〉《
菩
提
薩
埵
四
摂

法
》、〈
先
王
に
一
如
〉《
出
家
功
徳
》、〈
今
釈
迦
牟
尼
仏
に
一
如
〉《
供
養
諸
仏
》
な
ど
。

○
方
跡　
「
方
」
は
①
向
き
、
②
四
角
、
③
や
り
方
、
仕
方
。（
以
上
『
広
辞
林
』）
向
き
の
跡
形
。
例
え
ば
、
昨
日
は
後
ろ
、
明
日
は
前
と

か
一
日
の
朝
・
昼
・
晩
の
順
序
。

○
前
程　

①
ゆ
く
さ
き
、
先
の
み
ち
の
り
（『
広
辞
林
』）、
②
前
途
、
将
来
（『
漢
字
海
』）。　
『
思
想
大
系
』
は
「
以
前
」
と
す
る
も
取
ら

な
い
。

＊
道
元
用
例
〈
包
含
な
る
べ
し
。
万
有
な
る
前
程
、
後
程
そ
の
功
あ
り
、
こ
れ
絶
気
に
あ
ら
ず
〉《
海
印
三
昧
》。

【
現
代
語
訳
】

　

こ
こ
に
い
う
「
有
時
」
は
、「
時
」
が
す
で
に
「
存
在
す
る
」
な
の
で
あ
り
、「
存
在
す
る
」
は
み
な
「
時
」
で
あ
る
。
丈

六
金
身
の
仏
こ
そ
が
「
時
」
で
あ
る
。「
時
」
で
あ
る
か
ら
時
の
厳
か
さ
と
光
明
が
あ
る
。
今
い
う
十
二
時
に
学
習
す
る
が

よ
い
。
三
頭
八
腕
の
仏
こ
そ
が
「
時
」
で
あ
る
。「
時
」
で
あ
る
か
ら
、
今
い
う
十
二
時
と
一
つ
で
は
な
い
が
、
違
っ
て
い

る
の
で
も
な
い
。
こ
の
十
二
時
の
長
さ
、
遥
け
さ
、
短
さ
、
速
さ
は
、
ま
だ
だ
れ
も
量
っ
た
こ
と
が
な
く
て
も
、
こ
れ
を

「
十
二
時
」
と
い
う
。（
昨
日
が
）
去
っ
た
り
、（
朝
が
）
来
た
り
と
い
う
（
時
の
）
形
跡
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
、
人
は

こ
れ
を
疑
っ
て
み
な
い
。
疑
っ
て
み
な
い
が
知
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
普
通
の
人
々
は
も
と
も
と
知
ら
な
い
さ
ま
ざ
ま
な

物
や
さ
ま
ざ
ま
な
事
を
、
た
と
え
疑
っ
て
み
て
も
、（
そ
の
理
由
や
事
情
が
）
い
っ
こ
う
定
ま
っ
て
い
な
い
か
ら
、
そ
の
疑
い

の
行
く
先
は
、
必
ず
し
も
今
（
こ
こ
で
い
う
時
）
の
疑
問
と
符
号
す
る
こ
と
が
な
い
。
た
だ
「
疑
い
」
と
い
う
こ
と
も
、
さ

し
あ
た
り
「
時
」
で
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
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【
解
釈
】

　
〈
い
は
ゆ
る
有
時
は
、
時
す
で
に
こ
れ
有
な
り
、
有
は
み
な
時
な
り
〉
は
、
道
元
の
透
徹
し
た
発
語
で
、
い
わ
ゆ
る
論
理

の
言
葉
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
い
え
ば
、〈
有
時
〉
の
定
義
で
あ
ろ
う
。〈
有
時
〉
の
洞
察
は
道
元
の
修
証
に

お
け
る
深
々
の
明
ら
め
で
あ
り
、
そ
こ
に
迫
る
に
は
、
思
索
を
も
っ
て
し
て
は
不
可
能
で
、
自
ら
道
元
と
同
じ
行
（
只
管
打

坐
）
を
経
つ
つ
、
道
元
の
他
の
巻
な
ど
の
発
語
の
助
け
に
よ
る
し
か
な
い
。

　

さ
て
、
こ
の
発
語
は
〈
時
す
で
に
こ
れ
有
な
り
〉
と
「
時
」
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
て
、
こ
の
巻
が
、
三
章
で
経
歴
、
住
法

位
な
ど
、
時
的
な
面
が
多
く
説
か
れ
て
い
く
こ
と
と
も
関
わ
っ
て
こ
よ
う
。「
時
は
有
な
り
」
で
は
な
く
、〈
時
す
で
に
こ
れ

有
な
り
〉
と
あ
る
の
は
、
た
ん
に
「
は
じ
め
か
ら
」「
も
と
よ
り
」
と
い
う
意
味
よ
り
は
ず
っ
と
重
い
、
朕
兆
未
萌
の
「
古

さ
」
が
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
〈
時
す
で
に
こ
れ
有
な
り
〉
は
、《
仏
性
》
巻
の
〈
時
節
若
至
と
い
ふ
は
、
す
で
に
時
節
い

た
れ
り
…
…
し
か
あ
れ
ば
す
な
は
ち
、
時
節
す
で
に
い
た
れ
ば
、
こ
れ
仏
性
の
現
前
な
り
〉
と
響
き
合
う
。
た
だ
、
有
時
が

そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
仏
性
現
前
で
あ
る
よ
う
な
時
節
は
、
普
通
の
人
の
時
で
は
な
い
。〈
す
で
に
こ
れ
〉
は
そ
う
発
語
し

て
い
る
場
の
、
あ
る
い
は
そ
の
主
体
の
「
古
さ
」
を
映
し
て
い
る
。
冒
頭
の
〈
古
仏
言
〉
が
、
や
は
り
精
確
に
読
み
取
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。〈
す
で
に
こ
れ
〉
と
い
う
古
仏
の
言
は
、
思
慮
分
別
の
事
柄
で
は
な
く
、
修
証
さ
れ
て
い
る
そ
の
場

を
踏
ま
え
て
の
発
語
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
「
妙
修
を
放
下
す
れ
ば
、
本
証
、
手
の
中
に
み
て
り
」『
辦
道
話
』
と
い
う
本

証
の
言
葉
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
は
非
常
に
哲
学
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
あ
る
命
題
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
頼
住
『
道
元
』
の
「『
有
』

と
は
、
仏
教
用
語
で
存
在
を
意
味
す
る
。
…
…
道
元
は
『
有
時
』
を
、
単
な
る
『
或
る
時
』
で
は
な
く
、
時
と
存
在
と
の
一

体
性
を
表
す
言
葉
と
し
て
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
」（
八
八
頁
）
と
い
う
解
釈
は
、
適
切
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
説
明
は
、「
存

在
」
や
「
時
」
を
自
明
の
も
の
と
し
て
い
る
ふ
し
が
あ
る
。
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そ
の
点
を
問
題
に
し
た
の
が
辻
口
「
時
間
に
つ
い
て
」
で
あ
り
、「
と
こ
ろ
で
、『
有
』
と
『
時
』
が
等
価
で
あ
る
、
と
い

う
場
合
、『
有
』
が
何
を
意
味
し
、『
時
』
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
、
あ
る
程
度
明
確
に
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
」（
八
四
頁
）
と
し
て
、
八
句
の
吟
味
か
ら
「『
有
』
は
い
わ
ゆ
る
『
諸
法
』
の
意
味
で
あ
っ
て
、
抽
象

的
、
な
い
し
超
越
的
な
有
の
意
味
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
を
単
純
に
、『
も
の
を
現
し
て
い
る
』
と
解
釈
す
る
こ
と
は

正
し
く
な
い
」（
同
頁
）
と
、『
思
想
大
系
』
の
頭
注
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
の
同
じ
批
判
は
有
福
『
世
界
』
の
「
要
す
る
に

『
有
』
と
い
う
の
は
『
悉
有
』、
つ
ま
り
あ
り
と
し
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
考
え
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
」（
二
二
六
頁
）
に
も
妥
当

す
る
だ
ろ
う
が
、
で
は
「
諸
法
」
と
は
、
そ
こ
に
行
為
や
状
態
が
含
ま
れ
る
に
し
て
も
、
い
っ
た
い
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
の
点
に
言
及
し
て
い
る
の
が
、『
中
山
釈
』
で
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
有
時
と
い
わ
れ
て
い
る
有
と
は
も
ち
ろ

ん
一
切
存
在
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
単
に
対
象
的
存
在
ば
か
り
で
な
く
仏
教
的
に
一
切
諸
法
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
主

観
的
に
意
識
作
用
も
含
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
色
法
と
心
法
と
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
も
の
ご
と
、
出
来
ご
と
等

の
一
切
を
意
味
す
る
。
更
に
い
わ
ゆ
る
有
に
対
す
る
無
も
意
味
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
有
時
の
有
は
こ
う
い
う
意
味

を
含
ん
で
い
る
。
時
と
は
時
間
の
こ
と
で
あ
り
、
仏
法
で
は
ま
た
時
節
と
い
う
。
む
ろ
ん
時
は
一
切
法
で
あ
る
。
し
か
も
一

切
法
成
立
の
根
本
形
式
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
有
す
な
わ
ち
一
切
法
と
時
と
は
別
の
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
る
が
一
切

の
有
を
離
れ
て
時
が
別
に
あ
る
の
で
は
な
い
」（
一
四
〇
頁
）。

　

中
山
氏
が
「
仏
教
的
に
一
切
諸
法
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
有
部
の
五
位
七
十
五
法
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ

れ
ば
、
そ
こ
で
は
無
為
法
（
涅
槃
）
と
し
て
三
つ
、
有
為
法
に
は
色
法
、
心
法
の
ほ
か
さ
ら
に
、
心
所
有
法
、
心
不
相
応
行

法
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
諸
々
の
法
が
あ
る
が
、
八
句
は
そ
の
よ
う
な
分
類
に
入
る
よ
う
な
こ
と
が
ら
、
も
の
が
ら
で
あ
る
と

は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
『
中
山
釈
』
に
お
い
て
、「
時
が
一
切
法
で
あ
る
」
と
い
い
な
が
ら
、「
一
切
法
と
時
と
は
別
の
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
」、
つ
ま
り
「
一
切
法
成
立
の
根
本
形
式
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
矛
盾
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
切
諸
法
が
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「
有
」
で
あ
る
と
い
う
教
義
的
な
説
明
は
、
そ
こ
に
時
が
別
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
付
言
し
て
も
妥
当
で
は
な
い
。
さ
ら
に

「
有
」
を
「
時
」
か
ら
い
っ
た
ん
切
り
離
す
諸
解
釈
（『
聞
解
』、
中
山
、
岡
田
、
伊
福
部
、
髙
橋
、
新
保
な
ど
）
に
あ
る
よ
う

な
「
諸
法
」、「
存
在
」、「
起
こ
る
こ
と
の
働
き
」、「
存
在
す
る
も
の
」、「
有
る
も
の
」、「
あ
る
こ
と
」、「
物
が
存
在
す
る
場

所
・
空
間
」
と
す
る
説
明
は
、
そ
れ
自
体
が
「
存
在
す
る
も
の
」
と
し
て
時
と
は
別
に
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
、
諸
解
釈
と

し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
「
時
」
は
「
時
間
」（
中
山
釈
な
ど
）
と
も
誤
解
さ
れ
て
、
諸
解
釈
の
ほ
と
ん

ど
は
存
在
と
時
間
の
関
係
の
考
察
に
な
っ
て
お
り
、
存
在
と
時
間
は
、
不
離
（
増
永
）、
相
即
一
元
（
岡
田
、
秋
山
）
弁
証
法

的
関
係
（
杉
尾
「
批
判
」）
な
ど
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
御
抄
』
の
よ
う
に
「
故
有
与
時
非
可
各
別
、
只
同
物
な

り
」（
六
頁
）、
つ
ま
り
有
と
時
が
交
互
に
置
換
可
能
な
等
し
い
も
の
だ
と
い
う
の
も
正
し
く
な
か
ろ
う
。

　
「
有
」
も
「
時
」
も
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
分
か
ら
な
い
事
態
と
し
て
留
保
す
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
〈
時
す
で
に
こ
れ
有

な
り
〉
だ
け
で
は
な
く
、〈
有
は
み
な
時
な
り
〉
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
有
」「
時
」
が
同
一
の
事
態
の
二
つ
の
側

面
、
あ
る
い
は
共
属
し
あ
う
関
係
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。
こ
れ
は
構
文
と
し
て
た
と
え
ば
《
仏
性
》
で
〈
す
な
わ

ち
悉
有
は
仏
性
な
り
〉
と
い
わ
れ
て
も
、〈
仏
性
は
悉
有
な
り
〉
と
は
い
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
と
は
異
な
る
。
こ
の
場

合
は
〈
仏
性
の
悉
有
〉、〈
仏
性
に
悉
有
せ
ら
る
る
有
〉
と
も
い
わ
れ
て
、「
仏
性
」
と
「
悉
有
」
は
同
じ
事
態
で
は
な
い
の

で
あ
る
。

　

一
節
で
〈
有
―
時
〉
は
、
八
句
に
お
い
て
「
有
時
は
丈
六
金
身
で
あ
る
」
と
は
い
わ
れ
ず
、
主
語
と
な
っ
て
は
い
な
い
と

解
釈
し
た
。
し
た
が
っ
て
〈
有
時
〉
は
対
象
的
に
も
論
理
的
に
も
論
ず
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
事
態
な
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
時
を
存
在
と
の
関
係
に
お
い
て
深
く
思
索
し
た
人
は
、
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
西
洋
で
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
（
三
五
四
―
四
三
〇
）
が
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

　
「
ま
た
も
し
、
な
に
も
の
も
存
在
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
現
在
の
時
間
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
二
つ
の
時
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間
、
過
去
と
未
来
は
ど
の
よ
う
に
し
て
あ
る
の
か
。
い
つ
過
去
は
も
う
存
在
し
な
い
の
か
。
ま
た
未
来
は
ま
だ
存
在
し
な
い

の
か
。
し
か
し
、
現
在
が
つ
ね
に
現
在
で
あ
っ
て
、
過
去
に
移
り
行
か
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
も
は
や
時
間
で
は
な
く
永

遠
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
も
現
在
が
時
間
で
あ
る
為
に
は
過
去
に
移
り
ゆ
く
か
ら
、
時
間
に
な
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ど

の
よ
う
に
し
て
こ
の
現
在
を
も
存
在
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
現
在
が
存
在
す
る
た
め
の
理
由
は
、
そ
れ

が
存
在
し
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
と
い
う
の
だ
か
ら
で
あ
る
」（『
告
白
』
三
〇
二
頁
）。

　

こ
こ
で
は
、
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
抜
き
で
時
間
は
な
い
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
神
が
天
地
を
造
る
前
」
に

言
及
す
る
者
に
対
し
て
は
「
い
か
な
る
時
間
も
被
造
物
な
し
に
は
存
在
し
え
な
い
と
彼
ら
は
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（
三
一
六
頁
）
と
、
存
在
す
る
も
の
と
時
と
の
共
属
を
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
単
純
に
存
在
は
（
現
在
の
）
時
間
で
あ
る
、

と
い
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
被
造
物
に
お
け
る
存
在
と
時
間
の
問
題
を
い
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
「
本
来
の
意
味
で
過
去
現

在
未
来
が
存
在
す
る
と
は
言
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
本
来
の
意
味
で
言
え
る
の
は
、
過
去
の
現
在
、
現
在
の
現
在
、
未
来
の
現

在
の
三
つ
の
時
間
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
こ
の
三
つ
の
も
の
も
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
魂
の
う
ち
に
存

在
す
る
の
で
あ
る
」（『
同
』
三
〇
七
頁
）
そ
れ
ゆ
え
「
過
去
の
現
在
は
記
憶
で
あ
り
、
現
在
の
現
在
は
直
視
で
あ
り
、
未
来

の
現
在
は
期
待
で
あ
る
。」（『
同
』
同
頁
）
と
い
う
。
こ
こ
に
人
間
が
「
魂
の
う
ち
に
」
と
あ
る
よ
う
に
時
成
立
に
不
可
欠

で
あ
る
こ
と
は
、
後
述
す
る
に
道
元
の
「
わ
れ
」
の
問
題
と
通
底
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
、
時
と
存
在
を
問
う
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
人
間
が
決
定
的
に
重
要
で
、
そ
れ
を
「
問

う
者
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
が
、
そ
の
つ
ど
み
ず
か
ら
が
そ
れ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
ま
さ
に
そ
の
、
存
在
者
に
ほ
か
な
ら
な
い
」

（『
存
在
と
時
間
』
第
二
節
）
と
規
定
し
、
そ
れ
を
「
現
存
在
」（
ダ
ー
ザ
イ
ン
）
と
い
う
術
語
と
す
る
。
そ
し
て
『
存
在
と

時
間
』
出
版
に
少
し
先
立
つ
『
時
間
』
と
い
う
論
文
で
「
現
存
在
が
時
間
な
の
で
す
。
―
―
日
常
性
に
お
け
る
、
ま
た
確
実

だ
が
不
確
定
な
済
み
（
死
＝
筆
者
）
へ
の
先
駆
に
お
け
る
、
こ
の
よ
う
な
わ
た
し
の
〈
そ
の
つ
ど
で
あ
る
こ
と
〉
が
で
す
。」
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（『
存
在
と
時
間
』
下
三
一
〇
頁
）
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
現
存
在
」
は
い
っ
ぱ
ん
に
い
う
「
存
在
」
で
は
な
く
、

こ
の
《
有
時
》
巻
の
次
節
で
述
べ
ら
れ
る
「
わ
れ
」
と
深
く
か
か
わ
る
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
時
に
つ
い
て
「
わ
た
し
た
ち
が
現
存
在
と
呼
ん
で
い
る
存
在
す
る
も
の
の
存
在
の
意
味
と
し
て
、
時
間

性
が
呈
示
さ
れ
ま
す
」
と
叙
述
し
て
、
そ
の
『
存
在
と
時
間
』
を
構
想
し
た
。
し
か
し
、
予
定
し
て
い
た
続
編
の
第
一
部

第
三
篇
、
第
二
部
な
ど
「
時
間
の
存
在
根
拠
と
し
て
の
存
在
の
解
明
」
は
な
さ
れ
な
い
で
筆
が
折
ら
れ
た
。
そ
こ
に
思
索

の
「
転ケ

ー
レ回

」
と
い
わ
れ
る
事
態
が
（
狭
義
に
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
）
起
こ
り
、
こ
の
事
態
は
、
思
索
の
言
葉
と
い
う
仕
方
で
は

も
は
や
明
ら
か
に
で
き
な
い
こ
と
を
告
げ
た
の
で
あ
る
。「
転ケ

ー
レ回

」
と
は
も
し
か
し
た
ら
、〈
人
、
は
じ
め
て
法
を
も
と
む
る

と
き
、
は
る
か
に
法
の
辺
際
を
離
却
せ
り
。
法
す
で
に
お
の
れ
に
正
伝
す
る
と
き
、
す
み
や
か
に
本
分
人
な
り
〉《
現
成
公

案
》
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
思
惟
の
あ
り
よ
う
の
向
き
の
転
回
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
わ
ゆ
る
哲
学
の
言
葉
に
よ

る
『
存
在
と
時
間
』
の
続
編
が
書
か
れ
得
な
か
っ
た
所
以
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
問
題
を
突
き
詰
め
た
の
が
デ
リ
ダ
で
あ
ろ
う
。
デ
リ
ダ
は
、
存
在
論
で
は
な
く
「
現
象
」
に
ふ
た
た
び
着
目
し
、
世

界
を
現
象
と
し
て
捉
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
か
つ
て
フ
ッ
サ
ー
ル
が
、「
私
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、
空
間
時
間
的
な

現
実
が
い
つ
も
そ
こ
に
あ
る
の
を
見
い
だ
す
」
よ
う
な
自
然
的
見
方
を
疑
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
定
立
さ
れ
た
対
象
へ
の

判
断
を
中
止
す
る
「
現
象
学
的
還
元
」
に
よ
っ
て
、
先
験
的
主
観
性
あ
る
い
は
純
粋
意
識
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
よ
う

な
意
味
で
は
な
い
。
か
れ
は
現
象
の
生
起
自
体
に
目
を
向
け
て
、
世
界
が
そ
れ
に
基
づ
い
て
現
象
す
る
こ
と
の
根
本
に
あ

る
事
態
を
「
差
延
」（différance

）
と
名
づ
け
る
。
そ
れ
は
差
異
（
あ
る
項
と
別
の
項
が
当
の
差
異
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
こ

と
を
も
っ
て
生
じ
る
項
）
が
、
私
た
ち
の
も
と
に
到
来
す
る
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
の
経
験
や
思
考
は
、「
何
か
」
の
到
来
か

ら
時
間
的
に
い
つ
も
遅
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
瞬
間
の
う
ち
に
、
差
異
を
も
た
ら
す
分
割
線
が
引
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
瞬
間
も
自
己
自
身
よ
り
遅
れ
る
。
し
た
が
っ
て
差
延
は
世
界
の
根
拠
で
は
な
く
、
世
界
の
存
在
す
る
す
べ
て
の
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も
の
に
お
け
る
「
不
在
」
で
あ
る
。
思
考
は
そ
の
差
異
の
到
来
に
遅
れ
る
。
差
異
の
到
来
の
完
了
を
も
っ
て
思
考
や
指
示
が

始
ま
る
。
だ
か
ら
私
た
ち
の
経
験
や
思
考
は
、「
何
か
」
の
到
来
か
ら
い
つ
も
遅
れ
て
い
る
。
眼
耳
鼻
舌
身
意
に
よ
っ
て
捉

え
ら
れ
た
も
の
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
す
べ
て
が
痕
跡
、
す
な
わ
ち
判
断
し
た
後
の
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
。

　

こ
れ
は
山
口
瑞
鳳
氏
が
「
時
間
と
空
間
に
関
す
る
知
識
と
意
識
」
で
明
ら
か
に
し
た
「
空
間
的
対
象
の
成
立
事
情
」
と
よ

く
通
ず
る
。
氏
は
「
知
覚
を
経
る
と
い
う
限
定
の
な
い
限
り
、（
今
）
経
過
し
て
止
ま
な
い
『
未
顕
現
勢
力
』
か
ら
『
静
止

し
た
状
態
』
の
『
相
』
を
持
つ
『
空
間
的
対
象
』
は
顕
現
し
な
い
」（
一
四
六
頁
）
と
い
う
。
す
な
わ
ち
氏
は
「『
空
間
的
対

象
』
と
な
る
『
あ
』
の
音
声
の
感
受
・
表
象
化
・
識
別
の
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
形
成
さ
れ
る
各
過
程
に
必
要
な

時
間
的
経
過
が
全
て
知
覚
機
能
の
中
で
停
滞
す
る
時
間
の
形
式
に
構
成
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
停
滞
の
う
ち
、『
未
顕
現

勢
力
』
か
ら
刺
激
を
受
け
取
る
知
覚
機
能
が
、『
素
因
』
相
当
の
推
移
と
『
接
触
』
し
終
え
た
後
、
知
覚
原
因
の
『
感
受
』

を
成
立
さ
せ
る
が
、
そ
の
直
前
に
当
該
『
素
因
』
の
推
移
は
全
て
過
去
に
消
え
去
り
、
続
く
『
未
顕
現
勢
力
』
が
未
来
に
経

過
し
続
け
る
。
古
い
『
素
因
』
の
『
感
受
』
と
そ
れ
に
続
く
『
表
象
』
形
成
な
ど
の
た
め
の
『
現
在
』
の
停
滞
的
瞬
間
は
、

も
ち
ろ
ん
新
し
い
『
素
因
』
の
刺
激
が
始
ま
る
〈
今
〉
の
経
過
を
こ
す
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
が
始
ま
る
前
の
過
去
に
位
置
す

る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
知
覚
の
『
現
在
』
を
構
成
す
る
経
過
は
総
て
〈
今
〉
を
前
行
さ
せ
る
過
去
に
属
す
る
の
で
『
近
過

去
』
に
な
る
」（
一
四
八
頁
）
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
な
現
代
哲
学
の
至
り
着
い
た
と
こ
ろ
は
、
仏
教
に
近
接
し
て
、
人
間
の
思
考
（
慮
知
念
覚
）、
認
識
（
見
聞
覚

知
）、
言
語
、
思
索
（
思
量
）
の
限
界
の
自
覚
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
私
の
言
語
の
限
界
が
、
私
の
世
界

の
限
界
を
意
味
す
る
」（『
論
考
』
五
・
六
）、「
思
考
し
、
表
象
す
る
主
体
は
、
存
在
し
な
い
」（『
同
』
五
・
六
三
一
）、「
主
体

は
世
界
に
属
す
る
の
で
は
な
く
、
世
界
の
限
界
で
あ
る
」（『
同
』
五
・
六
三
二
）
と
い
う
仏
教
と
見
ま
が
う
よ
う
な
考
察
を

し
て
い
る
。
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世
界
と
か
存
在
と
い
う
の
は
、
す
べ
て
私
が
知
覚
し
考
え
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
で
あ
る
ほ
か
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
私
た
ち
が

限
界
を
も
つ
知
性
、
感
性
に
よ
っ
て
対
象
的
に
認
知
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
自
体
を
私
た
ち
（
人
間
）
は
ほ
ん
と
う
に

は
知
ら
な
い
。

　

そ
の
よ
う
な
反
省
が
ま
っ
た
く
な
い
論
述
は
、
た
と
え
ば
玉
城
康
四
郎
氏
の
「
道
元
の
時
間
論
」
で
あ
る
。
氏
は
道
元
の

時
間
論
は
「
そ
の
要
素
と
い
う
の
は
、
時
間
・
存
在
・
光
明
・
自
己
」（「
同
」
二
七
二
頁
）
で
あ
り
、「
存
在
と
時
間
の
一

体
的
関
係
を
わ
れ
な
る
自
覚
に
お
い
て
基
礎
づ
け
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」（「
同
」
二
三
七
頁
）
と
い
う
。
さ
ら
に

「
わ
れ
に
お
け
る
目
覚
め
の
な
か
で
、
時
の
光
明
は
実
現
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
道
元
に
お
い
て
は
存
在
・
時
間
の
た
ん
な

る
形
而
上
学
的
関
係
で
は
な
く
、
有
を
尽
く
し
時
を
尽
く
し
て
い
く
参
学
が
最
大
の
関
心
事
な
の
で
あ
る
」（「
同
」
二
七
四

頁
）
と
い
う
。
だ
が
道
元
は
「
目
覚
め
」
も
「
有
を
尽
く
し
時
を
尽
く
す
」
修
行
も
説
い
て
い
な
い
。
氏
は
実
存
的
な
事
柄

が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
つ
も
り
で
「
自
己
自
身
が
事
象
・
事
物
に
か
か
わ
る
主
体
的
な
場
が
問
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
」（「
同
」
二
七
五
頁
）
と
い
う
が
、
そ
の
「
自
己
自
身
」「
事
象
・
事
物
」
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
問
わ

れ
、
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
自
覚
が
欠
落
し
て
い
る
か
ら
「
根
源
的
人
間
の
立
場
で
は
時
間
経
過
に
お
け
る
時
時

が
絶
対
で
あ
り
永
遠
の
今
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」（「
同
」
二
七
七
頁
）
と
い
う
文
全
体
が
浮
い
た
観

念
論
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
先
に
《
有
時
》
の
最
初
の
八
句
に
主
語
が
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
道
元
が
こ
の
よ
う
に
発
語
す
る
と
こ
ろ
は
、

人
間
の
知
性
・
感
性
を
離
れ
た
と
こ
ろ
（
仏
）、
と
い
う
こ
と
が
気
づ
か
さ
れ
る
。「
有
―
時
」
は
、
し
た
が
っ
て
如
何
な
る

概
念
で
も
な
い
。
道
元
に
と
っ
て
「
有
―
時
」
は
も
っ
と
も
根
源
的
な
意
味
で
の
法
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、「
有
―
時
」
を

明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
で
は
な
い
主
体
の
あ
り
よ
う
（
そ
れ
は
後
に
「
わ
れ
」
と
名
ざ
さ
れ
る
）
を
「
有
―

時
」
そ
の
も
の
の
側
か
ら
、
喩
え
な
ど
に
よ
っ
て
な
ん
と
か
言
語
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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主
体
と
認
識
対
象
を
疑
う
こ
と
抜
き
に
は
道
元
の
示
す
と
こ
ろ
は
理
解
し
え
な
い
。
デ
カ
ル
ト
で
さ
え
、
自
分
の
儚
さ
と

自
分
が
認
識
す
る
世
界
の
不
確
か
さ
、
根
拠
の
な
さ
か
ら
、（
神
以
外
の
）
確
か
な
存
在
を
も
と
め
て
、「
我
思
う
、
故
に
我

あ
り
」
と
、
確
か
な
思
索
の
出
発
点
、
根
拠
（
第
一
原
理
）
を
「
思
索
す
る
わ
れ
」
に
求
め
た
。
そ
の
「
我
思
う
」「
思
う

我
」
が
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
論
理
的
帰
結
と
響
き
合
い
つ
つ
、
脱
落
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

人
間
で
は
な
い
主
体
の
あ
り
方
と
は
、
道
元
の
い
う
打
坐
に
お
け
る
身
心
脱
落
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
じ
め
て
開
示
さ
れ
る

身
心
の
開
け
で
あ
る
。
道
元
は
そ
の
脱
落
の
と
こ
ろ
か
ら
「
有
―
時
」
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、〈
い
ま
だ
か
つ
て
坐
せ

ざ
る
も
の
に
、
こ
の
道
理
の
あ
る
に
あ
ら
ず
〉《
坐
禅
箴
》
が
、
こ
れ
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
側
に
も
要
請
さ
れ
る
、
そ
の

よ
う
な
叙
述
で
あ
る
。

　

そ
の
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
の
は
岩
本
泰
波
だ
け
で
あ
る
。「
し
ば
し
ば
、
道
元
に
お
け
る
『
時
』
が
『
時
間
論
』
と
い

う
き
わ
め
て
理
論
的
な
構
想
の
中
で
“
把
握
”
せ
ら
れ
て
、
そ
れ
が
あ
た
か
も
『
時
間
の
論
理
』
を
哲
学
者
の
机
上
に
展
げ

る
も
の
の
よ
う
に
論
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
も
し
、
道
元
の
『
時
』
を
道
元
そ
れ
自
ら
が
心
を
尽
し
て
そ
の
著
の
全
巻
に

わ
た
っ
て
誡
め
る
よ
う
に
“
行
持
”
の
外
で
、
つ
ま
り
、“
只
管
打
坐
の
辨
道
”
の
外
で
捉
え
ら
れ
る
も
の
と
す
る
な
ら
、

そ
れ
は
少
な
く
と
も
道
元
の
『
時
』
と
は
関
わ
り
な
い
『
戯
論
』
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。」（「
時
の
対

比
」
八
七
頁
）

　

し
た
が
っ
て
、《
有
時
》
は
西
洋
哲
学
が
至
り
着
い
た
、
そ
の
先
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
解
体
す
る
の
で

も
な
く
、
思
索
す
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
自
体
の
転
換
を
、
つ
ま
り
主
体
の
転
換
を
迫
る
も
の
で
あ
り
、
不
思
量
底
の
思
量
の

言
葉
で
あ
る
。

　
〈
有
は
み
な
時
な
り
〉
と
、
そ
れ
に
続
く
〈
丈
六
金
身
こ
れ
時
な
り
〉〈
三
頭
八
臂
こ
れ
時
な
り
〉
と
を
見
合
わ
せ
て
み
れ

ば
、「
丈
六
金
身
」、「
三
頭
八
臂
」
が
こ
こ
で
は
有
時
で
は
な
く
、
と
り
あ
え
ず
「
有
」
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
〈
丈
六
金
身
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＝
有
〉
が
時
で
あ
る
、
と
ま
ず
言
わ
れ
、
時
で
あ
る
か
ら
時
の
荘
厳
光
明
が
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
〈
時
な
る

が
ゆ
ゑ
に
時
の
〉
を
聞
き
落
と
す
と
、『
聞
解
』
の
よ
う
に
「
丈
六
金
身
は
体
也
、
荘
厳
光
明
は
用
な
り
」（
三
頁
）
と
い
う

こ
と
に
な
り
、
そ
の
さ
ま
が
「
殊
勝
」（『
那
一
宝
』
八
頁
）
と
も
形
容
さ
れ
る
。
玉
城
『
仏
典
』
が
「
一
丈
六
尺
と
い
う
黄

金
の
仏
身
は
、『
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
』。
そ
の
黄
金
の
仏
身
が
す
な
わ
ち
時
で
あ
り
、
時
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
仏
身
そ
の

ま
ま
が
輝
き
わ
た
る
光
明
で
あ
る
、
と
い
う
。『
仏
身
が
そ
の
ま
ま
光
明
』
と
い
う
、
そ
の
仏
身
は
も
は
や
単
な
る
『
存
在

す
る
も
の
』
で
は
な
く
、
す
で
に
法
身
で
あ
る
と
い
う
外
は
な
い
で
あ
ろ
う
。『
法
身
が
光
明
』
と
い
う
こ
と
は
、
い
う
ま

で
も
な
く
、
形
な
き
い
の
ち
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
こ
こ
で
は
『
仏
』
と
は
何
か

と
い
う
こ
と
は
お
の
ず
か
ら
頷
か
れ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
『
輝
き
わ
た
る
光
明
』
で
あ
り
、『
黄
金
の
仏
身
』
で
あ
り
、
さ

ら
に
『
存
在
』
そ
の
も
の
、『
時
』
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。」（
四
一
頁
）
と
い
う
よ
う
に
黄
金
の
法
身
が
、

有
で
あ
り
、
時
で
あ
り
、
光
明
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
丈
六
金
身
が
仏
像
で
あ
る
と
誤
り
の
上
塗
り
を
し
て
い
る

の
が
［
石
井
訳
］
と
長
谷
川
『
注
釈
』
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
荘
厳
光
明
」
は
、
ま
ず
は
「
時
の
」
荘
厳
光
明
で
あ
る
が
、『
御
抄
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
は
本
体

で
あ
る
時
の
相
で
は
な
い
。
し
か
し
ま
た
『
御
抄
』
の
「
時
は
時
を
以
て
荘
厳
光
明
と
し
、
丈
六
金
身
を
以
て
荘
厳
光
明
と

す
る
」（
六
頁
）
と
い
う
言
い
方
で
は
十
分
で
は
な
か
ろ
う
。「
丈
六
金
身
は
時
で
あ
る
」
と
い
う
常
識
と
は
か
け
離
れ
た
立

言
が
ま
ず
な
さ
れ
、
丈
六
金
身
が
時
だ
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
根
拠
に
、「
時
に
」、「
時
の
荘
厳
光
明
」
が
あ
る
、
と
い
わ
れ

て
い
る
。
丈
六
金
身
と
は
仏
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
時
」
と
さ
れ
う
る
の
は
、
道
元
に
お
い
て
は
、「
仏
」
は
、
衆
生
と
対

に
な
る
よ
う
な
静
止
し
た
概
念
で
は
な
く
、
そ
こ
に
持
続
と
か
経
過
と
い
う
い
っ
ぱ
ん
に
い
う
時
間
が
含
ま
れ
う
る
仏
、
つ

ま
り
「
行
仏
」
だ
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
行
仏
は
時
で
あ
る
、
と
す
れ
ば
、
丈
六
金
身
が
時
で
あ
る
の
も
頷
け
る
。
そ
の

仏
が
時
で
あ
る
（
行
仏
）
こ
と
と
「
荘
厳
」「
光
明
」
と
い
う
言
表
は
、
ど
う
つ
な
が
る
の
か
。『
辦
道
話
』
で
は
一
人
の
坐
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禅
に
お
い
て
「
諸
仏
如
来
を
し
て
は
本
地
の
法
楽
を
ま
し
、
覚
道
の
荘
厳
を
あ
ら
た
に
す
。
…
…
こ
の
化
道
の
お
よ
ぶ
と
こ

ろ
の
草
木
土
地
、
と
も
に
大
光
明
を
は
な
ち
、
深
妙
法
を
と
く
こ
と
、
き
わ
ま
る
と
き
な
し
」
と
い
わ
れ
た
。

　

大
切
な
の
は
、
仏
が
荘
厳
光
明
を
放
つ
の
で
は
な
く
、
そ
の
時
、「
草
木
土
地
」
つ
ま
り
万
法
の
方
が
光
を
放
つ
、
万
法

が
証
す
る
の
で
あ
る
。「
大
光
明
を
放
つ
」
と
は
、〈
仏
祖
光
明
は
尽
十
方
界
な
り
〉《
光
明
》
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
尽
十

方
界
で
あ
る
そ
の
こ
と
自
体
の
形
容
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
打
坐
の
而
今
（
時
）
に
現
成
す
る
万
法
の
あ
り
よ
う
が

〈
明
明
の
光
明
は
百
草
な
り
〉《
光
明
》
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
時
の
「
荘
厳
光
明
」
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、「
丈
六
金
身
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
理
由
が
、「
荘
厳
」
や
「
光
明
」
と
形
容
で
き
る
も
の
と
し
て

了
解
で
き
る
。
も
っ
と
も
「
三
頭
八
臂
」
も
動
の
仏
で
「
行
仏
」
で
あ
る
。

　

そ
の
「
時
」
を
〈
今
の
十
二
時
に
習
学
す
べ
し
〉
と
い
わ
れ
る
。
つ
ま
り
は
修
行
で
は
な
く
、
学
習
を
せ
よ
、
と
い
っ
て

い
る
。〈
い
ま
の
十
二
時
〉
と
は
、［
水
野
訳
］
や
「
石
井
訳
」
の
よ
う
に
実
存
的
な
「
こ
の
今
の
」
と
い
う
意
味
に
取
る

必
要
は
な
く
、
す
ぐ
後
で
〈
十
二
時
の
長
遠
短
促
、
い
ま
だ
度
量
せ
ず
と
い
へ
ど
も
、
こ
れ
を
十
二
時
と
い
ふ
〉
と
い
わ

れ
る
よ
う
に
、
無
意
識
に
「
十
二
時
」
と
使
わ
れ
て
い
る
「
時
」、
道
元
の
頃
の
中
国
や
日
本
の
「
十
二
時
（
十
二
支
に
よ

る
刻
）」
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
を
〈
十
二
時
に
習
学
す
べ
し
〉、
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
、
趙
州

が
「
十
二
時
を
使
得
す
」
と
い
っ
た
よ
う
な
在
り
方
な
の
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
う
い
う
「
十
二
時
を
」
と
い
う
表
現
で
は
、

十
二
時
が
対
象
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
思
う
に
、
仏
が
時
で
あ
る
そ
の
在
り
方
は
、
時
間
を
超
越
し
た
特
殊
時
（
秋

山
「
人
間
性
」
九
八
頁
）
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
今
の
十
二
時
に
お
い
て
習
学
し
ろ
、
と
い
う
こ
と
で
、
ま
さ
に
《
有

時
》
の
巻
は
そ
の
よ
う
な
習
学
を
要
請
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

仏
は
「
時
」
と
し
て
、
普
通
の
十
二
時
と
「
一
如
」
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
る
。「
一
如
」
と
は
、［
水
野
訳
］
が
い
う
よ

う
に
は
、
ま
っ
た
く
同
じ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
別
々
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
異
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
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と
で
あ
る
。『
御
抄
』
は
そ
こ
を
「
相
似
た
り
」
と
い
う
。
こ
こ
が
非
常
に
微
妙
な
と
こ
ろ
で
あ
り
、〈
凡
夫
の
有あ

る

時と
き

〉
で

は
な
い
が
、
そ
れ
の
根
拠
や
超
越
、
あ
る
い
は
並
存
で
は
な
く
、
そ
れ
と
通
底
す
る
時
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
大
燈
国
師

（
一
二
八
二
―
一
三
三
七
）
が
「
億
劫
相
い
別
れ
て
須
臾
も
離
れ
ず
、
尽
日
相
い
対
し
て
刹
那
も
対
せ
ず
」
と
詠
わ
れ
た
。
ふ

つ
う
は
「
億
劫
相
い
別
れ
」「
刹
那
も
対
し
て
い
な
い
」
時
が
有
時
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
「
須
臾
も
離
れ
ず
」「
尽
日
相

い
対
し
て
」
い
る
今
の
十
二
時
と
別
で
は
な
い
。

　

仏
が
（
有
）
時
で
あ
り
、
そ
の
時
が
今
の
十
二
時
に
一
如
だ
と
い
わ
れ
る
理
由
の
一
つ
は
、《
有
時
》
六
節
で
〈
こ
の
時

こ
の
有
は
、
法
に
あ
ら
ず
と
学
す
る
が
ゆ
ゑ
に
、
丈
六
金
身
は
わ
れ
に
あ
ら
ず
と
認
ず
る
な
り
〉
と
い
わ
れ
る
こ
と
と
深
く

関
わ
る
。
凡
夫
の
〈
こ
の
時
こ
の
有
〉
を
離
れ
て
、〈
有
時
〉
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
今
の
十
二
時
に
行
を
立
て
る
、
す
な

わ
ち
「
行
を
迷
中
に
立
て
」（『
学
道
用
心
集
』
三
）
る
ほ
か
に
、〈
有
時
〉
の
所
在
は
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
〈
今
の
十
二
時
〉
と
い
う
の
は
、
実
は
ま
っ
た
く
漠
然
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
道
元
は
、
み
な
が
「
十
二

時
」
と
呼
ん
で
使
っ
て
い
る
も
の
は
、
実
は
ふ
つ
う
に
は
だ
れ
も
は
っ
き
り
と
は
知
ら
な
い
、
と
い
う
。
い
ち
お
う
日
本
で

は
室
町
後
期
よ
り
、
日
の
出
、
日
の
入
り
を
六
等
分
し
て
十
二
支
の
「
刻
」
で
表
す
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
、
季
節
に
よ
っ
て

刻
の
長
さ
は
変
わ
る
が
、
そ
れ
を
時
刻
と
し
て
使
っ
て
い
た
。
ち
な
み
に
、
現
代
の
我
々
が
日
常
に
使
っ
て
い
る
時
間
は
、

ニ
ュ
ー
ト
ン
が
い
う
、
過
去
か
ら
未
来
へ
と
、
ど
の
場
所
で
も
常
に
等
し
く
進
む
時
間
（
絶
対
時
間
）
で
あ
り
、
空
間
は
均

一
で
平
坦
な
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
空
間
（
絶
対
空
間
）
だ
と
暗
黙
裡
に
仮
定
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
、
人
が
時
を
よ
く
は
知
ら
な
い
と
い
う
理
由
を
、
道
元
は
〈
こ
れ
を
十
二
時
と
い
ふ
。
去
来
の
方
跡
あ
き
ら
か
な
る

に
よ
り
て
、
人
こ
れ
を
疑
著
せ
ず
。
疑
著
せ
ざ
れ
ど
も
、
し
れ
る
に
あ
ら
ず
〉
と
い
う
。
ま
さ
に
「
誰
も
私
に
た
ず
ね
な
い

な
ら
ば
、
私
は
知
っ
て
い
る
。
も
し
も
た
ず
ね
る
人
が
あ
っ
て
、
答
え
よ
う
と
す
る
と
私
は
知
ら
な
い
」（
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
、
三
〇
二
頁
）
も
の
、
そ
れ
が
「
時
」
で
あ
ろ
う
。
道
元
は
、
ふ
つ
う
の
人
が
、「
時
（
間
）
と
は
何
か
」
と
疑
い
問
わ
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な
い
理
由
を
「
去
来
の
方
跡
あ
き
ら
か
」
だ
か
ら
と
い
う
。
こ
れ
を
［
石
井
訳
］
は
、「
朝
が
来
る
、
夜
が
来
る
」
と
い
い
、

あ
る
い
は
『
聞
解
』
は
「
春
去
り
夏
来
り
、
秋
去
り
冬
来
り
」（
四
頁
）
と
い
う
。
そ
の
日
の
出
、
日
の
入
り
、
開
花
、
落

葉
な
ど
形
跡
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、〈
去
来
の
方
跡
〉
は
、
時
の
痕
跡
で
あ
っ
て
「
時
」

で
は
な
く
、
人
は
朝
が
来
た
こ
と
を
知
っ
て
も
「
時
」
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
す
ら
知
ら

な
い
か
ら
、「
何
で
あ
る
の
か
」
と
疑
う
こ
と
も
し
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
「
存
在
了
解
」
と
同
じ
で

あ
る
。

　
「『
存
在
』
は
自
明
の
概
念
で
あ
る
。
す
べ
て
の
認
識
作
用
、
陳
述
作
用
に
お
い
て
存
在
者
へ
と
か
か
わ
る
あ
ら
ゆ
る
態
度

に
お
い
て
、
お
の
れ
自
身
へ
と
と
る
あ
ら
ゆ
る
態
度
に
お
い
て
、『
存
在
』
は
使
用
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
こ
の
言
葉
は
そ
の

さ
い
『
た
だ
ち
に
』
了
解
さ
れ
て
い
る
。
誰
で
も
『
空
は
青
く
あ
る
』
と
か
、『
私
は
喜
ん
で
い
る
』
と
か
を
了
解
し
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
平
均
的
な
了
解
し
や
す
さ
は
了
解
し
に
く
さ
を
論
証
す
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
平
均

的
な
了
解
し
や
す
さ
は
、
存
在
者
へ
と
か
か
わ
る
態
度
や
存
在
の
う
ち
に
は
一
つ
の
謎
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
ひ
そ
ん
で
い
る

こ
と
を
、
あ
ら
わ
に
す
る
」（
第
一
節
三
）。

　

い
っ
ぽ
う
、
道
元
は
〈
人
こ
れ
を
疑
著
せ
ず
。
疑
著
せ
ざ
れ
ど
も
、
し
れ
る
に
あ
ら
ず
〉
と
断
言
で
き
る
ほ
ど
、
一
般
の

人
と
異
な
り
い
わ
ば
、「（
有
）
時
」
を
問
い
得
て
お
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
明
晰
な
哲
学
者
の
資
質
を
も
っ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。「
物
」
と
は
何
か
、「
事
」、「
時
」
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
と
確
か
な
体
現
さ
れ
る
答
え
を
道
元
が
も
っ
て
い
る
か

ら
こ
そ
、〈
衆
生
も
と
よ
り
し
ら
ざ
る
毎
物
毎
事
を
疑
著
す
る
〉
と
言
表
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

人
が
あ
え
て
わ
か
っ
て
は
い
な
い
「
有
」「
時
」
を
疑
い
問
う
な
ら
ば
、
そ
の
疑
い
の
理
由
や
事
情
や
解
決
の
方
法
が
さ

ま
ざ
ま
で
一
定
し
な
い
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
方
向
に
答
え
を
見
い
だ
せ
る
の
か
も
不
明
で
あ
る
。
そ
れ
を
見
越
し
た
か
の
よ

う
に
、〈
一
定
せ
ざ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
疑
著
す
る
前
程
、
か
な
ら
ず
し
も
い
ま
の
疑
著
に
符
合
す
る
こ
と
な
し
〉
と
い
う
。
こ
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こ
で
〈
い
ま
の
疑
著
〉
と
は
、〈
時
〉
を
〈
習
学
す
べ
し
〉
と
言
わ
れ
た
そ
の
課
題
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
仏
教
の
教
学
で

も
有
部
の
「
時
」
理
解
や
、
中
観
派
の
時
の
扱
い
な
ど
が
あ
っ
て
、
そ
の
疑
著
の
行
く
先
は
、
い
ま
課
題
と
な
っ
て
い
る
疑

問
、〈
有
時
〉
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　

疑
著
す
な
わ
ち
疑
い
問
う
こ
と
が
〈
時
な
る
の
み
な
り
〉
と
い
わ
れ
る
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
デ
カ
ル
ト
が
疑
う
我

を
確
実
な
「
あ
り
」
と
し
た
よ
う
に
、
疑
っ
て
い
る
状
態
は
「
有
る
」。
有
る
こ
と
は
時
な
の
で
あ
る
。

　

私
た
ち
は
疑
っ
て
も
疑
わ
な
く
て
も
、
知
っ
て
い
て
も
知
ら
な
く
て
も
、
そ
う
あ
る
の
だ
か
ら
、
す
で
に
「
有
」
で
あ

り
、「
時
」
で
あ
る
こ
と
を
、
仏
か
ら
見
れ
ば
免
れ
な
い
。
だ
か
ら
、〈
有
時
〉
と
し
て
語
ら
れ
る
事
態
は
、
仏
か
ら
す
れ

ば
、
現
に
、
す
で
に
証
さ
れ
て
い
る
事
実
と
し
て
、
凡
夫
も
あ
ら
ゆ
る
も
の
も
包
括
す
る
普
遍
的
な
も
の
と
い
い
得
る
。

「
こ
の
法
は
、
…
…
群
生
の
と
こ
し
な
へ
に
こ
の
な
か
に
使
用
す
る
」『
辦
道
話
』
と
い
わ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
し
か

し
そ
れ
を
証
し
て
い
な
い
凡
夫
か
ら
す
れ
ば
、〈
有
時
〉
と
は
い
い
得
な
い
し
、
そ
も
そ
も
「
証
せ
ざ
る
に
は
う
る
こ
と
な

し
」『
辦
道
話
』
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
有
時
し
て
い
な
い
（
後
述
）
の
で
あ
る
。
仏
と
な
る
の
か
、
凡
夫
の
ま
ま
な
の
か
、

と
い
う
実
存
の
具
体
的
在
り
方
を
抜
き
に
し
た
、
両
者
を
包
む
中
立
的
立
場
は
道
元
に
は
な
い
。
教
学
の
「
法
」
を
持
ち
出

す
こ
と
は
、
空
し
い
ば
か
り
で
あ
る
。

二
章
　
自
己
と
時
と
有

一
節　

自
己
の
時
な
る
道
理

　

わ
れ
を
排
列
し
お
き
て
尽
界
と
せ
り
。
こ
の
尽
界
の
頭
頭
物
物
を
、
時
時
な
り
と
覷
見
す
べ
し
。
物
物
の
相
礙
せ
ざ
る

は
、
時
時
の
相
礙
せ
ざ
る
が
ご
と
し
。
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こ
の
ゆ
ゑ
に
同
時
発
心
あ
り
、
同
心
発
時
な
り
。
お
よ
び
修
行
成
道
も
か
く
の
ご
と
し
。
わ
れ
を
排
列
し
て
わ
れ
こ
れ
を

み
る
な
り
。
自
己
の
時
な
る
道
理
、
そ
れ
か
く
の
ご
と
し
。

［
注
釈
］

○
排
列　

排
は
①
押
す
、
②
列
を
つ
く
る
、
連
な
る
、
つ
ら
ね
る
。
ゆ
え
に
「
排
列
」
は
順
序
よ
く
並
べ
る
こ
と
。

○
覷
見　

覷
は
①
う
か
が
う
、
②
詳
細
に
見
る
、
③
眺
め
る
。
こ
こ
で
は
詳
細
に
見
る
こ
と
。

【
現
代
語
訳
】

　
［
わ
れ
］
を
順
序
よ
く
並
べ
て
あ
ら
ゆ
る
世
界
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
ら
ゆ
る
世
界
の
個
々
そ
れ
ぞ
れ
を
、
そ
れ
ぞ

れ
時
で
あ
る
と
詳
細
に
み
る
が
よ
い
。
個
々
の
物
が
互
い
に
妨
げ
合
わ
な
い
の
は
、
時
の
そ
れ
ぞ
れ
が
互
い
に
妨
げ
合
わ
な

い
の
と
同
じ
で
あ
る
。

　

そ
れ
だ
か
ら
（
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
の
）
同
時
の
発
心
が
あ
り
、
同
心
の
発
る
時
が
あ
り
、
お
よ
び
修
行
成
道
も
そ
の
よ
う

で
あ
る
。［
わ
れ
］
を
順
序
よ
く
並
べ
て
、［
わ
れ
］
が
そ
れ
を
見
る
。
自
己
が
時
で
あ
る
道
理
と
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。

【
解
釈
】

　

こ
の
《
有
時
》
の
「
わ
れ
」
に
つ
い
て
は
杉
尾
「
批
判
」
が
詳
細
に
古
釈
と
新
釈
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
結
論
は
古
釈

に
つ
い
て
は
、「
吾
我
の
我
で
は
な
く
」
の
『
聞
書
』
と
「
仏
法
の
わ
れ
」
の
『
御
抄
』
が
正
し
く
、「
わ
れ
と
は
、
時
な

り
」
の
『
私
記
』
が
ま
あ
ま
あ
で
、『
聞
解
』
は
道
元
と
反
対
の
こ
と
で
ま
っ
た
く
だ
め
、『
辨
註
』
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
と

し
て
、
主
に
『
私
記
』
の
立
場
に
立
つ
神
保
『
講
義
』
を
「
良
し
」
と
し
、
岡
田
『
体
系
』
を
「
ま
あ
ま
あ
」、
西
有
『
啓

迪
』、
伊
福
部
『
新
講
』
は
「
凡
夫
の
わ
れ
」
で
ま
っ
た
く
だ
め
、
髙
橋
『
哲
学
』
は
「
自
他
一
体
を
自
覚
す
る
自
己
」
で

『
聞
解
』
と
共
に
だ
め
と
す
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
「
ま
あ
ま
あ
」
と
「
だ
め
」
に
つ
い
て
は
そ
う
だ
ろ
う
が
、『
聞
書
』、『
御
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抄
』
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
か
な
ら
ず
し
も
正
鵠
を
射
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。

　

な
ぜ
〈
わ
れ
〉
を
「
吾
我
の
我
に
あ
ら
ず
」（『
聞
書
』
四
二
頁
）、「
仏
法
の
我
れ
」（『
御
抄
』
一
〇
頁
）
と
す
る
こ
と
が

正
し
く
な
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
や
は
り
こ
の
私
と
は
無
関
係
な
教
学
、
文
字
の
宗
学
と
な
る
。
同
じ

《
有
時
》
巻
に
「
わ
れ
」
が
こ
れ
以
外
十
一
回
言
及
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
に
は
凡
夫
の
見
と
し
て
〈
山
河
と
わ
れ
と
、
天
と

地
と
な
り
と
お
も
ふ
〉
と
い
わ
れ
、
そ
の
文
脈
の
中
で
〈
わ
れ
に
時
あ
る
べ
し
〉
と
続
く
。
前
者
は
吾
我
的
に
響
く
が
、
後

者
は
そ
う
は
聞
こ
え
な
い
。
同
じ
言
葉
を
短
い
巻
の
中
で
ま
っ
た
く
別
の
意
味
で
使
う
と
い
う
こ
と
は
難
し
い
。
さ
ら
に

『
正
法
眼
蔵
』
に
は
「
わ
れ
」
が
百
十
一
回
（「
我
」、「
吾
」
を
除
く
）
使
わ
れ
る
が
、
吾
我
で
な
い
と
断
言
で
き
る
よ
う
な

用
法
は
な
い
。「
わ
れ
」
は
ふ
つ
う
に
は
〈
わ
れ
を
は
こ
び
て
〉〈
万
法
の
わ
れ
に
あ
ら
ぬ
道
理
あ
き
ら
け
し
〉《
現
成
公
案
》

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
主
体
と
し
て
、
客
体
と
み
な
さ
れ
る
「
万
法
」
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
の
場
合
「
わ

れ
を
排
列
し
て
お
い
て
究
尽
さ
れ
た
世
界
と
し
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
吾
我
と
も
い
え
ず
、「
仏
法
の
わ
れ
」
と
い

う
私
を
離
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
吾
我
か
ら
仏
へ
と
転
換
可
能
な
主
体
、
す
な
わ
ち
〈
仏
道
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
、
自
己
を

な
ら
ふ
也
〉《
現
成
公
案
》
と
い
う
修
行
主
体
の
「
自
己
」
と
別
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
〈
有
時
〉
が
〈
仏
法
〉
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
成
り
立
っ
て
い
る
事
実
、
普
遍
的
道
理
と
し

て
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
修
行
主
体
と
し
て
の
「
わ
れ
」
の
問
題
で
あ
り
、
し
か
も
た
ん
に
そ
の

「
わ
れ
」
の
「
有
時
」
の
構
造
を
あ
き
ら
か
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、〈
覷
見
す
べ
し
〉、〈
有
時
す
べ
し
〉（
四
章
二
節
）
と

い
う
行
の
要
請
と
し
て
も
説
か
れ
て
い
る
。

　

修
行
主
体
を
欠
落
し
た
哲
学
的
解
釈
の
例
と
し
て
、
少
し
長
い
が
頼
住
『
道
元
』
の
解
釈
を
引
用
し
て
考
え
て
み
た
い
。

　
「
先
に
『
一
水
四
見
』
の
た
と
え
を
引
い
て
言
及
し
た
よ
う
に
…
…
日
常
的
な
意
識
に
お
い
て
は
、
ま
ず
自
己
と
対
象
と

は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
も
の
と
し
て
存
立
す
る
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
道
元
は
こ
の
よ
う
な
要
素
還
元
主
義
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的
な
態
度
を
拒
否
し
て
、
存
在
と
は
自
己
に
よ
っ
て
意
味
付
け
ら
れ
て
は
じ
め
て
存
在
に
な
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
意
味

付
け
は
、
他
と
の
関
係
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
意
味
を
担
わ
せ
ら
れ
る
と
い
う
か
た
ち
で
お
こ
な
わ
れ
る
。
他
と
の
関
係
に

よ
っ
て
意
味
を
担
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
存
在
ど
う
し
を
『
配
列
』
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
花
』

と
い
う
存
在
は
『
木
』
や
『
石
』
と
の
差
異
の
中
で
可
能
で
あ
る
。『
花
』
は
単
独
で
『
花
』
な
の
で
は
な
く
、
自
己
が
世

界
を
分
節
し
て
『
花
』『
木
』『
石
』
…
…
と
『
配
列
』
し
、『
木
』
や
『
石
』
や
そ
の
他
の
諸
存
在
と
差
異
的
な
関
係
を
持

た
せ
る
こ
と
に
お
い
て
『
花
』
は
『
花
』
と
な
る
。
存
在
は
、
配
列
さ
れ
他
の
存
在
と
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
お
い
て
、
何
ら

か
の
意
味
を
担
わ
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
存
在
の
意
味
と
は
『
配
列
』
に
お
け
る
関

係
性
に
基
づ
い
て
成
立
す
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
意
味
付
け
を
な
す
主
体
は
自
己
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
限
り
で
存
在
は
自
己

で
あ
る
と
い
う
表
現
が
正
当
性
を
持
つ
の
で
あ
る
」（
九
三
―
四
頁
）。

　

こ
の
叙
述
は
、
私
た
ち
が
、
個
物
を
そ
れ
が
何
で
あ
る
の
か
認
識
す
る
（
意
味
付
け
る
）
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
を
成
り
立

た
せ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
頼
住
氏
は
「
そ
の
ま
ま
で
は
流
れ
去
り
断
片
化
し
て
し
ま
う
も
の
を
『
配
列

し
』、
相
互
に
関
係
付
け
て
意
味
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
が
、『
時
』
化
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
」（
九
四
頁
）
と
い
う
が
、

世
界
は
あ
え
て
意
味
付
け
し
な
く
て
も
断
片
化
し
流
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
認
識
は
言
語
を
媒
介
す
る
が
、
そ
の
こ

と
と
時
空
の
問
題
は
、
カ
ン
ト
が
空
間
と
時
間
を
人
間
の
感
覚
的
直
感
形
式
と
し
た
こ
と
の
方
が
、
よ
り
説
得
力
を
も
つ
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
先
見
的
形
式
に
お
い
て
言
語
に
よ
る
認
識
が
世
界
を
成
立
さ
せ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ど
ん
な
人

も
、
も
の
も
、
そ
れ
を
認
識
す
る
者
を
離
れ
て
客
観
的
、
一
義
的
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
の
は
、
多
く
の
人

に
支
持
さ
れ
る
現
代
哲
学
の
見
方
で
あ
る
。
そ
れ
を
仏
教
の
言
葉
で
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
分
別
に
よ
っ
て
世
界
が
認
識
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
氏
が
「
意
味
付
け
ら
れ
る
」
と
い
う
の
は
、
一
水
四
見
で
い
わ
れ
て
い
る
「
見
る
」
と
同
じ
で
あ

り
、
広
く
い
え
ば
、
魚
、
餓
鬼
な
ど
類
の
共
通
認
識
、
あ
る
い
は
人
間
で
あ
れ
ば
間
主
観
性
と
し
て
の
言
語
と
い
う
こ
と
に
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な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
そ
こ
か
ら
「
存
在
は
自
己
で
あ
る
」
と
い
う
立
言
が
導
か
れ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

さ
ら
に
そ
う
い
う
見
方
が
唯
心
論
、
独
我
論
と
な
ら
な
い
よ
う
に
、
氏
は
「
主
体
は
意
味
付
け
る
と
い
う
行
為
を
通
し
て
の

み
、
す
な
わ
ち
対
象
と
し
て
の
存
在
と
、
相
互
相
依
的
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
主
体
と
な
る
。
見
ら
れ
る
対
象

の
成
立
が
、
同
時
に
見
る
『
自
己
』
の
成
立
な
の
で
あ
る
」（
九
五
頁
）
と
い
う
。
こ
れ
も
対
象
の
存
在
を
前
提
し
て
の
議

論
で
あ
る
。

　

も
し
、
道
元
の
い
う
こ
と
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
は
「
相
互
に
関
係
付
け
て
意
味
を
与
え
る
」
と
い

う
知
的
営
み
（
分
別
）
が
も
っ
と
も
大
事
な
主
体
の
確
立
の
要
件
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
『
論
考
』
の
「
実
際
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
ら
、
す
な
わ
ち
事
実
と
は
、
諸
事
態
の
成
立
の

こ
と
で
あ
る
」（
二
）
か
ら
始
ま
り
、「
事
象
（T

atsache

）
の
論
理
的
な
像
が
思
考
（Gedanke

）
で
あ
る
」（『
同
』
三
）、

「
思
考
は
有
意
義
な
命
題
（Satz
）
で
あ
る
」（『
同
』
四
）、「
命
題
は
諸
要
素
の
真
理
関
数
で
あ
る
」（『
同
』
五
）
を
敷
衍
し

て
「
私
の
言
語
の
限
界
が
、
私
の
世
界
の
限
界
を
意
味
す
る
」（
五
・
六
）、「
私
は
、
私
の
世
界
で
あ
る
」（『
同
』
五
・
六
三
）

と
示
す
論
理
哲
学
と
き
わ
め
て
似
た
様
相
を
呈
し
て
く
る
。
筆
者
は
そ
の
よ
う
に
し
て
世
界
が
主
体
（
人
間
に
限
ら
れ
な

い
）
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
（
成
立
す
る
）
と
い
う
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
た
だ
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
哲
学
に
は

「
時
」
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
世
界
は
静
止
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
論
理
に
は
時
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
頼
住
氏
の
「『
時
』
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
時
間
と
し
て
構
造
化
し
て
意
味
を
与
え
、
存
在
と
し
て
成
立
さ

せ
る
」（
九
四
頁
）
に
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
お
け
る
現
存
在
の
「
存
在
の
意
味
と
し
て
、
時
間
性
が
呈
示
さ
れ
る
」
と
い
う

考
え
の
影
響
が
あ
ろ
う
。　

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
氏
の
哲
学
に
よ
る
と
、
世
界
は
わ
た
し
に
よ
っ
て
意
味
付
け
ら
れ
た
個
々
の
世
界
で
あ
り
、
と
り
わ
け

個
々
の
生
理
、
性
癖
、
諸
観
念
に
よ
っ
て
分
別
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
に
色
づ
け
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
分
別
、
は
か
ら
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い
、
論
理
を
止
め
る
と
い
う
こ
と
が
、
仏
道
の
あ
り
方
な
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

さ
て
、
道
元
は
〈
わ
れ
を
排
列
し
お
き
て
尽
界
と
せ
り
〉
と
い
う
。
そ
の
〈
わ
れ
〉
は
、
主
体
と
し
て
両
義
的
な
も
の
で

あ
ろ
う
。〈
と
せ
り
〉
は
、「
と
し
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
だ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
よ
う
に
し
た
の
か
、
を
問

題
に
し
う
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、〈
わ
れ
を
排
列
し
お
き
て
尽
界
と
せ
り
〉
の
「
ど
の
よ
う
に
」
が
こ
の
巻
に
は
隠
れ
て
い

て
見
え
な
い
。

　

い
っ
た
い
〈
わ
れ
〉
は
ど
の
よ
う
に
し
て
〈
排
列
し
お
き
て
〉
と
な
り
、〈
尽
界
〉
と
な
る
の
か
。〈
わ
れ
〉
に
近
い
「
自

己
」
と
い
う
こ
と
で
他
の
『
正
法
眼
蔵
』
の
巻
を
み
る
と
、〈
自
己
と
は
、
父
母
未
生
已
前
の
鼻
孔
な
り
。
鼻
孔
あ
や
ま
り

て
自
己
の
手
裏
に
あ
る
を
尽
十
方
界
と
い
ふ
〉《
十
方
》
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
自
己
と
は
明
ら
か
に
吾
我
で
は
な
く
、〈
父
母

未
生
已
前
（
仏
）
の
鼻
孔
〉
と
し
て
、
認
識
以
前
で
あ
り
な
が
ら
、
い
ま
生
き
て
い
る
こ
こ
で
あ
る
。
仏
で
あ
る
こ
と
が
、

（
本
来
人
間
に
は
あ
り
え
な
い
の
に
）
あ
や
ま
っ
て
自
己
の
手
裏
に
あ
る
、
す
な
わ
ち
自
分
と
し
て
手
元
に
あ
る
、
そ
れ
を

尽
十
方
界
と
い
う
、
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
と
先
の
〈
わ
れ
を
排
列
し
お
き
て
尽
界
と
せ
り
〉
を
合
わ
せ
見
る
と
、
わ
れ
が
行

仏
と
し
て
今
、
現
に
そ
う
で
あ
る
こ
と
が
「
わ
れ
を
排
列
す
る
」
と
い
う
こ
と
だ
と
受
け
取
れ
る
。
行
仏
と
は
、
身
心
脱
落

で
あ
る
祗
管
打
坐
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
他
の
巻
で
は
、「
い
ま
を
し
ふ
る
功
夫
辨
道
は
、
証
上
に
万
法
を
あ
ら
し
め
」『
辦
道
話
』
と
い
わ
れ
て
い
る
。

わ
れ
の
功
夫
坐
禅
が
万
法
を
証
と
し
て
あ
ら
し
め
（
存
在
せ
し
め
）
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
の
辨
道
と
、〈
わ
れ
を

排
列
し
お
き
て
尽
界
〉
と
す
る
こ
と
は
、
ど
う
つ
な
が
る
の
か
。

　

こ
れ
を
別
の
角
度
か
ら
探
る
と
、
道
元
の
詠
っ
た
和
歌
に
「
冬
草
も
み
え
ぬ
雪
野
の
白
さ
ぎ
は
お
の
が
す
が
た
に
身
を
か

く
し
け
り
」
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
（
白
鷺
）
が
坐
禅
す
る
と
き
、
わ
れ
が
脱
落
し
て
（
身
を
隠
す
）、
脱
落
し
た
も
の
が

尽
界
（
雪
野
）
の
な
か
に
「
わ
れ
」
と
し
て
排
列
さ
れ
る
、
あ
る
の
は
、
雪
野
ば
か
り
で
、
排
列
さ
れ
た
白
鷺
は
も
は
や
白
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鷺
と
し
て
は
認
識
さ
れ
な
い
、
雪
野
そ
れ
自
身
が
白
鷺
の
姿
（
お
の
が
す
が
た
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
〈
尽
大
地
を
、
わ
れ
ら

が
か
り
に
あ
ら
ざ
り
け
る
ま
こ
と
し
き
身
に
て
あ
り
け
る
と
は
し
る
べ
し
〉《
唯
仏
与
仏
》
と
も
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、〈
わ
れ
を
排
列
し
お
き
て
尽
界
と
せ
り
〉
に
は
〈
自
己
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
、
自
己
を
わ
す
る
る
な
り
。
自

己
を
わ
す
る
る
と
い
ふ
は
、
万
法
に
証
せ
ら
る
る
な
り
。
万
法
に
証
せ
ら
る
る
と
い
ふ
は
、
自
己
の
身
心
お
よ
び
他
己
の

身
心
を
し
て
脱
落
せ
し
む
る
な
り
〉《
現
成
公
案
》
と
い
う
打
坐
の
功
夫
が
凝
縮
し
て
入
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
万
法
を

証
し
、
明
ら
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
は
じ
め
て
仏
道
を
な
ら
う
者
に
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
も
諸
哲
学
者
に
も
同
じ
よ
う

に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
姿
勢
で
は
万
法
あ
る
い
は
、「
存
在
」
は
明
ら
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
気
づ
い
た
と
こ
ろ
、

「
転ケ

ー
レ回

」
ま
で
は
、
同
じ
道
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
転ケ

ー
レ回

」
の
先
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
思
惟
、
思
索
の
言
葉
で
は
届
か
な
い
と

し
てSein

（
×
）
や
［Seyn
］
と
表
し
問
い
続
け
た
。

　
《
有
時
》
巻
は
、〈
わ
れ
を
排
列
し
お
き
て
尽
界
〉
と
し
た
、
完
了
形
の
古
仏
の
言
で
あ
る
。
問
い
（
ハ
イ
デ
ガ
ー
）
の
立

場
で
は
な
く
、
答
（
証
）
の
立
場
か
ら
の
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
表
現
の
中
に
似
た
よ
う
な
も
の
が
見
い
だ
せ
た
と
し
て
も
、

そ
こ
に
は
決
定
的
違
い
が
あ
る
。
そ
の
違
い
は
実
存
自
体
の
差
異
で
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
道
元

と
い
う
個
人
の
違
い
で
は
な
く
、
人
間
と
仏
と
の
違
い
、
思
索
す
る
者
と
念
想
観
の
測
量
を
や
め
た
者
の
違
い
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
一
見
、
一
方
的
な
命
題
に
み
え
る
〈
わ
れ
を
排
列
し
お
き
て
尽
界
と
せ
り
〉
は
、
こ
の
修
行
主
体
と
し
て

の
わ
れ
を
、
打
坐
に
お
い
て
排
列
し
て
尽
界
（
万
法
）
と
し
た
証
の
こ
と
が
ら
、
換
言
す
れ
ば
〈
仏
の
云
ふ
み
づ
か
ら
は
、

則
ち
尽
大
地
に
て
あ
る
な
り
〉《
唯
仏
与
仏
》
で
あ
り
、〈
尽
十
方
界
、
無
一
人
不
自
己
〉《
十
方
》
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

だ
ろ
う
。
そ
う
い
え
ば
、
や
は
り
『
聞
書
』
や
『
御
抄
』
の
い
う
「
わ
れ
」
と
同
じ
で
は
な
い
か
と
い
う
反
論
も
あ
ろ
う
。

だ
が
、
違
う
。
こ
こ
に
い
う
「
尽
界
」
は
『
聞
書
』
や
『
御
抄
』
の
「
仏
法
の
わ
れ
」
と
も
い
え
よ
う
が
、
そ
れ
ら
に
は

「
わ
れ
を
排
列
す
る
」
と
い
う
主
体
の
働
き
が
ま
っ
た
く
表
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
で
は
後
の
〈
わ
が
尽
力
経
歴
〉
と
繋
が
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ら
な
い
し
、
あ
と
で
〈
い
は
ゆ
る
、
山
を
の
ぼ
り
河
を
わ
た
り
し
時
に
わ
れ
あ
り
き
、
わ
れ
に
時
あ
る
べ
し
〉
と
い
う
主
体

と
し
て
の
「
わ
れ
」
と
繋
が
っ
て
い
か
な
い
。〈
わ
れ
を
排
列
し
お
き
て
尽
界
と
せ
り
〉
に
よ
り
近
い
表
現
は
〈
い
ま
の
な

ん
ぢ
、
い
ま
の
わ
れ
、
尽
十
方
界
真
実
人
体
な
る
人
な
り
〉《
身
心
学
道
》
で
も
あ
ろ
う
。
修
証
す
る
〈
い
ま
の
わ
れ
〉
が
、

は
じ
め
て
尽
十
方
界
な
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
〈
排
列
〉
は
、
ま
だ
十
分
に
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
が
続
く
〈
こ
の
尽
界
の
頭
頭
物
物
を
、

時
時
な
り
と
覷
見
す
べ
し
〉
で
、
や
や
明
ら
か
に
な
る
。〈
尽
界
〉
は
こ
こ
で
は
、
先
の
和
歌
で
の
喩
え
の
「
雪
野
」
と
は

違
っ
て
、
べ
た
一
面
で
は
な
く
、
そ
こ
に
一
つ
二
つ
と
数
え
ら
れ
る
別
な
物
た
ち
が
無
数
に
存
在
し
、
山
が
あ
り
、
海
も
あ

り
、
松
も
あ
り
、
竹
も
あ
る
と
い
う
感
じ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
、
い
う
な
れ
ば
み
な
「
わ
れ
」
の
排
列
で
あ
り
、
形
を
も

ち
、
空
間
的
に
意
識
さ
れ
る
表
象
で
あ
る
。〈
尽
界
〉
も
、
多
く
の
場
合
、
証
上
の
法
を
、
視
覚
的
に
対
象
化
し
て
表
し
た

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
最
初
の
八
句
、
と
り
わ
け
〈
拄
杖
払
子
〉、〈
露
柱
灯
籠
〉
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
視
覚
化
さ
れ
た

も
の
は
、
実
際
、
静
止
画
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
実
は
そ
れ
は
瞬
間
の
印
象
に
過
ぎ
ず
、
実
際
は
刻
々

と
経
過
し
て
い
る
（
時
時
）
の
で
あ
り
、
静
止
し
た
も
の
は
何
一
つ
な
い
の
だ
が
、
言
葉
に
す
れ
ば
容
易
に
静
止
し
た
「
存

在
」
と
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
は
見
て
無
意
識
に
判
断
し
た
と
た
ん
に
、
個
々
別
々
の
物
、
す
な
わ
ち
〈
頭
頭

物
物
〉
と
な
る
。
そ
れ
は
錯
覚
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
を
道
元
は
〈
時
時
な
り
と
覷
見
す
べ
し
〉
と
要
請
す
る
。

　

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
〈
時
時
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
分
か
り
易
く
示
す
道
元
の
和
歌
が
あ
る
。

　
「
き
く
ま
ま
に
ま
た
こ
こ
ろ
な
き
身
に
し
あ
ら
ば
、
お
の
れ
な
り
け
り
、
軒
の
玉
水
」
で
あ
る
。「
軒
の
玉
水
」
は
い
っ
て

み
れ
ば
一
頭
、
一
物
で
も
あ
る
。
そ
れ
が
心
な
き
身
が
聴
く
と
き
「
お
の
れ
」
と
な
る
。
ポ
ツ
ン
、
ポ
ト
ン
、
と
い
う
「
軒

の
玉
水
」
な
ら
ば
、
そ
の
音
を
「
聞
く
」、
そ
の
水
は
他
な
ら
ぬ
「
お
の
れ
」
で
あ
り
、「
わ
れ
を
排
列
し
て
わ
れ
こ
れ
を
き

く
」
の
で
あ
る
。「
わ
れ
」
が
聞
く
、
と
い
っ
て
も
「
こ
こ
ろ
な
い
身
」、
身
心
脱
落
し
た
身
が
聞
く
の
で
あ
る
か
ら
、
聴
覚
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を
つ
か
っ
て
も
「
雨
だ
れ
」
と
き
く
の
で
は
な
く
、「
お
の
れ
な
り
け
り
」
と
聞
く
、
わ
れ
を
聞
く
の
で
あ
る
。
わ
れ
が
、

わ
れ
を
聞
く
。〈
法
離
見
聞
覚
知
〉《
即
心
是
仏
》
だ
か
ら
だ
。
こ
の
場
合
は
、〈
頭
頭
物
物
〉
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
軒
の
玉

水
」
が
、「
時
」
で
あ
る
こ
と
は
非
常
に
理
解
し
や
す
い
。
漏
刻
（
水
時
計
）
の
よ
う
に
、
ポ
ト
ン
ポ
ツ
ン
は
時
の
音
で
も

あ
り
、
だ
か
ら
そ
れ
を
聞
く
「
わ
れ
」
の
時
の
音
で
も
あ
る
。

　
〈
時
時
な
り
と
覷
見
す
べ
し
〉
は
、「
時
だ
と
詳
し
く
見
ろ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
主
体
が
対
象
と
し
て
〈
め
を
め
ぐ

ら
し
て
〉《
現
成
公
案
》
見
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
巻
の
中
で
〈
松
も
時
な
り
、
竹
も
時
な
り
〉、〈
ね
ず
み
も
時

な
り
、
と
ら
も
時
な
り
〉、〈
青
原
も
時
な
り
、
黄
檗
も
時
な
り
〉、〈
生
も
時
な
り
、
仏
も
時
な
り
〉
等
と
さ
ま
ざ
ま
に
詳
し

く
見
ら
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
「
覷
見
」
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
冒
頭
の
八
句
や
松
、
竹
な
ど
に
有
時
の
「
有
」
は
す
で
に

表
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
れ
ら
を
「
時
」
と
見
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
を
刻
々
な
る
動
き
と
捉
え
る
と
も
い
え
、〈
国
土
山

河
の
無
常
な
る
、
…
…
大
般
涅
槃
、
こ
れ
無
常
〉《
仏
性
》
と
同
じ
事
態
を
い
う
の
だ
ろ
う
。

　
〈
物
物
の
相
礙
せ
ざ
る
は
、
時
時
の
相
礙
せ
ざ
る
が
ご
と
し
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
同
時
発
心
あ
り
、
同
心
発
時
な
り
。
お
よ
び

修
行
成
道
も
か
く
の
ご
と
し
〉
と
い
う
文
は
、〈
こ
の
ゆ
ゑ
に
〉
で
下
の
文
が
繋
が
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
上
の
文
は
下
の

文
が
成
り
立
つ
道
理
、
理
由
に
な
る
よ
う
な
こ
と
が
ら
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
ゆ
え
、「
春
の
時
が
夏
の
時
を
礙
へ
ぬ
」（『
聞
解
』
九
頁
）
と
か
、「
今
日
の
明
日
を
さ
へ
ざ
る
が
如
く
」（『
辨
註
』

一
一
頁
）
と
か
、「（
尽
界
の
）
中
で
物
と
物
と
が
た
が
い
に
礙じ

ゃ
まに

な
ら
な
い
」［
水
野
訳
］
と
い
う
よ
う
な
当
た
り
前
の
事

実
を
い
っ
た
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
「
時
」
が
妨
げ
合
わ
な
い
こ
と
が
物
が
妨
げ
合
わ
な
い
こ
と
の
理
由
な
の
だ
か
ら
、

〈
物
物
の
相
礙
せ
ざ
る
〉
は
、
静
止
し
た
空
間
の
中
に
物
体
が
各
々
位
置
を
占
め
て
、
け
っ
し
て
重
な
っ
た
り
内
蔵
し
た
り

し
な
い
と
い
う
常
識
の
話
で
は
な
い
。
物
、
と
り
わ
け
人
間
が
罣
礙
し
合
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、〈
人
間
に
は
質
礙
す
れ

ば
南
北
あ
れ
ど
も
〉《
仏
性
》
と
か
〈
人
体
は
た
と
ひ
自
他
に
罣
礙
せ
ら
る
と
い
ふ
と
も
〉《
仏
性
》
で
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
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そ
れ
は
〈
こ
の
ゆ
へ
に
同
時
発
心
あ
り
〉
を
説
明
し
う
る
よ
う
な
内
実
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。〈
同
時
発
心
〉

は
道
元
が
他
の
巻
で
も
の
べ
て
い
る
彼
の
固
有
の
思
想
で
あ
る
。
た
と
え
ば
〈
釈
迦
牟
尼
仏
言
、
…
…
我
与
大
地
有
情
同
時

成
道
。
し
か
あ
れ
ば
、
発
心
・
修
行
・
菩
提
・
涅
槃
は
、
同
時
の
発
心
・
修
行
・
菩
提
・
涅
槃
な
る
べ
し
。
仏
道
の
身
心
は

草
木
瓦
礫
な
り
。
風
雨
水
火
な
り
。
こ
れ
を
め
ぐ
ら
し
て
仏
道
な
ら
し
む
る
、
す
な
わ
ち
発
心
な
り
〉《
発
無
上
心
》
と
い

わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
言
が
成
り
立
つ
根
拠
と
し
て
の
〈
物
物
の
相
礙
せ
ざ
る
は
、
時
時
の
相
礙
せ
ざ
る
が
ご
と
し
〉
で
あ
る
。
物

と
物
が
妨
げ
合
う
と
は
、
例
え
ば
、
風
雨
と
修
行
す
る
わ
れ
と
釋
迦
牟
尼
仏
と
は
、
別
々
の
存
在
で
、
ふ
つ
う
は
妨
げ
合
う

と
見
え
る
が
、〈
わ
れ
を
排
列
し
お
き
て
尽
界
〉
と
し
て
い
る
か
ら
、
妨
げ
あ
う
こ
と
な
く
、
こ
の
わ
れ
の
同
時
に
発
心
す

る
。
自
我
意
識
で
固
ま
っ
て
い
る
自
分
が
無
我
（
身
心
脱
落
）
に
な
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
に
尽
十
方
と
な
り
草
木
瓦
礫
、
風

雨
水
火
に
な
る
こ
と
が
仏
道
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
無
我
に
な
る
あ
り
方
は
、
た
っ
た
ひ
と
り
の
「
わ
れ
」
の
事
態
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
〈
同
時
発
心
〉
は
『
聞

書
』
が
「
百
人
千
人
の
人
が
、
同
時
に
発
心
せ
む
ず
る
に
て
は
な
し
」（
五
二
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
多
く
の
人
が
同
時
に
、

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
道
元
が
〈
千
億
人
の
発
心
は
、
一
発
心
の
発
な
り
。
一
発
心
は
千
億
の
発
心
な
り
。
修
証
・
転

法
も
ま
た
か
く
の
ご
と
し
〉《
発
無
上
心
》
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
れ
の
一
発
心
が
同
時
に
天
地
有
情
、
千
億
人
の
発

心
で
あ
る
。〈
同
心
発
時
〉
も
、
同
じ
「
わ
れ
」
の
事
態
を
、「
心
」
と
い
う
禅
の
伝
統
の
用
語
で
表
し
た
も
の
で
あ
り
、
別

の
表
現
を
す
れ
ば
〈
四
大
五
蘊
と
草
木
牆
壁
と
、
同
参
な
る
が
ゆ
ゑ
な
り
。
同
性
な
る
が
ゆ
ゑ
な
り
。
同
心
同
命
な
る
が
ゆ

ゑ
な
り
〉《
発
無
上
心
》
と
い
う
わ
れ
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
の
「
同
心
」
に
お
け
る
、
菩
提
を
発
こ
す
「
時
」
と
も
い
え
る
。

　
〈
お
よ
び
修
行
成
道
も
か
く
の
ご
と
し
〉
は
、〈
し
か
あ
れ
ば
、
発
心
・
修
行
・
菩
提
・
涅
槃
は
、
同
時
の
発
心
・
修
行
・

菩
提
・
涅
槃
な
る
べ
し
〉《
発
無
上
心
》
か
ら
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、〈
尽
界
の
頭
頭
物
物
を
時
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時
な
り
と
覷
見
す
べ
し
〉
に
は
、
主
体
で
あ
る
わ
れ
が
、〈
尽
界
の
頭
頭
物
物
〉
を
対
象
と
し
て
み
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス

が
つ
き
ま
と
う
。

　

そ
の
言
葉
の
限
界
を
越
え
る
言
い
方
が
次
の
〈
わ
れ
を
排
列
し
て
わ
れ
こ
れ
を
み
る
な
り
〉
で
あ
る
。〈
こ
れ
〉
と
は
、

わ
れ
を
排
列
し
た
尽
界
で
あ
る
、
そ
れ
を
「
わ
れ
が
見
る
」
と
い
う
。〈
み
る
〉
と
い
う
詞
が
使
わ
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
、

「
尽
界
」
と
い
う
表
象
が
視
覚
的
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、〈
自
己
の
自
己
に
相

逢
す
る
〉《
山
水
経
》
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
仏
法
と
は
徹
頭
徹
尾
、「
自
己
の
み
」「
わ
た
し
だ
け
」
の
も
の
で
あ
る
こ
と

が
闡
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
逆
説
と
も
言
え
る
そ
の
『
論
考
』
に
お
い
て
「
私
は
、
私
の
世

界
で
あ
る
」（
五･

六
三
）
が
反
転
し
た
「
思
考
し
、
表
象
す
る
主
体
は
、
存
在
し
な
い
」（『
同
』
五
・
六
三
一
）
と
い
う
立

言
と
き
わ
め
て
似
て
く
る
。
仏
教
も
無
我
を
い
う
が
、
ア
ー
ト
マ
ン
（
実
体
）
の
否
定
で
あ
っ
て
「
自
己
の
み
に
依
れ
」
と

い
う
、
徹
頭
徹
尾
、
自
己
の
あ
り
方
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
思
考
し
表
象
す
る
こ
と
」
を

「
わ
れ
」
の
指
標
と
し
、
仏
教
は
個
的
実
体
を
四
大
五
蘊
と
解
体
し
て
否
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
大
い
に
違
う
の
で
は
あ

る
が
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
「
思
惟
す
る
わ
れ
」
が
、
現
代
哲
学
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
帰
結
に
至
っ
た
意
味

は
大
き
い
と
い
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
こ
れ
を
比
喩
で
い
え
ば
、「
私
が
見
い
だ
し
た
世
界
」
と
い
う
本
を
書
く
と
す

れ
ば
、
身
体
や
意
志
と
の
関
係
は
語
れ
て
も
、
主
体
［
思
考
し
表
象
す
る
主
体
］
に
つ
い
て
だ
け
は
、
こ
の
本
の
中
で
話
題

に
な
る
こ
と
が
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
主
体
は
そ
の
よ
う
な
働
き
を
す
る
人
間
で
は
な
い
か
ら
、
と
説
明
す
る
が
、
道
元

に
お
い
て
は
、
論
理
的
に
人
間
に
は
あ
り
得
な
い
、
そ
こ
に
至
る
こ
と
が
「
ほ
と
け
」
と
な
る
こ
と
で
あ
る
、
と
も
い
え
る

の
で
あ
る
。〈
し
か
あ
れ
ど
も
、
ま
こ
と
の
み
づ
か
ら
を
ば
み
る
も
の
ま
れ
な
り
、
ひ
と
り
仏
の
み
こ
れ
を
し
れ
り
。
そ
の

ほ
か
の
外
道
等
は
、
い
た
づ
ら
に
あ
ら
ぬ
を
の
み
わ
れ
と
思
う
な
り
。
仏
の
云
ふ
み
ず
か
ら
は
、
則
ち
尽
大
地
に
て
あ
る
な
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り
〉《
唯
仏
与
仏
》、
こ
こ
で
は
じ
め
て
〈
わ
れ
を
排
列
し
お
き
て
尽
界
と
せ
り
〉
が
仏
で
あ
る
時
の
立
言
で
あ
る
こ
と
が
明

瞭
に
な
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
節
の
総
括
と
し
て
〈
自
己
の
時
な
る
道
理
、
そ
れ
か
く
の
ご
と
し
〉
と
結
ば
れ
る
。
こ
こ
に
「
わ
れ
の

排
列
」
が
「
時
時
な
る
わ
れ
」
で
も
あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
る
。
最
初
の
〈
時
す
で
に
こ
れ
有
な
り
。
有
は
み
な
時
な
り
〉

は
、
こ
の
よ
う
な
「
自
己
」「
わ
れ
」
の
事
実
へ
と
収
斂
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
が
ま
た
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
欠
落
す

る
視
点
と
し
て
大
き
な
違
い
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
自
己
の
時
な
る
道
理
」
は
、
い
っ
ぽ
う
で
〈
人
物
身
心
の
無
常
な
る
〉《
仏
性
》「
時
」
性
、
換
言
す
れ
ば
「
空
」

で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
無
常
を
見
て
、
言
語
化
し
、
世
界
は
自
己
の
み
と
す
る
主
体
で
も
あ
り
、
そ
れ
が
詳
し
く
後
で
展

開
さ
れ
て
く
る
。

二
節　
「
い
ま
」
に
尽
有
尽
界

　

恁
麼
の
道
理
な
る
ゆ
ゑ
に
、
尽
地
に
万
象
百
草
あ
り
、
一
草
一
象
お
の
お
の
尽
地
に
あ
る
こ
と
を
参
学
す
べ
し
。
か
く
の

ご
と
く
の
往
来
は
、
修
行
の
発
足
な
り
。
到
恁
麼
の
田
地
の
と
き
、
す
な
は
ち
一
草
一
象
な
り
。
会
象
不
会
象
な
り
、
会
草

不
会
草
な
り
。
正
当
恁
麼
時
の
み
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
有
時
み
な
尽
時
な
り
、
有
草
有
象
と
も
に
時
な
り
。
時
時
の
時
に
尽
有

尽
界
あ
る
な
り
。
し
ば
ら
く
い
ま
の
時
に
も
れ
た
る
尽
有
尽
界
あ
り
や
な
し
や
と
観
想
す
べ
し
。

［
注
釈
］

○
恁
麼　

そ
の
よ
う
な
、
あ
の
よ
う
な
。
道
元
の
用
例
で
は
、《
恁
麼
》
巻
の
よ
う
に
、
言
葉
で
言
い
え
な
い
無
上
涅
槃
、
さ
と
り
、
正
覚

を
指
す
こ
と
も
あ
る
。

○
往
来　

行
き
帰
る
こ
と
。
行
き
来
す
る
こ
と
。
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＊
道
元
用
例
〈
問
答
往
来
し
〉『
辦
道
話
』《
礼
拝
得
髄
》、〈
相
論
往
来
し
て
〉《
恁
麼
》。

○
正
当
恁
麼
時
　
七
十
五
巻
本
に
お
け
る
「
正
当
恁
麼
時
」
の
用
法
は
圧
倒
的
に
「
さ
と
る
、
仏
に
な
る
」
と
い
う
事
態
と
関
連
し
て
用

い
ら
れ
る
。《
仏
性
》
六
節
、「
馬
鳴
仏
性
海
」
の
注
参
照
。
で
は
、
ど
う
し
て
「
正
当
正
覚
時
」
と
か
「
正
当
成
仏
時
」
と
い
わ
な
い

か
と
い
え
ば
、
さ
と
り
は
本
人
に
覚
知
さ
れ
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ゆ
え
言
説
を
超
え
て
い
て
「
恁
麼
」
と
し
か

い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

【
現
代
語
訳
】

　

こ
の
よ
う
な
道
理
で
あ
る
か
ら
、
地
全
体
に
あ
ら
ゆ
る
現
象
や
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
。
一
つ
の
も
の
、
一
つ
の
現
象

は
そ
れ
ぞ
れ
地
の
全
体
に
あ
る
こ
と
を
修
行
し
て
学
ぶ
が
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
両
方
向
に
通
ず
る
こ
と
が
、
修
行
の
出
発

点
で
あ
る
。
そ
こ
（
無
上
菩
提
）
に
至
っ
た
状
態
の
と
き
、
と
り
も
な
お
さ
ず
ひ
と
つ
の
も
の
、
一
つ
の
現
象
で
あ
る
。
分

か
っ
た
と
い
う
現
象
で
あ
り
、
分
か
ら
な
い
と
い
う
現
象
で
あ
る
。
分
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
分
か
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
（
菩
提
の
）
時
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
有
時
は
、
み
な
す
べ
て
の
時
で
あ
る
。
存
在
す
る
も
の
、
存
在

す
る
現
象
も
共
に
時
で
あ
る
。
時
時
の
時
に
あ
ら
ゆ
る
存
在
、
あ
ら
ゆ
る
世
界
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
ば
し
、「
い
ま
」
と

い
う
時
に
も
れ
て
い
る
ど
ん
な
存
在
、
ど
ん
な
世
界
が
い
っ
た
い
あ
る
の
か
、
な
い
の
か
考
え
て
み
る
が
よ
い
。

【
解
釈
】

　

こ
の
節
は
〈
恁
麼
の
道
理
な
る
ゆ
ゑ
に
〉
と
始
め
ら
れ
、
前
の
節
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
の
〈
道
理
〉
と
は
、
前
段
で

見
た
よ
う
に
、
祗
管
打
坐
す
る
「
わ
れ
」
に
お
い
て
、
尽
界
（
万
法
）
が
証
さ
れ
、
そ
の
証
さ
れ
た
〈
尽
界
〉
と
は
、〈
頭

頭
物
物
〉、
換
言
す
れ
ば
、〈
拄
杖
払
子
〉、〈
露
柱
灯
籠
〉
な
ど
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
〈
時
時
〉
で
も
あ
っ
て
、
こ

の
よ
う
に
証
さ
れ
た
万
法
が
〈
時
時
〉
で
あ
る
か
ら
、
行
仏
の
〈
わ
れ
〉
も
時
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
こ
か
ら

〈
尽
地
に
万
象
百
草
あ
り
、
一
草
一
象
お
の
お
の
尽
地
に
あ
る
〉
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
つ
な
が
る
の
か
。「
尽
界
や
が
て
万
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象
な
れ
ば
、
ま
た
一
草
一
象
も
尽
地
な
り
」（『
聞
書
』
五
三
頁
）
と
い
う
解
釈
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
と
し
て
も
、
前
段
の

〈
尽
界
〉
と
こ
の
〈
尽
地
〉、
先
の
〈
頭
頭
物
物
〉
と
こ
の
〈
万
象
百
草
〉
を
道
元
は
ど
の
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
と
し

て
用
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
〈
万
象
百
草
〉
は
《
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
》
に
〈
色
是
色
な
り
、
空
即
空
な
り
、
百
草
な
り
、
万
象
な
り
〉
と
初
め
て
出
て

く
る
。
つ
ま
り
「
万
象
百
草
」
は
物
質
（
色
）
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
空
で
も
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
の
「
有
」
で
あ
る
具

体
相
で
あ
る
。〈
尽
地
〉
と
い
わ
れ
た
の
は
〈
百
草
・
一
草
〉
と
い
う
言
葉
に
掛
け
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
尽
界
と
尽

地
は
〈
現
成
は
、
尽
地
尽
界
尽
時
尽
法
を
量
と
し
て
現
成
す
る
な
り
〉《
諸
悪
莫
作
》
と
並
列
さ
れ
た
尽
界
と
ほ
ぼ
同
意
と

と
っ
て
よ
か
ろ
う
。「
一
草
」
に
は
〈
一
茎
草
を
拈
じ
て
丈
六
の
金
身
を
造
作
し
〉《
発
無
上
心
》
と
い
わ
れ
、〈
仏
を
画
す

る
に
は
泥
龕
土
塊
を
も
ち
ゐ
る
の
み
に
あ
ら
ず
…
…
一
茎
草
を
も
も
ち
ゐ
る
〉《
画
餅
》、〈
諸
仏
に
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
…
…

一
茎
草
に
な
ら
う
〉《
後
心
不
可
得
》
と
あ
る
よ
う
に
、
一
仏
と
な
る
身
心
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
も
ち
う
る
。
さ
ら
に
前

段
で
〈
こ
の
ゆ
ゑ
に
同
時
発
心
あ
り
、
同
心
発
時
な
り
。
お
よ
び
修
行
成
道
も
か
く
の
ご
と
し
〉
と
い
わ
れ
た
同
じ
よ
う
な

言
い
回
し
が
《
発
無
上
心
》
に
あ
り
、〈
一
発
心
は
千
億
の
発
心
な
り
。
修
証
転
法
も
ま
た
か
く
の
ご
と
し
。
草
木
等
に
あ

ら
ず
ば
、
い
か
で
か
身
心
あ
ら
ん
。
身
心
に
あ
ら
ず
ば
、
い
か
で
か
草
木
あ
ら
ん
〉
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
〈
一

草
〉
は
、「
物
」
と
い
う
よ
り
仏
道
を
行
ず
る
人
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
。〈
一
象
〉
は
、〈
頭
頭
物
物
〉
の
個
物
と
い
う

感
じ
よ
り
も
、「
春
」
や
「
夏
」
と
展
開
さ
れ
る
よ
う
な
現
象
と
い
う
語
感
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、〈
尽
地
に
万
象
百
草

あ
り
、
一
草
一
象
お
の
お
の
尽
地
に
あ
る
〉
と
い
う
こ
と
は
、「
尽
地
に
万
象
百
草
あ
り
は
当
た
り
前
の
こ
と
」（
安
谷
『
参

究
』
二
四
〇
頁
）
で
は
な
く
、
尽
地
（
世
界
全
体
）
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
現
象
や
人
々
が
あ
る
、
た
と
え
ば
絶
対
空
間
に
個

物
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
一
人
で
も
一
現
象
で
も
、
あ
ら
ゆ
る
世
界
全
体
に
繋
が
っ
て
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ

き
の
〈
現
成
は
、
尽
地
尽
界
尽
時
尽
法
を
量
と
し
て
現
成
す
る
な
り
〉《
諸
悪
莫
作
》
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、〈
一
草
一
象
〉
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を
認
識
す
る
と
き
に
、
そ
の
認
識
に
は
入
っ
て
こ
な
い
地
が
必
ず
あ
り
、
そ
ち
ら
の
方
が
根
源
的
あ
り
方
で
あ
る
、
つ
ま
り

人
間
の
感
覚
知
覚
に
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
〈
尽
地
〉
が
現
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
『
聞
解
』
や
『
那
一
宝
』
は
、
安
谷
『
参
究
』
の
「
万
象
百
草
の
一
つ
一
つ
が
、
ど
れ
も
み
な
全
宇
宙
だ
」（
二
四
〇
頁
）

と
同
じ
よ
う
な
解
釈
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
一
草
一
象
に
お
の
お
の
尽
地
あ
る
こ
と
」
と
な
っ
て
い
て
、
は
じ
め
て
言

い
う
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
は
〈
一
草
一
象
お
の
お
の
尽
地
に
あ
る
こ
と
〉
で
あ
っ
て
、
前
の
句
と
は
〈
万
象
百
草
〉
が

〈
一
草
一
象
〉
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
、
同
じ
内
容
を
、
強
調
点
を
逆
に
し
て
、
た
っ
た
一
人
、
一
つ
の
現
象
で
も
、
そ
れ

ら
が
限
り
な
い
世
界
全
体
に
共
時
的
に
繋
が
っ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
〈
修
行
の
発
足
〉
と
関
わ
る
こ
と
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
〈
か
く
の
ご
と
く
の
往
来
は
、
修
行
の
発
足
な
り
〉
の
〈
往
来
〉
は
何
を
さ
す
の
か
。
諸
釈
に
は
「
行
き
、
来
る
」
と
い

う
「
往
来
」
に
合
う
よ
う
な
も
の
は
な
い
。

　

こ
こ
で
の
「
往
来
」
は
、〈
か
く
の
ご
と
く
の
〉
と
前
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
尽
地
に
「
万
象
百
草
」
が
あ
る
と

い
う
尽
地
か
ら
の
方
向
と
、「
一
草
一
象
が
尽
地
に
あ
る
」
と
い
う
一
草
か
ら
と
い
う
方
向
の
往
来
で
あ
る
。
そ
の
双
方
向

が
、
世
界
の
中
に
衆
生
や
諸
現
象
が
個
別
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
（
往
）、
い
わ
ば
〈
わ
れ
ら
も
か
の
尽
十
方
界
の
な
か
に

あ
ら
ゆ
る
調
度
な
り
〉《
恁
麼
》
と
い
う
側
面
と
、
一
人
の
衆
生
、
一
現
象
は
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
必

ず
世
界
全
体
と
共
に
あ
る
（
来
）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
修
行
の
出
発
点
で
心
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で

あ
る
。

　

そ
れ
は
『
辦
註
』
に
い
う
「
只
是
自
己
の
一
草
一
象
、
有
情
非
情
同
一
時
成
道
な
り
」（
一
五
頁
）
と
す
る
解
釈
に
近
い

が
、『
辦
註
』
は
成
道
を
い
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
修
行
の
発
足
、
発
心
の
と
こ
ろ
と
し
て
い
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
実
存
主
体
と
し
て
の
わ
れ
も
そ
の
尽
地
に
共
に
あ
る
、
そ
の
こ
と
を
〈
参
学
す
べ
し
〉
と
道
元
は
要
請
し
て
い
る
。
そ
れ
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は
〈
仏
の
行
は
、
尽
大
地
と
お
な
じ
く
お
こ
な
ひ
、
尽
衆
生
と
も
に
お
こ
な
ふ
。
も
し
尽
一
切
に
あ
ら
ぬ
は
、
い
ま
だ
仏
の

行
に
て
は
な
し
〉《
唯
仏
与
仏
》
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
修
行
の
初
め
の
時
に
、
自
分
だ
け
の
悟
り
は
あ
り
え
な
い
、「
私

の
さ
と
り
」
は
な
い
と
知
る
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
修
行
の
最
初
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
自
覚
で
あ
る
。〈
一
象
〉

の
方
に
引
き
寄
せ
て
い
え
ば
、
例
え
ば
〈
花
開
世
界
起
の
時
節
、
す
な
わ
ち
春
到
な
り
〉〈
尽
界
は
梅
華
な
り
〉《
梅
華
》
と

い
わ
れ
る
よ
う
に
花
で
あ
る
一
象
と
世
界
は
、
同
時
の
春
だ
と
い
え
よ
う
。

　

で
は
〈
到
恁
麼
の
田
地
の
と
き
、
す
な
は
ち
一
草
一
象
な
り
。
会
象
不
会
象
な
り
、
会
草
不
会
草
な
り
〉
は
ど
う
解
釈
で

き
る
か
。

　
〈
到
恁
麼
の
田
地
〉
と
は
、
発
心
に
対
す
る
究
竟
、
菩
提
に
行
き
着
い
た
と
こ
ろ
、
換
言
す
れ
ば
さ
と
り
を
え
た
と
も
、

生
死
を
諦
め
た
と
も
い
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
究
竟
に
行
き
着
い
た
と
こ
ろ
は
、
あ
い
か
わ
ら
ず
〈
一
草
一
象
〉
で
あ

り
、「
こ
の
わ
た
し
」
と
別
な
も
の
で
は
な
い
。
道
元
が
宋
で
何
を
得
た
の
か
と
い
え
ば
、
あ
い
か
わ
ら
ず
〈
眼
横
鼻
直
〉

で
あ
り
〈
…
…
近
来
、
空
手
に
し
て
郷
に
還
る
。
所
以
に
山
僧
、
仏
法
な
し
〉（
四
三
）
で
あ
る
。

　
〈
会
象
不
会
象
な
り
、
会
草
不
会
草
な
り
〉
と
は
、〈
到
恁
麼
の
田
地
〉
で
は
、
参
学
の
大
事
畢
了
し
て
法
を
諦
め
分
か
っ

た
の
で
あ
り
、「
会
」
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
又
〈
各
各
の
脱
殻
を
う
る
に
、
従
来
の
知
見
解
会
に
拘
牽
せ
ら
れ
ず
、
曠
劫

未
明
の
事
、
た
ち
ま
ち
に
現
前
す
。
恁
麼
時
の
而
今
は
、
吾
も
不
知
な
り
、
誰
も
不
識
な
り
。
汝
も
不
期
な
り
、
仏
眼
も
覷

不
見
な
り
。
人
慮
あ
に
測
度
せ
ん
や
〉《
渓
声
山
色
》
と
い
う
こ
と
で
、
人
間
の
智
慧
で
分
か
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、「
会
不
会
」
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。〈
仏
法
を
会
し
仏
法
を
不
会
す
る
関
棙
子
あ
り
〉《
密
語
》
と
い
わ
れ

る
通
り
で
あ
る
。

　

続
く
〈
正
当
恁
麼
時
の
み
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
有
時
み
な
尽
時
な
り
〉
が
こ
こ
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
で
あ
る
。〈
正
当
恁
麼
時
の

み
な
る
〉
と
道
元
は
一
方
的
に
宣
言
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
正
当
恁
麼
時
と
は
、
第
一
義
的
に
は
打
坐
の
今
で
あ
ろ
う
が
、
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ま
さ
に
「
い
ま
こ
の
時
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、「
い
ま
こ
の
時
」
以
外
に
あ
る
も
の
は
な
に
も
な
い
。
た
し
か
に
そ
う
で
は
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
の
に

な
ぜ
、
私
た
ち
は
そ
う
は
思
わ
な
い
か
。
そ
れ
は
私
た
ち
の
日
常
が
い
つ
も
「
時
間
」
を
意
識
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
を
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
わ
た
し
た
ち
が
「
時
」
を
意
識
す
る
場
合
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
を
空
間
的
に
表
象
し
て
し
ま
う

か
ら
だ
と
い
う
。〈
正
当
恁
麼
時
〉
は
今
の
瞬
間
（
刹
那
）
で
は
な
い
。「
瞬
間
」
と
は
ま
ば
た
く
「
間
」
で
あ
り
、「
刹
那
」

と
は
道
元
に
よ
れ
ば
一
日
の
六
十
四
億
九
万
九
千
九
百
八
十
分
の
一
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
一
日
」
を
量
と
し
て
空
間
的
に
表

す
か
ら
、
ど
ん
な
に
小
さ
く
し
て
も
、
そ
れ
を
ま
た
分
割
す
る
こ
と
の
で
き
る
線
分
（
量
）
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
空
間
と

し
て
翻
訳
さ
れ
な
い
時
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
そ
れ
を
「
意
識
の
深
い
諸
状
態
と
は
量
と
は
何
の
関
係
も
も

た
ず
、
純
粋
に
質
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
状
態
は
、
そ
れ
が
一
な
の
か
多
な
の
か
を
も
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
ぐ
あ
い

に
お
互
い
に
ま
じ
り
あ
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
こ
れ
ら
の
状
態
が
つ
く
り
出
す
持
続
は
、
そ
の
各
瞬
間
が
数
的
多
数
性
を
構

成
し
な
い
持
続
で
あ
る
」（『
時
間
と
自
由
』
一
二
八
頁
）
と
い
う
。
加
え
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
社
会
的
生
活
を
送
る
人

間
に
は
現
実
に
は
妥
当
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
こ
の
「
純
粋
持
続
」
は
人
間
の
深
い
意
識
の
状
態
で
あ
る
、
と
い
う
点

で
、
道
元
の
「
わ
れ
＝
時
」
と
通
ず
る
も
の
が
あ
る
が
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
空
間
的
表
象
と
純
粋
持
続
を
相
入
れ
な
い
も
の
と

し
た
点
で
、「
有
時
」
を
説
く
道
元
と
は
異
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
な
ら
ず
と
も
、
わ
た
し
た
ち
は
空
間
的
表
象
抜
き
に
「
い
ま
」
を
意
識
す
る
こ
と
が
な
い
。

「
い
ま
、
何
時
か
」
と
い
う
と
き
、
純
粋
に
「
い
ま
」
を
意
識
す
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て

見
ら
れ
た
腕
時
計
の
時
刻
は
、
空
間
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
デ
ジ
タ
ル
時
計
で
あ
っ
て
も
、「
い
ま
」
と
意
識
し
た
そ
の

時
か
ら
す
で
に
だ
い
ぶ
経
過
し
て
い
る
時
し
か
表
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

ほ
ん
と
う
に
「
い
ま
」
を
意
識
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
の
毘
婆
舎
那
（
ヴ
ィ
パ
ッ
サ



178

ナ
ー
）
は
、
何
か
を
し
て
い
る
そ
の
自
分
に
今
、
今
、
た
え
ず
気
づ
い
て
い
く
と
い
う
も
の
で
、
た
し
か
に
今
の
気
づ
き
で

は
あ
る
が
、
そ
れ
は
意
識
さ
れ
た
今
で
あ
り
意
識
さ
れ
た
「
私
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。
自
分
を
忘
れ
る
の
で
も
な
く
、
自
分

を
意
識
す
る
の
で
も
な
い
祗
管
打
坐
の
と
き
だ
け
が
、〈
正
当
恁
麼
時
〉「
ま
さ
に
こ
の
い
ま
」
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
「
わ

た
し
」
の
意
識
は
な
い
が
、
し
か
も
意
識
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
い
う
状
態
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
〈
正
当
恁
麼
時
〉
と
い
う
の
は
、
こ
の
私
の
「
い
ま
」
に
し
か
な
い
。
い
や
、
ほ
ん
と
う
の
「
わ
た
し
」
と
い
う
も

の
は
、「
い
ま
」
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
刻
々
変
化
し
て
い
る
「
私
」
で
あ
る
が
、
人
が
見
て
「
だ
れ
そ
れ
」
と
い
え
る
の

は
、
そ
れ
を
名
指
す
こ
と
に
よ
っ
て
意
識
に
お
い
て
「
だ
れ
そ
れ
」
と
固
定
さ
れ
変
化
し
な
い
も
の
（
静
止
像
＝
言
葉
）
に

変
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
打
坐
に
お
い
て
、
自
己
が
意
識
し
て
い
な
い
自
己
だ
け
が
真
の
自
己
（
わ

れ
）
で
あ
り
、「
時
」
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
「
覚
知
に
ま
じ
は
る
は
証
則
に
あ
ら
ず
」『
辦
道
話
』、〈
諸
仏
の
ま
さ
し
く
諸

仏
な
る
と
き
は
、
自
己
は
諸
仏
な
り
と
覚
知
す
る
こ
と
を
も
ち
ゐ
ず
〉《
現
成
公
案
》
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
「
い
ま
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
に
、
ど
こ
ま
で
も
主
体
が
あ
っ
て
の
「
い
ま
」
で
あ
る
。〈
自
己
の
時
な
る
道
理
〉
で

あ
る
。

　
〈
有
時
み
な
尽
時
な
り
〉
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。「
正
当
恁
麼
時
だ
け
」
で
あ
る
な
ら
、
そ
し
て
ま
さ
に
そ

れ
が
〈
有
時
〉
で
あ
る
な
ら
、
有
時
の
他
に
い
か
な
る
時
も
な
い
の
で
、
そ
れ
は
〈
尽
時
〉
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
時
だ
と
一

応
い
え
る
こ
と
に
な
る
。
道
元
は
こ
こ
で
は
〈
尽
時
〉
に
つ
い
て
詳
し
く
言
っ
て
お
ら
ず
、
後
に
語
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
に

譲
ろ
う
。

　
〈
有
草
有
象
と
も
に
時
な
り
〉
は
、〈
有
時
み
な
尽
時
な
り
〉
の
〈
有
時
〉
を
有
の
方
に
開
い
て
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

「
有
象
無
象
」
で
は
な
く
〈
有
草
有
象
〉
で
あ
り
、
無
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
一
草
は
一
草
だ
け
で

存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
尽
地
に
あ
る
の
だ
か
ら
、〈
有
象
〉
が
時
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
〈
時
時
の
時
に
尽
有
尽
界
あ
る
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な
り
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
時
が
行
っ
た
り
来
た
り
し
、
あ
る
い
は
続
い
て
時
時
と
し
て
継
起
す
る
場
合
、
数
直
線
の
よ

う
に
時
だ
け
が
あ
る
の
で
は
な
い
。〈
尽
有
尽
界
〉
が
、
時
時
刻
々
、
現
成
し
て
い
る
と
道
元
は
見
る
。

　

こ
れ
ら
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、〈
し
ば
ら
く
い
ま
の
時
に
も
れ
た
る
尽
有
尽
界
あ
り
や
な
し
や
と
観
想
す
べ
し
〉
と
い

わ
れ
る
。〈
い
ま
の
時
〉
は
〈
正
当
恁
麼
時
〉
で
あ
る
時
も
含
ま
れ
よ
う
が
、
こ
こ
の
語
勢
か
ら
し
て
、
ふ
つ
う
我
々
が
無

自
覚
に
使
う
「
こ
の
今
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
の
〈
観
想
す
べ
し
〉
は
、
特
別
の
行
で
は
な
く
、
じ
っ
と
思

い
巡
ら
し
て
み
よ
、
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
坐
禅
を
し
な
く
て
も
、
あ
る
の
は
今
の
時
だ
け
、
と
い

う
の
は
厳
然
た
る
事
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
こ
か
ら
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
よ
う
に
過
去
の
現
在
、
現
在
の
現

在
、
未
来
の
現
在
と
は
道
元
は
展
開
し
な
い
。〈
い
ま
の
時
〉
に
も
れ
た
も
の
が
あ
る
か
、
な
い
か
。
い
ま
ぎ
り
で
あ
れ
ば
、

お
よ
そ
有
る
も
の
は
、
い
ま
あ
る
と
し
か
い
え
な
い
。
し
か
し
ま
た
、〈
い
ま
の
時
〉
に
〈
尽
有
尽
界
〉
が
あ
る
よ
う
に
さ

せ
る
に
は
、
後
に
展
開
さ
れ
る
［
わ
れ
］
の
努
力
が
い
る
。

　

今
の
み
と
い
う
厳
然
た
る
事
実
と
わ
れ
の
努
力
（
打
坐
）
と
い
う
一
対
と
、
日
常
的
時
理
解
と
迷
う
あ
り
方
と
い
う
一
対

が
、
こ
れ
以
降
に
、
見
え
な
い
補
助
線
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
節
は
、〈
有
時
〉
は
時
間
論
や
存

在
論
で
は
な
く
、
こ
の
主
体
の
わ
た
し
ぎ
り
、
い
ま
ぎ
り
、
す
な
わ
ち
打
坐
に
お
い
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
あ
り
よ
う
な
の

だ
。

三
節　

普
通
の
人
の
有
時
の
理
解　

　

し
か
あ
る
を
、
仏
法
を
な
ら
は
ざ
る
凡
夫
の
時
節
に
あ
ら
ゆ
る
見
解
は
、
有
時
の
こ
と
ば
を
き
く
に
お
も
は
く
、
あ
る
と

き
は
三
頭
八
臂
と
な
れ
り
き
、
あ
る
と
き
は
丈
六
八
尺
と
な
れ
り
き
。
た
と
へ
ば
、
河
を
す
ぎ
、
山
を
す
ぎ
し
が
ご
と
く
な

り
と
。
い
ま
は
そ
の
山
河
た
と
ひ
あ
る
ら
め
ど
も
、
わ
れ
す
ぎ
き
た
り
て
、
い
ま
は
玉
殿
朱
楼
に
処
せ
り
、
山
河
と
わ
れ
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と
、
天
と
地
と
な
り
と
お
も
ふ
。

　

し
か
あ
れ
ど
も
、
道
理
こ
の
一
条
の
み
に
あ
ら
ず
。
い
は
ゆ
る
山
を
の
ぼ
り
河
を
わ
た
り
し
時
に
わ
れ
あ
り
き
、
わ
れ
に

時
あ
る
べ
し
。
わ
れ
す
で
に
あ
り
、
時
さ
る
べ
か
ら
ず
。
時
も
し
去
来
の
相
に
あ
ら
ず
ば
、
上
山
の
時
は
有
時
の
而
今
な

り
。
時
も
し
去
来
の
相
を
保
任
せ
ば
、
わ
れ
に
有
時
の
而
今
あ
る
、
こ
れ
有
時
な
り
。
か
の
上
山
度
河
の
時
、
こ
の
玉
殿
朱

楼
の
時
を
呑
却
せ
ざ
ら
ん
や
、
吐
却
せ
ざ
ら
ん
や
。

［
注
釈
］

○
あ
ら
ゆ
る　
「
あ
る
」（
動
詞
）
の
未
然
形
＋
「
ゆ
る
」（
助
動
詞
「
ゆ
」
の
連
体
形
）。 

あ
る
と
こ
ろ
の
。

＊
道
元
用
例
〈
わ
れ
ら
も
か
の
尽
十
方
界
の
な
か
に
あ
ら
ゆ
る
調
度
な
り
〉《
恁
麼
》。

○
あ
る
ら
め
ど
も　
「
あ
る
」（
動
詞
）
の
連
体
形
＋
「
ら
め
」（
推
量
の
助
動
詞
「
ら
む
」
の
已
然
形
）。
あ
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
。

○
而
今
　「
而
」
は
助
辞
で
「
上
」「
下
」「
前
」「
後
」
な
ど
の
前
に
置
か
れ
て
、
そ
の
限
度
を
示
す
。「
而
今
」
は
「
い
ま
」
と
い
う
意
味

で
あ
る
。「
而
」
に
は
ま
た
助
辞
と
し
て
「
耳
（
の
み
）」
に
通
じ
て
感
嘆
・
希
求
な
ど
の
語
気
を
表
す
。
道
元
は
「
い
ま
の
み
、
い
ま

ぎ
り
」
と
い
う
語
気
を
も
つ
も
の
と
し
て
使
う
。

○ 

呑
却
・
吐
却
　「
却
」
は
助
詞
で
動
詞
の
後
に
お
い
て
動
作
の
完
成
や
結
果
の
持
続
を
表
す
。
呑
ん
で
し
ま
う
、
吐
き
出
し
て
し
ま
う
。

＊
道
元
用
例　
〈
呑
却
は
三
箇
四
箇
な
り
。
こ
の
と
き
、
月
未
円
時
の
見
成
な
り
。
吐
却
は
七
箇
八
箇
な
り
。
こ
の
と
き
、
円
後
の
見
成
な

り
〉《
都
機
》。

【
現
代
語
訳
】

　

そ
う
で
あ
る
の
に
、
仏
法
を
学
ん
だ
こ
と
の
な
い
普
通
の
人
の
場
合
の
見
方
と
は
、「
有
時
…
…
」
と
い
う
言
葉
を
聞
く

と
、
あ
る
と
き
は
、
三
頭
八
臂
の
忿
怒
の
仏
と
な
っ
た
の
だ
、
あ
る
と
き
は
丈
六
の
立
っ
た
仏
や
八
尺
の
坐
っ
た
仏
と
な
っ

た
の
だ
、
た
と
え
ば
、
河
を
過
ぎ
、
山
を
過
ぎ
た
よ
う
な
も
の
な
の
だ
、
と
思
う
。
今
は
、
そ
の
山
や
河
は
た
と
え
あ
る
か
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も
し
れ
な
い
と
し
て
も
、「
わ
れ
」
は
、
そ
こ
を
過
ぎ
て
来
て
、
今
は
豪
華
な
高
層
の
屋
敷
に
居
る
の
で
あ
る
。
山
・
河
と
、

わ
れ
と
、（
そ
れ
ら
を
容
す
る
空
間
と
し
て
の
）
天
と
地
と
で
あ
る
と
思
う
。

　

そ
う
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
道
理
は
こ
の
一
つ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
い
う
山
を
登
り
河
を
渡
っ
た
時
、［
わ
れ
］
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

［
わ
れ
］
が
あ
る
な
ら
、（
わ
れ
は
時
で
あ
る
か
ら
）
時
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。［
わ
れ
］
が
す
で
に
あ

る
以
上
、
時
は
去
る
は
ず
は
な
い
。（
こ
の
よ
う
に
）
時
が
去
来
と
い
う
表
れ
方
で
な
い
な
ら
、
山
に
登
っ
て
い
る
時
は
、

有
時
の
而
今
で
あ
る
。
も
し
時
が
去
来
と
い
う
表
れ
方
を
保
持
す
る
な
ら
ば
、［
わ
れ
］
に
（
山
に
登
っ
て
い
る
時
、
河
を

渡
っ
て
い
る
時
と
い
う
）
有
時
の
而
今
が
あ
る
、
つ
ま
り
有
時
で
あ
る
。
あ
の
山
に
登
り
河
を
渡
っ
た
時
は
、
こ
の
豪
華
な

高
層
の
屋
敷
に
居
る
時
を
飲
み
込
ん
で
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
吐
き
出
し
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

【
解
釈
】

　

普
通
の
人
は
「
有
時
～
」
の
偈
を
読
む
と
、
人
が
「
有
（
或
）
る
時
は
～
だ
っ
た
」
と
読
む
ほ
か
な
い
。
あ
る
と
き
は
忿

怒
の
仏
だ
っ
た
、
あ
る
と
き
は
立
つ
仏
、
坐
る
仏
だ
っ
た
、
と
。「
あ
る
時
」
に
主
体
が
「
～
だ
っ
た
」、
そ
し
て
ま
た
「
あ

る
時
」
に
「
～
だ
っ
た
」
と
、
時
と
主
体
（
わ
れ
）
と
行
為
を
別
の
も
の
と
し
て
考
え
る
。
す
る
と
「
有
る
時
」
は
、
今
で

は
な
い
「
あ
る
時
」
に
な
り
、
そ
の
主
体
の
行
為
（
忿
怒
な
ど
）
は
過
去
の
も
の
で
、
も
は
や
今
は
な
い
も
の
と
な
る
。
つ

ま
り
「
あ
る
と
き
は
三
頭
八
臂
だ
っ
た
」
と
過
去
の
事
柄
、
そ
れ
を
発
語
す
る
今
で
は
「
も
は
や
な
い
も
の
」
を
記
憶
の
中

か
ら
想
起
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

時
の
経
過
を
表
示
す
る
の
に
は
、
空
間
的
に
表
象
さ
れ
る
も
の
に
変
換
し
て
示
す
ほ
か
な
く
、
そ
れ
は
道
元
に
よ
る

「
喩
え
」
で
は
時
系
列
の
全
体
が
地
図
上
の
空
間
（
天
と
地
）
と
さ
れ
、
い
っ
ぽ
う
［
わ
れ
］
は
地
図
に
配
置
さ
れ
た
場
所

（
山
、
河
、
宮
殿
）
を
移
動
す
る
点
と
し
て
示
さ
れ
、
全
体
が
静
止
図
と
な
る
。
た
だ
、
場
所
に
お
け
る
点
を
目
で
追
う
こ

と
に
よ
り
、
意
識
の
中
で
時
の
経
過
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
れ
が
〈
山
河
と
わ
れ
と
、
天
と
地
と
な
り
〉
で
あ
る
。
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こ
れ
は
、
道
元
が
す
ぐ
あ
と
で
〈
道
理
こ
の
一
条
の
み
に
あ
ら
ず
〉
と
い
う
よ
う
に
、
誤
り
と
い
う
よ
り
は
、
普
通
の
人

が
避
け
難
く
も
つ
、
時
と
存
在
に
関
わ
る
見
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
理
由
の
一
つ
は
、
時
間
を
考
え
る
時
、
空
間
化

し
て
対
象
化
し
て
捉
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
ナ
ロ
グ
時
計
、
カ
レ
ン
ダ
ー
、
年
表
、
時
間
軸
、
み
な
時
を
空
間
化
し
て
い

る
。
デ
ジ
タ
ル
時
計
は
時
を
空
間
化
し
て
い
な
い
か
と
い
う
と
、
や
は
り
一
種
の
空
間
化
で
あ
る
。
例
え
ば
一
分
あ
る
い
は

一
秒
と
い
う
単
位
で
分
割
し
て
示
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
分
割
さ
れ
る
も
の
は
幅
を
も
っ
て
お
り
、
空
間
化
さ
れ
て
い

て
、
そ
こ
に
一
秒
の
間
、
固
定
し
て
停
滞
（
存
在
）
す
る
も
の
と
仮
定
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
時
の
空
間
化
は
自
然
科
学
に
お
い
て
、
純
粋
な
形
式
と
し
て
数
直
線
で
表
さ
れ
る
が
、
数
直
線
に
は
現
在
の

点
を
打
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
ど
ん
な
に
小
さ
な
点
を
打
っ
て
も
そ
れ
は
点
で
あ
る
か
ぎ
り
、
な
に
ほ
ど
か
の
幅
を
も
た
ざ

る
を
得
ず
、
幅
の
あ
る
も
の
は
分
割
さ
れ
て
前
と
後
ろ
に
な
り
、
そ
の
前
と
後
ろ
は
ふ
た
た
び
点
を
打
つ
事
が
可
能
で
あ

り
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
点
に
は
幅
（
過
去
と
未
来
）
が
あ
っ
て
、
け
し
て
現
在
の
点
に
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
現
在

は
数
直
線
上
に
は
な
い
の
で
あ
る
。「
な
い
も
の
」
の
仮
構
と
し
て
し
か
「
現
在
」
は
表
示
さ
れ
な
い
。

　

こ
れ
は
時
を
外
在
的
に
存
在
す
る
と
考
え
る
立
場
で
あ
る
が
、
人
間
に
内
在
す
る
と
す
る
立
場
も
あ
る
。
哲
学
で
は
カ
ン

ト
が
空
間
と
時
間
を
、
超
越
論
的
（
先
験
的
ア
プ
リ
オ
リ
）
制
約
で
あ
る
ふ
た
つ
の
純
粋
直
観 

（reine A
nscuauungen

） 

で

あ
る
と
し
、
そ
の
直
感
に
お
い
て
、
感
性
、
悟
性
に
働
き
か
け
ら
れ
た
も
の
を
対
象
と
し
て
捉
え
、
物
（D

ing

）
が
与
え
ら

れ
る
と
し
た
。
仏
教
の
唯
識
で
も
、
阿
頼
耶
識
か
ら
時
・
空
が
立
て
ら
れ
る
と
考
え
る
。

　

こ
の
カ
ン
ト
を
は
じ
め
て
明
確
に
批
判
し
た
人
が
フ
ッ
サ
ー
ル
で
あ
り
、
彼
は
『
厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
』
に
お
い

て
、
認
識
論
に
「
空
間
、
時
間
、
因
果
性
な
ど
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
事
物
的
な
も
の
の
存
在
を
措
定
的
に
定
立
す
る
こ
と

を
含
む
い
っ
さ
い
の
言
表
も
排
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」（
一
一
九
頁
）
と
い
う
。
そ
し
て
「
対
象
が
存
在
す
る
と
い
う
こ

と
、
そ
し
て
そ
れ
が
存
在
す
る
も
の
と
し
て
、
し
か
も
こ
の
よ
う
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
認
識
に
お
い
て
証
示
さ
れ
る
と
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い
う
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
か
は
ほ
か
な
ら
ぬ
意
識
そ
の
も
の
か
ら
明
証
的
に
、
し
た
が
っ
て
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
、
理
解

し
う
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
た
め
に
は
意
識
全
体
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
」（
一
二
〇
頁
）
と
し
て
、
そ

れ
を
「
意
識
の
現
象
学
」
と
し
た
。
そ
し
て
「
心
的
な
も
の
は
『
体
験
』
で
あ
る
。
反
省
に
お
い
て
観
取
さ
れ
た
体
験
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
そ
れ
自
身
と
し
て
現
れ
る
。
そ
れ
は
、
い
ま
現
れ
る
や
次
の
瞬
間
に
は
『
余
韻
を
残
し

て
消
え
て
ゆ
く
』
も
の
、
直
感
し
う
る
し
か
た
で
た
え
ず
過
去
に
沈
ん
で
ゆ
く
も
の
と
し
て
、
一
つ
の
絶
対
的
な
流
れ
の

う
ち
に
現
れ
る
」（
一
三
五
頁
）
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
い
ま
、
そ
れ
を
詳
し
く
述
べ
る
い
と
ま
は
な
い
が
、
彼
は
『
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
学
問
の
危
機
と
先
験
的
現
象
学
』
で
、
そ
の
よ
う
な
哲
学
は
「
あ
ら
ゆ
る
認
識
構
成
の
究
極
的
な
源
泉
に
立
ち

帰
っ
て
そ
れ
に
問
い
を
向
け
よ
と
い
う
動
機
で
あ
り
、
認
識
者
が
自
己
自
身
な
ら
び
に
自
己
の
認
識
す
る
生
へ
自
己
省
察
を

し
よ
う
と
す
る
動
機
」（
四
六
五
頁
）
か
ら
な
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
の
現
象
学
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
デ
リ
ダ
の
哲
学
に
影
響

を
与
え
た
。

　

で
は
、
そ
れ
に
対
し
て
道
元
は
ど
の
よ
う
に
い
う
の
か
。
そ
れ
が
次
節
で
説
か
れ
る
が
、
そ
の
内
実
を
は
っ
き
り
読
み
解

く
た
め
に
、
仏
教
教
学
で
は
、
時
や
有
を
ど
の
よ
う
に
い
う
の
か
、
見
て
み
た
い
。
仏
教
教
学
と
い
っ
て
も
実
に
多
様
で
あ

る
が
、
今
は
初
期
経
典
か
ら
も
般
若
経
典
か
ら
も
同
じ
よ
う
に
読
み
取
れ
る
「
時
」
理
解
と
し
て
、
山
口
瑞
鳳
氏
の
『
詳
説 

イ
ン
ド
仏
教
哲
学
史
』
に
依
る
。

　

外
界
の
時
間
の
経
過
に
つ
い
て
の
仏
説
が
、
原
始
経
典
『
中
部
』
に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
の
を
引
い
て
、
氏
は
こ

う
説
明
す
る
。

　
「『
過
去
な
る
も
の
は
捨
て
去
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
未
来
は
到
達
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
現
行
す
る
あ
り
方
を
時
々

刻
々
観
察
す
る
も
の
は
、
そ
の
こ
と
を
紛
れ
も
な
く
動
か
し
よ
う
も
な
い
も
の
と
し
て
熟
知
し
て
心
を
完
成
せ
ん
こ
と
を
』

（M
ajjhim

a-N
ikāya,131,p187

）
と
あ
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
前
を
時
々
刻
々
経
過
す
る
『
現
行
す
る
あ
り
方
』
は
、
後
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述
の
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
七
五
七
番
で
説
明
さ
れ
た
よ
う
な
知
覚
に
経
験
さ
れ
る
表
象
で
あ
り
、『
偽
り
の
顕
れ
』
に
な

り
、『
虚
妄
の
法
』
と
呼
ば
れ
る
。
外
界
に
は
そ
の
知
覚
原
因
と
し
て
〈
今
〉『〈
変
動
〉
す
る
』〈
無
常
〉
が
（
停
滞
な
く
経

過
し
て
）
消
失
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
外
界
の
事
情
を
現
在
の
観
察
か
ら
推
測
し
、
熟
知
し
て
心
を
完
成
す
る
よ
う
に
な
れ

か
し
と
の
教
え
で
あ
る
」（
九
頁
）。

　

こ
の
観
察
は
坐
禅
の
行
に
お
い
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
偈
が
「
こ
の
よ
う
な
熱
心
に
禅
定
を
行
う
人
、

昼
夜
怠
け
ぬ
人
、
そ
の
人
が
じ
つ
に
『
吉
祥
な
る
一
夜
に
お
け
る
心
静
ま
っ
た
聖
者
』
と
し
て
語
ら
れ
る
」（
長
尾
佳
代
子

訳
）
と
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
部
分
の
長
尾
訳
、『
南
伝
大
蔵
経
』
で
は
か
な
り
異
な
り
、

そ
れ
が
続
く
解
釈
に
も
影
響
す
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

　

そ
の
「
現
行
す
る
あ
り
か
た
」
を
ど
の
よ
う
に
観
察
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
こ
の
経
で
は
色
受
想
行
識
の
中
に
我
（
ア
ー

ト
マ
ン
）
が
あ
る
と
か
、
色
受
想
行
識
は
我
を
本
質
と
す
る
と
か
、
色
受
想
行
識
を
有
す
る
も
の
が
我
で
あ
る
、
と
考
え
な

い
こ
と
だ
と
い
わ
れ
る
。
つ
ま
り
五
蘊
の
ど
こ
に
も
常
住
の
実
体
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
観
察
す
る
の
で
あ
り
、
次

の
『
八
千
頌
般
若
経
』
か
ら
導
か
れ
る
こ
の
『
中
部
』
の
仏
説
の
山
口
氏
の
説
明
（「
時
間
と
空
間
に
関
す
る
知
識
と
意
識
」）

と
は
少
し
違
う
。

　
「
お
よ
そ
過
去
な
る
そ
れ
は
尽
き
た
も
の
、
滅
し
た
も
の
、（
今
を
）
離
れ
た
も
の
、
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。

お
よ
そ
未
来
な
る
そ
れ
は
（
未
だ
）
与
え
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
今
生
じ
つ
つ
あ
る
も
の
に
は
留
っ
て
い
る
も
の
が

成
立
し
な
い
が
、
お
よ
そ
成
立
し
な
い
そ
れ
は
相
で
は
あ
り
え
な
い
し
、
対
境
で
は
あ
り
え
な
い
」（
一
四
六
頁
）、「
つ
ま

り
、
知
覚
を
経
る
と
い
う
限
定
の
な
い
限
り
〈
今
〉
経
過
し
て
止
ま
な
い
『
未
顕
現
勢
力
』
か
ら
『
静
止
し
た
状
態
』
の

『
相
』
を
持
つ
「
空
間
的
対
象
」
は
顕
現
し
な
い
と
明
瞭
に
否
定
し
て
い
る
。
時
・
空
に
関
す
る
『
八
千
頌
般
若
経
』
の
こ

の
説
明
は
、『
一
過
不
滞
』
の
『
未
顕
現
勢
力
」
が
持
つ
『
時
・
空
』
未
分
の
様
態
を
別
と
し
て
実
体
的
な
時
間
空
間
の
先
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験
的
成
立
を
拒
む
も
の
で
」（
同
頁
）
あ
る
。

　
『
八
千
頌
般
若
経
』
で
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
相
で
な
い
か
ら
非
相
、
外
に
対
境
が
な
い
と
い
わ
れ
、
山
口
氏
の
説
は

「
こ
の
よ
う
な
虚
妄
な
法
を
虚
妄
と
知
る
こ
と
」
に
尽
き
る
。
虚
妄
で
は
な
い
法
は
、〈
今
〉
経
過
し
て
止
ま
な
い
「
未
顕
現

勢
力
」
で
あ
り
、
時
空
未
分
の
顕
現
以
前
と
い
う
表
現
が
こ
こ
で
は
さ
れ
て
い
る
が
、
如
何
な
る
相
も
な
く
、
認
識
す
れ
ば

虚
妄
の
法
と
な
る
ほ
か
な
い
も
の
は
、
表
詮
の
言
葉
で
は
伝
え
ら
れ
な
い
。
大
乗
教
学
で
は
、「
空
」、「
無
」、「
非
」、
と
い

う
遮
詮
の
言
葉
で
そ
れ
を
い
い
、
そ
れ
を
肯
定
文
で
表
現
す
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
お
そ
ら
く
道
元
（
あ
る
い
は

長
尾
訳
の
仏
説
）
と
山
口
氏
の
説
く
仏
説
と
の
微
妙
な
違
い
が
存
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

い
っ
ぽ
う
、
道
元
は
「
万
法
」
を
「
証
上
に
万
法
を
あ
ら
し
め
」『
辦
道
話
』
等
と
肯
定
的
に
使
う
。
ま
た
《
摩
訶
般
若

波
羅
蜜
》
で
は
『
般
若
心
経
』
で
偽
り
の
顕
れ
を
も
た
ら
す
と
し
て
「
無
」
を
冠
せ
ら
れ
た
六
根
六
識
六
境
を
「
般
若
」
で

あ
る
と
肯
定
す
る
。
今
、
先
取
り
し
て
い
う
な
ら
、「
一
過
不
滞
」
の
「
未
顕
現
勢
力
（
無
常
な
る
も
の
）」
を
、
道
元
は

〈
有
時
〉
と
名
指
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
時
・
空
未
分
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
が
祗
管
打
坐
に
お
け
る
わ
れ

（
仏
）
の
〈
正
当
恁
麼
時
〉
に
お
い
て
万
法
と
し
て
〈
現
成
〉
す
る
こ
と
を
〈
悉
有
〉《
仏
性
》
と
示
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

　

さ
て
、
先
に
見
た
よ
う
に
山
、
わ
れ
、
天
地
を
別
々
の
も
の
と
し
、
時
を
去
来
す
る
も
の
と
す
る
の
は
普
通
の
見
方
で
あ

る
が
、
道
元
は
そ
れ
を
〈
道
理
こ
の
一
条
の
み
に
あ
ら
ず
〉
と
、
い
ち
お
う
道
理
と
し
て
認
め
る
。
そ
の
積
極
的
意
味
を
考

え
て
み
た
い
。

　

人
は
、
時
は
過
ぎ
去
る
、
し
か
も
た
ち
ま
ち
に
過
ぎ
去
る
も
の
だ
と
思
う
。
あ
る
い
は
過
去
の
時
は
帰
ら
な
い
、
と
は
か

な
む
。
し
か
し
、
そ
の
時
が
去
来
す
る
、
と
い
う
無
常
の
意
識
こ
そ
、
人
を
し
て
仏
道
に
赴
か
せ
る
も
の
で
あ
り
、
求
道
に

不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
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『
随
聞
記
』
な
ど
に
は
そ
の
こ
と
が
し
ば
し
ば
説
か
れ
る
。「
吾
我
を
離
る
る
に
は
無
常
を
観
ず
る
、
是
第
一
の
用
心
な

り
」（
第
一
）、「
真
実
無
所
得
に
し
て
利
生
の
事
を
な
す
。
即
ち
吾
我
を
離
る
る
第
一
の
用
心
な
り
。
こ
の
心
を
存
せ
ん
と

思
は
ば
ま
づ
、
無
常
を
思
う
べ
し
」（
第
三
）、「
我
始
め
て
ま
さ
に
無
常
に
よ
り
て
聊
か
道
心
を
発
し
」（
第
四
）、『
学
道

用
心
集
』
第
一
「
龍
樹
祖
師
の
曰
く
、
世
間
の
生
滅
無
常
を
観
ず
る
の
心
も
ま
た
菩
提
心
と
名
づ
く
」。
あ
る
意
味
で
こ
の

「
無
常
」
の
解
決
こ
そ
、
仏
道
の
救
い
で
あ
る
。

　

さ
て
、
道
元
は
、〈
道
理
こ
の
一
条
の
み
に
あ
ら
ず
〉
と
別
な
道
理
を
示
す
。
山
を
登
り
、
河
を
渡
っ
た
時
に
「
わ
れ
」

が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
「
わ
れ
」
は
い
ち
お
う
経
験
主
体
と
し
て
の
「
わ
れ
」
と
考
え
ら
れ
る
。
続
い
て
〈
わ
れ
に
時
あ

る
べ
し
〉
と
い
わ
れ
る
の
は
、
道
理
と
し
て
と
い
う
よ
り
も
先
に
〈
自
己
の
時
な
る
道
理
〉
と
い
わ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て

い
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
山
を
の
ぼ
っ
た
時
は
、
私
が
山
を
の
ぼ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
私
が
経
過
し
て
い
る

時
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
に
〈
わ
れ
す
で
に
あ
り
、
時
さ
る
べ
か
ら
ず
〉
と
、
ふ
つ
う
の
道
理
で
は
理
解
し
が
た
い
言

い
方
が
な
さ
れ
る
。
時
は
去
ら
な
い
と
し
た
ら
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
。

　

龍
樹
の
『
中
論
頌
』
で
は
「
不
去
不
来
」
と
す
る
が
、
そ
れ
に
関
連
し
た
論
述
が
定
方
晟
氏
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
い
わ

れ
る
。

　
「
現
に
去
り
つ
つ
あ
る
も
の
に
、
実
に
ど
う
し
て
、
去
る
は
た
ら
き
が
成
り
立
ち
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
現
に
去
り
つ
つ
あ

る
も
の
に
、
二
つ
の
去
る
は
た
ら
き
は
、
成
り
立
た
な
い
か
ら
で
あ
る
（
第
三
偈
）。『
現
に
去
り
つ
つ
あ
る
も
の
に
去
る
は

た
ら
き
が
あ
る
』
と
主
張
す
る
な
ら
ば
、
二
つ
の
去
る
は
た
ら
き
が
あ
る
、
と
い
う
誤
り
が
付
随
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
『
現
に
さ
り
つ
つ
あ
る
も
の
』
を
成
り
立
た
せ
る
去
る
は
た
ら
き
と
、
さ
ら
に
『
そ
こ
に
去
る
は
た
ら
き
が
あ
る
』

と
い
う
去
る
は
た
ら
き
と
で
あ
る
（
第
五
偈
）。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
偈
の
要
点
は
、
一
つ
の
主
体
に
は
一
つ
の
去
る
事
し
か

な
い
、
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
も
し
も
『〈
去
り
つ
つ
あ
る
も
の
〉
が
去
る
』
と
い
う
な
ら
ば
、
主
語
の
〈
去
り
つ
つ
あ
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る
も
の
〉
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
『
去
る
』
と
新
た
に
述
語
と
し
て
付
加
さ
れ
る
『
去
る
』
と
の
二
つ
の
『
去
る
こ
と
』
が

一
つ
の
主
体
（
主
語
）
に
付
随
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。『
去
る
は
た
ら
き
』
が
二
つ
あ
る
と
す
る
と
、『
去
る
主
体
』

も
二
つ
あ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
去
る
主
体
は
一
つ
な
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
許
さ
れ
な
い
」。

　

こ
れ
に
対
す
る
定
方
氏
の
解
説
は
こ
う
で
あ
る
。

　
「
わ
れ
わ
れ
の
言
語
生
活
は
、
次
の
よ
う
な
表
現
か
ら
成
っ
て
い
る
。／
太
郎
は
行
く
。／
太
郎
は
こ
ろ
ぶ
。
太
郎
は
笑
う
。

太
郎
は
泣
く
。
太
郎
は
…
…
。
／
わ
れ
わ
れ
は
右
の
数
々
の
表
現
の
な
か
か
ら
、
太
郎
と
い
う
不
変
の
存
在
を
抽
出
し
て
く

る
。
太
郎
は
つ
ね
に
、
行
く
太
郎
か
、
こ
ろ
ぶ
太
郎
か
、
笑
う
太
郎
か
、
泣
く
太
郎
か
、
…
…
す
る
太
郎
か
、
い
ず
れ
か
の

太
郎
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
ど
の
動
作
と
も
無
関
係
の
『
太
郎
』
を
抽
出
し
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
『
太
郎
』
は

け
っ
し
て
存
在
し
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
た
か
も
そ
の
よ
う
な
『
太
郎
』
が
存
在
す
る
か
の
よ
う

に
思
い
こ
ん
で
「
太
郎
」
と
い
う
」（
PR
誌 『
春
秋
』
二
〇
一
二
年
六
月
号
、
一
頁
）

　

こ
こ
に
は
「
時
」
と
い
う
言
葉
は
な
い
が
、
ま
さ
に
《
有
時
》
の
冒
頭
で
し
め
さ
れ
た
こ
と
、
つ
ま
り
主
語
が
な
く
、

〈
有
時
〉
と
動
作
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
氏
は
、
ど
の
よ
う
な
動
作
と
も
無
関
係
な
「
わ
れ
」
は
存
在
し
な
い

こ
と
を
言
う
が
、
今
の
箇
所
で
ま
さ
に
道
元
は
そ
れ
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

道
元
は
〈
わ
れ
す
で
に
あ
り
〉
と
断
言
す
る
。「
～
し
つ
つ
あ
る
わ
れ
」
し
か
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、〈
上
山
の
時

は
有
時
の
而
今
な
り
〉
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
山
に
上の

ぼ

っ
て
い
る
わ
れ
」
は
、
わ
れ
の
〈
而
今
〉
で
あ
る
が
、〈
わ

れ
〉
と
い
う
静
止
し
た
も
の
は
な
く
、
む
し
ろ
〈
わ
れ
〉
は
つ
ね
に
〈
而
今
〉
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
上
山
の
時
は

〈
有
時
（
上
り
つ
つ
あ
る
）
の
而
今
〉
な
の
で
あ
る
。
別
の
い
い
方
を
す
れ
ば
、〈
上
山
の
時
〉
は
、
静
止
し
た
相
を
も
た
な

い
「
上
り
つ
つ
あ
る
」
時
で
あ
る
。「
上
り
つ
つ
あ
る
」
と
い
う
の
は
、〈
わ
れ
〉
の
経
過
の
様
態
で
あ
り
、
上
り
つ
つ
あ

る
〈
わ
れ
〉
は
、
去
ら
な
い
が
静
止
し
て
も
い
な
い
。
去
ら
な
い
か
ら
「
有
」
と
い
え
、
静
止
し
て
い
な
い
か
ら
「
時
」
と
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も
い
え
る
。
経
過
し
つ
つ
あ
る
事
態
が
、
い
わ
ば
〈
有
時
〉
で
あ
る
。
有
が
時
で
あ
る
現
場
で
あ
っ
て
、「
有
」
と
限
定
す

る
静
止
的
な
「
も
の
」
で
は
な
く
、
ふ
つ
う
の
「
～
の
時
」
と
い
う
停
止
し
た
時
で
も
な
い
。「
い
ま
の
み
」、「
い
ま
の
み
」

が
継
起
し
て
い
る
事
態
が
〈
有
時
〉
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
〈
上
山
の
時
は
、
有
時
の
而
今
な
り
〉
と
い
う
い
い
方
が
成
り
立

つ
。

　

さ
て
、〈
有
時
の
而
今
〉
と
い
わ
れ
る
〈
而
今
〉
と
は
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。〈
而
今
〉
は
、「
而
」
に
「
の

み
」
の
意
味
が
あ
る
か
ら
、「
い
ま
の
み
」
と
い
え
る
が
、
ふ
つ
う
の
「
現
在
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。「
現
在
」
は

過
去
と
未
来
の
間
に
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
先
ほ
ど
詳
述
し
た
よ
う
に
い
か
な
る
「
い
ま
」
も
容

れ
る
余
地
が
な
い
か
ら
、「
現
・
在
」
は
厳
密
に
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
か
り
に
「
い
ま
現
在
」
と
よ
ば
れ
て

い
る
変
化
し
つ
つ
あ
る
経
過
の
中
に
、「
存
在
（
有
）」
は
空
間
的
な
も
の
で
あ
り
静
止
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
存
在
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
「
現
に
在
る
」「
現
在
」
と
い
う
呼
称
は
妥
当
性
を
も
た
な
い
。「
而
今
」
は
説
一
切
有
部
の
時

間
論
と
も
接
点
を
も
た
な
い
。
先
に
、「
刹
那
」
は
数
量
的
な
も
の
で
空
間
的
幅
を
も
つ
の
で
「
い
ま
」
で
は
な
い
と
い
っ

た
が
、
有
部
で
は
さ
ら
に
相
応
部
の
仏
説
で
「
ま
だ
な
い
」、「
す
で
に
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
事
柄
が
、「
現
在
」
と
共
に

「
過
去
」、「
未
来
」
の
実
有
と
な
る
。
そ
し
て
法
体
（
ダ
ル
マ
）
は
現
在
の
刹
那
に
未
来
か
ら
生
じ
て
、
住
し
変
化
（
異
）

し
、
過
去
へ
滅
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
「
刹
那
」
は
、
論
理
的
な
誤
謬
、
あ
や
ま
っ
た
観
念
で
あ
る
。

　
「
わ
れ
」
を
離
れ
て
「
時
」
が
な
い
こ
と
は
す
で
に
二
節
で
述
べ
ら
れ
た
が
、
お
よ
そ
主
体
で
あ
る
「
人
」
を
は
な
れ
て
、

い
ま
の
み
（〈
而
今
〉」）
は
な
い
と
い
え
る
。
道
元
は
〈
而
今
〉
を
こ
の
よ
う
に
い
う
。

　
〈
い
は
く
の
今
時
は
、
人
人
の
而
今
な
り
。
令
我
念
過
去
未
来
現
在
、
い
く
千
万
な
り
と
も
、
今
時
な
り
、
而
今
な
り
。

人
人
の
分
上
は
か
な
ら
ず
今
時
な
り
〉《
大
悟
》。

　

自
分
で
過
去
・
現
在
・
未
来
を
想
定
し
て
み
た
と
し
て
も
、
す
べ
て
は
而
今
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
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ス
の
過
去
の
現
在
、
未
来
の
現
在
、
現
在
の
現
在
と
い
う
三
様
の
現
在
に
よ
く
似
て
い
る
。
違
う
の
は
そ
の
三
様
の
現
在
が

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
で
は
「
私
の
魂
の
中
に
あ
る
」、
と
さ
れ
る
の
に
、
道
元
で
は
「
魂
の
中
」
で
は
な
く
、「
人
」
で
あ
る

こ
と
が
そ
も
そ
も
而
今
な
の
だ
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

道
元
は
さ
ら
に
〈
時
も
し
去
来
の
相
を
保
任
せ
ば
〉
と
仮
定
す
る
。
時
が
去
り
、
来
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
ふ
つ
う
に
は

去
っ
た
と
き
は
「
昨
日
」
で
あ
り
、
ま
だ
来
な
い
時
は
「
明
日
」
で
あ
る
。
だ
が
、「
わ
れ
」
は
、
先
ほ
ど
見
た
よ
う
に
、

い
つ
で
も
「
生
じ
つ
つ
あ
る
」
と
い
う
経
過
で
あ
る
。
す
る
と
「
昨
日
の
わ
れ
」
と
「
今
の
わ
れ
」
は
、
こ
の
い
つ
も
今
で

あ
る
「
わ
れ
」
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
れ
を
道
元
は
ま
ず
は
次
の
よ
う
な
問
い
の
形
で
投
げ
か
け

る
。

　

去
来
の
相
を
認
め
て
〈
か
の
上
山
渡
河
の
時
〉
を
過
ぎ
去
っ
た
過
去
と
し
、〈
こ
の
玉
殿
朱
楼
の
時
〉
を
い
ま
と
す
れ
ば
、

過
去
の
時
に
は
今
日
の
時
が
呑
み
込
ま
れ
て
な
い
だ
ろ
う
か
、
ま
た
「
い
ま
の
わ
れ
」
で
あ
る
今
日
の
〈
こ
の
玉
殿
朱
楼
の

時
〉
は
、〈
上
山
の
時
〉
の
過
去
か
ら
吐
き
出
さ
れ
て
出
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
。

　

問
題
は
〈
か
の
上
山
渡
河
の
時
〉
と
〈
こ
の
玉
殿
朱
楼
の
時
〉
を
、
ふ
つ
う
の
時
間
概
念
で
、
ま
さ
に
そ
う
描
か
れ
て
い

る
よ
う
に
空
間
化
し
て
二
つ
の
別
々
の
「
時
」
が
あ
る
か
の
よ
う
に
思
う
こ
と
で
あ
る
。
一
時
に
二
つ
の
時
が
存
在
し
な
い

か
ら
、
人
は
、
空
間
化
さ
れ
た
「
時
」
は
ど
ち
ら
か
が
、
ど
ち
ら
か
を
包
摂
さ
れ
る
も
の
（
呑
）
と
す
る
か
、
そ
こ
か
ら
流

出
さ
れ
る
も
の
（
吐
）
と
す
る
か
し
て
、
一
つ
の
「
時
」
に
し
よ
う
と
す
る
。

　

空
間
化
さ
れ
る
時
な
ど
は
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、〈
か
の
上
山
渡
河
の
時
〉
と
〈
こ
の
玉
殿
朱
楼
の
時
〉
は
、
呑
み
込

ま
れ
た
り
、
吐
き
出
さ
れ
た
り
す
る
「
あ
る
と
き
」
で
は
な
い
。
こ
の
、
か
つ
て
山
河
を
過
ぎ
、
今
、
宮
殿
に
居
る
と
い
う

「
時
」
の
問
題
は
、
間
違
わ
れ
る
時
の
理
解
の
例
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
問
題
の
中
心
で
は
な
い
。

　

去
来
す
る
時
と
い
う
面
か
ら
道
元
が
道
得
し
た
表
現
は
、〈
昔
日
は
こ
の
と
こ
ろ
よ
り
さ
り
、
今
日
は
「
こ
の
と
こ
ろ
」
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よ
り
き
た
る
。
さ
る
と
き
は
漫
天
さ
り
、
き
た
る
と
き
は
尽
地
き
た
る
。
こ
れ
平
常
心
な
り
〉《
身
心
学
道
》
に
見
る
こ
と

が
で
き
る
。〈
こ
の
と
こ
ろ
〉
よ
り
他
に
、
有
る
と
こ
ろ
は
な
い
。「
こ
こ
」
に
尽
有
尽
界
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
「
い
ま

こ
こ
」
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。〈
去
来
は
尽
十
方
界
を
両
翼
三
翼
と
し
て
飛
去
飛
来
す
、
尽
十
方
界
を
三
足
五
足
と
し
て

進
歩
退
歩
す
る
な
り
〉《
身
心
学
道
》
と
い
わ
れ
る
。
で
は
飛
去
し
た
「
昨
日
」
と
飛
来
し
た
「
今
日
」
は
ど
の
よ
う
な
具

合
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
次
の
昨
日
の
〈
三
頭
八
臂
〉
と
今
日
の
〈
丈
六
金
身
〉
の
問
題
で
あ
り
、
そ

の
〈
わ
れ
〉
の
問
題
こ
そ
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
節　

昨
今
の
道
理

　

三
頭
八
臂
は
き
の
ふ
の
時
な
り
、
丈
六
八
尺
は
け
ふ
の
時
な
り
。
し
か
あ
れ
ど
も
、
そ
の
昨
今
の
道
理
、
た
だ
こ
れ
山
の

な
か
に
直
入
し
て
、
千
峰
万
峰
を
み
わ
た
す
時
節
な
り
、
す
ぎ
ぬ
る
に
あ
ら
ず
。
三
頭
八
臂
も
す
な
は
ち
わ
が
有
時
に
て
一

経
す
、
彼
方
に
あ
る
に
に
た
れ
ど
も
而
今
な
り
。
丈
六
八
尺
も
す
な
は
ち
わ
が
有
時
に
て
一
経
す
、
彼
処
に
あ
る
に
に
た
れ

ど
も
而
今
な
り
。　

［
注
釈
］

○
直
入
し
て
、
千
峰
万
峰　

出
典
『
宏
智
広
録
』
三
、
拈
古
。「
挙
す
。
蓮
華
庵
主
、
拄
杖
を
拈
じ
て
示
衆
し
て
…
…
又
た
自
ら
云
く
、
楖し
つ

肅り
つ

、
横
に
担
い
て
人
を
顧か

え
りみ

ず
、
千
峰
万
鋒
に
直
入
し
去
る
。
師
（
宏
智
）
云
く
、
負
い
て
入
り
負
わ
ず
し
て
出
ず
、
本
色
の
山
に
住

す
る
人
。
思
大
は
諸
仏
を
呑
尽
し
、
普
眼
は
普
賢
を
見
ず
」（T

48,28b

）。

【
現
代
語
訳
】

　

三
頭
八
臂
は
き
の
う
の
時
で
あ
る
。
丈
六
八
尺
は
今
日
の
時
で
あ
る
。
そ
う
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
昨
日
、
今
日
と

い
う
道
理
は
、
山
に
ま
っ
す
ぐ
入
っ
て
（
自
分
の
上
っ
た
）
多
く
の
峰
峰
を
見
渡
す
時
節
で
あ
る
。
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
の
で
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は
な
い
。
三
頭
八
臂
も
ほ
か
な
ら
ぬ
わ
れ
の
有
時
に
お
い
て
経
て
き
た
の
で
あ
り
、
彼か

な
た方

に
あ
る
よ
う
で
も
た
だ
今
で
あ

る
。
丈
六
八
尺
も
ほ
か
な
ら
ぬ
わ
れ
の
有
時
に
お
い
て
経
て
き
た
の
で
あ
り
、
彼あ

ち
ら処

に
あ
る
よ
う
で
も
た
だ
今
で
あ
る
。

【
解
釈
】

　

道
元
は
、「
三
頭
八
臂
は
昨
日
の
時
で
あ
り
、
丈
六
八
尺
は
今
日
の
時
で
あ
る
」
こ
と
を
ま
ず
認
め
る
。
ふ
つ
う
、
そ
れ

ら
昨
日
の
時
や
今
日
の
時
は
「
今
」
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
道
元
は
「
昨
日
」「
今
日
」
と
み
る
の
は
、
山
の
中
に
入
っ
て
、

い
ろ
い
ろ
な
峰
を
見
る
時
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
そ
の
「
山
に
入
っ
て
千
峰
万
峰
を
み
わ
た
す
時
節
」
と
は
、

ど
ん
な
時
節
だ
ろ
う
か
。「
み
わ
た
す
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
か
ら
、
自
分
の
ま
な
ざ
し
を
内
に
向
け
て
、
あ
た
か
も
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
魂
の
働
き
の
よ
う
に
、
過
去
や
今
日
の
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
想
起
す
る
こ
と
な
の
か
と
思
わ
れ
る
。

　

だ
が
、〈
山
の
な
か
に
直
入
し
て
、
千
峰
万
峰
〉
は
、
注
釈
で
み
た
よ
う
に
本
色
の
僧
の
あ
り
方
と
い
う
よ
う
な
重
い
響

き
が
あ
る
。《
山
水
経
》
に
は
〈
山
中
人
は
不
覚
不
知
な
り
。
山
中
と
は
、
世
界
裏
の
華
開
な
り
。
山
外
人
は
不
覚
不
知
な

り
。
山
を
見
る
眼
目
非
ざ
る
人
は
、
不
覚
不
知
〉
と
あ
る
。〈
山
中
〉
と
は
、〈
世
界
裏
の
華
開
〉
と
あ
る
よ
う
に
悟
り
の
と

こ
ろ
で
あ
る
。〈
山
中
人
は
不
覚
不
知
で
あ
る
〉
と
は
、〈
諸
仏
の
ま
さ
し
く
諸
仏
な
る
と
き
は
、
自
己
は
諸
仏
な
り
と
覚
知

す
る
こ
と
を
も
ち
ゐ
ず
〉《
現
成
公
案
》、
と
い
わ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
次
の
よ
う
に
も
い
わ
れ
る
。

　
〈
師
い
は
く
、「
い
か
な
ら
ん
か
こ
れ
山
中
人
」。
末
山
い
は
く
、「
非
男
女
等
相
」〉《
礼
拝
得
髄
》。

　

こ
こ
で
も
男
女
の
相
が
も
は
や
な
い
と
こ
ろ
は
、
仏
境
涯
で
あ
ろ
う
。
仏
で
あ
る
と
こ
ろ
と
は
、
祗
管
打
坐
の
と
こ
ろ
、

と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。〈
直
入
〉
に
は
、
す
っ
と
深
く
打
坐
に
入
る
と
い
う
趣
き
が
あ
る
。
そ
こ
で
〈
千
峰
万
峰
を
み

わ
た
す
〉
と
い
う
こ
と
は
、〈
わ
れ
を
排
列
し
て
わ
れ
こ
れ
を
み
る
〉（
二
節
）
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
相
応
し
よ
う
。
そ
こ
に

開
か
れ
る
こ
と
は
、〈
世
間
に
て
山
を
の
ぞ
む
時
節
と
、
山
中
に
て
山
に
あ
ふ
時
節
と
、
頂
寧
眼
睛
は
る
か
に
こ
と
な
り
〉

《
山
水
経
》
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と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
万
法
が
現
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、〈
有
時
み
な
尽
時
な
り
〉（
三
節
）
と
い
わ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
、
昨
日
の
時
、
今
日
の
時
、
昔
日
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と

で
も
あ
る
。　
　

　

だ
が
、「
時
」
は
空
間
的
表
象
抜
き
に
、
そ
の
も
の
と
し
て
考
察
し
に
く
い
。
す
く
な
く
と
も
「
有
時
に
尽
界
が
あ
る
」

と
い
う
空
間
的
表
象
か
ら
類
推
し
て
「
有
時
は
尽
時
で
あ
る
」
と
は
考
え
に
く
い
だ
ろ
う
。
そ
の
〈
有
時
み
な
尽
時
〉
で
あ

る
と
こ
ろ
を
、
道
元
の
表
現
の
中
に
探
す
な
ら
「
わ
づ
か
に
一
人
一
時
の
坐
禅
な
り
と
い
へ
ど
も
諸
法
と
あ
ひ
冥
し
、
諸
時

と
ま
ど
か
に
通
ず
る
が
ゆ
え
に
、
無
尽
法
界
の
中
に
去
来
現
に
常
恒
の
仏
化
道
事
を
な
す
な
り
」『
辦
道
話
』
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
打
坐
の
と
こ
ろ
に
（
過
）
去
・（
未
）
来
・
現
（
在
）
常
に
仏
道
が
行
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は

別
の
表
現
で
は
〈
釈
迦
牟
尼
仏
、
菩
提
樹
下
に
跏
趺
坐
し
ま
し
ま
し
て
、
五
十
小
劫
を
経
歴
し
、
六
十
劫
を
経
歴
し
、
無
量

劫
を
経
歴
し
ま
し
ま
す
〉《
三
昧
王
三
昧
》
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

釈
迦
が
菩
提
樹
下
に
あ
っ
て
無
量
劫
を
経
歴
し
た
よ
う
に
、
打
坐
の
時
に
〈
諸
時
と
ま
ど
か
に
通
〉
じ
て
、「
昨
日
の
三

頭
八
臂
」
を
経
て
、「
今
日
の
丈
六
八
尺
」
を
経
る
の
で
あ
り
、
そ
の
「
昨
日
」、「
今
日
」
は
過
ぎ
去
ら
な
い
の
だ
。〈
正
当

恁
麼
時
の
み
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
有
時
み
な
尽
時
〉
と
い
わ
れ
た
こ
と
の
内
実
で
あ
る
。

　
〈
正
当
恁
麼
時
〉
は
「
わ
れ
」
が
打
坐
す
る
「
わ
れ
の
時
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
続
い
て
〈
三
頭
八
臂
も
す
な
は
ち
わ
が
有

時
に
て
一
経
す
〉、〈
丈
六
八
尺
も
す
な
は
ち
わ
が
有
時
に
て
一
経
す
〉
と
い
わ
れ
る
。「
一
経
」
は
た
ん
に
経
る
と
い
う
意

味
だ
け
で
は
な
く
、
後
に
「
経
歴
」
と
い
わ
れ
る
意
味
を
も
含
ん
で
い
よ
う
。

　

こ
れ
は
前
に
人
が
山
を
上
り
、
河
を
渡
る
た
と
え
が
あ
っ
た
の
で
、
同
じ
こ
の
わ
れ
（
修
行
者
）
が
、
昨
日
は
三
頭
八
臂

と
し
て
経
験
し
て
き
た
、
今
日
は
、
同
じ
こ
の
わ
れ
（
修
行
者
）
が
丈
六
金
身
と
し
て
経
験
し
て
き
て
い
る
、
と
い
う
意
味

か
と
思
え
る
が
、
じ
つ
は
違
う
。
丈
六
金
身
、
三
頭
八
臂
に
は
、「
だ
れ
」
と
い
う
主
語
が
な
か
っ
た
。
だ
れ
が
、
で
は
な
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く
、「
昨
日
の
三
頭
八
臂
（
仏
）」
と
い
う
あ
り
方
、「
今
日
の
丈
六
金
身
（
仏
）」
と
い
う
あ
り
方
は
、
今
、
自
ら
が
打
坐
に

お
い
て
ほ
と
け
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
ほ
と
け
の
わ
れ
」
へ
と
脱
落
し
、
も
は
や
、
誰
彼
と
い
う
主
語
と
し
て
の
わ
れ

が
な
い
、
あ
え
て
い
え
ば
〈
過
去
・
現
在
・
未
来
の
諸
仏
、
と
も
に
ほ
と
け
と
な
る
と
き
は
、
か
な
ら
ず
釈
迦
牟
尼
仏
と
な

る
な
り
〉《
即
心
是
仏
》
で
あ
る
か
ら
、
ほ
と
け
と
し
て
今
、
現
に
諸
時
を
経
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、「
諸
時
と
ま
ど

か
に
通
ず
る
」
と
い
う
内
実
が
い
ま
ひ
と
つ
明
確
で
は
な
い
。《
諸
悪
莫
作
》
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

　
〈
な
ん
ぢ
が
身
心
を
拈
来
し
て
修
行
し
、
た
れ
の
身
心
を
拈
来
し
て
修
行
す
る
に
、
四
大
五
蘊
に
て
修
行
す
る
ち
か
ら
、
驀

地
に
見
成
す
る
に
、
四
大
五
蘊
の
自
己
を
染
汚
せ
ず
、
今
日
の
四
大
五
蘊
ま
で
も
修
行
せ
ら
れ
も
て
ゆ
く
。
如
今
の
修
行
な

る
四
大
五
蘊
の
ち
か
ら
、
上
項
（
こ
れ
ま
で
）
の
四
大
五
蘊
を
修
行
な
ら
し
む
る
な
り
。
山
河
大
地
・
日
月
星
辰
に
て
も
修
行

せ
し
む
る
に
、
山
河
大
地
・
日
月
星
辰
か
へ
り
て
わ
れ
ら
を
修
行
せ
し
む
る
な
り
。
一
時
の
眼
睛
に
あ
ら
ず
、
諸
時
の
活
眼

な
り
〉。

　

今
、
自
分
や
汝
や
た
れ
が
修
行
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
も
、
仏
行
で
あ
っ
て
、
も
は
や
主
体
は
脱
落
す
る
の
で
あ
る
か

ら
、
ほ
と
け
の
行
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
れ
ま
で
（
上
項
）
の
諸
仏
諸
祖
を
修
行
さ
せ
、
日
月
を
も
修
行
さ
せ
る
、
と
い
わ
れ

る
。
そ
れ
が
〈
一
時
の
眼
睛
〉
で
は
な
く
、〈
諸
時
の
活
眼
〉
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
主
体
が
も
は
や
な
い

と
こ
ろ
で
の
諸
仏
と
の
時
の
響
き
合
い
が
表
さ
れ
て
い
よ
う
。〈
諸
時
〉
は
〈
有
時
〉
の
動
的
な
働
き
を
い
っ
て
い
る
と
お

も
わ
れ
る
。

　

そ
れ
は
《
行
持
》
で
〈
わ
が
行
持
す
な
は
ち
十
方
の
匝
地
漫
天
、
み
な
そ
の
功
徳
を
か
う
む
る
。
他
も
し
ら
ず
、
わ
れ
も

し
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
し
か
あ
る
な
り
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
、
諸
仏
諸
祖
の
行
持
に
よ
り
て
、
わ
れ
ら
が
行
持
見
成
し
、
わ
れ
ら

が
大
道
通
達
す
る
な
り
。
わ
れ
ら
が
行
持
に
よ
り
て
、
諸
仏
の
行
持
見
成
し
、
諸
仏
の
大
道
通
達
す
る
な
り
〉
と
い
わ
れ
る

よ
う
な
〈
大
道
〉
が
、
自
己
だ
け
で
は
な
く
〈
か
へ
り
て
〉
一
切
と
同
時
に
働
き
あ
う
、
そ
の
こ
と
を
指
す
。
私
の
行
持
が
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た
だ
ち
に
他
の
行
持
に
な
り
、
諸
仏
の
行
持
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
行
仏
の
時
に
こ
そ
、〈
わ
が
有
時
に
て
一
経
す
〉
と

い
い
う
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
の
と
こ
ろ
か
ら
〈
彼
方
に
あ
る
に
に
た
れ
ど
も
而
今
な
り
〉、〈
彼
処
に
あ
る
に
に
た
れ
ど
も
而
今
な
り
〉
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
〈
而
今
〉
を
次
の
言
葉
は
明
瞭
に
示
す
。〈
か
の
行
持
を
見
成
す
る
行
持
は
、
す
な
は
ち
こ
れ
わ
れ
ら

が
い
ま
の
行
持
な
り
。
行
持
の
い
ま
は
、
自
己
の
本
有
元
住
に
あ
ら
ず
。
行
持
の
い
ま
は
、
自
己
に
去
来
出
入
す
る
に
あ
ら

ず
。
い
ま
と
い
ふ
道
は
、
行
持
よ
り
さ
き
に
あ
る
に
は
あ
ら
ず
、
行
持
現
成
す
る
を
い
ま
と
い
ふ
〉《
行
持
》。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
〈
而
今
〉
を
私
の
実
存
と
し
て
の
打
坐
と
切
り
離
し
た
「
こ
の
今
」
と
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
〈
而

今
〉
は
、
ほ
と
け
と
な
る
正
当
恁
麼
時
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
過
去
現
在
未
来
と
い
う
人
間
の
先
天
的
と
も
い
う
べ
き

時
間
観
念
に
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
と
こ
ろ
、〈
空
劫
已
前
の
消
息
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
而
今
の
活
計
な
り
〉《
山
水
経
》
と

い
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、〈
有
時
〉
は
、
つ
ね
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
、
状
態
が
有
時
な
の
で
は
あ
る
が
、〈
而
今
〉
は
別
で
あ
り
、
先
に
見

た
諸
仏
や
日
月
星
辰
と
の
〈
同
時
〉
も
、
す
べ
て
仏
道
に
お
い
て
発
心
・
修
行
・
菩
提
・
涅
槃
の
時
に
の
み
妥
当
す
る
の
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
道
元
の
〈
有
時
〉
は
哲
学
的
時
間
論
に
納
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

そ
れ
は
あ
た
か
も
〈
尽
十
方
界
真
実
人
体
〉
が
、
ふ
つ
う
の
身
体
論
と
い
え
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、

〈
尽
十
方
界
真
実
人
体
〉
は
ふ
つ
う
の
身
体
論
を
鋭
く
批
判
す
る
高
次
の
身
体
論
で
あ
る
と
は
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
自
己

と
外
界
を
厳
密
に
区
別
す
る
も
の
な
ど
は
実
際
に
は
な
く
、
自
己
は
絶
え
ず
外
界
か
ら
空
気
・
水
・
栄
養
な
ど
を
と
り
い

れ
、
気
象
、
天
体
の
動
き
に
ま
で
敏
感
に
反
応
し
、
ま
た
自
己
の
内
部
に
三
〇
％
も
の
別
の
生
命
体
（
菌
な
ど
）
を
か
か
え

て
い
る
開
放
系
で
あ
り
、
小
さ
く
見
れ
ば
、
細
胞
単
位
で
そ
の
人
の
す
べ
て
の
情
報
を
も
っ
た
生
命
と
し
て
、
た
え
ず
生
死

し
つ
つ
あ
る
と
も
い
え
る
。
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同
様
に
、
ふ
つ
う
「
時
間
」
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
人
間
が
諸
道
具
に
よ
り
計
測
し
た
も
の
で
あ
る
ほ
か
な
く
、
事
実

は
、
今
、
今
の
連
続
が
「
わ
れ
」
に
お
い
て
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
「
今
」
は
け
っ
し
て
瞬
間
的
な
も
の
で
は
な
く
、

あ
る
意
味
で
は
今
に
お
け
る
個
人
の
す
べ
て
の
経
験
が
人
の
精
神
に
も
肉
体
に
も
刻
ま
れ
て
い
く
そ
の
す
べ
て
と
い
え
る
。

赤
子
の
時
の
傷
は
大
人
に
な
っ
た
今
も
あ
る
し
、
さ
ら
に
そ
の
経
験
と
は
、
個
人
の
経
て
き
た
こ
と
に
限
ら
れ
ず
、
誕
生
以

前
の
個
体
発
生
は
系
統
発
生
を
繰
り
返
す
と
い
う
生
物
史
の
経
験
も
含
ま
れ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
系
統
発
生
の
最
終
段
階
で

あ
る
人
類
に
な
っ
て
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
人
々
と
混
血
を
繰
り
返
し
て
き
た
か
も
個
人
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
に
は
経
験
と
し
て
書
き
込

ま
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
過
去
は
過
ぎ
去
っ
て
今
は
な
い
、
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
知
見
も
た
か
だ
か
今
の
科
学
で
の
知
り
う
る
限
り
の
こ
と
で
、
人
が
今
、
今
に
経
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
の

全
貌
は
人
に
は
計
り
知
れ
な
い
と
い
う
の
が
事
実
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
計
り
知
れ
な
い
「
時
」、
す
な
わ
ち
「
父
母
未
生
以
前
」
に
、
こ
の
い
ま
、
心
身
を
開
い
て
い
く
の
が
打
坐
で
あ
る

と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
の
よ
う
に
心
身
を
開
い
て
い
か
な
い
な
ら
ば
、
孤
立
し
た
「
私
」
と
私
に
無
関
係
な
直
線
的
、
機
械
的
時
間
が
あ
り
、

私
は
そ
の
時
間
の
中
で
瞬
時
に
過
ぎ
去
っ
て
い
く
あ
ぶ
く
の
よ
う
な
「
個
」
で
し
か
な
い
。
い
や
、
事
実
は
尽
十
方
界
に
開

か
れ
、
諸
時
に
開
か
れ
て
い
る
自
己
な
の
で
あ
る
が
、
小
さ
い
頃
か
ら
「
私
」
と
し
て
限
定
し
、
他
と
の
区
別
の
世
界
で
、

こ
の
「
わ
た
し
」
に
固
執
し
て
、
こ
れ
だ
け
は
確
実
に
去
り
行
か
な
い
も
の
と
し
て
「
あ
る
」
と
考
え
続
け
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
。
す
で
に
父
母
未
生
已
前
の
時
に
生
き
て
い
る
事
実
が
、〈
有
時
〉
は
、
迷
で
も
悟
で
も
い
か
な
る
な
る
状
況
で
も

〈
有
時
〉
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
所
以
で
も
あ
ろ
う
。
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五
節　

尽
有
は
つ
ら
な
り
な
が
ら
時
時

　

し
か
あ
れ
ば
、
松
も
時
な
り
、
竹
も
時
な
り
。
時
は
飛
去
す
る
と
の
み
解
会
す
べ
か
ら
ず
、
飛
去
は
時
の
能
と
の
み
は
学

す
べ
か
ら
ず
。
時
も
し
飛
去
に
一
任
せ
ば
、
間
隙
あ
り
ぬ
べ
し
。
有
時
の
道
を
経
聞
せ
ざ
る
は
、
す
ぎ
ぬ
る
と
の
み
学
す
る

に
よ
り
て
な
り
。
要
を
と
り
て
い
は
く
、
尽
界
に
あ
ら
ゆ
る
尽
有
は
、
つ
ら
な
り
な
が
ら
時
時
な
り
。
有
時
な
る
に
よ
り
て

吾
有
時
な
り
。

［
注
釈
］

○
間
隙
　
隙
間
（
す
き
ま
）。　

＊
道
元
用
例
〈
発
心
・
修
行
・
菩
提
・
涅
槃
、
し
ば
ら
く
の
間
隙
あ
ら
ず
〉《
行
持
》、〈
仏
授
記
祖
授
記
の
転
次
す
る
、
回
避
の
と
こ
ろ
、

間
隙
あ
ら
ず
〉《
授
記
》
な
ど
。

○
経
聞
　
辞
書
に
な
く
、『
正
法
眼
蔵
』
で
も
こ
こ
の
み
。
前
後
に
「
一
経
」「
経
歴
」
が
あ
る
の
で
、
掛
け
て
「
経
聞
」
と
し
た
の
だ
ろ

う
か
。

【
現
代
語
訳
】

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
松
も
時
で
あ
る
。
竹
も
時
で
あ
る
。
時
は
飛
び
去
る
と
だ
け
理
解
し
て
は
い
け
な
い
。
飛
び
去
る
と

い
う
こ
と
は
時
の
能
力
だ
と
ば
か
り
学
ん
で
は
い
け
な
い
。
時
が
も
し
飛
び
去
る
ば
か
り
で
あ
る
な
ら
、（
時
と
時
の
間
に
）

す
き
ま
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
有
時
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
の
は
、（
時
は
）
過
ぎ
去
る
も
の
だ
と
ば
か
り

学
ぶ
か
ら
で
あ
る
。
要
点
を
言
う
な
ら
尽
界
に
あ
る
す
べ
て
の
有
は
、（
す
き
ま
な
く
）
つ
な
が
り
な
が
ら
、
時
時
で
あ
る
。

有
時
で
あ
る
か
ら
、「
吾
」
の
有
時
で
あ
る
。

【
解
釈
】　

　
〈
し
か
あ
れ
ば
〉
は
、
直
前
の
文
脈
を
受
け
る
の
で
は
な
く
、
前
の
叙
述
全
体
を
受
け
て
い
よ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
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こ
こ
で
突
然
、
松
や
竹
が
出
て
き
た
こ
と
が
理
解
し
が
た
い
。
し
か
し
、
最
初
の
偈
で
は
じ
め
の
四
句
は
、
人
あ
る
い
は
仏

の
あ
り
方
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
二
節
以
下
で
丈
六
金
身
、
三
頭
八
臂
や
、
人
が
山
河
を
行
く
と
い
う
例
で
言

及
さ
れ
て
き
た
。
つ
づ
く
五
、六
句
は
〈
有
時
拄
杖
払
子
、
有
時
露
柱
灯
籠
〉
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
人
間
以
外
の
「
も
の
」

で
あ
る
点
で
、
松
や
竹
と
同
じ
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
こ
は
偈
の
五
、六
句
の
展
開
と
み
な
せ
よ
う
。
ち
な
み
に
六
節
で

〈
青
原
も
時
な
り
、
黄
檗
も
時
な
り
〉
と
出
て
く
る
の
も
、
偈
の
第
七
句
〈
張
三
李
四
〉
が
人
で
あ
る
こ
と
の
展
開
だ
と
い

え
る
。

　

そ
こ
で
〈
し
か
あ
れ
ば
〉
の
内
実
は
、
そ
れ
ま
で
に
論
述
さ
れ
た
〈
有
は
み
な
時
な
り
〉（
一
章
二
節
）、〈
こ
の
尽
界
の

頭
頭
物
物
を
、
時
時
な
り
と
覷
見
す
べ
し
〉（
一
節
）。〈
有
草
有
象
と
も
に
時
な
り
〉（
二
節
）
な
ど
と
見
る
こ
と
も
で
き

る
。
こ
れ
ら
の
叙
述
か
ら
は
松
も
竹
も
有
で
あ
る
か
ら
、〈
松
も
時
な
り
、
竹
も
時
な
り
〉
は
す
な
お
に
繋
が
る
。

　

だ
が
、
ふ
つ
う
に
は
松
や
竹
は
空
間
に
位
置
を
占
め
る
物
体
で
あ
っ
て
、
静
止
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
松
の
「
時
」
で

あ
る
こ
と
は
、
ふ
つ
う
、
私
た
ち
の
認
識
に
は
な
ら
な
い
。
道
元
が
驚
く
べ
き
洞
察
で
〈
松
も
時
な
り
、
竹
も
時
な
り
〉
と

言
う
の
を
、
も
う
少
し
ふ
つ
う
に
理
解
で
き
る
事
柄
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。

　

松
、
竹
、
拄
杖
払
子
な
ど
が
外
界
の
実
体
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
山
口
氏
（『
評
説
イ
ン
ド
仏
教
哲
学
史
』

一
三
頁
）
は
原
始
仏
典
の
相
応
部
有
偈
篇
を
引
い
て
こ
う
い
う
。

　
「
か
の
（
外
界
の
）
有
為
（
＝
実
体
）
な
る
も
の
は
、（
外
界
か
ら
知
覚
に
）
感
受
さ
れ
た
も
の
が
表
象
化
さ
れ
、
そ
し
て

〔
外
界
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
〕「
色
（
観
念
的
な
実
体
的
形
態
）」
と
（
同
じ
と
）
し
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
私
自

身
は
（
そ
の
よ
う
に
誤
っ
て
実
体
視
さ
れ
て
い
る
）
そ
れ
（
＝
有
為
）
で
は
な
い
し
、
私
に
は
（
実
体
視
さ
れ
て
い
る
よ

う
な
）
そ
れ
（
＝
有
為
）（
の
所
有
）
は
な
い
、
と
こ
の
よ
う
（
な
心
境
）
に
な
る
時
、
人
は
（
誰
で
も
）
執
着
を
離
れ
る
」

（SN
,I-Ⅳ

-2-6,p112,

『
悪
魔
と
の
対
話
』
三
三
頁
参
照
）」。
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世
間
で
は
、
本
能
ま
た
は
先
天
的
な
意
識
が
判
断
す
る
と
お
り
、
自
分
た
ち
に
感
受
さ
れ
知
覚
さ
れ
て
い
る
表
象
が
外

界
の
実
体
的
な
姿
だ
と
信
じ
ら
れ
て
、『
有
為
（sankhata/sam

skrta

）』
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
仏
陀
の
言
葉
で
は
、

わ
れ
わ
れ
の
五
官
の
知
覚
が
外
界
に
接
触
す
る
と
、
ま
ず
『〔
瞬
間
的
に
〕
感
受
さ
れ
た
も
の
（vedayitam

）』
が
成
立
し
、

そ
れ
が
『
表
象
さ
れ
る
（sannam

）』。
次
い
で
、
先
天
的
習
慣
に
よ
っ
て
そ
の
表
象
が
知
覚
に
捕
捉
さ
れ
た
外
界
と
み
な

さ
れ
、
す
で
に
記
憶
さ
れ
て
い
る
『
没
時
間
的
な
形
態
観
念
（rupam

）』
と
同
定
さ
れ
、
外
界
に
あ
る
実
体
と
『
認
識
さ

れ
る
（vinnanam

）』。
そ
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
た
外
界
の
実
体
が
『
有
為
』
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。　

　
「
こ
の
説
明
の
後
で
、
仏
陀
は
私
自
身
は
そ
の
よ
う
に
実
体
視
さ
れ
て
い
る
『
そ
れ
』、
つ
ま
り
『
有
為
』
で
は
な
い
し
、

わ
た
し
に
は
『
そ
れ
』
の
よ
う
な
『
有
為
』
な
る
実
体
の
所
有
が
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
心
境
に
な
れ
た
と
き
に
人
は
誰
で

も
外
界
の
実
体
に
対
す
る
執
着
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
教
え
て
い
る
。
否
定
さ
れ
た
こ
の
誤
っ
た
認
識
の
成
立
過

程
が
漢
訳
語
で
『
行
』
と
翻
訳
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
本
能
的
『
行
』
の
克
服
こ
そ
が
仏
教
の
実
践
眼
目
で
あ
る
」

（
山
口
氏
一
四
頁
）。

　

山
口
氏
の
い
う
と
お
り
で
は
あ
ろ
う
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
仏
道
は
「
行
」
の
克
服
そ
れ
自
体
が
目
指
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
そ
の
よ
う
に
「
行
」
を
克
服
（
非
思
量
の
打
坐
）
し
て
外
界
の
実
在
と
見
な
さ
れ
た
も
の
に
対
す
る
「
執
着
を
離

れ
る
」
こ
と
こ
そ
が
目
指
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
私
た
ち
が
「
松
」
と
認
識
し
て
す
る
ま
で
に
、
そ
の
「
松
」

は
過
去
に
去
り
、
近
過
去
と
し
て
の
松
で
あ
る
。
認
識
さ
れ
た
「
松
」
を
「
虚
妄
の
法
」
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
道

元
は
「
松
」
と
認
識
す
る
こ
と
を
虚
妄
と
し
な
い
。
む
し
ろ
道
元
は
こ
こ
で
「
松
」
を
認
識
す
る
仕
方
の
変
更
を
迫
る
。
実

在
す
る
個
物
、
あ
る
い
は
概
念
と
し
て
不
変
な
「
松
」
で
は
な
く
、
今
、
目
前
に
経
過
し
つ
つ
あ
る
松
と
し
て
、「
松
も
時

で
あ
る
」
と
認
識
し
ろ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
外
界
の
静
止
し
た
事
物
と
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
実
は
「
わ
れ
」
と
同
じ
速
度
で
（
同
時
的
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に
）
間
断
な
く
経
過
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
覷
見
」
す
な
わ
ち
詳
し
く
見
れ
ば
、
松
に
は
「
時
」
の
痕
跡
が
あ
る
。
年
輪

だ
。
年
輪
と
い
う
痕
跡
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
十
年
と
か
三
十
年
と
い
う
松
の
「
時
」
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
は
一
年
毎
に
付
く
の
で
は
な
く
、
日
々
時
々
成
長
し
て
い
る
そ
の
痕
跡
で
あ
る
。
そ
う
見
れ
ば
「
松
も
時
で
あ
る
」
と
い

う
こ
と
も
分
か
ろ
う
。
松
（
有
）
が
時
で
あ
れ
ば
、
そ
の
時
は
過
ぎ
去
っ
た
り
、
流
れ
去
っ
た
り
し
て
無
く
な
る
も
の
で
は

な
い
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
〈
時
は
飛
去
す
る
と
の
み
解
会
す
べ
か
ら
ず
〉
と
道
元
は
い
う
。

　

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
道
元
は
終
始
、
時
の
去
来
の
相
を
否
定
し
て
い
な
い
。〈
と
の
み
解
会
す
べ
か
ら
ず
〉、〈
と

の
み
は
学
す
べ
か
ら
ず
〉、〈
も
し
飛
去
に
一
任
せ
ば
〉、〈
と
の
み
学
す
る
〉
と
い
う
言
い
方
が
無
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

私
達
が
感
じ
る
無
常
と
い
う
時
の
感
覚
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
本
稿
二
章
三
節
の
〈
道
理
こ
の
一
条
の
み
に
あ
ら

ず
〉
の
と
こ
ろ
で
見
た
通
り
で
あ
る
。

　
〈
飛
去
は
時
の
能
と
の
み
は
学
す
べ
か
ら
ず
〉
と
道
元
は
い
う
。
時
の
飛
去
の
み
な
ら
ず
、
あ
る
意
味
で
は
、
あ
ら
ゆ
る

も
の
が
飛
去
す
る
と
も
い
う
。
山
も
動
い
て
お
り
、〈
諸
山
の
脚
尖
、
よ
く
諸
水
を
行
歩
〉
し
、〈
青
山
の
運
歩
は
其
疾
如
風

よ
り
も
す
み
や
か
〉《
山
水
経
》
と
い
う
。

　

い
っ
ぽ
う
去
来
や
飛
去
で
は
な
い
時
の
功
徳
（
働
き
、
あ
り
か
た
）
が
、
後
に
〈
住
法
位
〉
と
〈
経
歴
〉
と
い
う
用
語
で

展
開
さ
れ
る
。

　

次
に
〈
時
も
し
飛
去
に
一
任
せ
ば
、
間
隙
あ
り
ぬ
べ
し
〉
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
昨
日
が
過
ぎ
去
っ
て
、
今
日

が
来
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
去
っ
た
時
と
来
る
時
は
同
時
で
は
あ
り
得
な
い
か
ら
、
二
つ
の
時
の
間
が
で
き
る
わ
け
で
、
そ
れ

が
「
間
隙
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
有
部
の
時
間
論
の
刹
那
滅
に
あ
て
は
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

ど
ん
な
に
刹
那
を
短
く
し
て
み
て
も
、
次
の
刹
那
と
の
間
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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〈
要
を
と
り
て
い
は
ば
、
尽
界
に
あ
ら
ゆ
る
尽
有
は
、
つ
ら
な
り
な
が
ら
時
時
な
り
〉
は
、
一
節
で
〈
尽
界
の
頭
頭
物
物

を
時
時
な
り
〉
と
い
う
こ
と
に
〈
つ
ら
な
り
な
が
ら
〉
を
加
え
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
う
す
る
と

「
頭
頭
物
物
が
連
な
り
な
が
ら
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
一
茎
草
は
一
茎
草
で
あ
っ
て
、
な
に
か
他
の
も
の
と
連

な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
尽
有
の
物
物
が
連
な
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　

そ
う
で
は
な
く
て
、〈
時
時
の
時
に
尽
有
尽
界
あ
る
〉（
二
節
）
そ
の
「
尽
界
に
あ
る
尽
有
」
の
全
体
が
時
時
で
あ
っ
て
、

そ
の
時
時
の
あ
り
か
た
が
「
つ
ら
な
り
な
が
ら
」
な
の
だ
と
解
せ
る
。
そ
れ
は
先
に
も
引
い
た
〈
去
来
は
尽
十
方
界
を
両
翼

三
翼
と
し
て
飛
去
飛
来
す
、
尽
十
方
界
を
三
足
五
足
と
し
て
進
歩
退
歩
す
る
〉《
身
心
学
道
》
と
い
わ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
か
ら

も
明
ら
か
で
あ
る
。〈
つ
ら
な
り
な
が
ら
〉
時
々
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
隙
は
な
い
こ
と
に
な
る
。〈
つ
ら
な
り
な
が

ら
〉
は
、
し
か
し
、
直
線
上
に
ま
っ
す
ぐ
連
な
る
よ
う
な
「
連
な
る
」
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
の
こ
と
は
後
に
〈
経
歴
〉
が

〈
今
日
よ
り
昨
日
に
経
歴
す
〉〈
今
日
よ
り
今
日
に
経
歴
す
〉
な
ど
と
い
わ
れ
て
、
一
方
向
の
直
線
の
連
な
り
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。

　
〈
有
時
な
る
に
よ
り
て
吾
有
時
な
り
〉
は
、〈
自
己
の
時
な
る
道
理
〉（
一
節
）
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
打
坐
の
わ
れ
の
あ

り
方
を
離
れ
て
は
な
い
。〈
有
時
〉
が
〈
吾
有
時
〉
と
い
わ
れ
る
時
の
〈
吾
〉
は
、
こ
の
「
わ
れ
」
の
意
味
を
当
然
ふ
く
ん

で
い
よ
う
が
、
あ
え
て
「
吾
」
と
綴
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。

　

わ
れ
が
祗
管
打
坐
す
る
そ
の
今
は
、〈
正
当
恁
麼
時
の
み
な
り
〉
と
い
わ
れ
た
。
ま
さ
に
こ
の
今
、
而
今
で
あ
る
が
、「
い

ま
」
と
い
う
の
は
日
常
語
に
お
い
て
も
話
者
の
「
い
ま
」（
現
に
経
過
し
つ
つ
あ
る
短
い
時
間
）
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
よ

う
な
話
者
、
当
事
者
と
し
て
の
「
わ
れ
」
が
「
吾
」
に
は
含
ま
れ
て
い
て
、
そ
れ
ゆ
え
〈
吾
有
時
〉
な
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
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三
章
　
有
時
の
功
徳

一
節　

経
歴
の
功
徳

　

有
時
に
経
歴
の
功
徳
あ
り
。
い
は
ゆ
る
、
今
日
よ
り
明
日
へ
経
歴
す
、
今
日
よ
り
昨
日
に
経
歴
す
、
昨
日
よ
り
今
日
に
経

歴
す
、
今
日
よ
り
今
日
に
経
歴
す
、
明
日
よ
り
明
日
に
経
歴
す
。
経
歴
は
そ
れ
時
の
功
徳
な
る
が
ゆ
ゑ
に
。

　

古
今
の
時
、
か
さ
な
れ
る
に
あ
ら
ず
、
な
ら
び
つ
も
れ
る
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
青
原
も
時
な
り
、
黄
檗
も
時
な
り
、
江
西

も
石
頭
も
時
な
り
。
自
他
す
で
に
時
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
修
証
は
諸
時
な
り
。
入
泥
入
水
、
お
な
じ
く
時
な
り
。

　

い
ま
の
凡
夫
の
見
、
お
よ
び
見
の
因
縁
、
こ
れ
凡
夫
の
み
る
と
こ
ろ
な
り
と
い
へ
ど
も
、
凡
夫
の
法
に
あ
ら
ず
。
法
し
ば

ら
く
凡
夫
を
因
縁
せ
る
の
み
な
り
。

　

こ
の
時
こ
の
有
は
法
に
あ
ら
ず
と
学
す
る
が
ゆ
ゑ
に
、
丈
六
金
身
は
わ
れ
に
あ
ら
ず
と
認
ず
る
な
り
。
わ
れ
を
丈
六
金
身

に
あ
ら
ず
と
の
が
れ
ん
と
す
る
、
ま
た
す
な
は
ち
有
時
の
片
片
な
り
、
未
証
拠
者
の
看
看
な
り
。

［
注
釈
］

○
経
歴
　『
広
辞
苑
』
で
は
①
年
月
が
経
め
ぐ
る
こ
と
、
②
人
が
各
地
を
巡
り
歩
く
事
、
③
経
て
き
た
学
業
、
職
業
な
ど
に
関
す
る
事
柄
。

道
元
用
例
で
は
①
の
意
味
で
は
〈
年
月
を
経
歴
し
〉
を
《
行
持
》
な
ど
で
三
回
、〈
時
節
を
経
歴
〉
を
《
無
情
説
法
》
と
《
春
秋
》
で
用

い
、
そ
の
他
〈
劫
を
経
歴
〉《
三
昧
王
三
昧
》、〈
九
白
を
経
歴
〉《
三
昧
王
三
昧
》、〈
霜
華
を
経
歴
〉《
道
得
》
と
使
う
。
②
の
意
味
の
用

例
も
〈
十
方
の
叢
林
に
経
歴
し
て
〉《
坐
禅
箴
》、〈
無
量
生
を
経
歴
〉
を
《
伝
衣
》
と
《
行
持
》
で
用
い
る
。
道
元
は
こ
こ
で
は
基
本
的

に
は
①
の
意
味
で
用
い
、
そ
れ
に
独
特
の
解
釈
を
施
す
。［
水
野
訳
］
は
「
切
れ
目
な
く
続
く
」
と
す
る
が
、
採
ら
な
い
。

○
功
徳　

仏
教
語
と
し
て
の
「
功
徳
」
は
多
義
で
あ
る
。
中
村
『
仏
教
語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
十
一
種
の
意
味
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の

第
十
に
、
働
き
、
効
用
、
例
『
正
法
眼
蔵
』《
一
顆
明
珠
》、《
洗
浄
》
と
あ
る
。
こ
の
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
功
徳
の
「
徳
」
の
意
味
も
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と
っ
て
「
す
ぐ
れ
た
働
き
」
と
し
た
い
。［
水
野
訳
］
は
ル
ビ
で
「
あ
り
か
た
」
と
し
、［
増
谷
訳
］
は
「
作
用
」
と
す
る
。

○
入
泥
入
水　

人
を
救
う
た
め
、
泥
水
に
入
る
よ
う
な
苦
労
を
す
る
、
教
え
を
説
く
。
出
典
『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
一
五
令れ

い

遵じ
ゅ
ん

章
「
先
師
の

入
泥
入
水
は
我
が
為
な
り
。
是
れ
よ
り
、
我
、
好
悪
を
識
ら
ず
」（T

,51p318c

）、『
同
』
巻
一
九
雲
門
章
「
一ひ

と
り個

の
猪
を
咬
む
手
脚
の

性
命
を
惜
し
ま
ず
入
泥
入
水
し
て
相
い
為
に
す
る
遇
著
し
て
、
咬
嚼
す
べ
き
有
り
」（T

51,p357b

）。

　

＊
道
元
用
例
〈
こ
れ
仏
法
あ
ら
た
に
入
泥
入
水
の
好
時
節
な
り
〉《
面
授
》。

○
未
証
拠
者
の
看
看　

出
典
『
臨
済
録
』「
上
堂
し
て
云
く
、
赤
肉
団
上
に
一
無
位
真
人
あ
り
。
常
に
汝
等
諸
人
の
面
門
よ
り
出
入
す
。
未

だ
証
拠
せ
ざ
る
者
は
、
看
よ
看
よ
」（T

47,496c

）。

【
現
代
語
訳
】

　
「
有
時
」
に
「
経
め
ぐ
る
」
と
い
う
す
ぐ
れ
た
働
き
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
今
日
か
ら
明
日
へ
経
め
ぐ
る
、
今
日
か
ら
昨
日

に
経
め
ぐ
る
。
昨
日
か
ら
今
日
に
経
め
ぐ
る
、
今
日
か
ら
今
日
に
経
め
ぐ
る
、
明
日
か
ら
明
日
に
経
め
ぐ
る
。「
経
め
ぐ
る

こ
と
」
こ
そ
は
時
の
す
ぐ
れ
た
働
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

昔
か
ら
今
ま
で
の
時
は
（
縦
に
）
重
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、（
横
に
）
並
び
積
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
青

原
も
時
で
あ
り
、
黄
檗
も
時
で
あ
り
、
江
西
馬
祖
も
時
で
あ
り
、
石
頭
も
時
で
あ
る
。
自
分
も
他
者
も
、
も
と
よ
り
時
で
あ

る
か
ら
、
修
証
は
（
一
時
で
は
な
く
）
諸
時
で
あ
る
。
他
者
救
済
の
た
め
働
く
の
も
同
じ
よ
う
に
時
で
あ
る
。

　

い
ま
の
普
通
の
人
の
見
方
や
、
そ
の
見
方
の
拠
っ
て
く
る
と
こ
ろ
は
、
普
通
の
人
の
見
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
普
通

の
人
の
法
で
は
な
い
。
法
が
一
時
的
に
普
通
の
人
を
拠
り
所
と
し
て
い
る
だ
け
あ
る
。

　

こ
の
今
の
時
、
こ
の
有
は
法
で
は
な
い
と
学
ぶ
か
ら
、
丈
六
金
身
の
仏
は
私
で
は
な
い
と
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
自
分
を

丈
六
金
身
で
は
な
い
と
逃
れ
よ
う
と
す
る
、
そ
の
こ
と
も
ま
た
有
時
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
で
あ
る
。「
未
だ
証
を
得
て
い
な
い

者
は
見
よ
見
よ
」
で
あ
る
。
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【
解
釈
】

　

さ
き
に
、
五
節
の
ま
と
め
と
し
て
、
吾
有
時
で
あ
る
尽
有
は
〈
つ
ら
な
り
な
が
ら
時
時
〉
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
が
、
そ
の

「
つ
ら
な
り
」
と
い
う
こ
と
が
、
な
お
直
線
的
時
間
を
連
想
さ
せ
る
余
地
を
残
し
て
お
り
、
ま
た
尽
界
の
（
時
時
の
）
つ
ら

な
り
と
い
う
こ
と
は
、
尽
界
は
空
間
的
に
表
象
で
き
て
も
（
た
と
え
ば
円
を
描
い
て
そ
の
円
周
を
無
限
大
と
考
え
る
）、
時
は

空
間
的
に
表
象
し
に
く
く
、
円
を
つ
ら
ね
れ
ば
、
バ
ー
ム
ク
ー
ヘ
ン
の
高
さ
の
よ
う
に
や
は
り
直
線
的
な
表
象
に
な
っ
て
し

ま
う
。
そ
の
説
明
困
難
さ
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
〈
有
時
〉
の
「
時
」
の
面
を
、〈
尽
界
〉
や
〈
尽
有
〉、〈
頭
頭
物
物
〉
を

抜
き
に
し
て
も
っ
ぱ
ら
「
時
の
功
徳
」
と
し
て
の
〈
経
歴
〉（
経
め
ぐ
る
こ
と
）
と
い
う
用
語
で
述
べ
ら
れ
、〈
尽
時
〉
の
よ

り
動
的
な
側
面
が
出
さ
れ
て
く
る
。

　
〈
経
歴
〉
は
有
時
の
〈
功
徳
〉（
働
き
）
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。〈
有
時
〉
の
事
実
は
た
し
か
に
「
た
だ
今
の

み
」
で
あ
る
が
、
も
し
、
そ
れ
だ
け
で
「
時
」
に
何
の
働
き
も
な
い
な
ら
ば
、「
昨
日
」
を
反
省
す
る
こ
と
も
、「
明
日
」
を

期
す
る
こ
と
も
、
将
来
の
計
画
を
立
て
る
こ
と
も
で
き
ず
、
日
常
生
活
さ
え
非
常
に
困
る
こ
と
に
な
る
。『
文
学
大
系
』
と

『
思
想
大
系
』
の
「
経
歴
」
の
頭
注
が
と
も
に
「
而
今
の
み
」
と
い
う
気
持
ち
も
分
か
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で

は
明
日
も
昨
日
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
ま
た
「
明
日
」
や
「
昨
日
」
と
い
う
「
時
」
が
ど
こ
か
に
存
在
す

る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
有
時
の
働
き
で
あ
り
、
有
時
と
は
自
己
の
事
柄
で
あ
る
か
ら
、
有
時
の
働

き
で
あ
る
〈
経
歴
〉
は
、
自
己
の
働
き
な
の
で
あ
っ
て
、
対
象
的
に
考
え
ら
れ
た
時
間
や
季
節
な
ど
の
働
き
で
は
な
い
。
つ

ま
り
対
象
と
し
て
「
時
の
経
歴
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
。

　

二
章
二
節
で
〈
正
当
恁
麼
時
の
み
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
有
時
み
な
尽
時
な
り
〉
を
検
討
し
た
。
そ
の
正
当
恁
麼
時
の
尽
時
の

働
き
の
一
つ
が
経
歴
で
あ
る
。
正
当
恁
麼
時
の
自
己
は
、〈
山
の
な
か
に
直
入
し
て
、
千
峰
万
峰
を
み
わ
た
す
〉
と
い
わ
れ

た
。
そ
こ
に
尽
時
が
〈
彼
方
に
あ
る
に
に
た
れ
ど
も
而
今
な
り
〉
と
現
成
し
て
い
る
。
そ
の
見
渡
さ
れ
た
今
日
、
明
日
、
昨
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日
の
つ
な
が
り
が
経
歴
で
あ
る
。
従
来
の
す
べ
て
の
解
釈
は
こ
の
点
に
思
い
至
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
〈
今
日
よ
り
明
日

へ
経
歴
す
、
今
日
よ
り
昨
日
に
経
歴
す
、
昨
日
よ
り
今
日
に
経
歴
す
〉
と
、
順
序
を
逆
に
さ
れ
る
と
、『
御
抄
』
の
よ
う
に

「
心
得
ら
れ
ず
」（
二
七
頁
）
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
時
は
一
定
方
向
に
流
れ
る
と
い
う
「
観
念
」
が
非
常

に
強
い
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
〈
今
日
よ
り
明
日
へ
経
歴
す
、
今
日
よ
り
昨
日
に
経
歴
す
、
昨
日
よ
り
今
日
に
経
歴
す
…
…
〉
と
い
う
文
章
に
は
主
語
が

な
く
、
し
た
が
っ
て
「
時
」
が
主
語
な
の
で
は
な
い
か
ら
「
時
」
と
い
う
も
の
が
、
今
日
や
明
日
を
経
歴
す
る
の
で
は
な

い
。
そ
も
そ
も
い
ま
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
「
時
」
と
い
う
単
独
の
「
も
の
」
は
な
く
、
い
つ
も
「
有
時
」
と
い
う

形
で
「
も
の
」
が
現
象
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
経
歴
が
い
わ
れ
る
時
節
で
は
、
有
は
尽
有
尽
界
で
あ
る
。「
昨
日
」

は
山
も
川
も
わ
れ
も
天
地
も
す
べ
て
が
昨
日
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
こ
と
か
ら
〈
今
日
よ
り
明
日
へ
経
歴
す
、
今
日
よ
り
昨
日
に
経
歴
す
、
昨
日
よ
り
今
日
に
経
歴
す
…
…
〉
と
い

う
こ
と
が
、
明
日
、
今
日
、
昨
日
と
い
う
時
の
中
を
自
己
が
、
あ
る
い
は
自
己
意
識
が
経
歴
す
る
と
い
う
の
で
も
な
い
。
ま

た
有
部
の
三
世
と
は
異
な
る
か
ら
、
時
が
時
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
を
法
と
か
何
か
が
経
め

ぐ
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。

　

前
節
で
〈
つ
ら
な
り
な
が
ら
時
時
な
り
〉
と
い
わ
れ
た
、「
つ
ら
な
り
な
が
ら
」
は
、
今
日
か
ら
昨
日
、
今
日
か
ら
明
日

な
ど
と
連
な
っ
て
、
明
日
か
ら
今
日
を
飛
び
越
え
て
昨
日
、
昨
日
か
ら
今
日
を
飛
び
越
え
て
明
日
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
そ

う
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
昨
日
と
明
日
の
間
に
「
今
日
」
と
い
う
間
隙
が
で
き
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

 

で
は
、
時
の
働
き
と
し
て
〈
今
日
よ
り
明
日
へ
経
歴
す
、
今
日
よ
り
昨
日
に
経
歴
す
、
昨
日
よ
り
今
日
に
経
歴
す
。
今
日

よ
り
今
日
に
経
歴
す
、
明
日
よ
り
明
日
に
経
歴
す
〉
と
道
元
が
い
う
の
は
、
具
体
的
に
ど
ん
な
事
態
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
《
有
時
》
巻
は
仁
治
元
年
開
冬
日
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
同
じ
年
、
同
じ
日
に
記
さ
れ
た
《
伝
衣
》
に
次
の
よ
う
な
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叙
述
が
あ
る
。

　
〈
仏
祖
正
伝
の
袈
裟
は
、
こ
れ
す
な
は
ち
仏
仏
正
伝
み
だ
り
に
あ
ら
ず
。
先
仏
後
仏
の
袈
裟
な
り
、
古
仏
新
仏
の
袈
裟
な

り
。
…
…
過
去
を
化
し
、
現
在
を
化
し
、
未
来
を
化
す
る
に
、
過
去
よ
り
現
在
に
正
伝
し
、
現
在
よ
り
未
来
に
正
伝
し
、
現

在
よ
り
過
去
に
正
伝
し
、
過
去
よ
り
過
去
に
正
伝
し
、
現
在
よ
り
現
在
に
正
伝
し
、
未
来
よ
り
未
来
に
正
伝
し
、
未
来
よ
り

現
在
に
正
伝
し
、
未
来
よ
り
過
去
に
正
伝
し
て
、
唯
仏
与
仏
の
正
伝
な
り
〉《
伝
衣
》。

　

こ
の
叙
述
が
道
元
の
念
頭
に
あ
っ
て
、《
有
時
》
の
〈
今
日
よ
り
明
日
へ
経
歴
す
、
…
…
今
日
よ
り
昨
日
に
経
歴
す
…
…

明
日
よ
り
明
日
に
経
歴
す
〉
が
叙
述
さ
れ
た
と
見
て
大
過
あ
る
ま
い
。
こ
こ
で
も
〈
過
去
よ
り
現
在
に
正
伝
し
、
現
在
よ
り

未
来
に
正
伝
し
〉
と
い
う
、
私
た
ち
も
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
時
の
流
れ
の
方
向
と
、
そ
れ
と
は
逆
の
〈
現
在
よ
り
過
去
に
正

伝
し
〉、〈
未
来
よ
り
現
在
に
正
伝
し
、
未
来
よ
り
過
去
に
正
伝
し
〉
と
い
う
方
向
が
あ
り
、
ま
た
〈
過
去
よ
り
過
去
に
正
伝

し
、
現
在
よ
り
現
在
に
正
伝
し
、
未
来
よ
り
未
来
に
正
伝
し
〉
と
い
う
こ
の
節
の
〈
今
日
よ
り
今
日
へ
〉
と
同
じ
よ
う
な
表

現
も
あ
る
。

　
《
伝
衣
》
の
場
合
は
〈
仏
祖
正
伝
の
袈
裟
〉
が
主
語
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
現
在
正
し
い
袈
裟
と
さ
れ
て
い
る
体

色
量
（
素
材
、
色
、
寸
法
）
と
製
法
（
裁
ち
方
と
縫
い
方
）
に
適
っ
て
い
な
い
「
過
去
の
袈
裟
」
を
、
現
在
そ
れ
と
知
っ
て

改
め
る
と
す
れ
ば
、〈
現
在
よ
り
過
去
に
正
伝
し
〉
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
あ
る
い
は
現
在
、
体
色
量
や
用
い
方
が
誤
っ

て
い
る
袈
裟
が
、
将
来
正
伝
の
袈
裟
に
よ
っ
て
改
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、〈
未
来
よ
り
現
在
に
〉
正
伝
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

あ
る
い
は
未
来
の
正
し
い
袈
裟
に
よ
っ
て
、
過
去
の
誤
っ
た
袈
裟
が
匡
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、〈
未
来
よ
り
過
去
に
正
伝
し
〉

と
な
ろ
う
。

　

正
し
い
仏
祖
の
袈
裟
が
伝
わ
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
こ
の
よ
う
な
過
去
を
匡
す
と
い
う
こ
と
も
、
未
来
に
期
す
る
と
い
う

こ
と
も
含
ま
れ
よ
う
。
あ
る
い
は
《
伝
衣
》
で
〈
教
家
律
教
等
の
と
も
が
ら
、
仏
法
に
い
る
と
き
、
従
来
旧
巣
の
弊
衣
な
る
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袈
裟
を
抛
却
し
て
、
仏
祖
正
伝
の
袈
裟
を
正
受
す
る
な
り
〉
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
同
じ
時
代
に
自
ら
正
し
い
袈
裟
に

改
め
る
な
ら
、
そ
れ
は
〈
現
在
よ
り
現
在
に
正
伝
〉
す
る
と
も
い
え
よ
う
。
ち
な
み
に
、
こ
の
叙
述
は
書
き
改
め
ら
れ
た

《
袈
裟
功
徳
》
で
は
全
部
除
か
れ
て
い
る
。
十
二
巻
本
の
時
理
解
は
有
部
に
依
っ
て
お
り
、
も
は
や
「
有
時
」
の
思
想
は
用

い
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

道
元
は
「
～
よ
り
～
へ
」
と
い
う
場
合
、
向
上
向
下
両
方
向
に
言
及
す
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
〈
薬
山
か
く
の
ご
と

く
単
伝
す
る
こ
と
、
す
で
に
釈
迦
牟
尼
仏
よ
り
直
下
三
十
六
代
な
り
。
薬
山
よ
り
向
上
を
た
づ
ぬ
る
に
、
三
十
六
代
に
釈
迦

牟
尼
仏
あ
り
〉《
坐
禅
箴
》
と
、
釈
迦
か
ら
薬
山
へ
の
場
合
だ
け
で
な
く
、
薬
山
か
ら
釈
迦
へ
も
「
正
伝
」
と
い
う
詞
が
使

わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
〈
六
祖
よ
り
向
上
し
て
七
仏
に
い
た
れ
ば
、
四
十
祖
の
仏
嗣
有
り
。
七
仏
よ
り
向
上

し
て
六
祖
に
い
た
る
に
、
四
十
仏
の
仏
嗣
な
る
べ
し
〉《
嗣
書
》
と
、
ど
ち
ら
の
向
き
も
「
向
上
」
と
「
仏
嗣
」
が
使
わ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
〈
渾
七
仏
よ
り
渾
七
仏
に
正
伝
し
〉《
鉢
盂
》
は
「
過
去
よ
り
過
去
へ
正
伝
」
と
い
え
る
。
ま
た
《
嗣
書
》

で
は
〈
降
生
よ
り
三
十
歳
十
二
月
八
日
に
成
道
す
と
い
へ
ど
も
、
七
仏
以
前
の
成
道
な
り
、
諸
仏
斉
肩
同
時
の
成
道
な
り
。

諸
仏
以
前
の
成
道
な
り
、
一
切
の
諸
仏
よ
り
末
上
の
成
道
な
り
。
さ
ら
に
迦
葉
仏
は
釈
迦
牟
尼
仏
に
嗣
法
す
る
と
参
究
す
る

道
理
あ
り
〉
と
、
ふ
つ
う
の
過
去
迦
葉
仏
か
ら
現
在
釈
迦
へ
の
嗣
法
の
み
な
ら
ず
、
現
在
釈
迦
か
ら
過
去
仏
へ
の
嗣
法
、
あ

る
い
は
諸
仏
同
時
の
み
な
ら
ず
、
釈
迦
牟
尼
仏
の
七
仏
以
前
の
成
道
、
未
来
で
の
成
仏
と
い
う
常
識
と
は
ま
っ
た
く
反
す
る

三
つ
の
方
向
が
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
《
古
仏
心
》
で
は
〈
曹
渓
に
向
上
向
下
の
功
徳
あ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
七
仏
よ
り
正
伝

し
、
曹
渓
よ
り
正
伝
し
、
後
仏
に
正
伝
す
。
た
だ
前
後
の
み
に
あ
ら
ず
、
釈
迦
牟
尼
仏
の
と
き
十
方
諸
仏
あ
り
、
青
原
の
と

き
南
嶽
あ
り
、
南
嶽
の
と
き
青
原
あ
り
、
乃
至
石
頭
の
と
き
江
西
あ
り
〉
と
い
わ
れ
、〈
向
上
向
下
〉
が
〈
経
歴
〉
の
よ
う

に
「
功
徳
（
は
た
ら
き
）」
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
ま
た
〈
た
だ
前
後
の
み
に
あ
ら
ず
〉
と
い
わ
れ
る
よ

う
に
順
逆
方
向
の
働
き
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
（
代
）
に
、
つ
ま
り
横
に
も
向
く
。
そ
し
て
こ
れ
ら
す
べ
て
が
、
漏
れ
る
こ



207

『正法眼蔵』・有時巻私釈

と
な
く
道
元
に
お
い
て
は
打
坐
の
而
今
の
経
歴
な
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
〈
今
日
よ
り
明
日
へ
経
歴
す
、
…
…
明
日
よ
り
明
日
に
経
歴
す
〉
と
い
わ
れ
る
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
、

時
々
が
「
つ
ら
な
り
な
が
ら
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
説
明
の
た
め
、
い
ま
ひ
と
つ
は
仏
祖
や
袈
裟
の
「
正
伝
」
に
か
か

わ
っ
て
発
想
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
次
に
仏
祖
た
ち
、
す
な
わ
ち
青
原
、
石
頭
な
ど
に
言
及
さ
れ
る
の
で

あ
ろ
う
。

　
〈
古
今
の
時
、
か
さ
な
れ
る
に
あ
ら
ず
、
な
ら
び
つ
も
れ
る
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
〉
と
始
ま
る
の
は
、
時
は
時
だ
け
で
持
続

す
る
の
で
は
な
く
、
い
つ
も
有
で
あ
る
か
ら
、
昔
か
ら
今
ま
で
の
有
時
の
そ
の
「
有
」
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
、
と

の
疑
念
を
懸
念
し
て
で
あ
ろ
う
。〈
有
時
〉
の
「
有
」
は
、
有
部
の
法
体
（
ダ
ル
マ
）
の
よ
う
に
、
未
来
か
ら
過
去
に
去
っ

て
、
そ
こ
で
積
重
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
昨
日
の
〈
三
頭
八
臂
〉
や
今
日
の
〈
丈
六
金
身
〉
が
、
ど
こ
か
に
積

も
っ
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
今
の
「
～
し
つ
つ
あ
る
わ
れ
」
が
あ
る
ば
か
り
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
頷
け
る
。

　

続
い
て
〈
青
原
も
時
な
り
、
黄
檗
も
時
な
り
〉
と
諸
祖
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
、
経
歴
が
正
伝
に
関
係
す
る
か
ら
で
あ

ろ
う
し
、
そ
れ
は
ま
た
初
節
で
出
さ
れ
た
第
七
偈
の
〈
有
時
張
三
李
四
〉、
つ
ま
り
ふ
つ
う
に
は
、
あ
る
時
代
に
存
在
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
「
人
」
の
展
開
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

　

そ
の
出
し
方
も
南
嶽
懐
譲
（
六
祖
か
ら
二
代
目
）、
江
西
馬
祖
（
三
代
目
）、
百
丈
懐
海
（
四
代
目
）、
黄
檗
希
運
（
五
代
目
）

と
ま
っ
す
ぐ
つ
ら
な
る
の
で
は
な
く
、
二
代
青
原
、
五
代
黄
檗
、
三
代
江
西
（
馬
祖
）、
三
代
石
頭
と
な
り
、
三
代
の
江
西
、

石
頭
は
同
じ
世
代
の
二
系
統
に
属
す
。
言
葉
に
敏
感
な
道
元
だ
か
ら
、
あ
る
い
は
青
、
黄
、
石
、
江
と
い
う
字
合
わ
せ
も
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
〈
青
原
も
時
な
り
〉
と
い
わ
れ
る
の
は
、『
御
抄
』
が
「
釈
尊
の
時
な
る
時
は
」（
二
八
頁
）
と
い

い
、『
聞
解
』
が
「
青
原
の
出
世
は
、
青
原
の
時
な
り
、
石
頭
の
時
は
石
頭
の
時
な
り
」（
二
六
頁
）、『
那
一
宝
』
が
「
青
原

黄
檗
各
各
自
他
の
時
」（
二
九
頁
）
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
「
青
原
の
時
」
で
は
な
い
。
青
原
が
時
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
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青
原
と
い
う
固
定
し
た
人
が
い
て
、
そ
れ
が
時
だ
、
経
め
ぐ
り
（
経
歴
）
だ
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。

　

先
に
紹
介
し
た
定
方
氏
の
「
太
郎
は
行
く
。
太
郎
は
こ
ろ
ぶ
。
太
郎
は
笑
う
。
太
郎
は
泣
く
」
と
い
う
表
現
は
免
れ
難
く

「
太
郎
と
い
う
不
変
の
存
在
」
を
抽
出
し
て
く
る
が
、
実
は
「
太
郎
は
つ
ね
に
、
行
く
太
郎
か
、
こ
ろ
ぶ
太
郎
か
、
笑
う
太

郎
か
、
泣
く
太
郎
か
、
…
…
す
る
太
郎
」
で
あ
る
と
い
う
「
不
去
不
来
」
の
解
説
が
非
常
に
参
考
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
青
原

が
時
だ
と
い
う
の
は
、
発
心
し
た
青
原
、
修
行
す
る
青
原
、
覚
る
青
原
、
説
法
す
る
青
原
、
涅
槃
す
る
青
原
の
ほ
か
に
青
原

は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
《
有
時
》
の
こ
の
文
脈
で
は
、
け
っ
し
て
か
れ
ら
が
仏
で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
語

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、〈
有
時
・
張
三
李
四
〉
と
同
じ
こ
と
と
し
て
、
青
原
も
時
で
あ
る
、
黄
檗
も
時
で
あ
る
…
…
も

時
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
祖
師
の
名
に
続
い
て
ど
れ
も
「
～
も
」
時
な
り
、
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
何
に
対
し
て
「
も
」
と
い
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
す
ぐ
続
け
て
〈
自
他
す
で
に
時
な
る
が
ゆ
ゑ
に
〉
と
あ
る
が
、
す
で
に
二
章
一
節
で
〈
自
己
の
時
な
る
道

理
〉、
五
節
に
〈
吾
有
時
〉
と
い
わ
れ
て
い
た
か
ら
、
自
己
は
時
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
の
「
～
も
」
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

り
「
他
」
は
青
原
、
黄
檗
、
江
西
な
ど
も
指
す
と
い
え
る
。
そ
れ
ら
の
修
証
が
〈
諸
時
〉
で
あ
る
の
は
、
修
行
と
証
果
が
別

時
で
あ
る
か
ら
諸
時
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
自
」
己
の
修
証
、「
他
」
で
あ
る
青
原
の
修
証
、
黄
檗
の
修
証
、
江
西

の
修
証
等
と
い
う
意
味
で
〈
諸
時
〉
な
の
で
あ
る
。
ま
た
〈
諸
時
〉
と
い
う
言
い
回
し
は
、
先
に
も
引
用
し
た
よ
う
に
修
行

に
焦
点
を
当
て
る
時
に
次
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
。

　
〈
如
今
の
修
行
な
る
四
大
五
蘊
の
ち
か
ら
、
上
項
（
こ
れ
ま
で
）
の
四
大
五
蘊
を
修
行
な
ら
し
む
る
な
り
。
山
河
大
地
・

日
月
星
辰
に
て
も
修
行
せ
し
む
る
に
、
山
河
大
地
・
日
月
星
辰
か
へ
り
て
わ
れ
ら
を
修
行
せ
し
む
る
な
り
。
一
時
の
眼
睛
に

あ
ら
ず
、
諸
時
の
活
眼
な
り
。
眼
睛
の
活
眼
に
て
あ
る
諸
時
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
諸
仏
諸
祖
を
し
て
修
行
せ
し
む
、
…
…
こ
の

ゆ
ゑ
に
、
仏
祖
を
し
て
修
行
せ
し
む
る
に
、
過
現
当
の
機
先
機
後
に
廻
避
す
る
諸
仏
諸
祖
な
し
〉《
諸
悪
莫
作
》。
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こ
こ
で
は
す
べ
て
、「
修
行
す
る
」
と
い
う
一
点
で
言
わ
れ
て
お
り
、〈
如
今
〉
と
〈
上
項
（
こ
れ
ま
で
）〉、「
過
・
現
・

当
」
と
時
に
寄
せ
て
言
及
さ
れ
て
「
諸
時
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
諸
時
で
あ
る
か
ら
、
諸
祖
、
諸
仏
が
修
行
す
る
、
と
言
わ

れ
る
。
証
に
つ
い
て
も
一
証
で
は
な
く
無
量
に
あ
る
こ
と
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。

〈
し
か
あ
る
に
、
発
心
は
一
発
に
し
て
さ
ら
に
発
心
せ
ず
、
修
行
は
無
量
な
り
、
証
果
は
一
証
な
り
と
の
み
き
く
は
、
仏
法

を
き
く
に
あ
ら
ず
、
仏
法
を
し
れ
る
に
あ
ら
ず
、
仏
法
に
あ
ふ
に
あ
ら
ず
。
千
億
発
の
発
心
は
、
さ
だ
め
て
一
発
心
の
発
な

り
。
千
億
人
の
発
心
は
、
一
発
心
の
発
な
り
。
一
発
心
は
千
億
の
発
心
な
り
。
修
証
転
法
も
ま
た
か
く
の
ご
と
し
〉《
発
無

上
心
》。
そ
し
て
こ
の
文
の
冒
頭
の
〈
古
今
の
時
〉
も
「
而
今
の
わ
れ
」、「
打
坐
に
お
け
る
わ
れ
」
に
あ
る
以
外
に
、
ど
こ

に
あ
る
の
で
も
な
い
。　

　
〈
入
泥
入
水
〉
は
新
し
い
段
落
で
は
な
く
、〈
お
な
じ
く
〉
が
修
証
と
同
じ
く
為
人
の
働
き
が
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る

か
ら
〈
修
証
は
諸
時
な
り
〉
に
続
け
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
こ
と
さ
ら
仏
祖
が
時
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
こ

こ
に
も
っ
て
き
た
の
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

　

長
谷
川
『
注
釈
』
は
「
た
し
か
に
宗
派
、
党
派
の
区
別
な
ど
と
い
ふ
こ
と
は
仏
道
に
と
つ
て
の
枝
葉
末
節
で
あ
る
が
、
だ

か
ら
と
言
っ
て
青
原
も
黄
檗
も
、
て
ん
で
に
一
人
勝
手
に
悟
っ
た
訳
で
は
な
い
。『
単
伝
』
と
言
は
れ
る
仕
方
で
師
か
ら
弟

子
へ
と
『
伝
は
る
』
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
々
の
修
証
が
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
更
に
、
全
く
仏
道
に
無
縁
の
衆

生
を
い
か
に
し
て
教
へ
導
く
か
と
い
ふ
問
題
―
こ
こ
に
言
ふ
『
入
泥
入
水
』
の
問
題
に
も
つ
な
が
る
。
正
統
の
仏
教
に
於
い

て
は
、
自
分
が
悟
っ
た
後
、
自
分
ひ
と
り
の
悟
り
に
こ
も
っ
て
い
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。『
修
証
』
が
あ
れ
ば
、
必
ず
再

び
山
を
降
り
て
俗
世
と
交
は
り
衆
生
を
救
ふ
義
務
が
あ
る
。
そ
れ
を
『
入
泥
入
水
』
と
言
ふ
の
で
あ
る
が
、
師
資
相
承
も
入

泥
入
水
も
、
い
づ
れ
も
問
題
の
中
心
と
な
る
の
は
『
自
か
ら
他
へ
、
い
か
に
し
て
伝
は
り
う
る
か
』
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
す
る
道
元
の
答
へ
が
『
自
他
と
も
に
時
な
る
が
ゆ
へ
に
』
で
あ
る
。
…
…
『
修
証
は
諸
時
な
り
』
と
い
ふ
、
そ
の
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『
諸
時
』
と
は
、
青
原
が
あ
く
ま
で
も
青
原
と
し
て
の
自
己
の
『
今
』
を
修
証
し
、
黄
檗
が
あ
く
ま
で
も
黄
檗
と
し
て
自
己

の
『
今
』
を
修
証
す
る
、
そ
の
さ
ま
を
示
し
て
ゐ
る
。
た
だ
単
に
自
他
の
区
別
が
消
え
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
そ

れ
は
あ
く
ま
で
も
『
諸
時
』
と
し
て
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
諸
時
が
『
自
他
す
で
に
時
な
る
』
こ
と
の
う
へ
に
な
り

た
っ
て
ゐ
る
か
ら
こ
そ
、
古
仏
の
教
へ
は
師
資
相
承
さ
れ
、
正
伝
さ
れ
て
、
い
ま
の
世
の
凡
夫
を
救
ふ
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
語
ら
れ
る
『
～
も
時
な
り
』
と
は
、
た
だ
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
に
、
何
で
も
か
で
も
『
時
』
だ
か
ら
一
緒
だ
、
と

い
っ
た
大
雑
把
な
こ
と
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
『
諸
時
』
と
し
て
の
、
そ
の
時
々
の
『
今
』
で
あ
る
各
瞬
間
が
、
し
か
し

孤
立
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
し
に
交
通
可
能
と
な
っ
て
ゐ
る
―
そ
れ
が
こ
こ
に
言
ふ
『
～
も
時
な
り
。
～
も
時
な
り
』
の
構
造

で
あ
る
。」（
Ⅲ
・
一
九
三
頁
）

　

肝
要
な
こ
と
は
、
こ
こ
に
言
い
尽
く
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
青
原
や
黄
檗
ば
か
り
で
な
く
「
わ
れ
の
修
証
」
に
よ
っ

て
、
は
じ
め
て
成
り
立
つ
の
で
あ
ろ
う
。

　
〈
い
ま
の
凡
夫
の
見
、
を
よ
び
見
の
因
縁
、
こ
れ
凡
夫
の
み
る
と
こ
ろ
な
り
と
い
へ
ど
も
、
凡
夫
の
法
に
あ
ら
ず
。
法
し

ば
ら
く
凡
夫
を
因
縁
せ
る
の
み
な
り
〉
と
い
う
〈
い
ま
の
凡
夫
の
見
〉
と
は
、
二
章
三
節
の
〈
あ
る
と
き
は
…
…
山
河
と
わ

れ
と
、
天
と
地
な
り
と
お
も
ふ
〉
と
い
う
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
五
節
の
、
時
を
〈
す
ぎ
ぬ
る
と
の
み
学
す
る
〉
こ

と
か
、
そ
れ
と
も
次
の
〈
こ
の
時
こ
の
有
は
法
に
あ
ら
ず
〉
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
の
見
も
あ
る
意
味
で
同
じ
理

解
の
内
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
者
」
や
「
物
」
が
単
独
で
存
在
し
、
そ
れ
は
た
ち
ま
ち
過
ぎ
去
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
と
は

ま
っ
た
く
相
容
れ
な
い
、
と
い
う
見
方
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
普
通
の
人
の
見
方
、
お
よ
び
そ
の
よ
う
な
見
方
を
も
た
ら

す
事
象
、
例
え
ば
人
の
死
、
日
月
の
運
行
、
過
去
の
記
憶
な
ど
も
、
実
は
普
通
の
人
が
見
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
普
通

の
人
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
あ
り
方
で
は
な
く
、
法
が
普
通
の
人
を
縁
と
し
、
拠
り
所
と
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
法

が
、
か
り
そ
め
に
普
通
の
人
に
縁
っ
て
そ
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
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こ
こ
で
道
元
が
「
時
は
飛
去
す
る
、
過
ぎ
ぬ
る
」
と
い
う
こ
と
を
「
そ
れ
の
み
に
あ
ら
ず
」
と
否
定
し
去
り
は
し
な
か
っ

た
こ
と
、
あ
る
い
は
「
人
が
上
山
し
た
昨
日
」
と
い
う
見
方
を
も
、〈
有
時
〉
で
説
明
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
思
い
合
わ
さ

れ
る
。〈
有
時
〉
と
い
う
法
が
、
凡
夫
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
に
見
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
長
谷
川
『
注
釈
』
は
「『
凡
夫
の
見
』
も
ま
た
法
の
一
つ
の
姿
で
あ
り
、
た
ま
た
ま
、
い
ま
法
が
『
凡
夫
』

の
形
を
と
つ
て
現
は
れ
た
の
に
す
ぎ
な
い
、
と
道
元
は
み
る
」（
Ⅲ
一
九
二
頁
）
と
い
う
。
し
か
し
道
元
は
〈
凡
夫
の
見
、

お
よ
び
見
の
因
縁
〉
つ
ま
り
〈
凡
夫
の
み
る
と
こ
ろ
〉
が
、〈
法
し
ば
ら
く
凡
夫
を
因
縁
せ
る
〉
と
い
っ
て
お
り
、「
法
が
凡

夫
で
あ
る
」
と
も
、「
凡
夫
の
見
が
法
で
あ
る
」
と
も
い
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
を
長
谷
川
氏
は
、
凡
夫
の
見
も
（
仏
）
法
で

あ
り
、
凡
夫
も
（
仏
）
法
が
そ
う
い
う
形
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
か
ら
、「
い
か
な
る
時
、
い
か
な
る
有
も
仏
法

の
あ
ら
は
れ
で
あ
つ
て
、
さ
う
で
な
い
時
も
有
も
あ
り
は
し
な
い
―
―
こ
の
こ
と
は
、
つ
き
つ
め
て
ゆ
く
と
恐
ろ
し
い
認

識
に
至
る
の
で
、
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
自
分
自
身
も
仏
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
ふ
事
実
で
あ
る
」（
同
頁
）
と
結
論
す
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
天
然
外
道
、
あ
る
い
は
天
台
本
覚
法
門
に
な
る
。

　

こ
こ
で
い
わ
れ
る
〈
法
〉
は
仏
法
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
に
は
あ
り
よ
う
の
な
い
あ
り
方
、
理
法
と
し
て
〈
有
時
〉
を
指

す
。
一
章
二
節
冒
頭
に
〈
時
す
で
に
こ
れ
有
な
り
、
有
は
み
な
時
な
り
〉
と
断
言
さ
れ
た
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
文
脈
で

は
、
冒
頭
八
偈
で
〈
有
時
張
三
李
四
〉
と
い
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
張
三
李
四
と
有
時
は
同
格
で
あ
り
、
の
が
れ
よ
う
も

な
く
凡
夫
は
有
時
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
に
押
さ
え
て
お
い
て
、
こ
の
節
の
眼
目
〈
こ
の
時
こ
の
有
は
法
に
あ
ら
ず
と
学
す
る
が
ゆ
ゑ
に
、
丈
六
金
身
は

わ
れ
に
あ
ら
ず
と
認
ず
る
な
り
〉
に
移
ろ
う
。〈
こ
の
時
こ
の
有
は
法
に
あ
ら
ず
〉
は
凡
夫
の
見
で
は
あ
っ
て
も
、
事
実
は

有
時
で
あ
り
、
法
で
あ
る
。
私
た
ち
の
今
、
す
な
わ
ち
〈
こ
の
時
こ
の
有
〉
の
外
に
私
た
ち
が
仏
と
な
る
時
処
は
な
い
。
ま

た
〈
こ
の
時
こ
の
有
〉
は
だ
れ
に
も
即
今
、
等
し
く
あ
る
。《
仏
性
》
で
〈
時
節
若
至
と
い
ふ
は
、
す
で
に
時
節
い
た
れ
り
、
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な
に
の
疑
著
す
べ
き
と
こ
ろ
か
あ
ら
ん
と
な
り
。
…
…
お
ほ
よ
そ
、
時
節
の
若
至
せ
ざ
る
時
節
い
ま
だ
あ
ら
ず
、
仏
性
の
現

前
せ
ざ
る
仏
性
あ
ら
ざ
る
な
り
〉
と
言
わ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
こ
の
今
を
凡
夫
の
あ
り
方
（
法
）
と
す
る
の
か
、
打
坐
し
て

仏
の
法
と
す
る
の
か
、
そ
れ
は
ひ
と
え
に
「
こ
の
今
の
わ
た
し
」
の
あ
り
方
に
関
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
凡
夫
は
、〈
こ

の
時
こ
の
有
〉、
つ
ま
り
今
あ
る
こ
の
私
は
、
涅
槃
や
菩
提
と
は
何
の
関
わ
り
合
い
も
な
い
無
常
な
移
ろ
い
ゆ
く
も
の
だ
と

思
う
か
ら
、〈
わ
れ
を
丈
六
金
身
に
あ
ら
ず
〉
と
誤
っ
た
自
己
認
識
を
し
て
し
ま
い
、
修
証
し
よ
う
と
し
な
い
で
、
そ
れ
を

逃
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど
ち
ら
に
ど
う
転
ん
で
も
私
た
ち
は
〈
有
時
〉
で
あ
り
、
有
時
の
一
こ
ま

一
こ
ま
、
片
々
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
今
し
か
私
が
仏
に
な
る
時
は
な
い
。
そ
れ
は
臨
済
が
「
肉
体
の
中
に
無
位
の
真
人

が
い
て
、
お
前
た
ち
の
目
の
前
に
出
入
し
て
い
る
、
は
っ
き
り
証
し
て
い
な
い
者
は
、
見
よ
、
見
よ
」
と
い
っ
た
、「
い
ま
、

見
よ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
い
ま
、
こ
こ
、
お
前
の
こ
と
だ
、
と
道
元
は
〈
有
時
〉
を
私
た
ち
の
目
前
に
突
き
出
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
。

二
節　

住
法
位

　

い
ま
世
界
に
排
列
せ
る
む
ま
ひ
つ
じ
を
あ
ら
し
む
る
も
、
住
法
位
の
恁
麼
な
る
昇
降
上
下
な
り
。
ね
ず
み
も
時
な
り
、
と

ら
も
時
な
り
、
生
も
時
な
り
、
仏
も
時
な
り
。

　

こ
の
時
、
三
頭
八
臂
に
て
尽
界
を
証
し
、
丈
六
金
身
に
て
尽
界
を
証
す
。
そ
れ
尽
界
を
も
て
尽
界
を
界
尽
す
る
を
、
究
尽

す
る
と
は
い
ふ
な
り
。
丈
六
金
身
を
も
て
丈
六
金
身
す
る
を
、
発
心
・
修
行
・
菩
提
・
涅
槃
と
現
成
す
る
、
す
な
は
ち
有
な

り
、
時
な
り
。
尽
時
を
尽
有
と
究
尽
す
る
の
み
、
さ
ら
に
剰
法
な
し
。
剰
法
こ
れ
剰
法
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
た
と
ひ
半
究
尽
の

有
時
も
、
半
有
時
の
究
尽
な
り
。

　

た
と
ひ
蹉
過
す
と
み
ゆ
る
形
段
も
有
な
り
。
さ
ら
に
か
れ
に
ま
か
す
れ
ば
、
蹉
過
の
現
成
す
る
前
後
な
が
ら
、
有
時
の
住
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位
な
り
。
住
法
位
の
活
鱍
鱍
地
な
る
、
こ
れ
有
時
な
り
。
無
と
動
著
す
べ
か
ら
ず
、
有
と
強
為
す
べ
か
ら
ず
。

［
注
釈
］

○
む
ま
ひ
つ
じ　

時
に
つ
い
て
述
べ
る
箇
所
な
の
で
、
と
う
ぜ
ん
刻
と
し
て
の
午
、
未
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
馬
、
羊
と
い
う
動
物
、

空
間
的
表
象
で
も
あ
り
、
視
覚
的
に
時
を
表
現
し
て
い
る
。『
思
想
大
系
』
頭
注
の
「
方
位
方
角
の
代
用
名
詞
」
は
不
可
。　

○
住
法
位
　
典
拠
は
『
法
華
経
』
方
便
品
の
「
是
法
住
法
位
、
世
間
相
常
住
」（T

9,p9b

）。

○
生
　
生
死
の
生
。「
衆
生
」（『
御
抄
』『
聞
解
』、
岩
波
本
脚
注
、『
思
想
大
系
』
頭
注
、『
文
学
大
系
』
頭
注
そ
の
他
、
長
谷
川
『
注
釈

を
』
除
い
て
す
べ
て
）
と
い
う
解
釈
は
不
可
。
道
元
が
七
十
五
巻
で
「
生
」
を
使
う
の
は
「
生
死
」
の
生
が
三
十
数
カ
所
、「
生
滅
の

生
」
が
六
カ
所
、「
こ
の
生
」（
一
生
）
が
十
八
カ
所
、
生
老
病
死
の
生
が
三
カ
所
な
ど
で
あ
り
、「
衆
生
」
と
い
う
意
味
の
用
法
は
一
つ

も
な
い
。
十
二
巻
本
の
用
法
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、「
生
」
に
「
衆
生
」
の
意
味
は
な
い
。「
生
仏
」
と
熟
語
し
て
「
生
」
を
衆
生
の
意

味
で
使
う
の
は
《
現
成
公
案
》
と
《
授
記
》（
異
本
に
よ
っ
て
な
い
も
の
も
あ
る
）
の
二
カ
所
だ
け
で
あ
る
。

○
蹉
過　

践
み
誤
る
こ
と
、
証
で
は
な
く
、
迷
。　

　

＊ 

道
元
用
例
〈
い
く
ば
く
の
経
師
・
論
師
等
か
、
仏
祖
の
道
を
蹉
過
す
る
〉、〈
い
た
づ
ら
に
蹉
過
の
功
夫
あ
ら
ず
〉《
仏
性
》、〈
尽
十

方
界
真
実
人
体
な
る
人
な
り
、
こ
れ
ら
を
蹉
過
す
る
こ
と
な
く
学
道
す
る
な
り
〉《
身
心
学
道
》、〈
そ
の
い
た
づ
ら
に
蹉
過
す
る
と
い
ふ

は
、
名
利
の
浮
世
に
濁
乱
し
ゆ
く
な
り
、
い
た
づ
ら
に
蹉
過
せ
ず
と
い
ふ
は
、
道
に
あ
り
な
が
ら
、
道
の
た
め
に
す
る
な
り
〉《
行
持
》

な
ど
い
ず
れ
も
悪
い
意
味
で
あ
る
。

○
か
れ
　
こ
れ
を
ど
う
取
る
か
で
、
解
釈
が
異
な
っ
て
く
る
。「
か
れ
」
は
「
渠
」
と
い
う
字
で
洞
山
過
水
の
偈
に
お
い
て
「
渠
今
正
是

我
、
我
今
不
是
渠
」
と
い
わ
れ
る
。
似
た
よ
う
な
用
例
は
〈
こ
の
不
停
の
道
取
、
か
れ
に
一
任
し
て
辦
肯
す
べ
し
〉《
海
印
三
昧
》。

○
動
著　

七
十
五
巻
本
の
用
例
は
《
仏
性
》
の
心
意
識
や
覚
知
の
「
動
く
」
と
い
う
意
味
以
外
は
、《
行
仏
威
儀
》《
海
印
三
昧
》《
観
音
》

《
古
鏡
》《
山
水
経
》《
神
通
》《
陀
羅
尼
》《
十
方
》《
見
仏
》《
徧
参
》《
家
常
》《
龍
吟
》《
鉢
盂
》《
王
索
仙
陀
婆
》
に
お
い
て
す
べ
て
否
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定
、
禁
止
に
使
わ
れ
る
。
つ
ま
り
「
心
を
動
か
す
」「
動
揺
す
る
」「
右
往
左
往
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。

【
現
代
語
訳
】

　

い
ま
、
世
の
中
に
順
序
よ
く
並
べ
ら
れ
て
い
る
（
刻
で
あ
る
）
午
、
未
を
あ
ら
し
め
て
い
る
の
も
、「
住
法
位
」
の
そ
の

よ
う
な
昇
降
や
上
下
で
あ
る
。
ね
ず
み
（
子
、
鼠
）
も
時
で
あ
る
。
と
ら
（
寅
、
虎
）
も
時
で
あ
る
。
生
も
時
で
あ
り
、
仏

も
時
で
あ
る

　

こ
の
時
が
、
三
頭
八
臂
に
お
い
て
世
界
全
体
を
覚
り
と
し
、
丈
六
金
身
に
お
い
て
世
界
全
体
を
覚
り
と
す
る
。
そ
も
そ
も

世
界
全
体
を
も
っ
て
世
界
全
体
を
全
体
に
し
尽
く
す
の
を
、
究
め
尽
く
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
丈
六
金
身
を
も
っ
て
丈
六
金

身
と
す
る
こ
と
が
、
発
心
・
修
行
・
菩
提
・
涅
槃
と
現
成
す
る
、
そ
れ
が
有
で
あ
り
、
時
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
時
を
あ
ら
ゆ

る
有
と
し
て
究
め
尽
く
す
だ
け
で
あ
り
、
少
し
も
剰
る
も
の
は
な
い
。
剰
る
も
の
は
剰
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
究
め

尽
く
す
こ
と
が
半
ば
の
有
時
で
あ
っ
て
も
、
半
有
時
の
究
め
尽
く
し
で
あ
る
。

　

た
と
え
、
践
み
間
違
え
た
と
見
え
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
有
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
か
れ
（
仏
）
に
任
せ
た
と
こ
ろ
で

は
、
践
み
誤
り
の
現
成
す
る
前
後
も
ふ
く
め
て
有
時
の
法
位
で
あ
る
。
住
法
位
と
は
魚
が
跳
ね
る
よ
う
な
躍
動
で
、
こ
れ
が

有
時
で
あ
る
。
無
で
あ
る
と
動
揺
し
て
は
い
け
な
い
し
、
強
い
て
有
だ
と
し
て
も
い
け
な
い
。

【
解
釈
】

　

前
節
で
、
有
時
の
働
き
（
功
徳
）
と
し
て
〈
経
歴
〉
が
い
わ
れ
た
が
、
そ
れ
が
尽
有
尽
界
の
「
～
か
ら
～
へ
」
の
つ
ら
な

り
の
側
面
で
あ
る
の
に
対
し
て
、〈
住
法
位
〉
は
、
有
時
の
い
か
な
る
位
相
を
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

　

午う
ま

・
未ひ

つ
じは

、
ま
ず
は
刻と

き

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
時
は
、
ふ
つ
う
に
は
去
来
の
相
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
馬
、
羊
と
し
て

「
有
ら
し
め
る
」
こ
と
と
し
て
〈
有
時
〉
が
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
馬
や
羊
は
過
ぎ
去
る
も
の
で
は
な
く
、「
有
る
も
の
」

で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
有
ら
し
め
て
い
る
こ
と
が
〈
住
法
位
の
恁
麼
な
る
昇
降
上
下
〉
で
あ
る
。〈
住
法
位
〉
が
［
注
釈
］
で
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み
た
よ
う
に
「
法
住
法
位
、
世
間
相
常
住
」
か
ら
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、《
諸
法
実
相
》
で
〈
方
便
門
は
、
仏
果
の
無
上

功
徳
な
り
、
法
住
法
位
な
り
、
世
相
常
住
な
り
〉
と
引
用
さ
れ
、《
恁
麼
》
で
も
〈
是
法
住
法
位
、
世
間
相
常
住
な
り
〉
と

「
世
間
相
常
住
」
と
セ
ッ
ト
で
い
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
〈
住
法
位
〉
は
「
も
の
」
や
「
状
態
」
が

「
方
便
」
の
世
間
の
見
え
方
と
し
て
、「
常
住
」
す
な
わ
ち
そ
こ
に
変
わ
ら
ず
あ
る
よ
う
に
見
え
る
、
そ
の
あ
り
さ
ま
を
指
す

と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
《
夢
中
説
夢
》
で
〈
し
る
べ
し
諸
仏
化
道
、
お
よ
び
説
法
蘊
、
と
も
に
無
端
に
建
化
し
、
無

端
に
住
位
せ
り
、
去
来
の
端
を
も
と
む
る
こ
と
な
か
れ
〉
と
言
わ
れ
る
意
味
が
、「
建
化
」
つ
ま
り
、
立
ち
上
が
り
（
生
起
）

と
並
べ
ら
れ
る
「
住
位
」
で
あ
っ
て
、
一
つ
の
あ
り
方
（
位
）
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
含
意
し
て
お
り
、
去
来
で
は
な
い
こ
と

か
ら
も
言
え
る
。

　

た
と
え
ば
《
現
成
公
案
》
で
住
法
位
の
説
明
が
〈
薪
は
薪
の
法
位
に
住
し
て
、
さ
き
あ
り
の
ち
あ
り
、
前
後
あ
り
と
い
へ

ど
も
前
後
際
断
せ
り
〉
と
い
わ
れ
て
い
る
時
、
人
は
「
薪
」
と
い
う
空
間
に
位
置
を
占
め
る
具
体
的
存
在
を
考
え
る
。
そ
の

存
在
し
て
い
る
様
相
が
「
法
位
に
住
す
る
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
無
時
間
的
な
も
の
で
は
な
く
、
先

と
後
、
前
後
と
い
う
時
的
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
、
と
い
う
。
そ
こ
で
薪
と
灰
と
の
関
係
性
は
、
薪
は
先
、
灰
は
後
で
は
な

い
、
と
語
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
長
谷
川
『
注
釈
』
が
「『
さ
き
あ
り
の
ち
あ
り
』
と
い
ふ
。
そ
の
『
さ
き
』
と
『
の

ち
』
と
を
秩
序
づ
け
て
い
る
の
が
『
法
位
』
と
い
ふ
も
の
な
の
で
あ
る
」（
Ⅳ
・
一
九
一
頁
）
と
い
う
よ
う
に
は
、
薪
と
灰

と
の
前
後
を
秩
序
づ
け
て
い
る
の
が
〈
法
位
〉
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。〈
建
化
〉
と
「
秩
序
づ
け
」
で
は
意
味
を
な
さ
な

い
し
、
そ
れ
が
〈
無
端
〉
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、「
秩
序
付
け
」
と
は
関
係
な
い
。

　

さ
て
、
住
法
位
の
〈
恁
麼
な
る
昇
降
上
下
〉
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
一
章
二
節
で
〈
時
な
る
が
ゆ
ゑ
に
…
…
い
ま

の
十
二
時
に
習
学
す
べ
し
。
…
…
時
な
る
が
ゆ
ゑ
に
い
ま
の
十
二
時
に
一
如
な
る
べ
し
〉
と
い
わ
れ
た
、
そ
の
〈
十
二
時
〉

が
、「
子
・
丑
・
寅
…
…
」
で
あ
っ
た
か
ら
具
体
的
な
一
定
の
在
り
方
と
し
て
「
住
法
位
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
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る
。
現
代
の
二
十
四
時
の
一
時
、
二
時
と
い
う
数
字
で
あ
っ
た
ら
、
ま
し
て
デ
ジ
タ
ル
の
一
秒
毎
の
表
示
で
は
〈
住
法
位
〉

と
い
う
言
葉
は
使
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。「
子
・
丑
・
寅
…
…
」
の
配
列
が
〈
昇
降
上
下
〉
と
い
わ
れ
る
の
は
、
道
元
の
時

間
感
覚
で
は
、
時
は
「
朝
々
日
は
東
よ
り
出
」
る
よ
う
な
繰
り
返
し
、
直
線
的
上
下
運
動
で
あ
り
、
今
の
ア
ナ
ロ
グ
時
計
の

よ
う
な
円
環
運
動
で
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。〈
住
法
位
〉
と
い
う
状
態
が
昇
降
上
下
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
住
法
位
で

あ
る
子
、
丑
、
寅
、
卯
…
…
の
移
り
行
き
が
昇
降
上
下
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

ね
ず
み
（
子
、
鼠
）
と
ら
（
寅
、
虎
）
が
、
明
ら
か
に
刻
を
表
し
て
い
る
と
同
時
に
、
動
物
で
あ
り
、
有
で
あ
る
か
ら
、

は
じ
め
て
〈
ね
ず
み
（
有
）
も
時
な
り
、
と
ら
（
有
）
も
時
な
り
〉
が
、
有
す
な
わ
ち
時
と
し
て
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
し

か
も
時
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
ば
「
寅
の
刻
」
は
約
二
時
間
の
経
過
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
が
寅
二
つ
、
寅
三
つ
、
寅
四
つ

と
い
う
前
後
が
あ
る
。
住
法
位
は
「
生
」
に
つ
い
て
も
い
わ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
〈
生
も
時
な
り
、
仏
も
時
な
り
〉
と
い

わ
れ
る
。
そ
し
て
《
全
機
》
で
〈
生
は
ひ
と
と
き
の
く
ら
ゐ
に
て
、
す
で
に
さ
き
あ
り
、
の
ち
あ
り
〉
と
い
わ
れ
る
よ
う
に

先
あ
り
後
あ
り
と
い
う
動
き
を
含
ん
だ
「
ひ
と
と
き
の
位
」
な
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、「
住
法
位
」
は
、
た
ん
に
ひ
と
と
き
の
存
在
と
い
う
よ
り
も
、
も
っ
と
重
い
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。《
仏

教
》
巻
で
は
〈
も
し
仏
法
に
よ
り
て
修
行
す
る
が
ご
と
き
は
、
四
諦
と
も
に
唯
仏
与
仏
な
り
、
四
諦
と
も
に
法
住
法
位
な

り
。
四
諦
と
も
に
実
相
な
り
、
四
諦
と
も
に
仏
性
な
り
〉
と
い
わ
れ
て
い
て
、〈
法
住
法
位
〉
は
、〈
唯
仏
与
仏
〉〈
実
相
〉

〈
仏
性
〉
と
い
う
重
い
言
葉
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
《
有
時
》
と
同
じ
頃
書
か
れ
た
《
山
水
経
》
で
、〈
而
今
の
山
水

は
、
古
仏
の
道
現
成
な
り
。
と
も
に
法
位
に
住
し
て
、
究
尽
の
功
徳
を
成
ぜ
り
〉
と
い
わ
れ
る
。
山
が
「
法
位
に
住
す
る
」

こ
と
は
、〈
古
仏
の
道
現
成
〉
で
あ
り
、〈
究
尽
の
功
徳
〉
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
次
に
い
わ
れ
る
こ

と
ば
が
素
直
に
続
く
。

　
〈
こ
の
時
、
三
頭
八
臂
に
て
尽
界
を
証
し
、
丈
六
金
身
に
て
尽
界
を
証
す
〉。
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仏
は
抽
象
的
な
仏
で
は
な
く
、
三
頭
八
臂
と
い
う
具
体
的
な
相
を
も
っ
て
ひ
と
と
き
尽
界
を
証
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
丈

六
金
身
と
い
う
具
体
的
あ
り
方
で
、
ひ
と
と
と
き
尽
界
を
証
し
て
い
る
。

　
〈
丈
六
金
身
を
も
て
丈
六
金
身
す
る
を
、
発
心
・
修
行
・
菩
提
・
涅
槃
と
現
成
す
る
、
す
な
は
ち
有
な
り
、
時
な
り
〉。

　

こ
れ
は
人
が
万
法
、
尽
界
を
証
す
る
の
で
は
な
く
、
人
が
脱
落
し
て
仏
（
丈
六
金
身
）
と
な
っ
た
と
き
、
そ
の
丈
六
金
身

（
脱
落
し
た
わ
れ
）
が
丈
六
金
身
（
仏
）
を
な
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
別
の
こ
と
ば
で
い
え
ば
、
人
が
脱
落
し
て
尽
界
と
な
っ

た
時
、
尽
十
方
界
真
実
人
体
と
し
て
尽
界
が
万
法
を
悉
く
現
成
さ
せ
る
、
そ
の
さ
ま
が
〈
そ
れ
尽
界
を
も
て
尽
界
を
界
尽
す

る
を
、
究
尽
す
る
と
は
い
ふ
な
り
〉
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
究
尽
」
と
い
う
の
は
、
だ
ん
だ
ん
究
め
て
い
っ
て
、
最
後
に

究
め
尽
く
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
脱
落
し
た
人
に
万
法
が
現
成
し
て
い
る
さ
ま
を
い
う
。
つ
ま
り
〈
滴
露
の
天
月

を
罣
礙
〉《
現
成
公
案
》
し
な
い
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
ど
ん
な
小
さ
な
水
も
月
の
全
て
を
映
す
、
そ
の
意
味
の
究
尽
で
あ

る
。

　

お
よ
そ
、
人
は
自
分
だ
け
で
修
証
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
自
分
だ
け
と
い
う
自
我
が
脱
落
し
て
尽
大
地
と
な
る
と
こ

ろ
が
仏
で
あ
る
か
ら
〈
仏
の
行
は
、
尽
大
地
と
お
な
じ
く
お
こ
な
ひ
、
尽
衆
生
と
も
に
お
こ
な
ふ
〉《
唯
仏
与
仏
》
と
い
わ

れ
る
通
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
、〈
尽
界
を
も
て
尽
界
を
界
尽
す
る
〉
と
い
う
や
や
こ
し
い
表
現
が
な
さ
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、「
尽
界
」
と
は
二
章
一
節
で
〈
わ
れ
を
排
列
し
お
き
て
尽
界
と
せ
り
〉
と
い
わ
れ
た
〈
自
己
〉
で
あ
る
。

自
己
が
自
己
に
よ
っ
て
自
己
を
証
す
る
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
逆
に
い
え
ば
そ
の
二
節
で
〈
正
当
恁
麼
時
の
み
な
る
が

ゆ
ゑ
に
、
有
時
み
な
尽
時
な
り
〉
と
い
わ
れ
た
こ
と
は
、〈
発
心
・
修
行
・
菩
提
・
涅
槃
と
現
成
す
る
、
す
な
は
ち
有
な
り
、

時
な
り
〉
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
発
心
・
修
行
・
菩
提
・
涅
槃
し
て
い
る
時
、
す
な
わ
ち
打
坐
の
時
に
の
み
あ
り
え
る
こ
と

で
あ
る
。

　
〈
尽
時
を
尽
有
と
究
尽
す
る
の
み
、
さ
ら
に
剰
法
な
し
〉
と
あ
る
の
は
、
や
は
り
同
節
で
〈
し
ば
ら
く
い
ま
の
時
に
も
れ
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た
る
尽
有
尽
界
あ
り
や
な
し
や
と
観
想
す
べ
し
〉
と
い
わ
れ
た
こ
と
と
響
き
合
う
。
こ
こ
か
ら
は
正
当
恁
麼
時
の
〈
い
ま
の

時
〉
に
漏
れ
る
尽
界
は
な
い
、
で
終
わ
り
に
な
る
の
だ
が
、
道
元
の
見
方
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。「
尽
界
」
に
漏
れ

る
も
の
は
な
い
と
い
う
の
が
普
通
の
理
解
で
あ
ろ
う
が
、
道
元
は
〈
菩
提
の
尽
界
よ
り
も
あ
ま
る
べ
し
〉《
恁
麼
》
と
い
い
、

〈
坐
の
尽
界
と
余
の
尽
界
と
、
は
る
か
に
こ
と
な
り
〉《
三
昧
王
三
昧
》
と
い
う
。
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　
《
恁
麼
》
も
《
三
昧
王
三
昧
》
も
打
坐
の
風
光
を
叙
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
じ
く
坐
禅
の
あ
り
よ
う
を
描
写
し
た
《
現

成
公
案
》
に
〈
う
を
水
を
ゆ
く
に
、
ゆ
け
ど
も
水
の
き
は
な
く
、
鳥
そ
ら
を
と
ぶ
に
、
と
ぶ
と
い
へ
ど
も
そ
ら
の
き
は
な

し
。
…
…
か
く
の
ご
と
く
し
て
、
頭
頭
に
辺
際
を
つ
く
さ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
く
〉
と
あ
る
。
水
に
き
わ
が
な
い
と
こ
ろ
が
坐

の
尽
界
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
発
心
し
て
坐
禅
し
修
行
・
菩
提
・
涅
槃
し
て
、
さ
ら
に
坐
禅
し
て
発
心
・
修
行
・
菩
提
・
涅
槃

し
て
、
生
生
を
尽
く
し
て
も
尽
く
し
き
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
坐
禅
の
と
こ
ろ
は
い
つ
も
究
尽
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ

り
、〈
頭
頭
に
辺
際
を
つ
く
〉
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ど
こ
ま
で
も
究
尽
し
つ
つ
、
さ
ら
な
る
究
尽
の
途
上
で
あ
る
。
そ

う
い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
い
ま
の
究
尽
は
〈
半
究
尽
〉
で
も
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
も
「
剰
法
が
な
い
」
と
い
っ
て
、
さ
ら
に
、〈
剰
法
こ
れ
剰
法
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
た
と
ひ
半
究
尽
の

有
時
も
、
半
有
時
の
究
尽
な
り
〉
と
付
け
加
え
ら
れ
る
。
究
尽
し
て
も
な
お
剰
っ
た
も
の
が
あ
り
う
る
わ
け
で
、
こ
の
よ

う
な
全
（
尽
）
と
半
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
商
量
は
最
後
の
節
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
行
も
道
得
も
究
め
て
い
く
も
の
で
は
あ
る

が
、
究
め
尽
く
す
と
い
う
こ
と
が
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
行
じ
言
語
化
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
〈
た
と
ひ
蹉
過
す
と
み
ゆ
る
形
段
も
有
な
り
〉
と
は
、〈
蹉
過
〉
は
仏
道
を
踏
み
誤
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
仏
道

を
踏
み
誤
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
も
幻
で
も
無
で
も
な
く
、「
有
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
〈
有
な
り
〉
は
、
中
立
的
表
現
で

あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
有
時
」
で
あ
る
と
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
見
え
る
」
こ
と
と
し
て
「
有
」
な
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
少
し
先
で
有
時
に
つ
い
て
〈
無
と
動
著
す
べ
か
ら
ず
、
有
と
強
為
す
べ
か
ら
ず
〉
と
い
わ
れ
る
こ
と
と
は
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異
な
っ
た
も
の
で
、「
あ
る
な
り
」
と
読
ん
で
も
い
い
よ
う
な
有
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
普
通
に
迷
っ
た
り
間
違
っ
た
り
し

て
い
る
人
間
の
有
り
よ
う
に
つ
い
て
、〈
さ
ら
に
か
れ
に
ま
か
す
れ
ば
、
蹉
過
の
現
成
す
る
前
後
な
が
ら
、
有
時
の
住
位
な

り
〉
と
い
わ
れ
る
。
こ
こ
で
も
〈
か
れ
に
ま
か
す
れ
ば
〉
と
い
う
条
件
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
「
か
れ
」
と
は
、「
わ
れ
」
で
も
「
な
ん
じ
」
で
も
な
い
も
の
で
、［
注
釈
］
で
の
べ
た
洞
山
の
「
か
れ
」
あ
る
い
は
〈
非

思
量
に
た
れ
あ
り
、
た
れ
わ
れ
を
保
任
す
〉《
坐
禅
箴
》
と
い
わ
れ
た
〈
た
れ
〉
と
同
義
語
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
が
自
分

と
思
っ
て
い
る
も
の
（
自
己
意
識
）
で
は
な
い
主
体
、
自
己
意
識
を
含
め
た
心
意
識
が
脱
落
し
た
と
こ
ろ
（
仏
）
で
、
そ
の

と
こ
ろ
で
は
、
と
い
う
条
件
の
も
と
で
は
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
次
節
で
〈
凡
夫
の
有
時
な
る
に
一
任
す
れ

ば
〉
と
、
対
比
的
に
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
人
間
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
た
だ
過
ち
、
間
違
い
、
迷
い

で
あ
る
ほ
か
な
い
そ
の
私
の
あ
り
方
が
、
仏
で
あ
る
と
こ
ろ
で
は
そ
の
蹉
過
を
ふ
く
め
て
、〈
有
時
の
住
位
〉
で
あ
る
、
と

い
わ
れ
て
い
る
。〈
有
時
の
住
位
〉
と
い
う
こ
と
は
、
い
ま
ま
で
生
と
か
寅
と
か
い
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、

「
ひ
と
と
き
の
位
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
無
端
に
蹉
過
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
無
端
に
さ
と
り
と
も
な

る
。〈
ま
こ
と
に
大
悟
無
端
な
り
、
却
迷
無
端
な
り
〉《
大
悟
》
と
い
わ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
誤
り
と

見
え
る
だ
け
で
実
際
は
何
も
な
い
「
無
」
だ
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
「
有
」
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
ま
た
「
迷

誤
」
と
か
、「
外
道
」
と
か
決
め
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
「
有
」
で
も
な
い
。
い
ま
、
い
ま
の
有
り
様
で
し
か
な
く
、
無
と
も

言
え
ず
、
有
と
も
い
え
な
い
。〈
蹉
過
の
現
成
す
る
前
後
な
が
ら
〉
と
い
う
言
い
方
は
、
そ
の
よ
う
な
い
ま
、
い
ま
の
有
り

方
を
巧
み
に
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

住
位
の
有
時
の
い
ま
、
い
ま
の
具
体
的
あ
り
方
は
、
ひ
と
と
き
の
あ
り
方
（
住
位
）
で
あ
り
な
が
ら
無
端
に
変
化
し
つ
づ

け
て
い
る
。
住
法
位
の
「
薪
」
は
、
た
え
ず
め
ら
め
ら
と
燃
え
て
い
る
し
、「
生
」
は
た
え
ず
呼
吸
し
、
脈
打
ち
行
住
坐
臥

し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
〈
か
れ
に
ま
か
せ
れ
ば
〉、〈
住
法
位
の
活
潑
潑
地
、
こ
れ
有
時
な
り
〉
で
あ
ろ
う
。
ま
た
打
坐
の
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と
こ
ろ
も
静
止
し
た
も
の
、
常
住
で
は
な
く
、
魚
行
の
活
鱍
鱍
と
例
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
打
坐
は
そ
の
よ
う
な
尽
界

の
活
鱍
鱍
に
同
参
す
る
と
も
い
え
よ
う
。
だ
か
ら
、
無
な
の
で
は
な
く
、
有
と
強
い
て
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
は

「
住
」
と
い
う
語
感
が
、
住
す
る
、
と
ど
ま
る
と
い
う
静
止
的
印
象
を
打
ち
消
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
長
谷
川
『
注
釈
』
は
、
統
合
失
調
症
の
人
と
比
較
し
て
通
常
の
人
の
あ
り
方
を
有
時
と
す
る
。
そ
の
解
釈
は
誤

り
で
あ
る
が
、
時
間
も
空
間
も
自
己
意
識
も
、
私
た
ち
の
脳
の
中
の
統
合
の
働
き
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
カ

ン
ト
が
時
間
と
空
間
を
、
先
験
（
超
越
論
）
的
直
観
の
形
式
で
あ
る
と
し
た
こ
と
と
通
ず
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
統
覚
が

正
常
に
働
き
、
そ
の
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
す
ら
な
い
我
々
の
日
常
が
「
仏
道
」
で
あ
っ
た
り
、「
丈
六
金
身
」
で
あ
っ
た

り
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
人
が
普
通
に
時
間
と
空
間
的
世
界
を
間
主
観
性
と
し
て
認
識
し
生
活
し
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
。
唯
識
で
は
阿
頼
耶
識
を
煩
悩
の
根
源
、
暴
流
の
よ
う
な
根
本
識
と
し
、
そ
れ
が
展
開
し
て
自
分
と
い
う
意
識
（
末

那
識
）
と
世
界
を
認
識
す
る
識
（
六
識
）
へ
と
展
開
す
る
と
考
え
て
い
る
。
唯
識
の
識
転
変
で
あ
れ
、
心
理
学
の
統
合
作

用
、
あ
る
い
は
脳
生
理
学
で
あ
れ
、
そ
の
先
験
的
統
覚
が
失
調
す
る
の
は
、
精
神
の
病
で
あ
る
ば
か
り
だ
。
精
神
病
や
向
精

神
薬
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
「
時
」
や
「
世
界
」
が
心
理
現
象
（
私
の
事
柄
）
で
あ
る
こ
と
を
逆
照
し
て
い
る
。
他
方
、
先
験
的

統
覚
す
ら
働
く
以
前
の
と
こ
ろ
、
六
識
も
自
我
意
識
も
去
り
、
暴
流
の
よ
う
な
阿
頼
耶
識
が
止
滅
す
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
空

劫
以
前
の
自
己
の
消
息
で
あ
り
、
け
っ
し
て
自
覚
す
る
こ
と
の
な
い
本
来
の
面
目
で
あ
る
。

三
節　

時
へ
の
無
理
解

　

時
は
一
向
に
す
ぐ
る
と
の
み
計
功
し
て
、
未
到
と
解
会
せ
ず
。
解
会
は
時
な
り
と
い
へ
ど
も
、
他
に
ひ
か
る
る
縁
な
し
。

去
来
と
認
じ
て
、
住
位
の
有
時
と
見
徹
せ
る
皮
袋
な
し
。
い
は
ん
や
透
関
の
時
あ
ら
ん
や
。
た
と
ひ
住
位
を
認
ず
と
も
、
た

れ
か
既
得
恁
麼
の
保
任
を
道
得
せ
ん
。
た
と
ひ
恁
麼
と
道
得
せ
る
こ
と
ひ
さ
し
き
を
、
い
ま
だ
面
目
現
前
を
摸
索
せ
ざ
る
な
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し
。
凡
夫
の
有
時
な
る
に
一
任
す
れ
ば
、
菩
提
・
涅
槃
も
わ
づ
か
に
去
来
の
相
の
み
な
る
有
時
な
り
。

［
注
釈
］

○
計
功
　『
正
法
眼
蔵
』
の
な
か
で
こ
こ
だ
け
に
使
わ
れ
る
。「
計
」
は
、
は
か
る
と
い
う
意
味
だ
が
〈
計
我
〉《
洗
面
》、〈
計
会
〉《
諸
悪

莫
作
》、〈
僻
計
〉《
四
禅
比
丘
》
な
ど
い
い
意
味
で
は
用
い
ら
れ
な
い
。

○
透
関　

一
生
参
学
の
大
事
が
畢
了
す
る
事
（
何
回
で
も
あ
る
）

　

＊
道
元
用
例
〈
従
来
の
透
関
破
節
、
も
と
よ
り
諸
仏
諸
祖
の
面
面
な
り
と
い
へ
と
も
、
こ
れ
海
印
三
昧
の
朝
宗
な
り
〉《
海
印
三
昧
》。

○
ひ
さ
し
き
を　
「
た
と
ひ
」
と
い
う
副
詞
に
結
ば
れ
る
文
は
「
で
も
」「
ば
」
と
な
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
本
山
版
で
は
「
も
」
と
な
っ

て
い
る
が
、
こ
こ
で
使
わ
れ
る
「
を
」
は
、『
文
学
大
系
』
頭
注
で
は
「
強
意
の
助
詞
か
ら
、
反
戻
（
そ
む
き
離
れ
る
＝
筆
者
）
の
意
を

持
つ
」
と
い
う
。

○
摸
索
　
意
味
は
道
元
自
身
が
〈
摸
索
す
る
と
い
ふ
は
、
さ
ぐ
り
も
と
む
る
な
り
〉《
観
音
》
と
い
う
。

　

＊
道
元
用
例
〈
自
己
の
自
己
に
あ
る
、
摸
索
お
よ
ば
ず
〉《
古
鏡
》。

【
現
代
語
訳
】

　

時
は
い
っ
こ
う
に
過
ぎ
行
く
も
の
だ
と
ば
か
り
考
え
て
、「
未
到
」
と
理
解
し
な
い
。
理
解
と
い
う
こ
と
も
時
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
他
（
別
の
理
解
）
に
影
響
さ
れ
る
縁
は
な
い
。
去
来
だ
と
認
識
し
て
住
位
の
有
時
だ
と
見
抜
く
奴
は
い
な
い
。
い

わ
ん
や
、（
生
死
の
）
関
門
を
透
る
時
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
、
住
位
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
も
、
だ
れ
が
実
際
に

既
に
ず
っ
と
そ
う
で
あ
る
事
態
を
言
葉
で
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
た
と
え
、
言
葉
で
言
い
表
し
て
き
て
も
、
い
ま

だ
自
己
の
面
目
現
前
（
と
い
う
体
験
）
を
さ
ぐ
り
も
と
め
な
い
も
の
は
な
い
。
普
通
の
人
の
「
有
時
（
あ
る
と
き
）」
に
任

せ
て
い
れ
ば
、
菩
提
・
涅
槃
も
、
た
だ
過
ぎ
去
る
一
時
的
出
来
事
に
す
ぎ
な
い
有
る
時
で
あ
る
。

【
解
釈
】
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こ
こ
は
、
修
行
者
一
般
の
〈
有
時
〉
を
理
解
し
て
い
な
い
有
り
様
を
述
べ
て
い
る
。〈
時
は
一
向
に
す
ぐ
る
と
の
み
計
功

し
て
〉
と
い
う
の
は
、
す
で
に
五
節
で
、〈
時
は
飛
去
す
る
と
の
み
解
会
す
べ
か
ら
ず
、
…
…
有
時
の
道
を
経
聞
せ
ざ
る
は
、

す
ぎ
ぬ
る
と
の
み
学
す
る
に
よ
り
て
な
り
〉
と
批
判
さ
れ
た
見
方
で
あ
る
が
、
そ
の
批
判
が
今
度
は
〈
未
到
と
解
会
せ
ず
〉

と
別
の
角
度
か
ら
い
わ
れ
る
。
現
代
で
も
多
く
の
人
の
実
感
と
し
て
は
時
は
過
ぎ
去
っ
て
い
く
、
と
い
う
も
の
で
、
時
は
未

来
の
ま
だ
到
来
し
な
い
も
事
態
を
含
む
と
い
う
よ
う
に
は
了
解
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
時
」
は
時
計
が
そ
う
で
あ
る
よ

う
に
、
過
ぎ
て
い
く
と
い
う
感
覚
と
同
時
に
意
識
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
道
元
は
な
ぜ
〈
未
到
〉
と
い
う
新
し
い
用
語
、
概
念
を
持
ち
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
に
は
、
最
後
の

偈
で
展
開
す
る
帰
省
禅
師
の
「
有
時
意
到
句
不
到
」
の
句
が
念
頭
に
あ
っ
た
の
で
、〈
未
到
〉
を
持
ち
出
し
、「
意
」
に
も
通

ず
る
〈
解
会
〉、「
句
」
に
も
通
ず
る
〈
道
得
〉
な
ど
の
言
葉
を
か
ら
め
て
論
じ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
う
一
つ
は
、
時
が
「
去

る
」
と
か
「
飛
去
」
と
だ
け
し
か
理
解
さ
れ
な
い
点
を
突
く
に
は
「
未
至
」
と
か
「
未
到
」
な
ど
の
視
点
も
有
効
だ
と
考
え

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

時
に
過
去
、
現
在
、
未
来
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
現
代
人
で
も
道
元
当
時
の
人
も
よ
く
知
っ
て
い
る
。
だ
が
、
実
際
、

「
い
ま
だ
至
ら
な
い
時
」
と
い
う
の
は
、
ま
っ
た
く
無
形
で
あ
り
、
時
と
し
て
把
捉
し
に
く
い
。
た
だ
、
道
元
が
こ
こ
で

〈
未
到
〉
と
い
う
の
は
、
た
ん
に
未
来
と
い
う
時
の
こ
と
で
は
な
く
、
も
う
少
し
積
極
的
な
意
味
が
あ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
、〈
有
時
〉
と
は
自
己
に
尽
有
尽
界
尽
時
が
あ
る
そ
の
よ
う
な
時
で
あ
る
か
ら
、
有
時
の
而
今
に
今
日
も
明
日
も

昨
日
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
明
日
の
あ
り
さ
ま
、
例
え
ば
人
の
死
で
も
天
候
の
降
雨
で
も
、
そ
れ
が
而
今
に
あ
る
と

解
会
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。〈
未
到
〉
を
道
元
は
こ
こ
で
は
何
も
展
開
し
て
い
な
い
か
ら
、
解
釈
し
よ
う
が
な
い

が
、
二
年
後
に
書
か
れ
た
《
授
記
》
に
ヒ
ン
ト
を
見
い
だ
せ
る
。
そ
こ
で
『
維
摩
経
』
の
弥
勒
の
授
記
を
め
ぐ
り
、
道
元
は

い
う
。
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〈
一
切
衆
生
は
、
弥
勒
と
同
発
心
す
る
ゆ
ゑ
に
、
同
受
記
な
り
、
同
成
道
な
る
べ
し
。
…
…
未
来
か
な
ら
ず
し
も
未
至
に

あ
ら
ず
、
現
在
か
な
ら
ず
し
も
無
住
に
あ
ら
ず
。
無
住
・
未
至
・
已
滅
等
を
、
過
未
現
と
学
す
と
い
ふ
と
も
、
未
至
の
す
な

は
ち
過
現
未
な
る
道
理
、
か
な
ら
ず
道
取
す
べ
し
〉。

　

道
元
は
〈
未
至
の
す
な
は
ち
過
現
未
な
る
道
理
〉
と
い
う
。〈
未
至
〉
は
、「
未
だ
い
た
ら
ず
」
で
〈
未
到
〉
と
同
義
語
で

あ
ろ
う
が
〈
未
来
〉
と
同
義
語
で
は
な
い
。
弥
勒
成
仏
と
い
う
未
来
の
事
柄
を
、
そ
の
「
未
至
」
と
同
時
に
現
在
の
衆
生
も

過
去
の
諸
仏
も
同
発
心
同
成
道
す
る
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
有
時
（
打
坐
）
の
尽
時
に
は
「
未
到
」
も
含
ま
れ
、

未
来
の
弥
勒
成
仏
が
含
ま
れ
る
。
有
時
が
尽
時
で
あ
り
、
末
上
（
未
来
）
も
含
む
と
い
う
も
う
一
つ
の
例
は
《
嗣
書
》
に
み

ら
れ
る
。

　
〈
そ
の
宗
旨
は
、
釈
迦
牟
尼
仏
は
…
…
降
生
よ
り
三
十
歳
十
二
月
八
日
に
成
道
す
と
い
へ
ど
も
、
七
仏
以
前
の
成
道
な
り
、

諸
仏
斉
肩
同
時
の
成
道
な
り
。
諸
仏
以
前
の
成
道
な
り
、
一
切
の
諸
仏
よ
り
末
上
の
成
道
な
り
〉。

　

こ
れ
は
打
坐
が
諸
時
と
ま
ど
か
に
通
ず
る
と
い
う
面
だ
け
で
な
く
、
一
切
衆
生
と
共
に
成
道
す
る
な
ら
、
一
番
最
後
に
成

道
す
る
と
い
う
意
味
も
含
む
。
釈
迦
に
永
劫
未
来
の
衆
生
の
成
仏
が
期
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
ア
メ
リ
カ
先
住
民
は
、
何

か
決
め
る
時
、
七
代
先
の
子
孫
の
こ
と
ま
で
考
え
る
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
ま
な
ざ
し
で
あ
ろ
う
。
道
元
は
そ
の
よ
う
に

「
未
到
も
時
」
と
理
解
せ
よ
、
と
言
っ
て
い
る
。

　
〈
他
に
ひ
か
る
る
縁
な
し
〉
の
主
語
を
、
内
山
『
味
わ
う
』
は
「
時
の
本
質
」（
五
八
頁
）、
安
谷
『
参
究
』
も
「
時
」

（
二
七
七
頁
）
と
し
、
い
っ
ぽ
う
森
本
『
読
解
』
は
「
解
会
」（
四
二
九
頁
）
と
し
、［
水
野
訳
］
は
「
暗
に
自
己
を
主
語
と

し
、
自
己
が
自
己
以
外
の
解
会
に
ひ
っ
ぱ
ら
れ
な
い
」（
五
四
頁
）
と
し
て
い
る
。「
他
」
は
内
山
、
水
野
、
安
谷
氏
は
「
解

会
」
と
し
、
森
本
氏
は
「
時
」
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
前
の
文
の
続
き
で
あ
る
か
ら
、「
解
会
」
が
主
語
で
あ
り
、
そ
し

て
「
他
」
は
他
の
解
会
と
と
り
た
い
。
つ
ま
り
、
理
解
と
い
う
こ
と
は
、
人
状
態
で
あ
る
か
ら
時
で
あ
っ
て
も
、
人
は
他
者
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の
解
会
に
影
響
さ
れ
る
縁
が
な
い
、
と
解
釈
し
て
お
き
た
い
。

　
〈
去
来
と
認
じ
て
、
住
位
の
有
時
と
見
徹
せ
る
皮
袋
な
し
。
い
は
ん
や
透
関
の
時
あ
ら
ん
や
〉
は
、
以
上
の
ま
と
め
と
し

て
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
安
谷
『
参
究
』
が
「
そ
の
時
を
去
来
と
ば
か
り
認
め
て
、
そ
の
時
、
そ
の
時
が

法
位
に
住
し
て
い
る
絶
対
不
動
の
有
時
だ
と
徹
見
大
悟
す
る
人
物
が
な
い
」（
二
七
八
頁
）
と
い
う
よ
う
な
去
来
に
対
す
る

「
不
動
」
あ
る
い
は
「
常
住
」（『
聞
解
』
三
一
頁
）
と
取
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
常
住
や
不
動
で
は
な
く
、
有
時
は
活
鱍
鱍

で
あ
り
、
而
今
の
山
水
は
住
法
位
で
は
あ
る
が
、〈
山
の
運
歩
は
其
疾
如
風
よ
り
も
す
み
や
か
〉《
山
水
経
》
と
い
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

　
〈
見
徹
〉
と
い
う
了
解
を
意
味
す
る
言
葉
よ
り
も
〈
透
関
〉
と
い
う
実
存
転
換
の
方
が
難
し
い
こ
と
は
〈
い
わ
ん
や
〉
の

語
勢
か
ら
も
伺
わ
れ
る
。
い
ま
、
こ
こ
、
わ
れ
の
み
と
わ
か
っ
て
も
、
実
際
に
そ
れ
が
生
き
方
と
な
っ
て
い
く
の
は
別
の
こ

と
で
あ
る
。

　
〈
た
と
ひ
住
位
を
認
ず
と
も
、
た
れ
か
既
得
恁
麼
の
保
任
を
道
得
せ
ん
〉
と
畳
み
掛
け
ら
れ
る
。
道
元
の
説
示
に
よ
っ
て

時
は
住
法
位
で
あ
り
去
来
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
認
識
し
た
弟
子
た
ち
が
、
そ
し
て
毎
日
の
打
坐
に
よ
っ
て
、
す
で
に
恁

麼
人
で
あ
る
こ
と
を
保
任
し
て
い
る
の
に
、
そ
の
自
己
を
、
し
か
し
誰
が
自
ら
の
言
葉
で
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

か
、
と
〈
道
得
〉
の
難
し
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
決
し
て
道
得
せ
よ
、
と
い
う
要
請
で
は
な
い
。
さ
ら

に
た
と
え
、
こ
の
よ
う
だ
、
と
自
分
の
言
葉
で
い
い
得
て
か
ら
久
し
く
た
っ
て
い
て
も
、
そ
の
す
で
に
あ
る
本
来
の
面
目
を

覚
知
で
き
る
こ
と
と
し
て
現
前
さ
せ
よ
う
と
探
し
求
め
な
い
も
の
は
い
な
い
、
と
嘆
か
れ
て
い
る
。
言
葉
で
い
く
ら
納
得
し

て
も
、
ど
う
し
て
も
悟
り
、
涅
槃
を
自
ら
の
体
験
と
し
て
求
め
な
い
人
は
い
な
い
、
と
重
点
は
こ
こ
に
あ
る
。

　

有
時
が
而
今
の
打
坐
に
〈
発
心
・
修
行
・
菩
提
・
涅
槃
〉
と
現
成
す
る
こ
と
は
、
当
時
も
今
も
、
禅
宗
で
は
理
解
さ
れ
に

く
く
、
ほ
と
ん
ど
が
本
来
の
面
目
現
前
と
い
う
「
さ
と
り
」
を
求
め
る
。
覚
知
で
は
な
い
有
時
の
住
位
に
安
ん
ず
る
こ
と
が
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で
き
な
い
の
が
凡
夫
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
道
元
は
、〈
凡
夫
の
有
時
な
る
に
一
任
す
れ
ば
、
菩
提
・
涅
槃
も
わ
づ
か
に
去
来

の
相
の
み
な
る
有
時
な
り
〉
と
決
す
る
。
そ
れ
は
決
し
て
涅
槃
・
菩
提
が
去
来
で
は
な
く
、
常
住
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。

涅
槃
・
菩
提
は
打
坐
の
正
当
恁
麼
時
に
現
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
節　

有
時
現
成　
　

  

お
ほ
よ
そ
羅
籠
と
ど
ま
ら
ず
有
時
現
成
な
り
。
い
ま
右
界
に
現
成
し
、
左
方
に
現
成
す
る
天
王
天
衆
、
い
ま
も
わ
が
尽
力

す
る
有
時
な
り
。
そ
の
余
外
に
あ
る
水
陸
の
衆
有
時
、
こ
れ
わ
が
い
ま
尽
力
し
て
現
成
す
る
な
り
。
冥
陽
に
有
時
な
る
諸
類

諸
頭
、
み
な
わ
が
尽
力
現
成
な
り
、
尽
力
経
歴
な
り
。
わ
が
い
ま
尽
力
経
歴
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
一
法
一
物
も
現
成
す
る
こ
と

な
し
、
経
歴
す
る
こ
と
な
し
と
参
学
す
べ
し
。

［
注
釈
］

○
羅
籠   

鳥
を
取
る
網
と 

魚
を
取
る
籠
。
転
じ
て
煩
悩
の
と
ら
わ
れ
。

　

＊
道
元
用
例　
「
羅
籠
い
ま
だ
至
ら
ず
」『
普
勧
坐
禅
儀
』 

、〈
籠
羅
無
端
な
り
と
い
へ
ど
も
、
解
脱
無
端
な
り
〉《
夢
中
説
夢
》。

　
『
思
想
大
系
』
頭
注
に
は
「
中
国
の
言
語
は
『
牢
籠
不
住
』
と
り
こ
め
（
牢
籠
）
切
れ
な
い
、
抑
え
こ
み
き
れ
な
い
の
意
」
と
あ
る
が
、

「
羅
籠
」
は
道
元
が
し
ば
し
ば
使
う
用
語
で
あ
る
か
ら
、「
牢
籠
」
で
は
な
い
。

○
天
王
天
衆　
「
天
王
」
は
牛
頭
天
王
、
四
天
王
、
梵
天
王
、
毘
沙
門
天
王
な
ど
、「
天
衆
」
は
、
天
衆
生
と
同
じ
。
梵
天
・
帝
釈
天
な
ど

イ
ン
ド
の
神
々
で
仏
教
の
守
護
神
。

　

＊
道
元
用
例
〈
天
王
龍
王
・
四
部
八
部
、
所
求
所
解
こ
と
な
り
と
い
へ
ど
も
〉《
授
記
》、〈
天
帝
聞
是
大
慚
愧
、
給
侍
諸
天
愕
然
笑
。
天

王
降
趾
大
無
利
〉《
帰
依
仏
法
僧
》、〈
帰
仏
の
人
衆
・
天
衆
・
龍
衆
〉《
陀
羅
尼
》、〈
在
家
出
家
・
天
衆
人
衆
、
き
ほ
ふ
て
礼
拝
供
養
す

る
な
り
〉《
面
授
》、〈
天
衆
・
人
衆
と
も
に
供
養
す
る
な
り
〉《
袈
裟
功
徳
》、〈
人
衆
・
天
衆
・
龍
衆
、
た
と
ひ
一
九
旬
な
り
と
も
、
比
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丘
・
比
丘
尼
と
な
り
て
安
居
す
べ
し
〉《
安
居
》、〈
普
勧
す
ら
く
は
尽
十
方
の
天
衆
生
・
人
衆
生
・
龍
衆
生
・
諸
衆
生
、
は
る
か
に
如
来

の
法
を
慕
古
し
て
〉《
三
十
七
品
菩
提
分
法
》、〈
仏
位
は
こ
れ
出
家
位
な
り
。
三
界
の
天
衆
生
・
人
衆
生
、
と
も
に
頂
戴
恭
敬
す
る
く
ら

ゐ
な
り
。
梵
王
・
釈
王
の
同
坐
す
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
〉《
三
十
七
品
菩
提
分
法
》。

○
冥
陽
に
有
時
な
る
諸
類
諸
頭　

暗
い
と
こ
ろ
に
目
に
見
え
ず
存
在
す
る
も
の
た
ち
と
明
る
い
と
こ
ろ
に
目
に
見
え
て
存
在
す
る
も
の
た

ち
。

＊
道
元
用
例
「
冥
陽
の
神
道
も
き
た
り
帰
依
し
」『
辦
道
話
』（《
有
時
》
以
外
で
の
「
冥
陽
」
の
用
例
は
こ
こ
の
み
）。

【
現
代
語
訳
】

　

そ
う
じ
て
煩
悩
は
留
ま
る
こ
と
な
く
、
有
時
、
現
成
で
あ
る
。
い
ま
右
側
に
現
成
し
、
左
方
に
現
成
す
る
天
王
や
天
の

神
々
は
、
今
現
在
も
、
私
が
力
を
尽
く
し
て
い
る
有
時
で
あ
る
。
そ
の
他
の
水
陸
の
様
々
な
有
時
は
、
そ
れ
は
今
の
私
が
力

を
尽
く
し
て
現
成
す
る
の
で
あ
る
。
冥
界
と
現
世
に
お
け
る
有
時
で
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
た
ち
も
み
な
私
の
力
を
尽
く
し

て
の
現
成
で
あ
る
。
私
の
今
力
を
尽
く
し
た
経
歴
で
な
け
れ
ば
、
一
つ
の
法
も
一
つ
の
物
も
現
成
す
る
こ
と
は
な
く
、
経
歴

す
る
こ
と
は
な
い
、
と
修
行
し
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
。

【
解
釈
】

　

こ
の
節
は
唐
突
に
〈
お
ほ
よ
そ
羅
籠
と
ど
ま
ら
ず
〉
と
始
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
す
ぐ
前
に

〈
い
ま
だ
面
目
現
前
を
摸
索
せ
ざ
る
な
し
〉
と
い
わ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
い
つ
か
本
来
の
面
目
が
現
前
す
る
の
だ
ろ
う
と

求
め
る
こ
と
な
く
、
打
坐
す
れ
ば
そ
こ
が
す
で
に
羅
籠
が
と
ど
ま
ら
な
い
面
目
現
前
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。〈
羅
籠
〉
つ
ま

り
人
を
捕
捉
す
る
罠
と
し
て
の
煩
悩
が
留
ま
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
状
態
は
〈
羅
籠
い
ま
だ
至
ら
ず
〉『
普
勧
坐
禅
儀
』
と

い
う
坐
禅
の
他
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。『
聞
解
』
が
「
外
道
の
無
と
道
著
す
る
断
見
、
凡
夫
の
有
と
強
為
す
る
妄
有
、
此
れ

等
、
羅
籠
を
超
越
し
て
」（
三
六
頁
）
と
い
う
よ
う
に
は
前
と
の
関
わ
り
を
い
う
必
要
は
な
い
。
そ
の
打
坐
に
お
い
て
〈
正
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当
恁
麼
時
の
み
〉
に
な
り
、〈
去
来
の
相
〉
で
は
な
い
有
時
に
な
る
。〈
有
時
現
成
〉
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
と
き
右
界
、

左
方
に
現
成
す
る
も
の
が
、
な
ぜ
天
衆
や
天
王
な
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
右
界
、
左
方
に
山
河
や
大
地
や
法
堂
、
山
門
が
現
成

し
な
い
の
か
。

　

考
え
て
み
れ
ば
「
証
上
に
万
法
を
あ
ら
し
め
」『
辦
道
話
』
る
と
い
わ
れ
る
の
は
、
仏
で
あ
る
と
き
で
、
そ
こ
は
不
覚
不

知
で
あ
る
な
ら
、
ど
の
よ
う
に
天
衆
天
王
が
現
成
す
る
こ
と
を
人
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。〈
冥
陽
に
有
時
な
る
諸
類

諸
頭
〉
が
現
成
す
る
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
、〈
水
陸
の
衆
有
時
〉
と
は
い
っ
た
い
何
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
道
元
は
ど
の
よ
う
な
根
拠
か
ら
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

　
〈
衆
有
時
〉〈
有
時
な
る
諸
類
諸
頭
〉
と
い
う
は
っ
き
り
し
な
い
言
い
方
は
、
冒
頭
の
八
句
に
〈
高
高
峰
頂
立
、
深
深
海
底

行
、
三
頭
八
臂
、
丈
六
八
尺
、
拄
杖
払
子
、
露
柱
灯
籠
、
張
三
李
四
、
大
地
虚
空
〉
と
い
う
非
常
に
具
体
的
な
状
態
、
仏
、

物
、
人
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
比
さ
れ
う
る
。
道
元
は
続
い
て
〈
わ
が
い
ま
尽
力
経
歴
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
一
法
一
物
も

現
成
す
る
こ
と
な
し
〉
と
い
う
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
〈
一
法
〉、〈
一
物
〉
な
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
あ
げ
た
〈
諸
類
諸

頭
〉、〈
水
陸
の
衆
〉
に
は
い
ず
れ
に
も
〈
有
時
〉
の
語
が
つ
い
て
い
る
。
な
ぜ
〈
有
時
〉
が
こ
こ
で
付
加
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
、〈
有
時
〉
に
つ
い
て
も
う
一
度
見
直
し
て
み
た
い
。〈
有
時
〉
は
打
坐
の
と
こ
ろ
で
は
じ
め
て
自
己
の
事
態
と
な

る
の
で
あ
る
が
、
い
っ
ぽ
う
で
、
ふ
つ
う
に
人
が
「
有
る
」
と
思
う
も
の
、「
時
」
と
思
う
も
の
、
す
べ
て
に
お
い
て
、
い

つ
ど
こ
で
も
〈
有
は
み
な
時
な
り
〉〈
時
す
で
に
こ
れ
有
な
り
〉
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
の
事
実
、
事
態
を
お
よ
そ
す
べ

て
の
人
は
誤
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
普
通
に
は
そ
の
よ
う
に
は
認
識
さ
れ
ず
、
空
間
が
あ
り
、
そ
こ
に
物
が
有

り
、
そ
れ
ら
は
時
間
の
中
を
経
過
す
る
、
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
人
間
が
自
然
に
持
つ
認
識
で
あ
り
、
そ
の
認
識
に

基
づ
き
、
認
識
さ
れ
た
も
の
を
名
付
け
て
世
界
を
立
ち
上
げ
て
い
る
間
主
観
性
で
あ
る
。
人
間
社
会
の
通
則
と
し
て
時
間
概
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念
、
存
在
概
念
で
あ
る
。
そ
の
名
付
け
ら
れ
た
存
在
概
念
が
〈
丈
六
八
尺
、
拄
杖
払
子
、
露
柱
灯
籠
、
張
三
李
四
、
大
地
虚

空
〉
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
人
間
の
根
本
認
識
が
誤
り
だ
と
明
ら
か
に
す
る
の
が
仏
法
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
だ
が
、
そ

の
明
ら
か
に
す
る
仕
方
は
、
仏
教
で
は
普
通
に
有
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
を
、
空
、
無
我
、
無
常
と
い
う
よ
う
に
否
定

辞
で
表
す
と
い
う
方
向
が
主
流
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
肯
定
的
に
表
現
し
た
の
が
〈
い
は
ゆ
る
有
時
は
、
時
す
で
に
こ
れ
有
な

り
…
…
〉
と
い
う
道
元
独
自
の
道
得
で
あ
る
。

　

だ
が
、
そ
れ
を
具
体
的
に
、
証
の
現
成
と
し
て
ど
う
表
し
た
ら
い
い
の
か
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
そ
れ
は
〈
恁
麼
時
の
而

今
は
、
吾
も
不
知
な
り
、
誰
も
不
識
な
り
。
汝
も
不
期
な
り
、
仏
眼
も
覷
不
見
な
り
。
人
慮
あ
に
測
度
せ
ん
や
〉《
渓
声
山

色
》
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
理
解
も
知
恵
も
認
識
も
届
か
な
い
。
筆
者
は
、
そ
こ
に
「
証
上
の
万
法
」
を
描
写

す
る
こ
と
の
非
常
な
困
難
さ
を
感
ず
る
。
証
の
世
界
を
表
す
道
元
の
功
夫
の
ひ
と
つ
が
、
人
間
界
の
事
柄
で
は
な
い
と
示
す

こ
と
で
は
な
い
の
か
。
打
坐
の
と
こ
ろ
に
「
天
衆
天
王
が
現
成
す
る
」
と
い
う
の
は
、
人
間
界
を
超
え
た
世
界
が
現
成
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
正
法
眼
蔵
』
で
「
天
王
天
衆
」
が
言
及
さ
れ
る
用
例
は
、
ほ
と
ん
ど
人
間
界
と
は
異
な
る
世
界

で
あ
り
、
そ
こ
の
住
人
も
仏
を
供
養
し
出
家
し
、
修
行
す
る
と
い
う
文
脈
で
使
わ
れ
て
い
る
。
打
坐
の
と
こ
ろ
は
仏
で
あ
る

の
で
、
右
方
左
方
の
天
衆
た
ち
が
、
須
弥
壇
の
仏
を
左
右
か
ら
囲
遶
す
る
よ
う
に
、
そ
の
人
（
仏
）
を
取
り
巻
い
て
現
ず
る

と
い
う
風
に
描
か
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
は
普
通
の
意
味
の
存
在
（
有
）
で
は
な
く
、
私
の
覚
知
認
識
に
と
ら
え

ら
れ
ず
に
、
し
か
も
ま
さ
に
い
ま
、
人
間
界
を
越
え
た
事
態
と
し
て
こ
こ
に
現
成
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
〈
冥
陽
に
有
時
な
る
諸
類
諸
頭
〉〈
水
陸
の
衆
有
時
〉
と
道
元
が
い
う
の
は
、〈
有
時
〉
と
付
け
る
こ
と
で
、
地
上
で
あ
れ
、

地
下
で
あ
れ
、
海
中
で
あ
れ
、
実
際
に
存
在
す
る
も
の
と
は
区
別
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。「
冥
陽
」
を
道
元
が
使
う
の
は
、

た
だ
一
例
、『
辦
道
話
』
で
「
冥
陽
の
神
道
も
き
た
り
帰
依
し
」
と
あ
る
。
こ
れ
も
仏
に
帰
依
し
賛
嘆
す
る
た
め
に
や
っ
て

く
る
冥
陽
の
神
々
で
あ
る
。〈
水
陸
の
衆
有
時
〉
は
、
別
世
界
と
も
い
え
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、〈
あ
る
ひ
は
水
陸
の
華
、
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あ
る
ひ
は
栴
檀
・
沈
水
香
等
を
供
養
し
た
て
ま
つ
り
〉《
供
養
諸
仏
》
と
あ
る
よ
う
に
、
仏
を
供
養
賛
嘆
す
る
水
陸
の
も
の

と
い
う
文
脈
で
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
総
じ
て
、
仏
を
賛
嘆
賛
仰
す
る
鬼
神
天
人
の
類
い
、
神
話
的
表
象
で
あ
る
。
ふ

つ
う
に
は
目
に
見
え
な
い
存
在
、
い
や
お
よ
そ
実
際
に
は
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
含
ん
だ
万
物
が
現
成
す

る
、
と
い
う
言
い
方
は
ま
さ
し
く
『
辦
道
話
』
の
「
人
、
一
時
な
り
と
い
ふ
と
も
」
の
坐
禅
の
功
徳
と
し
て
説
か
れ
て
い
る

内
容
に
呼
応
す
る
。

　
「
お
よ
び
十
方
法
界
・
三
途
六
道
の
群
類
、
み
な
と
も
に
一
時
に
身
心
明
浄
に
し
て
、
大
解
脱
地
を
証
し
」、「
こ
の
と
き
、

十
方
法
界
の
土
地
・
草
木
・
牆
壁
・
瓦
礫
み
な
仏
事
を
な
す
を
も
て
、
そ
の
お
こ
す
と
こ
ろ
の
風
水
の
利
益
に
あ
づ
か
る
と

も
が
ら
、
み
な
甚
妙
不
可
思
議
の
仏
化
に
冥
資
せ
ら
れ
て
、
ち
か
き
さ
と
り
を
あ
ら
は
す
。
こ
の
水
火
を
受
用
す
る
た
ぐ

ひ
、
み
な
本
証
の
仏
化
を
周
旋
す
る
ゆ
ゑ
に
、
こ
れ
ら
の
た
ぐ
ひ
と
共
住
し
て
同
語
す
る
も
の
…
…
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

〈
十
方
法
界
・
三
途
六
道
の
群
類
〉
は
、
ま
さ
し
く
天
衆
を
含
む
も
の
で
あ
り
、「
冥
陽
の
諸
類
諸
頭
」
で
は
な
い
か
。「
風

水
の
利
益
に
あ
づ
か
る
と
も
が
ら
」、「
水
火
を
受
用
す
る
た
ぐ
ひ
」
は
、〈
水
陸
の
衆
有
時
〉
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
確
か
に

〈
水
陸
の
衆
有
時
、
こ
れ
わ
が
い
ま
尽
力
し
て
現
成
す
る
な
り
。
冥
陽
に
有
時
な
る
諸
類
諸
頭
、
み
な
わ
が
尽
力
現
成
な
り
〉

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
私
が
坐
禅
し
て
尽
力
す
る
と
こ
ろ
に
現
象
す
る
、
と
道
元
に
よ
っ
て
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
見
聞
覚
知
に
は
知
ら
れ
な
い
事
態
で
あ
る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、〈
わ
が
い
ま
尽
力
経
歴
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
一
法
一
物
も
現
成
す
る
こ
と
な
し
、
経
歴
す
る
こ
と
な
し
〉

と
い
う
の
も
、
私
が
認
識
で
き
る
「
一
法
一
物
」
で
は
な
い
か
ら
、
す
な
お
に
う
な
ず
け
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
た
ち

が
誤
っ
て
対
象
的
に
「
一
法
一
物
」
と
認
識
す
る
以
前
の
「
有
時
の
一
法
一
物
」
で
あ
る
。

　

人
は
、
そ
の
よ
う
に
現
成
す
る
も
の
は
「
一
物
」
と
か
「
万
法
」
と
か
い
わ
な
い
、
と
い
う
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
道

元
に
と
っ
て
「
い
ま
を
し
ふ
る
功
夫
辨
道
は
、
証
上
に
万
法
を
あ
ら
し
め
」『
辦
道
話
』
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
万
法
」
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と
言
い
表
す
の
は
、
禅
宗
の
伝
統
で
あ
ろ
う
。
六
祖
恵
能
は
「
是
の
故
に
善
知
識
の
真
正
法
を
開
き
、
迷
妄
を
吹
却
し
、
内

外
明
徹
な
ら
し
む
る
に
遇
わ
ば
、
自
性
中
に
於
て
万
法
皆
現
わ
る
」（『
六
祖
壇
経
』
二
〇
）
と
い
っ
て
い
る
。　

　

も
っ
と
も
道
元
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
な
叙
述
に
お
い
て
、
別
の
明
示
的
表
現
も
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
二

章
四
節
で
み
た
の
で
あ
る
が
、《
行
持
》
で
〈
わ
が
行
持
、
す
な
は
ち
十
方
の
匝
地
漫
天
、
み
な
そ
の
功
徳
を
か
う
む
る
。

他
も
し
ら
ず
、
わ
れ
も
し
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
し
か
あ
る
な
り
〉
と
い
わ
れ
、
そ
の
続
き
に
〈
こ
の
行
持
に
よ
り
て
日
月
星

辰
あ
り
、
行
持
に
よ
り
て
大
地
虚
空
あ
り
〉
と
い
わ
れ
た
。
こ
こ
で
は
明
白
に
認
識
し
う
る
「
日
月
星
辰
、
大
地
虚
空
」
が

行
持
に
よ
っ
て
「
あ
り
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
た
ん
に
「
あ
り
」
と
だ
け
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
私
た
ち
の

認
識
す
る
「
あ
り
」
で
は
な
く
、〈
あ
き
ら
か
に
し
り
ぬ
、
心
と
は
山
河
大
地
な
り
、
日
月
星
辰
な
り
。
し
か
あ
れ
ど
も
、

こ
の
道
取
す
る
と
こ
ろ
、
す
す
め
ば
不
足
あ
り
、
し
り
ぞ
く
れ
ば
あ
ま
れ
り
。
山
河
大
地
心
は
、
山
河
大
地
の
み
な
り
。
さ

ら
に
波
浪
な
し
、
風
煙
な
し
。
日
月
星
辰
心
は
、
日
月
星
辰
の
み
な
り
。
さ
ら
に
き
り
な
し
、
か
す
み
な
し
〉《
即
心
是
仏
》

と
い
わ
れ
る
如
如
な
る
日
月
星
辰
、
四
大
五
蘊
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
わ
れ
の
「
尽
力
」
に
よ
っ
て
の
み
そ
う
で
あ
る
。

　

修
行
す
る
力
の
功
徳
が
、
こ
の
よ
う
に
及
ぶ
の
で
あ
り
、
諸
有
時
を
現
成
さ
せ
る
と
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
ん
な
る

日
月
星
辰
で
は
な
く
修
行
し
修
行
せ
し
め
る
動
的
な
日
月
星
辰
と
な
る
。

　

こ
の
〈
い
ま
も
わ
が
尽
力
す
る
有
時
な
り
〉、〈
こ
れ
わ
が
い
ま
尽
力
し
て
現
成
す
る
な
り
〉、〈
み
な
わ
が
尽
力
現
成
な

り
〉
と
畳
み
掛
け
ら
れ
る
「
現
成
す
る
有
時
」
と
、
一
章
二
節
で
〈
時
す
で
に
こ
れ
有
な
り
〉
な
ど
と
い
わ
れ
た
こ
と
と

は
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
。〈
有
時
は
、
時
す
で
に
こ
れ
有
な
り
、
有
は
み
な
時
な
り
〉
と
い
う
叙
述
は
、
私
の
尽
力
と
は

関
係
な
く
、
い
つ
で
も
そ
う
で
あ
る
事
実
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、〈
わ
が
尽
力
〉
す
る
と
こ
ろ
で
、
有
時
は

〈
而
今
現
成
〉
し
〈
経
歴
〉
し
〈
住
法
位
〉
す
る
と
い
え
よ
う
。
次
に
そ
の
「
経
歴
」
に
つ
い
て
さ
ら
に
説
か
れ
る
。
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五
節　

春
の
経
歴

  
経
歴
と
い
ふ
は
、
風
雨
の
東
西
す
る
が
ご
と
く
学
し
き
た
る
べ
か
ら
ず
。
尽
界
は
不
動
転
な
る
に
あ
ら
ず
、
不
進
退
に
あ

ら
ず
、
経
歴
な
り
。
経
歴
は
、
た
と
へ
ば
春
の
ご
と
し
、
春
に
許
多
般
の
様
子
あ
り
、
こ
れ
を
経
歴
と
い
ふ
。
外
物
な
き
に

経
歴
す
る
と
参
学
す
べ
し
。
た
と
へ
ば
、
春
の
経
歴
は
か
な
ら
ず
春
を
経
歴
す
る
な
り
。
経
歴
は
春
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
春

の
経
歴
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
経
歴
い
ま
春
の
時
に
成
道
せ
り
。
審
細
に
参
来
参
去
す
べ
し
。

　

経
歴
を
い
ふ
に
、
境
は
外
頭
に
し
て
、
能
経
歴
の
法
は
、
東
に
む
き
て
百
千
世
界
を
ゆ
き
す
ぎ
て
、
百
千
劫
を
ふ
る
と
お

も
ふ
は
、
仏
道
の
参
学
、
こ
れ
の
み
を
専
一
に
せ
ざ
る
な
り
。

［
注
釈
］

○
許
多
般
　
許
多
は
巨
多
と
同
じ
で
「
多
い
」
の
意
。
般
は
種
類
。
多
く
の
種
類
の
。

【
現
代
語
訳
】

　
「
経
め
ぐ
り
」
と
い
う
の
は
、
風
雨
が
東
か
ら
西
に
移
動
す
る
と
い
う
よ
う
に
は
修
行
し
学
ぶ
べ
き
で
は
な
い
。「
尽
界
」

と
い
う
の
は
動
転
し
な
い
も
の
で
は
な
い
し
、
進
ん
だ
り
退
い
た
り
し
な
い
も
の
で
は
な
い
。「
経
歴
」
と
い
う
の
は
、
例

え
ば
春
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
春
に
様
々
な
種
類
の
様
子
が
あ
る
。
こ
れ
を
経
歴
と
い
う
。（
春
）
以
外
に
な
い
が
、「
経

歴
す
る
」
と
修
行
し
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
春
と
い
う
の
は
、
か
な
ら
ず
春
を
経
歴
す
る
の
で
あ
る
。
経
歴
は
春
で

あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
春
の
経
歴
で
あ
る
か
ら
、「
経
歴
」
と
い
う
言
葉
は
、
い
ま
春
の
時
に
成
就
す
る
の
で
あ
る
。

詳
し
く
参
究
し
来
た
り
、
参
究
し
去
る
が
よ
い
。

　
「
経
歴
」
と
い
う
こ
と
を
い
う
の
に
、
環
境
世
界
は
外
に
あ
っ
て
、
経
歴
す
る
も
の
は
、
東
に
む
い
て
（
外
境
で
あ
る
）

百
千
の
世
界
を
過
ぎ
て
、
百
千
劫
の
時
間
を
経
過
す
る
と
思
う
の
は
、
仏
道
の
修
行
し
学
ぶ
あ
り
方
は
、
そ
れ
だ
け
を
専
ら

に
す
る
の
で
は
な
い
。
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【
解
釈
】

　

経
歴
に
つ
い
て
は
す
で
に
こ
の
三
章
一
節
で
述
べ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
今
日
、
昨
日
と
い
う
普
通
に
み
れ
ば
「
時
」
の
範

疇
に
属
す
る
こ
と
に
つ
い
て
〈
経
歴
〉
が
い
わ
れ
、
続
い
て
二
節
で
〈
住
法
位
〉
が
説
か
れ
、
そ
し
て
ま
た
こ
こ
で
あ
ら
た

め
て
〈
経
歴
〉
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
〈
住
法
位
〉
と
〈
経
歴
〉
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
静
的
な
〈
住
法
位
〉
に
対
す
る
、
動
的
な
〈
経
歴
〉
で
別
々
の
事
柄
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
私
に
は
別
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
午
、
未
、
生
、
死
、
薪
、
灰
、
仏
、
凡
夫
（
蹉

過
）
と
い
う
ひ
と
つ
の
事
が
ら
、
ひ
と
つ
の
物
が
ら
に
着
目
さ
れ
る
時
に
は
、「
住
法
位
」
と
い
わ
れ
、
尽
界
に
お
い
て
は

〈
経
歴
〉
と
い
わ
れ
る
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
昨
日
、
明
日
と
い
う
の
は
、
尽
界
で
は
な
い
と
も
考

え
ら
れ
る
が
、〈
昔
日
は
こ
の
と
こ
ろ
よ
り
さ
り
、
今
日
は
こ
の
と
こ
ろ
よ
り
き
た
る
。
さ
る
と
き
は
漫
天
さ
り
、
き
た
る

と
き
は
尽
地
き
た
る
〉《
身
心
学
道
》
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、「
昨
日
」
は
尽
十
方
界
、
万
法
と
し
て
昨
日
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
一
法
と
し
て
〈
住
法
位
〉
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
、
静
止
し
た
不
動
な
も
の
と
思
わ
れ
な
い
よ
う
に

〈
活
潑
潑
地
〉
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
〈
尽
界
〉
も
誤
っ
て
空
間
的
で
静
的
な
も
の
だ
と
捉
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
〈
尽
界
は
不

動
転
な
る
に
あ
ら
ず
、
不
進
退
に
あ
ら
ず
、
経
歴
な
り
〉
と
い
わ
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。〈
経
歴
〉
と
〈
住
法
位
〉
と

が
別
物
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
春
が
《
現
成
公
案
》
で
〈
生
も
一
時
の
く
ら
ゐ
な
り
、
死
も
一
時
の
く
ら
ゐ
な
り
。
た

と
へ
ば
冬
と
春
と
の
ご
と
し
。
冬
の
春
と
な
る
と
お
も
は
ず
、
春
の
夏
と
な
る
と
い
は
ぬ
な
り
〉
と
住
法
位
の
例
と
し
て
い

わ
れ
て
お
り
、
他
方
、
こ
こ
で
は
〈
経
歴
は
、
た
と
へ
ば
春
の
ご
と
し
〉
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

　

そ
の
経
歴
に
つ
い
て
の
叙
述
が
〈
経
歴
と
い
ふ
は
、
風
雨
の
東
西
す
る
が
ご
と
く
学
し
き
た
る
べ
か
ら
ず
〉
で
始
ま
る
の

は
、
経
歴
を
尽
有
に
つ
い
て
い
う
と
す
れ
ば
、
全
体
が
全
体
と
し
て
動
く
と
い
う
こ
と
で
、
ふ
つ
う
私
た
ち
が
見
聞
き
し
考

え
る
世
界
で
は
「
風
雨
」
は
た
と
え
ば
台
風
が
大
地
を
西
か
ら
東
に
経
て
い
く
、
そ
の
よ
う
な
移
動
、
経
過
で
は
な
い
と
最
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初
に
釘
を
さ
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
や
は
り
「
経
歴
」
に
は
経へ

め
ぐ
る
と
い
う
語
感
が
あ
っ
て
、
何
か
が
、
ど
こ
か
の
空
間
を

経
め
ぐ
る
こ
と
だ
と
受
け
取
ら
れ
や
す
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
〈
経
歴
は
、
た
と
へ
ば
春
の
ご
と
し
〉
と
別
の
角
度
か
ら
論
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
普
通
（
凡
夫
）
の
見

方
か
ら
す
れ
ば
、
春
は
こ
う
捉
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
山
が
あ
り
、
川
が
あ
り
、
私
が
い
て
、
そ
の
世
界
（
天
地
）
に

春
が
来
る
、
春
が
や
っ
て
き
た
か
ら
、
山
に
花
が
咲
き
、
川
は
温
み
、
や
が
て
ま
た
春
が
去
る
の
で
山
の
花
は
散
り
、
川
は

大
雨
を
流
す
、
と
。
そ
の
よ
う
な
見
方
が
二
章
三
節
の
〈
山
河
と
わ
れ
と
、
天
と
地
と
な
り
と
お
も
ふ
〉
で
あ
る
。
春
が
来

た
、
そ
の
結
果
と
し
て
花
が
咲
き
、
水
温
み
、
鳥
が
鳴
く
の
で
は
な
い
。
こ
れ
で
は
春
と
い
う
時
の
往
来
に
な
り
、
そ
の
影

響
を
万
物
が
被
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
、
そ
う
で
は
な
い
。
来
る
も
の
、
去
る
も
の
は
何
も
な
い
。

　

そ
の
こ
と
を
〈
春
に
許
多
般
の
様
子
あ
り
、
こ
れ
を
経
歴
と
い
ふ
〉
と
道
元
は
い
う
。「
春
の
様
子
」
と
は
、
鳥
が
鳴
く
、

で
あ
り
、
梅
の
花
が
咲
く
、
で
あ
り
、
東
風
が
吹
く
、
で
あ
り
、
そ
れ
が
経
歴
で
あ
る
。
そ
の
梅
が
咲
く
而
今
に
は
万
法
が

春
で
あ
る
。
し
か
し
、「
春
」
と
い
う
も
の
は
な
い
。
た
だ
〈
許
多
般
の
様
子
〉
が
あ
る
ば
か
り
だ
。〈
梅
開
に
帯
せ
ら
れ
て

万
春
は
や
し
。
万
春
は
梅
裏
一
両
の
功
徳
な
り
、
一
春
な
ほ
よ
く
万
物
を
咸
新
な
ら
し
む
〉《
梅
花
》
と
い
わ
れ
て
も
い
る
。

　

鳥
が
鳴
く
、
水
が
温
ん
で
花
が
咲
く
、
こ
の
動
き
そ
の
も
の
が
春
の
経
歴
で
あ
る
。

　
〈
春
の
経
歴
は
か
な
ら
ず
春
を
経
歴
す
る
な
り
〉
と
い
う
文
は
、
主
語
に
あ
た
る
も
の
が
「
春
の
経
歴
」
で
あ
り
、
述
語

も
「
春
を
経
歴
す
る
」
で
、
同
語
反
復
で
あ
る
。「
春
」
と
い
う
時
が
、
春
を
経
歴
す
る
の
で
は
な
い
。
梅
花
が
咲
く
の
は
、

気
温
と
か
日
光
と
か
風
と
か
が
伴
う
縁
起
だ
と
い
う
ふ
う
に
は
道
元
は
い
わ
は
な
い
。
縁
起
に
よ
っ
て
咲
く
の
で
は
な
く
、

忽
然
と
花
が
咲
く
、
そ
れ
が
〈
老
梅
樹
の
忽
開
華
（
春
の
経
歴
）
の
と
き
、
華
開
世
界
起
な
り
。
華
開
世
界
起
の
時
節
、
す

な
は
ち
春
到
な
り
〉《
梅
花
》
で
あ
る
。
春
の
経
歴
で
あ
る
。〈
経
歴
は
春
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
春
の
経
歴
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、

経
歴
い
ま
春
の
時
に
成
道
せ
り
〉
と
は
、〈
有
時
に
経
歴
の
功
徳
あ
り
〉
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
有
時
の
働
き
で
あ
る
か
ら
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「
経
歴
」
は
「
春
」
で
は
な
い
。
だ
が
「
春
の
経
歴
」
が
あ
る
か
ら
、「
経
歴
」
と
い
う
働
き
は
、〈
い
ま
春
の
時
に
成
道
せ

り
〉
と
い
わ
れ
る
。〈
成
道
〉
は
、
文
脈
か
ら
い
わ
ゆ
る
仏
に
な
る
と
か
、
仏
道
を
成
ず
る
と
か
い
う
意
味
で
は
な
く
、
言

葉
（
道
）
を
成
る
、
詞
の
内
実
が
成
就
す
る
と
い
う
意
味
で
「
道
成
」《
画
餠
》、《
見
仏
》
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

経
歴
は
秋
の
時
に
も
成
就
す
る
。
一
葉
落
ち
れ
ば
、
天
下
は
尽
界
秋
で
あ
る
。
天
地
を
秋
が
通
過
す
る
の
で
は
な
く
、
一
葉

が
落
ち
る
様
子
を
秋
の
経
歴
と
い
う
の
だ
。
そ
こ
に
は
何
か
が
経
過
し
て
い
く
と
い
う
要
素
は
な
い
。

　

だ
が
経
歴
が
述
べ
ら
れ
る
最
後
に
〈
経
歴
を
い
ふ
に
、
境
は
外
頭
に
し
て
、
能
経
歴
の
法
は
、
東
に
む
き
て
百
千
世
界
を

ゆ
き
す
ぎ
て
、
百
千
劫
を
ふ
る
と
お
も
ふ
は
、
仏
道
の
参
学
、
こ
れ
の
み
を
専
一
に
せ
ざ
る
な
り
〉
と
い
わ
れ
る
。
諸
世
界

は
境
で
あ
り
、
我
の
外
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
を
主
体
で
あ
る
我
が
過
ぎ
て
い
く
、
つ
ま
り
、
我
が
阿
閦
仏
の
い
る
東
方

に
百
千
世
界
を
百
千
万
劫
を
費
や
し
て
行
く
、
と
い
う
よ
う
な
「
経
歴
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
道
元
は
認
め
て
い
て
、
し

か
し
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
だ
け
が
仏
道
で
は
な
い
、
こ
こ
で
述
べ
た
経
歴
も
仏
道
の
経
歴
で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
る
。

四
章
　
諸
禅
師
の
有
時

一
節　

馬
祖
の
有
時

　

薬
山
弘
道
大
師
、
ち
な
み
に
無
際
大
師
の
指
示
に
よ
り
て
、
江
西
大
寂
禅
師
に
参
問
す
。「
三
乗
十
二
分
教
、
某
甲
ほ
ぼ

そ
の
宗
旨
を
あ
き
ら
む
、
如
何
是
祖
師
西
来
意
」。
か
く
の
ご
と
く
と
ふ
に
、
大
寂
禅
師
い
は
く
、

 　
「
有
時
教
伊
揚
眉
瞬
目
、
有
時
不
教
伊
揚
眉
瞬
目
、
有
時
教
伊
揚
眉
瞬
目
者
是
、
有
時
教
伊
揚
眉
瞬
目
者
不
是
」。

　

薬
山
き
き
て
大
悟
し
、
大
寂
に
ま
う
す
、「
某
甲
か
つ
て
石
頭
に
あ
り
し
、
蚊
子
の
鉄
牛
に
の
ぼ
れ
る
が
ご
と
し
」。

  

大
寂
の
道
取
す
る
と
こ
ろ
、
余
者
と
お
な
じ
か
ら
ず
。
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眉
目
は
山
海
な
る
べ
し
、
山
海
は
眉
目
な
る
ゆ
ゑ
に
。
そ
の
教
伊
揚
は
山
を
み
る
べ
し
、
そ
の
教
伊
瞬
は
海
を
宗
す
べ

し
。
是
は
伊
に
慣
習
せ
り
、
伊
は
教
に
誘
引
せ
ら
る
。
不
是
は
不
教
伊
に
あ
ら
ず
、
不
教
伊
は
不
是
に
あ
ら
ず
。
こ
れ
ら
と

も
に
有
時
な
り
。

　

山
も
時
な
り
、
海
も
時
な
り
。
時
に
あ
ら
ざ
れ
ば
山
海
あ
る
べ
か
ら
ず
、
山
海
の
而
今
に
時
あ
ら
ず
と
す
べ
か
ら
ず
。

　

時
も
し
壊
す
れ
ば
山
海
も
壊
す
、
時
も
し
不
壊
な
れ
ば
山
海
も
不
壊
な
り
。

こ
の
道
理
に
明
星
出
現
す
、
如
来
出
現
す
、
眼
睛
出
現
す
、
拈
華
出
現
す
。
こ
れ
時
な
り
、
時
に
あ
ら
ざ
れ
ば
不
恁
麼
な

り
。

［
注
釈
］

○
有
時
教
伊
揚
眉
瞬
目
…
…
　
出
典
『
四
家
録
』
の
「
馬
祖
語
録
」（
一
〇
八
五
）
に
初
出
。『
祖
堂
集
』、『
景
徳
伝
灯
録
』
に
な
し
。
以

下
『
宗
門
統
要
集
』
馬
祖
章
、『
聯
灯
会
要
』
薬
山
章
、
大
慧
『
正
法
眼
蔵
』
に
も
あ
る
。

　
「
薬
山
惟
儼
禅
師
、
初
め
石
頭
に
参
じ
便
ち
問
う
、
三
乗
十
二
分
教
、
某
甲
、
粗
ぼ
知
る
。
常
に
南
方
は
直
指
人
心
、
見
性
成
仏
な
り
と

聞
く
。
実
に
未
だ
明
了
せ
ず
。
伏
し
て
望
む
ら
く
は
、
和
尚
、
慈
悲
し
て
指
示
し
た
ま
え
。
頭
曰
く
、
恁
麼
も
也
た
不
得
、
不
恁
麼
も

也
た
不
得
、
恁
麼
不
恁
麼
、
総
に
不
得
、
子
、
作
麼
生
。
山
、
措
く
罔
し
。
頭
曰
く
、
子
の
因
縁
は
此
に
あ
ら
ず
、
且
く
往
き
て
馬
大

師
の
処
に
去
れ
。
山
、
命
を
稟
け
て
恭
し
く
祖
を
礼
し
、
仍
ち
前
問
を
伸
ぶ
。
祖
曰
、
…
…
子
、
作
麼
生
。
山
、
言
下
に
契
悟
し
、
便

ち
礼
拝
す
。
祖
曰
く
、
你
、
甚
麼
の
道
理
を
見
て
、
便
ち
礼
拝
す
や
。
山
曰
く
、
某
甲
、
石
頭
の
処
に
あ
り
し
は
、
蚊
子
の
鉄
牛
に
上

る
が
如
し
。
祖
曰
く
、
汝
、
既
に
是
の
如
し
。
善
く
自
ら
護
持
せ
よ
」（『
四
家
録
』x 69,1325, p5a

）。

○
揚
眉
瞬
目
　『
景
徳
伝
灯
録
』
で
「
慧
忠
国
師
語
」
の
南
方
禅
批
判
の
言
葉
と
し
て
以
外
は
『
天
聖
広
灯
録
』（
一
〇
三
六
―
）
か
ら
。

そ
れ
ま
で
は
「
揚
眉
動
目
」。

　

揚
眉
動
目
（
睛
）
は
『
楞
伽
経
』
の
次
の
句
に
由
来
す
る
。「
或
は
揚
眉
あ
り
、
或
は
動
睛
あ
り
。
或
は
笑
、
或
は
欠あ

く
び

す
」
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（T
16,p493a

）。

　

＊
道
元
用
例
〈
し
る
べ
し
身
現
円
月
相
の
相
を
画
せ
ん
に
は
、
法
座
上
に
身
現
相
あ
る
べ
し
、
揚
眉
瞬
目
、
そ
れ
端
直
な
る
べ
し
〉《
仏

性
》。

○
瞬
目
　「
瞬
目
」
と
伝
法
を
道
元
は
次
の
よ
う
に
結
び
つ
け
る
。

　
〈
い
ま
こ
の
正
法
眼
蔵
は
、
揚
眉
瞬
目
し
て
面
授
し
き
た
る
〉《
仏
道
》、〈
い
は
ゆ
る
、
拈
華
瞬
目
す
な
は
ち
夢
中
説
夢
な
り
〉《
夢
中
説

夢
》、〈
拈
華
瞬
目
、
す
な
は
ち
葛
藤
な
り
。
破
顔
微
笑
、
す
な
は
ち
皮
肉
骨
髄
な
り
。〉《
葛
藤
》、〈
い
た
づ
ら
に
瞬
目
を
蹉
過
し
て
破

顔
せ
ざ
る
〉《
梅
華
》。

○
宗
す　

慕
い
従
う
こ
と
、
尊
ぶ
こ
と
。「
海
」
と
出
し
た
の
で
、
そ
の
縁
語
と
し
て
「
朝
宗
（
海
の
水
が
集
ま
る
）」
の
「
宗
」
を
出
し

た
と
思
わ
れ
る
。

○
山
海　
「
山
水
」
と
同
じ
様
な
意
味
で
「
山
海
」
が
使
わ
れ
る
。

　

＊
道
元
用
例
〈
三
界
な
る
か
ゆ
ゑ
に
、
山
海
国
土
、
日
月
星
辰
な
り
〉《
仏
教
》、〈
広
文
深
義
を
山
海
に
参
学
し
て
、
辨
道
の
標
準
と
す

べ
き
な
り
〉《
仏
経
》、〈
い
づ
れ
の
山
海
か
仏
経
に
あ
ら
ざ
ら
ん
〉《
見
仏
》。

○
慣
習　

習
い
慣
れ
る
、
慣
れ
る
。

　

＊
道
元
用
例
〈
た
だ
わ
づ
か
に
神
州
一
国
の
草
木
を
み
、
日
本
一
州
の
草
木
を
慣
習
し
て
、
万
方
尽
界
も
…
…
〉《
無
情
説
法
》、〈
罣
礙

不
罣
礙
は
、
被
眼
礙
に
慣
習
す
べ
き
な
り
〉《
空
華
》、〈
み
づ
か
ら
学
道
す
る
こ
と
を
慣
習
す
る
を
、
心
学
道
と
い
ふ
〉《
身
心
学
道
》。

【
現
代
語
訳
】

　

薬
山
弘
道
大
師
が
師
の
石
頭
無
際
大
師
の
指
示
に
よ
っ
て
江
西
大
寂
（
馬
祖
）
禅
師
に
参
じ
て
問
う
た
、「
三
乗
十
二
分

教
（
釈
迦
の
教
え
す
べ
て
）
に
つ
い
て
、
私
は
だ
い
た
い
そ
の
根
本
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。（
そ
れ
以
外
に
）
達

磨
が
イ
ン
ド
か
ら
伝
え
た
趣
旨
と
は
ど
ん
な
も
の
で
す
か
。
こ
の
よ
う
に
問
う
た
と
こ
ろ
、
大
寂
禅
師
は
こ
う
い
っ
た
。
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「
有
時
教
伊
揚
眉
瞬
目
、
有
時
不
教
伊
揚
眉
瞬
目
、
有
時
教
伊
揚
眉
瞬
目
者
是
、
有
時
教
伊
揚
眉
瞬
目
者
不
是
」。

　

薬
山
は
こ
れ
を
聞
い
て
大
悟
し
て
大
寂
馬
祖
禅
師
に
申
し
上
げ
た
。「
私
が
以
前
に
石
頭
に
い
た
と
き
は
、
ま
る
で
蚊
が

鉄
の
牛
に
上
っ
て
い
た
よ
う
な
も
の
で
ま
っ
た
く
歯
が
た
ち
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

大
寂
馬
祖
が
述
べ
た
と
こ
ろ
は
、
他
の
者
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

　

眉
目
は
山
海
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
山
海
は
眉
目
で
あ
る
か
ら
。
そ
の
「
彼
を
し
て
（
目
を
）
揚
げ
し
め
る
」
と
は
、
山

を
み
る
が
よ
い
。
そ
の
「
彼
を
し
て
瞬
か
せ
る
」
と
は
、
海
を
尊
ぶ
が
よ
い
。「
是こ

れ

」
は
「
伊か

れ

」
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
の

で
あ
る
。「
伊
」
は
、「
教
」
に
誘
い
よ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
不
是
」
は
「
伊
を
そ
う
さ
せ
な
い
」
の
で
は
な
い
。「
伊
を

そ
う
さ
せ
な
い
」
の
は
「
不
是
」
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
と
も
に
「
有
時
」
で
あ
る
。

　

山
も
時
で
あ
る
、
海
も
時
で
あ
る
。
時
で
な
け
れ
ば
山
海
は
あ
る
は
ず
が
な
い
。
山
海
の
こ
の
い
ま
に
時
が
な
い
と
し
て

は
な
ら
な
い
。

　

時
が
も
し
壊
れ
る
な
ら
、
山
海
も
壊
れ
る
。
時
が
壊
れ
な
い
な
ら
山
海
も
壊
れ
な
い
。

　

こ
の
道
理
に
よ
っ
て
（
成
道
時
の
）
明
星
が
出
現
す
る
、
如
来
が
出
現
す
る
、
教
え
の
眼
目
が
出
現
す
る
、（
伝
法
の
）
拈

華
が
出
現
す
る
。
こ
れ
こ
そ
時
で
あ
る
。
時
で
な
け
れ
ば
こ
の
よ
う
で
は
な
い
。

【
解
釈
】

　

こ
の
巻
の
冒
頭
は
薬
山
の
句
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
薬
山
の
名
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
が
、
主
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
馬
祖
の

語
句
で
あ
る
。
こ
れ
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
句
の
頭
に
「
有
時
」
が
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
語
句

全
体
で
は
な
く
、「
眉
目
は
山
海
な
り
」
と
い
う
道
元
独
自
の
解
釈
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
「
山
海
」

は
、
冒
頭
薬
山
の
初
二
句
〈
有
時
高
高
峰
頂
立
、
有
時
深
深
海
底
行
〉
と
の
響
き
合
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
道
元
は
即
座
に
縁

語
を
思
い
つ
く
。
そ
の
こ
と
へ
の
注
意
を
促
す
為
に
も
、
馬
祖
で
は
な
く
、
薬
山
を
ま
ず
出
し
て
い
る
。



238

　

と
こ
ろ
で
こ
の
叙
述
で
、
石
頭
と
薬
山
は
「
大
師
」
と
い
わ
れ
て
お
り
、
馬
祖
に
対
し
て
は
「
禅
師
」
と
い
わ
れ
る
。
道

元
が
拠
っ
た
と
思
わ
れ
る
『
四
家
録
』
で
も
『
大
慧
正
法
眼
蔵
』
で
も
馬
祖
は
「
大
師
」
と
あ
り
、『
四
家
録
』
は
薬
山
に

「
禅
師
」
と
付
け
る
の
に
、
道
元
は
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
よ
う
に
変
え
る
。『
正
法
眼
蔵
』
を
し
ら
べ
る
と
『
四
家
録
』
の
馬
祖
、

百
丈
、
黄
檗
、
臨
済
に
大
師
号
は
ま
っ
た
く
な
く
、
石
頭
系
は
初
代
石
頭
四
回
、
二
代
薬
山
二
回
、
三
代
雲
巌
一
回
、
四
代

洞
山
七
回
、
五
代
雲
居
三
回
、
五
代
曹
山
一
回
、
五
代
雪
峰
三
回
、
六
代
雲
門
四
回
、
六
代
玄
沙
六
回
、
七
代
真
応
〈
羅
漢

桂
琛
〉
二
回
な
ど
す
べ
て
に
付
き
、
馬
祖
系
は
わ
ず
か
に
趙
州
四
回
、
長
沙
一
回
、
香
厳
二
回
、
瑯
琊
一
回
で
あ
り
、
や
は

り
、
注
意
し
て
石
頭
系
に
尊
称
を
使
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
薬
山
の
問
い
は
す
べ
て
の
資
料
が
「
嘗
聞
南
方
直
指

人
心
見
性
成
仏
実
未
明
了
」
と
あ
る
の
に
、
道
元
は
「
祖
師
西
来
意
」
に
替
え
て
い
る
。
道
元
は
〈
直
指
人
心
見
性
成
仏
な

り
と
い
ふ
、
こ
の
道
取
い
ま
だ
仏
法
の
家
業
に
あ
ら
ず
〉《
仏
教
》
と
い
う
よ
う
に
「
見
性
成
仏
」
を
非
常
に
嫌
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
『
四
家
録
』
が
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
「
多
く
時
輩
を
見
る
に
、
只
、
揚
眉
動
目
、
一
語
一
黙
を
認

め
て
驀
頭
に
印
可
し
、
以
て
心
要
と
為
す
。
此
れ
実
に
未
だ
了
ら
ず
」（T

51,p0313a

）
と
「
揚
眉
動
目
」
を
批
判
し
た
石

頭
の
と
こ
ろ
で
薬
山
が
相
契
せ
ず
、
馬
祖
の
と
こ
ろ
で
「
揚
眉
瞬
目
」
の
語
で
大
悟
し
た
と
す
る
の
は
、
実
に
ひ
ど
い
改
変

で
あ
る
。
石
頭
系
で
は
大
顛
（T

51,p0313a
）
雲
門
（T

47,p0556a

）
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
「
揚
眉
瞬
目
」
が
批
判
さ
れ
、

馬
祖
系
で
は
大
梅
和
尚
が
「
揚
眉
動
目
、
運
手
動
足
、
皆
な
是
れ
自
ら
の
霊
覚
の
性
な
り
。
亦
た
是
れ
心
、
心
は
即
ち
道
、

道
は
即
ち
仏
」（T

48,p0564a

）。
と
い
う
よ
う
に
「
揚
眉
瞬
目
」
を
肯
定
す
る
場
合
も
あ
る
。

　

そ
の
創
作
さ
れ
た
〈
有
時
教
伊
揚
眉
瞬
目
、
有
時
不
教
伊
揚
眉
瞬
目
…
…
〉
は
「
揚
眉
瞬
目
さ
せ
る
時
が
あ
り
、
揚
眉
瞬

目
さ
せ
な
い
時
が
あ
る
。
揚
眉
瞬
目
さ
せ
て
相
契
す
る
時
も
あ
り
、
揚
眉
瞬
目
さ
せ
て
相
契
し
な
い
時
も
あ
る
」
と
い
う
の

が
、
元
来
の
意
図
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
は
石
頭
の
「
与
麼
也
不
得
、
不
与
麼
也
不
得
、
与
麼
不
与
麼
総
不
得
」
よ
り

ず
っ
と
劣
る
よ
う
な
感
じ
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
文
献
で
は
そ
の
語
で
薬
山
が
大
悟
し
て
、
石
頭
に
は
ま
っ
た
く
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歯
が
立
た
な
か
っ
た
と
述
懐
し
た
、
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
『
祖
堂
集
』
に
よ
れ
ば
薬
山
は
石
頭
と
互
角
な
ほ
ど
優
れ
て
い

た
ら
し
い
。

　

で
は
、
道
元
は
こ
の
語
を
ど
う
評
唱
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
語
の
「
有
時
」
に
対
し
て
は
、「
有
る
時
」
と
読
ま

せ
な
い
で
、「
有
時
」
と
熟
語
に
し
、
そ
の
後
も
訓
読
で
は
な
く
、
そ
の
ま
ま
〈
有
時
、
教
伊
揚
眉
瞬
目
、
…
…
〉
と
読
ま

せ
る
。
次
い
で
道
元
は
い
ち
お
う
〈
大
寂
の
道
取
す
る
と
こ
ろ
、
余
者
と
お
な
じ
か
ら
ず
〉
と
馬
祖
を
ほ
め
る
が
、
し
か

し
、「
教
伊
揚
眉
瞬
目
（
伊
を
し
て
眉
を
揚
げ
目
を
瞬
か
し
む
）」
と
い
う
内
実
に
触
れ
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
い
。
そ
の
こ

と
は
道
元
の
眼
中
に
な
い
、
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
〈
眉
目
は
山
海
な
る
べ
し
〉
と
意
表
を
つ
い
た
言
明
が
続
く
。〈
眉
目
〉
は
〈
揚
眉
瞬
目
〉
か
ら
の
〈
眉
目
〉
で

あ
る
が
、
ど
う
し
て
眉
目
が
山
海
な
の
か
。
ま
さ
か
尽
十
方
界
真
実
人
体
だ
か
ら
眉
目
は
山
海
な
ど
と
い
う
わ
け
で
も
あ
る

ま
い
。
眉
は
た
し
か
に
山
形
に
な
っ
て
は
お
り
、
目
は
泪
が
た
ま
り
潤
っ
て
は
い
る
に
し
ろ
、
こ
じ
つ
け
で
あ
っ
て
、「
山

海
」
の
形
容
に
な
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
や
は
り
、
最
初
に
い
っ
た
よ
う
に
、
薬
山
の
二
句
に
表
さ
れ
た
「
山
」
と
「
海
」

に
関
連
し
て
「
有
時
」
を
説
き
た
か
っ
た
の
で
、
道
元
は
「
山
海
は
眉
目
」
と
い
う
、
と
し
か
言
え
ま
い
。
そ
し
て
、
漢
文

と
し
て
は
あ
り
え
な
い
〈
教
伊
揚
（
彼
を
し
て
揚
げ
さ
せ
る
）〉
と
い
う
句
を
文
脈
を
ま
っ
た
く
無
視
し
て
取
り
出
し
て
、
そ

れ
は
山
を
み
る
が
よ
い
で
あ
り
、〈
教
伊
瞬
（
彼
を
し
て
瞬
か
せ
る
）〉
は
、
海
を
尊
ぶ
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
本
文

の
意
味
を
換
骨
奪
胎
し
て
展
開
す
る
。

　
「
山
を
見
る
」「
海
を
宗
す
」
と
は
、
な
ん
で
も
な
い
こ
と
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
が
、「
山
」
と
「
海
（
水
・
渓
・
河
）」

は
、
道
元
に
と
っ
て
、
参
学
す
べ
き
き
わ
め
て
重
要
な
主
題
で
あ
る
。「
山
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
《
有
時
》
が
書
か
れ
た

半
年
前
に
は
《
渓
声
山
色
》
が
示
衆
さ
れ
、《
有
時
》
の
す
ぐ
後
に
《
山
水
経
》
が
説
か
れ
、「
海
」
に
つ
い
て
は
、
翌
々
年

に
《
海
印
三
昧
》
が
示
衆
さ
れ
る
。「
山
」
や
「
海
」
は
道
元
に
と
っ
て
仏
道
参
究
に
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
仏
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道
は
道
元
に
と
っ
て
は
「
自
己
」
の
問
題
に
尽
き
る
の
で
は
な
く
、〈
大
地
の
黄
金
な
る
を
現
成
せ
し
め
、
長
河
の
蘇
酪
を

参
熟
せ
り
〉《
現
成
公
案
》
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
山
河
大
地
の
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

だ
が
山
を
見
る
、
海
を
尊
ぶ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
想
起
さ
れ
る
の
は
〈
而
今
の
山
水
は
、
古
仏
の
道
現
成
な

り
〉《
山
水
経
》
で
あ
る
。
山
を
み
て
初
め
て
言
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。
海
に
つ
い
て
も
〈
い
か
な
る
か
海
と
問
著
す
る
は
、

大
海
の
い
ま
だ
人
天
に
し
ら
れ
ざ
る
ゆ
ゑ
に
、
大
海
を
道
著
す
る
な
り
〉《
海
印
三
昧
》
と
も
い
わ
れ
て
、
海
が
人
間
に
単

純
に
理
解
で
き
る
よ
う
な
代
物
で
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
見
て
、
尊
び
、
参
究
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
で

〈
渓
声
山
色
の
功
徳
に
よ
り
て
、
大
地
有
情
同
時
成
道
し
、
見
明
星
悟
道
す
る
諸
仏
あ
る
な
り
〉《
渓
声
山
色
》
と
い
う
の

は
、
そ
の
よ
う
に
〈
山
を
み
〉
た
消
息
で
あ
ろ
う
。

　
〈
是
は
伊
に
慣
習
せ
り
、
伊
は
教
に
誘
引
せ
ら
る
〉
に
つ
い
て
、
そ
の
「
伊
」
と
「
教
」
は
「
教
伊
揚
、
教
伊
瞬
」
か
ら

く
る
。「
是
」
と
は
句
で
は
師
の
是
認
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
何
で
あ
ろ
う
か
。《
山
水
経
》
で
は
〈
も
し
山
の

運
歩
を
疑
著
す
る
は
、
自
己
の
運
歩
を
も
い
ま
だ
し
ら
ざ
る
な
り
〉
と
い
わ
れ
た
。
す
こ
し
こ
じ
つ
け
で
は
あ
る
が
、
自
己

は
「
是
」
で
あ
り
、
山
は
「
伊
」
と
と
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。〈
是
は
伊
に
慣
習
せ
り
〉
と
は
、
そ
の
よ
う
に
自
己
が
伊
（
山

の
運
歩
）
を
習
い
慣
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
〈
山
水
に
か
く
れ
た
る
声
色
あ
る
こ
と
。
又
よ
ろ
こ
ぶ
べ

し
、
山
水
に
あ
ら
は
る
る
時
節
あ
る
こ
と
〉《
渓
声
山
色
》
と
い
わ
れ
た
「
か
く
れ
た
声
色
」
は
「
伊
（
山
）」
で
あ
ろ
う

し
、
そ
れ
が
「
教
」
す
な
わ
ち
「
せ
し
め
る
」
と
い
う
強
為
に
よ
っ
て
「
誘
引
」
さ
れ
て
、（
山
が
）
あ
ら
わ
れ
る
と
解
釈

で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
強
引
な
解
釈
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
強
要
す
る
ほ
ど
、
道
元
の
言
葉
は
時
に
飛
躍

す
る
。

　
〈
不
是
は
不
教
伊
に
あ
ら
ず
、
不
教
伊
は
不
是
に
あ
ら
ず
〉
と
順
序
を
替
え
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
は
、
道
元
の
用
語

法
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
論
理
的
に
Ａ=

Ｂ
は
必
ず
し
も
Ｂ
＝
Ａ
で
は
な
い
。
地
球
は
惑
星
で
あ
る
、
は
、
惑
星
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は
地
球
で
あ
る
、
わ
け
で
は
な
い
。
Ａ=

Ｂ
か
つ
Ｂ
＝
Ａ
で
あ
っ
て
十
全
に
Ａ=

Ｂ
で
あ
る
。

　
〈
不
是
は
不
教
伊
に
あ
ら
ず
〉
は
、
多
少
句
の
意
味
も
と
っ
て
「
不
是
」
と
い
う
師
の
否
定
の
言
葉
は
、「
不
教
伊
」
す
な

わ
ち
彼
を
教
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
彼
を
教
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
「
不
是
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
と
い
ち

お
う
取
っ
て
お
こ
う
。
否
定
辞
で
指
導
す
る
と
い
う
の
が
禅
の
常
套
だ
か
ら
で
あ
る
。　

　
〈
こ
れ
ら
と
も
に
有
時
な
り
〉
と
い
う
「
こ
れ
ら
」
は
〈
そ
の
教
伊
揚
は
…
…
不
是
に
あ
ら
ず
〉
ま
で
を
含
ん
で
、
そ
れ

ら
が
「
有
時
」
で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
〈
山
も
時
な
り
、
海
も
時
な
り
。
時
に
あ
ら
ざ
れ
ば
山
海
あ
る
べ
か
ら
ず
、
山
海
の
而
今
に
時
あ
ら
ず
と
す
べ
か
ら
ず
。

時
も
し
壊
す
れ
ば
山
海
も
壊
す
、
時
も
し
不
壊
な
れ
ば
、
山
海
も
不
壊
な
り
〉
と
い
わ
れ
る
の
は
、
先
に
「
山
河
」
が
言
及

さ
れ
た
と
き
は
、「
わ
れ
」
の
「
有
時
」
が
中
心
で
あ
っ
て
た
だ
背
景
の
状
況
語
で
し
か
な
か
っ
た
「
山
海
（
水
・
河
）」
に

つ
い
て
も
、
そ
の
時
で
あ
る
こ
と
を
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
自
己
は
説
か
れ
た
よ
う
に
有
時
で
あ
る
が
、
山
海
（
有
）

は
ど
の
よ
う
に
時
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
己
が
無
常
で
あ
り
進
歩
退
歩
し
て
や
ま
な
い
よ
う
に
、
山
も
海
も
進
歩
退
歩
す

る
。〈
青
山
の
運
歩
お
よ
び
自
己
の
運
歩
、
あ
き
ら
か
に
検
点
す
べ
き
な
り
〉《
山
水
経
》
と
い
わ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
山
は

常
住
で
は
な
く
運
歩
し
、
壊
れ
る
。
私
た
ち
が
眼
で
見
る
と
お
り
で
あ
る
。
活
火
山
が
あ
り
、
山
が
壊
れ
て
海
底
に
沈
ん
だ

海
嶺
も
あ
る
。
海
が
壊
れ
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
と
な
っ
て
い
る
。
壊
れ
る
時
は
而
今
に
壊
れ
、
出
現
す
る
時
は
而
今
、
出
現
で

あ
る
。〈
起
は
か
な
ら
ず
時
節
到
来
な
り
、
時
は
起
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
い
か
な
ら
ん
か
こ
れ
起
な
る
、
起
也
な
る
べ
し
。
す

で
に
こ
れ
時
な
る
起
な
り
〉《
海
印
三
昧
》
と
い
わ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
山
も
海
も
無
常
で
あ
り
、
運
歩
し
、
壊
れ
る
も
の

で
あ
る
。
山
の
歩
み
と
自
己
の
歩
み
と
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
自
己
が
成
道
す
る
こ
と
も
あ
る
し
、
死
ぬ
こ
と
も
あ
る
。〈
運

歩
も
し
休
す
る
こ
と
あ
ら
ば
、
仏
祖
不
出
現
な
り
、
運
歩
も
し
究
極
あ
ら
ば
、
仏
法
不
到
今
日
な
ら
ん
。
進
歩
い
ま
だ
や
ま

ず
、
退
歩
い
ま
だ
や
ま
ず
〉《
山
水
経
》。
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し
た
が
っ
て
〈
時
も
し
不
壊
な
れ
ば
山
海
も
不
壊
な
り
〉
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
非
常
に
注
意
を
要
す
る
。
山
の
存

在
を
離
れ
た
「
時
」
な
る
も
の
は
あ
り
え
な
い
。
山
が
時
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
あ
え
て
〈
時
も
し
不
壊
な
れ
ば
〉
と
道
元

は
仮
定
す
る
。
仮
に
「
時
」
が
永
遠
で
あ
る
な
ら
、〈
山
海
も
不
壊
な
り
〉
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
が
、
実
際
は
壊
れ
な

い
も
の
は
何
一
つ
な
い
。
そ
れ
は
現
代
で
は
科
学
の
常
識
で
あ
る
。
地
球
も
太
陽
も
銀
河
系
宇
宙
も
始
め
が
あ
り
終
わ
り
が

あ
る
。
山
が
壊
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
は
「
わ
れ
」
を
離
れ
て
は
な
い
。
私
た
ち
に
と
っ
て
い
つ
も

［
わ
れ
］
は
あ
る
。［
わ
れ
］
と
発
語
す
る
か
ぎ
り
、
わ
れ
は
有
る
。
そ
の
意
味
で
は
［
わ
れ
］
は
不
壊
で
あ
り
、
時
は
不
壊

で
あ
る
。「
不
壊
の
性
」
を
問
わ
れ
て
「
四
大
五
蘊
」
と
趙
州
は
答
え
て
い
る
『
景
徳
伝
灯
録
』（T

51,p0446c 

）。
し
か
も

「
而
今
」
に
「
山
」
は
た
だ
有
る
だ
け
で
は
な
く
〈
而
今
の
山
水
は
…
…
法
位
に
住
し
て
、
究
尽
の
功
徳
を
成
ぜ
り
〉《
山
水

経
》
と
い
う
姿
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
解
す
る
と
き
、
次
の
句
が
素
直
に
頷
か
れ
る
。

　
〈
こ
の
道
理
に
明
星
出
現
す
、
如
来
出
現
す
、
眼
睛
出
現
す
、
拈
華
出
現
す
。
こ
れ
時
な
り
〉。

　

明
星
・
如
来
・
眼
睛
・
拈
華
、
こ
れ
ら
は
成
道
、
伝
法
を
め
ぐ
っ
て
「
瞬
目
」
の
縁
語
と
な
っ
て
い
る
。
大
事
な
こ
と
は

〈
こ
の
道
理
〉
で
あ
る
。
山
水
は
、
進
歩
し
退
歩
し
、
壊
れ
、
無
常
で
あ
り
な
が
ら
、
而
今
、
究
尽
の
功
徳
を
成
じ
、
成
仏

す
る
。
だ
か
ら
而
今
、〈
明
星
出
現
す
、
如
来
出
現
す
、
眼
睛
出
現
す
、
拈
華
出
現
す
〉
と
い
う
こ
と
が
有
り
得
る
。
こ
れ

ら
は
「
瞬
目
」
の
縁
語
で
あ
り
、〈
瞬
目
と
は
、
樹
下
に
打
坐
し
て
明
星
に
眼
睛
を
換
却
せ
し
と
き
な
り
。
…
…
こ
の
如
来

瞬
目
、
す
な
は
ち
拈
華
な
り
。〉《
優
曇
華
》
と
い
わ
れ
る
。
自
己
の
成
仏
の
時
、
同
時
に
釈
迦
も
成
道
す
る
。
仏
に
成
る
と

い
う
事
態
は
而
今
、
私
に
可
能
で
あ
る
。
そ
の
而
今
は
我
の
而
今
で
あ
り
、〈
い
ま
と
い
ふ
道
は
、
行
持
よ
り
さ
き
に
あ
る

に
は
あ
ら
ず
、
行
持
現
成
す
る
を
い
ま
と
い
ふ
〉《
行
持
》
と
い
わ
れ
る
。
だ
か
ら
最
後
に
〈
時
に
あ
ら
ざ
れ
ば
不
恁
麼
な

り
〉
と
結
ば
れ
る
。
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二
節　

帰
省
四
句

　

葉
県
の
帰
省
禅
師
は
、
臨
済
の
法
孫
な
り
、
首
山
の
嫡
嗣
な
り
。
あ
る
と
き
、
大
衆
に
し
め
し
て
い
は
く
、

　

有
時
意
到
句
不
到
、
有
時
句
到
意
不
到
。
有
時
意
句
両
倶
到
、
有
時
意
句
倶
不
到
。

　

意
句
と
も
に
有
時
な
り
、
到
不
到
と
も
に
有
時
な
り
。
到
時
未
了
な
り
と
い
へ
ど
も
不
到
時
来
な
り
。
意
は
驢
な
り
、
句

は
馬
な
り
。
馬
を
句
と
し
、
驢
を
意
と
せ
り
。
到
そ
れ
来
に
あ
ら
ず
、
不
到
こ
れ
未
に
あ
ら
ず
、
有
時
か
く
の
ご
と
く
な

り
。

　

到
は
到
に
罣
礙
せ
ら
れ
て
不
到
に
罣
礙
せ
ら
れ
ず
、
不
到
は
不
到
に
罣
礙
せ
ら
れ
て
到
に
罣
礙
せ
ら
れ
ず
。

　

意
は
意
を
さ
へ
、
意
を
み
る
。
句
は
句
を
さ
へ
、
句
を
み
る
。
礙
は
礙
を
さ
へ
、
礙
を
み
る
。
礙
は
礙
を
礙
す
る
な
り
、

こ
れ
時
な
り
。

　

礙
は
他
法
に
使
得
せ
ら
る
と
い
へ
ど
も
、
他
法
を
礙
す
る
礙
い
ま
だ
あ
ら
ざ
る
な
り
。

　

我
逢
人
な
り
、
人
逢
人
な
り
、
我
逢
我
な
り
、
出
逢
出
な
り
。
こ
れ
ら
も
し
時
を
え
ざ
る
に
は
、
恁
麼
な
ら
ざ
る
な
り
。

　

意
は
現
成
公
案
の
時
な
り
、
句
は
向
上
関
棙
の
時
な
り
。
到
は
脱
体
の
時
な
り
、
不
到
は
即
此
離
此
の
時
な
り
。

　

か
く
の
ご
と
く
辨
肯
す
べ
し
、
有
時
す
べ
し
。

［
注
釈
］

○
葉
県
の
帰
省
禅
師
（
生
没
年
不
詳
）
首
山
省
念
（
臨
済
五
世
、
九
二
六
―
九
九
三
）
の
法
嗣
。

○
有
時
意
到
…
…
　
出
典　
『
大
慧
正
法
眼
蔵
』
巻
中
、『
聯
灯
会
要
』（
一
一
八
三
年
成
立
）
巻
一
二
も
ほ
ぼ
同
じ
。

　
「
示
衆
し
て
云
く
、
夫
れ
行
脚
の
禅
流
は
直
に
須
く
著
忖
な
る
べ
し
。
参
学
は
須
く
参
学
眼
を
具
す
べ
し
。
見
地
は
須
く
見
地
の
句
を
得

べ
し
。
方
に
相
い
親
し
き
分
有
り
。
始
め
て
諸
境
の
惑
を
被
ら
ず
、
亦
た
悪
道
に
落
ち
ざ
る
を
得
ん
。
畢
竟
如
何
が
委
悉
せ
ん
。
有
時

は
句
到
り
て
意
到
ら
ず
。
妄
り
に
前
塵
を
縁
じ
、
影
事
を
分
別
す
。
有
時
意
到
り
て
句
到
ら
ず
。
盲
の
、
象
を
摸
し
て
各
異
端
を
説
く
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が
如
し
。
有
時
は
意
句
倶
に
到
る
。
乾
坤
界
を
打
破
し
て
、
光
明
十
方
を
照
す
。
有
時
は
意
句
倶
に
到
ら
ず
。
無
目
の
人
の
縦
横
に
走

り
、
忽
然
と
し
て
覚
え
ず
深
坑
に
落
つ
る
」『
続
伝
灯
録
』（ x67,1309,p594b

）。

○
到
時
未
了
な
り
と
い
へ
ど
も
不
到
時
来
な
り
。
意
は
驢
な
り
、
句
は
馬
な
り
。　

関
連
出
典
『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
一
一
霊
雲
章
「
僧
問

う
、
如
何
か
是
れ
仏
法
の
大
意
。
師
曰
く
、
驢
事
未
だ
去
ら
ざ
る
に
、
馬
事
、
到
来
す
。
僧
、
未
だ
旨
を
喩さ

と

ら
ず
。
曰
く
、
再
び
垂
示

し
た
ま
う
を
請
う
。
師
曰
く
、
彩
気
は
夜
、
常
に
動
じ
、
精
霊
は
日
に
逢
う
こ
と
少
し
」（T

51,p285b

）。
意
味
は
、「
ロ
バ
相
手
の
用

事
が
済
ま
な
い
う
ち
に
、
ウ
マ
相
手
の
用
事
が
や
っ
て
き
た
。
く
だ
ら
な
い
用
件
は
も
う
た
く
さ
ん
だ
」（
入
矢
義
高
監
修
『
景
徳
伝
灯

録
』）。

○
罣
礙
　「
罣
」
は
ひ
っ
か
か
り
。
心
に
ひ
っ
か
か
り
、
さ
ま
た
げ
が
あ
る
さ
ま
。「
礙
」
も
妨
げ
る
、
邪
魔
を
す
る
。

○
我
逢
人　

出
典
『
宏
智
広
録
』。「
僧
問
う
、
昔
日
、
興
化
（
八
三
〇
―
八
八
八
）
道
う
、
我
人
に
逢
う
て
は
即
ち
出
で
ず
。
出
れ
ば
即

ち
人
の
為
な
ら
ず
。
三
聖
云
く
、
我
人
に
逢
う
て
は
即
ち
出
ず
。
出
れ
ば
即
便
ち
人
の
為
な
り
。
未
審
し
。
二
尊
宿
。
還
た
相
違
す
る

処
有
り
や
也
た
無
き
や
」（T

48,11c
）。

○
向
上
関
棙　

出
典
『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
九
、
黄
檗
章
。「
且
く
牛
頭
大
師
の
如
き
は
、
横
説
竪
説
し
て
猶
未
だ
向
上
関
棙
子
を
知
ら
ず
」。

＊
道
元
用
例
〈
牛
頭
山
の
法
融
禅
師
は
、
…
…
う
ら
む
ら
く
は
い
ま
だ
向
上
の
関
棙
子
を
し
ら
ず
、
向
上
の
関
棙
子
を
道
取
せ
ざ
る
こ

と
を
。
い
は
ゆ
る
仏
向
上
事
と
い
ふ
は
、
仏
に
い
た
り
て
す
す
み
て
さ
ら
に
仏
を
み
る
な
り
〉《
仏
向
上
事
》、〈
さ
ら
に
こ
の
関
棙
子
を

跳
出
す
る
弄
泥
団
も
あ
り
、
弄
精
魂
も
あ
り
〉《
大
悟
》。

○
現
成
公
案　

＊
道
元
用
例
「
こ
の
行
李
し
た
が
ひ
て
現
成
公
案
す
」《
現
成
公
案
》。

○
脱
体　

典
拠
『
碧
巌
録
』
四
六
則
、「
鏡
清
章
「
出
身
猶
易
か
る
べ
し
、
脱
体
の
道
（
に
い
う
）
は
応
に
難
し
」（T

48,182c

）。

＊ 

道
元
用
例　
〈
葛
藤
種
子
す
な
は
ち
脱
体
の
力
量
あ
る
に
よ
り
て
、
葛
藤
を
纏
遶
す
る
枝
葉
華
果
あ
り
て
、
回
互
不
回
互
な
る
が
ゆ
ゑ

に
、
仏
祖
現
成
し
、
公
案
現
成
す
る
な
り
〉《
葛
藤
》、〈
仏
性
聻
な
り
、
脱
体
仏
性
な
り
、
仏
仏
聻
な
り
、
性
性
聻
な
り
〉、〈
脱
体
の
行
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履
、
そ
の
正
当
覆
蔵
の
と
き
〉《
仏
性
》
な
ど
。

○
即
此
離
此
　
出
典
『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
六
、百
丈
章
「
師
再
び
馬
祖
に
参
ず
。（
馬
）
祖
、
師
の
来
る
を
見
て
、
縄
床
角
頭
の
払
子
を
取

て
竪
起
す
。
師
云
く
、「
此
用
に
即
す
や
，
此
用
を
離
る
や
」。
祖
、
仏
子
を
旧
処
に
掛
く
。
師
、
良
久
す
。
祖
云
く
、「
你
は
己
後
、
両

片
皮
を
開
く
に
、
何
を
将
っ
て
為
人
と
す
や
」
師
、
払
子
を
取
て
竪
起
す
。
祖
云
く
、「
此
用
に
即
す
や
、
此
用
を
離
る
や
」。
師
、
払

子
を
旧
処
に
掛
く
。
祖
、
便
ち
一
喝
す
。
師
、
直
に
三
日
耳
聾
を
得
た
り
」（
禅
文
化
研
究
所
影
印
本
・
東
禅
寺
版
『
景
徳
伝
灯
録
』）。

た
だ
し
、
こ
の
句
は
『
景
徳
伝
灯
録
』
六
巻
馬
祖
章
（T

51,p246b

）
に
も
、『
景
徳
伝
灯
録
』
六
巻
百
丈
章
（T

51,p249c

）
に
も
な

い
。

【
現
代
語
訳
】

　

葉
県
の
帰
省
禅
師
は
、
臨
済
の
法
の
孫
で
あ
る
。
首
山
の
正
式
な
跡
継
で
あ
る
。
あ
る
と
き
、
大
衆
に
示
し
て
い
っ
た
、

 　
「
有
時
意
到
句
不
到
、
有
時
句
到
意
不
到
。
有
時
意
句
両
倶
到
、
有
時
意
句
倶
不
到
」
と
。

　

意
も
句
も
と
も
に
有
時
で
あ
る
。
到
も
不
到
も
と
も
に
有
時
で
あ
る
。
到
る
時
が
未
了
で
あ
る
の
に
、
不
到
時
が
来
る
の

で
あ
る
。
意
は
驢
で
あ
る
、
句
は
馬
で
あ
る
。
馬
を
句
と
し
、
驢
を
意
と
し
て
い
る
。
到
と
は
、
来
た
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。
不
到
と
は
、
未
だ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
有
時
は
こ
の
よ
う
で
あ
る
。
到
は
到
に
礙
げ
ら
れ
て
、
不
到
に
礙
げ

ら
れ
な
い
。
不
到
は
不
到
に
礙
げ
ら
れ
て
、
到
に
礙
げ
ら
れ
な
い
。
意
は
意
を
礙
げ
、（
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
）
意

を
み
る
。
句
は
句
を
礙
げ
、（
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
）
句
を
み
る
。
礙
は
礙
を
礙
げ
、（
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ

て
）
礙
を
み
る
。
礙
は
礙
を
礙
げ
る
の
で
あ
る
、
こ
れ
が
時
で
あ
る
。

　

礙
は
他
法
に
使
わ
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
他
法
を
礙
げ
る
礙
は
ま
だ
な
い
の
で
あ
る
。

　

我
が
人
に
逢
う
の
で
あ
る
。
人
が
人
に
逢
う
の
で
あ
る
。
我
が
我
に
逢
う
の
で
あ
る
。
出
は
出
に
逢
う
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
こ
と
は
も
し
時
が
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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ま
た
意
は
現
成
公
案
の
時
で
あ
る
、
句
は
向
上
関
棙
の
時
で
あ
る
。
到
は
脱
体
の
時
で
あ
る
、
不
到
は
即
此
離
此
の
時
で

あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
わ
き
ま
え
て
頷
く
が
よ
い
、
有
時
す
る
が
よ
い
。

【
解
釈
】

　

こ
こ
で
葉
県
帰
省
禅
師
の
意
と
句
に
関
す
る
四
句
に
よ
る
分
別
の
内
実
は
、
道
元
に
よ
っ
て
す
べ
て
省
か
れ
て
い
て
関
心

を
も
た
れ
て
い
な
い
。
臨
済
の
四
料
簡
、
三
玄
三
要
、
洞
山
五
位
な
ど
を
評
価
し
な
い
道
元
だ
か
ら
で
あ
る
。〈
意
句
と
も

に
有
時
な
り
〉
は
、
意
も
句
も
そ
れ
が
「
有
る
も
の
」
で
あ
る
か
ぎ
り
、
時
で
あ
る
か
ら
「
有
時
」
で
あ
る
、
と
軽
く
受
け

取
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
の
次
の
〈
到
不
到
と
も
に
有
時
な
り
〉
こ
そ
が
こ
こ
で
は
眼
目
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。〈
到
不
到
〉

は
、
時
の
範
疇
に
属
す
る
言
葉
で
、
ふ
つ
う
「
到
」
は
、「
有
る
も
の
」
が
ど
こ
か
か
ら
こ
こ
に
「
到
る
」
と
い
う
意
味
で

あ
り
、
時
の
経
過
、
経
過
す
る
時
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。「
不
到
」
は
そ
の
否
定
で
、
時
間
的
に
予
定
、
予
測
さ
れ
て
い
た

「
有
る
も
の
」
が
い
ま
だ
こ
こ
に
到
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
含
意
す
る
。
そ
れ
が
〈
と
も
に
有
時
な
り
〉
と
い
う
言

い
方
に
お
い
て
そ
の
違
い
を
否
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
で
は
、「
有
る
も
の
」
が
到
来
す
る
と
か
未
だ
到
来
し
な
い
と

か
い
う
概
念
を
撥
無
し
た
「
到
」「
不
到
」
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
。
そ
れ
が
次
に
展
開
さ
れ
る
。

　
〈
到
時
未
了
な
り
と
い
へ
ど
も
不
到
時
来
な
り
。
意
は
驢
な
り
、
句
は
馬
な
り
。
馬
を
句
と
し
、
驢
を
意
と
せ
り
〉。

　

こ
こ
で
道
元
は
自
ら
の
時
の
把
握
を
開
陳
す
る
。
そ
れ
が
〈
到
時
未
了
な
り
と
い
へ
ど
も
不
到
時
来
な
り
〉
で
あ
る
。
而

今
の
み
の
有
時
で
あ
れ
ば
、
物
事
の
継
起
は
、
す
べ
て
〈
到
時
未
了
な
り
と
い
へ
ど
も
不
到
時
来
な
り
〉
と
い
う
か
た
ち
で

表
さ
れ
る
ほ
か
な
い
。
何
か
が
到
来
し
て
そ
れ
が
去
り
、
未
到
が
あ
ら
た
に
到
来
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
「
時
」
に
間

隙
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
そ
こ
に
時
の
中
を
経
過
（
去
来
）
す
る
「
有
る
も
の
」
が
時
と
は
別
に
存
在
す
る
こ
と

に
な
る
。《
現
成
公
案
》
で
は
〈
た
き
木
は
い
と
な
る
、
さ
ら
に
か
へ
り
て
…
…
薪
は
薪
の
法
位
に
住
し
て
、
さ
き
あ
り
の
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ち
あ
り
、
前
後
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
前
後
際
断
せ
り
〉
と
い
わ
れ
た
。
で
は
「
薪
、
灰
と
な
る
」
そ
の
薪
と
灰
の
継
ぎ
目
は

ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
薪
が
法
位
を
去
っ
て
、
次
に
灰
が
あ
ら
た
に
法
位
に
住
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
の
間
が
空
く
事
に
な
る
。
そ
れ
を
そ
う
な
ら
な
い
で
間
隙
が
な
く
〈
つ
ら
な
り
な
が
ら
時
時
〉《
有
時
》

に
適
合
す
る
よ
う
に
説
明
す
る
に
は
「
薪
の
時
未
了
な
り
と
い
へ
ど
も
灰
時
来
」
と
い
う
ほ
か
な
い
。
そ
の
よ
う
な
言
い
方

と
し
て
道
元
が
着
目
し
た
の
が
、「
驢
事
未
だ
去
ら
ざ
る
に
、
馬
事
、
到
来
す
」
と
い
う
霊
雲
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
霊
雲
に

し
て
み
れ
ば
、
つ
ま
ら
な
い
こ
と
が
次
か
ら
次
へ
と
ひ
き
も
き
ら
ず
や
っ
て
く
る
、
と
い
う
言
表
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
そ

れ
を
道
元
は
自
ら
の
〈
有
時
〉
を
表
す
言
表
と
し
て
転
釈
し
て
用
い
た
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
転
釈
こ
そ
、
こ
こ
で
道
元
が
こ

の
偈
を
引
用
し
て
く
る
趣
旨
だ
っ
た
の
で
、〈
意
は
驢
な
り
、
句
は
馬
な
り
。
馬
を
句
と
し
、
驢
を
意
と
せ
り
〉
と
く
ど
い

ほ
ど
、
そ
の
こ
と
を
明
示
す
る
。
そ
れ
は
〈
意
〉
や
〈
句
〉
に
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
「
驢
事
未
到
、
馬
事
到

来
」
と
読
む
の
だ
、
と
促
す
こ
と
ば
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
《
有
時
》
一
章
五
節
で
示
さ
れ
た
〈
尽
界
に
あ
ら
ゆ
る
尽
有
は
、
つ
ら
な
り
な
が
ら
時
時
な
り
。
有
時
な
る
に

よ
り
て
吾
有
時
な
り
〉
と
い
う
言
葉
は
、
玄
沙
の
「
尽
十
方
界
是
一
顆
明
珠
」
と
別
な
事
柄
で
は
な
い
。
世
界
の
す
べ
て
は

明
珠
で
あ
り
、
自
己
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
道
元
は
〈
わ
れ
を
排
列
し
お
き
て
尽
界
と
せ
り
〉
と
示
し
た
。
と
こ
ろ
で

玄
沙
の
「
一
顆
明
珠
」
に
は
、
時
と
い
う
契
機
が
な
い
し
、
一
歩
誤
れ
ば
唯
心
論
や
梵
我
一
如
の
ア
ー
ト
マ
ン
の
よ
う
な
も

の
に
な
り
か
ね
な
い
。
道
元
は
も
っ
と
も
初
期
の
示
衆
で
あ
る
《
一
顆
明
珠
》
に
お
い
て
、
玄
沙
の
言
葉
に
は
な
い
「
時
」

を
入
れ
て
〈
昔
日
曾
此
去
に
し
て
而
今
従
此
来
な
り
〉
と
、
そ
れ
が
昔
日
と
而
今
を
つ
な
ぐ
「
此
」
の
一
点
で
あ
る
と
と
も

に
、〈
直
須
万
年
な
り
。
亘
古
未
了
な
る
に
亘
今
到
来
な
り
〉《
一
顆
明
珠
》
と
道
破
し
た
。
す
べ
て
の
時
が
そ
こ
に
一
続
き

に
つ
ら
な
る
と
同
時
に
、
昔
と
し
て
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
わ
な
い
の
に
、
今
が
到
来
す
る
そ
の
「
而
今
」
の
み
が
尽
十
方
界
で

あ
る
と
示
し
た
。
こ
の
言
葉
か
ら
「
驢
事
未
到
、
馬
事
到
来
」
を
読
み
込
ん
だ
の
が
、
こ
の
〈
到
時
未
了
な
り
と
い
へ
ど
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も
不
到
時
来
な
り
〉
で
あ
ろ
う
。
こ
の
道
得
は
、《
有
時
》
が
一
〇
月
に
書
か
れ
た
同
じ
年
の
八
月
に
示
衆
さ
れ
た
《
諸
悪

莫
作
》
で
は
〈
善
悪
は
時
な
り
〉
と
説
き
起
こ
さ
れ
〈
莫
作
お
よ
び
奉
行
は
、
驢
事
未
去
、
馬
事
到
来
な
り
〉
と
使
わ
れ

る
。
悪
の
莫
作
と
善
の
奉
行
が
、
絶
え
る
こ
と
な
く
継
起
す
る
さ
ま
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
翌
年
の
仁
治
二
年
に
記
さ
れ
た

《
法
華
転
法
華
》
で
は
〈
従
来
の
転
い
ま
も
さ
ら
に
や
む
こ
と
な
し
と
い
へ
ど
も
、
お
の
づ
か
ら
か
へ
り
て
法
華
を
転
ず
る

な
り
。
驢
事
い
ま
だ
を
は
ら
ざ
れ
ど
も
、
馬
事
到
来
す
べ
し
〉
と
、
法
華
転
、
転
法
華
が
継
起
す
る
さ
ま
が
言
わ
れ
る
。
さ

ら
に
〈
到
時
未
了
な
り
と
い
へ
ど
も
不
到
時
来
な
り
〉
の
決
定
的
な
用
法
と
し
て
〈
い
ま
だ
生
を
す
て
ざ
れ
ど
も
、
い
ま
す

で
に
死
を
み
る
。
い
ま
だ
死
を
す
て
ざ
れ
ど
も
、
い
ま
す
で
に
生
を
み
る
〉《
身
心
学
道
》
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
生

死
を
い
か
に
捉
え
る
か
が
、
仏
道
の
根
本
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
〈
生
也
全
機
現
、
死
也
全
機
現
〉《
全
機
》
と
い
う
道
得

に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。《
身
心
学
道
》
で
は
圜
悟
の
「
生
也
全
機
現
…
…
」
が
引
用
さ
れ
て
、
圜
悟
禅
師
か

つ
て
恁
麼
い
ふ
と
い
へ
ど
も
、
な
ほ
い
ま
だ
生
死
の
全
機
に
あ
ま
れ
る
こ
と
を
し
ら
ず
〉《
身
心
学
道
》
と
い
わ
れ
て
い
る
。

〈
い
ま
だ
生
を
す
て
ざ
れ
ど
も
、
い
ま
す
で
に
死
を
み
る
〉
は
お
そ
ら
く
多
く
の
人
が
死
に
際
し
て
抱
く
感
慨
で
は
な
か
ろ

う
か
。
道
元
の
遺
偈
も
（
如
浄
を
真
似
て
で
あ
ろ
う
が
）「
活
き
な
が
ら
黄
泉
に
陥
つ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
〈
到
そ
れ
来
に
あ
ら
ず
、
不
到
こ
れ
未
に
あ
ら
ず
、
有
時
か
く
の
ご
と
く
な
り
〉
は
、
到
不
到
が
去
来
を
前
提
す
る
表
現

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
先
の
〈
到
時
未
了
な
り
と
い
へ
ど
も
不
到
時
来
な
り
〉
を
ふ
ま
え
て
、「
有
時
」
は
、
去
来
や
そ
れ

を
否
定
し
た
未
去
未
来
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
〈
到
は
到
に
罣
礙
せ
ら
れ
て
不
到
に
罣
礙
せ
ら
れ
ず
、
不
到
は
不
到
に
罣
礙
せ
ら
れ
て
到
に
罣
礙
せ
ら
れ
ず
〉
か
ら
、
別

の
主
題
に
移
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
こ
で
は
「
罣
礙
」
と
い
う
言
葉
が
鍵
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
先
の
《
身
心
学

道
》
で
〈
い
ま
だ
生
を
す
て
ざ
れ
ど
も
…
…
〉
と
い
う
洞
察
に
つ
づ
い
て
〈
生
は
死
を
罣
礙
す
る
に
あ
ら
ず
、
死
は
生
を
罣

礙
す
る
に
あ
ら
ず
。
生
死
と
も
に
凡
夫
の
し
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。
…
…
死
の
生
に
相
対
す
る
な
し
、
生
の
死
に
相
待
す
る
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な
し
〉
と
い
う
生
死
の
課
題
へ
と
展
開
し
て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
言
い
回
し
は
、〈
こ
の
ゆ
ゑ
に
、
生
は
死
を
罣
礙
せ
ず
、

死
は
生
を
罣
礙
せ
ざ
る
な
り
〉《
全
機
》
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
内
実
を
も
っ
た
言
葉
が
、
こ
こ
で
は
〈
到
は
到
に
罣
礙
せ
ら

れ
て
不
到
に
罣
礙
せ
ら
れ
ず
、
不
到
は
不
到
に
罣
礙
せ
ら
れ
て
到
に
罣
礙
せ
ら
れ
ず
〉
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
が

妨
げ
ら
れ
て
死
に
到
る
の
で
は
な
い
、
到
が
妨
げ
ら
れ
る
か
ら
不
到
で
は
な
い
、
と
示
さ
れ
る
。

　
〈
意
は
意
を
さ
へ
、
意
を
み
る
。
句
は
句
を
さ
へ
、
句
を
み
る
。
礙
は
礙
を
さ
へ
、
礙
を
み
る
〉
に
つ
い
て
は
、
大
部
分

の
解
釈
が
そ
の
前
の
〈
到
は
到
に
罣
礙
せ
ら
れ
て
…
…
〉
と
同
じ
意
味
と
と
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
道
元
は
こ
こ
で
「
礙さ

え
る
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
変
化
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
「
罣
礙
」、「
礙
え
る
」
に
は
「
妨

げ
る
」
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
の
他
に
、「
ひ
っ
か
か
る
」
と
い
う
プ
ラ
ス
の
意
味
も
あ
り
、
道
元
は
そ
の
両
者
に
お
い

て
常
識
と
は
異
な
っ
た
使
い
方
も
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
被
礙
兀
地
（
兀
地
に
さ
え
ら
る
）」『
普
勧
坐
禅
儀
』
と
い
う
の

は
、
坐
禅
が
邪
魔
し
て
迷
と
な
ら
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
も
解
釈
で
き
る
。
そ
れ
は
「
言
句
」
に
つ
い
て
も
こ
う
使
わ
れ

る
。〈
四
祖
・
五
祖
の
道
取
す
る
無
仏
性
の
道
得
、
は
る
か
に
罣
礙
の
力
量
あ
る
一
隅
を
う
け
て
〉《
仏
性
》、〈
た
と
ひ
説
得

せ
ば
、
説
著
を
罣
礙
せ
ん
、
説
著
あ
ら
ば
聞
著
と
同
参
な
る
べ
し
〉《
仏
性
》、〈
語
話
の
道
頭
道
尾
は
、
如
藤
倚
藤
な
り
と

も
、
語
話
纏
語
話
な
る
べ
し
、
語
話
に
罣
礙
せ
ら
る
〉《
仏
向
上
事
》。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
言
葉
、
語
句
に
つ
い
て
「
罣
礙
」
が
つ
か
わ
れ
る
場
合
は
、
そ
の
言
葉
に
ひ
っ
か
か
る
が
故
に
、

深
く
参
究
す
る
こ
と
が
で
き
、
語
句
の
深
意
を
明
ら
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
を
も
つ
。〈
意
は
意
を
さ
へ
、
意
を

み
る
〉
の
〈
さ
へ
〉
は
そ
の
よ
う
な
「
礙
へ
」
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
「
意
は
意
を
礙
げ
、（
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ

て
）
意
を
み
る
」
な
ど
と
訳
し
た
。
ま
た
「
み
る
」
は
、
意
も
句
も
眼
識
の
対
象
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
洞
察
す
る
、
知
る

と
い
う
意
味
に
な
ろ
う
。「
Ａ
が
Ａ
を
み
る
」
と
い
う
言
い
方
は
、〈
水
の
水
を
み
る
参
学
あ
り
〉《
山
水
経
》、〈
諸
悪
莫
作

は
、
井
の
驢
を
み
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
井
の
井
を
み
る
な
り
、
驢
の
驢
を
み
る
な
り
、
人
の
人
を
み
る
な
り
。
山
の
山
を
み
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る
な
り
〉《
諸
悪
莫
作
》
な
ど
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
一
法
究
尽
の
道
理
」（『
御
抄
』
四
八
頁
）
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は

な
く
、
自
己
が
自
己
に
成
る
と
い
う
参
学
の
大
事
な
在
り
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
〈
さ
へ
る
〉
と
い
う
こ
と
を
通
路
に
し
て
開

か
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
〈
礙
は
礙
を
礙
す
る
な
り
、
こ
れ
時
な
り
〉
は
も
う
ひ
と
つ
複
雑
で
あ
る
。〈
礙
は
礙
を
さ
へ
、
礙
を
み
る
〉
は
、「
礙
は

礙
を
礙
え
、
礙
を
み
る
」
で
あ
る
が
、
こ
の
文
脈
で
は
、
特
に
「
罣
礙
」
が
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
、
重
ね
て
〈
礙
は
礙
を
礙

す
る
な
り
〉
と
い
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
意
」
と
「
句
」
に
関
連
し
た
「
礙
」
の
内
実
を
参
究
す
れ
ば
、「
葛
藤
」

と
表
現
さ
れ
る
「
言
句
」
は
〈
葛
藤
を
も
て
葛
藤
を
き
る
〉《
葛
藤
》、〈
こ
の
葛
藤
さ
ら
に
葛
藤
を
ま
つ
ふ
べ
し
〉《
坐
禅

箴
》、〈
葛
藤
を
う
ゑ
て
葛
藤
を
ま
つ
ふ
〉《
夢
中
説
夢
》
な
ど
と
言
句
に
す
る
こ
と
が
間
違
い
で
あ
っ
て
も
そ
れ
に
よ
っ
て

言
句
の
意
味
を
明
ら
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
〈
礙
は
他
法
に
使
得
せ
ら
る
と
い
へ
ど
も
、
他
法
を
礙
す
る
礙
い
ま
だ
あ
ら
ざ
る
な
り
〉
と
は
、「
礙
」
は
〈
生
は
死
を
罣

礙
す
る
に
あ
ら
ず
、
死
は
生
を
罣
礙
す
る
に
あ
ら
ず
〉《
身
心
学
道
》、〈
大
悟
を
罣
礙
す
る
迷
あ
ら
ず
〉《
大
悟
》
な
ど
と
使

わ
れ
る
よ
う
に
、「
生
」
と
い
う
一
法
が
「
死
」
と
い
う
他
法
を
「
礙
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
Ａ
が
Ｂ
を
罣
礙
す
る
、

と
い
う
こ
と
は
、
仏
道
に
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
他
か
ら
罣
礙
さ
れ
る
こ
と
は
な
に
も
な
い
。
自
己
が
自
己
を
罣
礙
し
て
い

る
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
自
己
を
脱
落
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
。
そ
れ
を
何
か
が
自
分
を
罣
礙
し
て
い
る
と
捉
え
る
事
が
迷
い

な
の
で
あ
ろ
う
。

　
〈
我
逢
人
な
り
、
人
逢
人
な
り
、
我
逢
我
な
り
、
出
逢
出
な
り
。
こ
れ
ら
も
し
時
を
え
ざ
る
に
は
、
恁
麼
な
ら
ざ
る
な
り
〉

に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
古
釈
が
解
釈
を
し
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
「
我
逢
人
」
と
い
う
詞
が
、
そ
れ
ま
で
展
開
さ
れ
て

い
た
ど
の
言
葉
と
も
繋
が
り
を
見
い
だ
し
に
く
い
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
え
て
あ
げ
れ
ば
〈
礙
は
礙
を
礙
す
る
〉
す
な

わ
ち
「
Ａ
が
Ａ
を
～
す
る
」
と
い
う
文
の
構
造
が
、「
人
が
人
に
逢
う
、
我
が
我
に
逢
う
…
…
」
な
ど
と
同
じ
構
造
だ
と
い
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う
こ
と
だ
け
だ
ろ
う
。
推
量
す
る
に
、
道
元
も
こ
の
文
法
構
造
が
念
頭
に
あ
り
、
そ
の
上
で
「
仏
道
と
時
」
と
い
う
主
題
に

お
い
て
欠
落
で
き
な
い
こ
と
が
、
弟
子
で
あ
る
「
我
」
が
、
師
で
あ
る
「
人
」
に
「
出
」
あ
い
、
師
で
あ
る
「
我
」
が
、
弟

子
と
な
る
「
人
」
に
「
出
」
あ
う
「
時
」（
チ
ャ
ン
ス
）
だ
と
思
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。《
面
授
》
に
は
〈
か
く
の
ご
と
く
、
代

代
嫡
嫡
の
祖
師
、
と
も
に
弟
子
は
師
に
ま
み
え
、
師
は
弟
子
を
み
る
に
よ
り
て
面
授
し
き
た
れ
り
〉
と
説
か
れ
る
。［
注
釈
］

で
み
た
三
聖
と
興
化
の
詞
は
、
師
が
弟
子
に
逢
う
と
き
の
接
化
の
二
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
道
元
に
し
て
み
れ
ば
真
の
出
あ

い
と
は
、
自
己
が
自
己
に
出
あ
う
こ
と
で
あ
る
。〈
水
の
水
を
道
著
す
る
参
究
あ
り
、
自
己
の
自
己
に
相
逢
す
る
通
路
を
現

成
せ
し
む
べ
し
〉《
山
水
経
》
と
い
わ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
前
節
の
最
後
も
〈
こ
れ
時
な
り
、
時
に
あ
ら
ざ
れ
ば
不
恁
麼
な

り
〉
と
結
ば
れ
た
。
こ
の
「
時
」
は
、
じ
つ
は
た
ま
た
ま
巡
っ
て
き
た
「
あ
る
と
き
」
で
は
な
く
、
有
時
で
あ
り
、
我
の
而

今
で
あ
る
。

　
〈
意
は
現
成
公
案
の
時
な
り
、
句
は
向
上
関
棙
の
時
な
り
。
到
は
脱
体
の
時
な
り
、
不
到
は
即
此
離
此
の
時
な
り
。
か
く

の
ご
と
く
辨
肯
す
べ
し
、
有
時
す
べ
し
〉
に
対
し
て
『
御
抄
』
は
「
こ
の
意
句
到
不
到
と
も
に
解
脱
な
る
ゆ
へ
に
、
或
は

現
成
公
案
の
時
也
と
も
…
…
即
此
離
此
の
時
也
と
も
い
は
る
る
也
。」（
四
八
頁
）
と
解
し
た
。
し
か
し
「
現
成
公
案
」
と
は

〈
こ
の
と
こ
ろ
を
う
れ
ば
、
こ
の
行
李
し
た
が
ひ
て
現
成
公
案
す
。
こ
の
み
ち
を
う
れ
ば
、
こ
の
行
李
し
た
が
ひ
て
現
成
公

案
な
り
〉《
現
成
公
案
》
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
打
坐
の
行
の
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
と
き
行
仏
と
し
て

仏
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
「
向
上
の
関
棙
子
」
と
は
、
仏
が
さ
ら
に
行
と
参
究
を
重
ね
て
新
た
な
言
語
表
現
を
し
、
あ
ら
た
に

仏
に
ま
み
え
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
仏
か
ら
一
歩
踏
み
出
し
た
と
こ
ろ
で
、「
現
成
公
案
」
と
い
う
事
態
と
は
異
な
る
。「
脱

体
」
は
〈
し
づ
か
に
お
も
ひ
み
れ
ば
、
過
現
当
来
の
老
古
錐
、
た
と
ひ
尽
十
方
に
脱
体
な
り
と
も
、
い
ま
だ
梅
開
早
春
の

道
あ
ら
ず
は
、
た
れ
か
な
ん
ぢ
を
道
尽
箇
と
い
は
ん
〉《
梅
華
》
か
ら
い
え
ば
、
身
体
は
脱
落
し
て
「
尽
十
方
界
」
の
〈
真

実
体
〉《
神
通
》
と
な
っ
て
も
、
い
ま
だ
道
不
足
、
脱
体
に
言
う
は
難
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
あ
る
い
は
鏡
清
の
公
案
で
い
え
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ば
体
得
は
易
し
く
脱
体
に
言
う
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
不
十
分
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。〈
即
此
離
此
〉
の
句
は
、『
正
法
眼
蔵
』

『
永
平
広
録
』
に
見
当
た
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
道
元
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
込
め
て
い
た
か
不
明
で
あ
る
が
、
馬
祖
の

「
即
此
用
離
此
用
」
は
Ａ
か
Ｂ
か
と
い
う
二
者
択
一
で
あ
る
が
、〈
即
此
離
此
〉
は
Ａ
で
あ
り
且
つ
Ｂ
で
あ
る
と
い
う
二
律
背

反
に
な
る
。
後
者
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
れ
ば
、
非
常
に
難
し
い
在
り
方
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、「
脱
体
」
よ
り
「
即

此
離
此
」
の
方
が
難
し
い
、
あ
る
い
は
よ
り
優
れ
た
在
り
方
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
は
同
じ
こ
と
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
で
は
『
那
一
宝
』
の
よ
う
に
「
…
…
到
は
尽
大
地
の
時
な
り
、
不
到
は
虚
空
世
界
の
時
な
り
と
も
な
ほ
無
尽
に
道
取

す
べ
し
。」（
四
九
頁
）
と
い
ろ
い
ろ
に
い
え
る
あ
り
方
な
の
だ
ろ
う
か
。『
那
一
宝
』
の
い
う
「
尽
大
地
」、「
虚
空
世
界
」、

は
そ
れ
だ
け
で
は
境
（
対
象
、
客
体
）
あ
る
い
は
依
正
の
「
依
」
で
あ
る
。
し
か
し
、「
現
成
公
案
」
も
、「
向
上
関
棙
子
」

も
「
脱
体
」
も
修
行
者
の
在
り
方
で
あ
り
、
仏
道
の
在
り
方
で
あ
る
。
た
ん
に
他
の
も
の
に
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
で
は
な

い
。

　

し
た
が
っ
て
道
元
は
仏
道
修
行
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
時
」
を
首
肯
し
、
そ
し
て
〈
有
時
す
べ
し
〉
と
要
請
し
て
い
る
。〈
有

時
す
べ
し
〉
は
而
今
の
在
り
方
の
み
大
事
だ
と
い
う
意
味
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
〈
曹
渓
の
児
孫
、
い
ま
に
面
授
せ

り
、
こ
の
と
き
、
こ
れ
仏
法
あ
ら
た
に
入
泥
入
水
の
好
時
節
な
り
。
こ
の
と
き
証
果
せ
ず
ば
、
い
づ
れ
の
と
き
か
証
果
せ

ん
、
こ
の
と
き
断
惑
せ
ず
ば
、
い
づ
れ
の
と
き
か
断
惑
せ
ん
、
こ
の
と
き
作
仏
な
ら
ざ
ら
ん
は
、
い
づ
れ
の
と
き
か
作
仏
な

ら
ん
、
こ
の
と
き
坐
仏
な
ら
ざ
ら
ん
は
、
い
づ
れ
の
と
き
か
行
仏
な
ら
ん
〉《
面
授
》
と
い
う
「
こ
の
今
の
と
き
」
の
要
請

で
あ
ろ
う
。

三
節　

道
元
四
句

  

向
来
の
尊
宿
、
と
も
に
恁
麼
い
ふ
と
も
、
さ
ら
に
道
取
す
べ
き
と
こ
ろ
な
か
ら
ん
や
。
い
ふ
べ
し
、
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意
句
半
到
也
有
時
、
意
句
半
不
到
也
有
時
。 

か
く
の
ご
と
く
の
参
究
あ
る
べ
き
な
り
。

  
教
伊
揚
眉
瞬
目
也
半
有
時
、
教
伊
揚
眉
瞬
目
也
錯
有
時
、
不
教
伊
揚
眉
瞬
目
也
錯
錯
有
時
。

　

恁
麼
の
ご
と
く
参
来
参
去
、
参
到
参
不
到
す
る
、
有
時
の
時
な
り
。

［
注
釈
］

○
錯
、
錯
錯

　

＊
道
元
用
例
〈
た
れ
か
こ
れ
を
夢
幻
空
華
と
将
錯
就
錯
せ
ん
。
進
歩
也
錯
、
退
歩
也
錯
、
一
歩
也
錯
、
両
歩
也
錯
な
る
が
ゆ
ゑ
に
錯
錯

な
り
。〉《
行
仏
威
儀
》、〈
さ
ら
に
道
取
す
る
に
、
渠
無
不
是
な
り
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
錯
錯
な
り
、
錯
錯
な
る
が
ゆ
ゑ
に
将
錯
就
錯
な
り
〉

《
柏
樹
子
》。

【
現
代
語
訳
】

　

こ
れ
ま
で
の
尊
い
禅
師
た
ち
が
、
み
な
こ
の
よ
う
に
い
う
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
道
う
べ
き
と
こ
ろ
が
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
い
う
が
よ
い
、

  

意
句
半
到
也
有
時
、
意
句
半
不
到
也
有
時
。
こ
の
よ
う
な
参
究
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

  

教
伊
揚
眉
瞬
目
也
半
有
時
、
教
伊
揚
眉
瞬
目
也
錯
有
時
、
不
教
伊
揚
眉
瞬
目
也
錯
錯
有
時
。

　

こ
の
よ
う
に
参
じ
来
り
、
参
じ
去
り
、「
到
」
を
参
究
し
、「
不
到
」
を
参
究
す
る
、
そ
れ
が
有
時
の
時
で
あ
る
。

【
解
釈
】

　

道
元
は
、「
有
時
」
が
頭
に
付
く
句
を
い
ろ
い
ろ
引
用
し
た
。
そ
れ
ら
を
〈
向
来
の
尊
宿
、
と
も
に
恁
麼
い
ふ
〉
と
受
け

て
、
更
な
る
自
身
の
道
取
を
挙
げ
る
。

　

そ
の
公
案
の
著
語
と
も
い
え
る
詞
は
〈
半
不
到
〉〈
半
到
〉
と
「
半
」
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
次
の
よ
う
に
更
な
る

道
取
を
道
元
自
身
が
な
す
時
に
し
ば
し
ば
用
い
る
道
元
の
や
り
方
で
あ
る
。〈
た
と
ひ
一
人
の
不
悟
者
を
も
と
む
る
に
は
難
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得
な
り
と
も
、
半
人
の
不
悟
者
あ
り
て
面
目
雍
容
、
巍
巍
堂
堂
な
る
〉《
大
悟
》、〈
看
転
大
蔵
経
に
は
、
一
隻
眼
を
も
ち
ゐ

る
と
や
せ
ん
、
半
隻
眼
を
も
ち
ゐ
る
と
や
せ
ん
〉《
看
経
》、〈
い
ま
だ
半
維
摩
を
み
ず
。
い
は
ん
や
三
西
五
の
維
摩
を
み
ん
〉

《
三
十
七
品
菩
提
分
法
》。
こ
の
よ
う
に
ふ
つ
う
「
半
分
」
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
た
な
い
事
柄
に
「
半
」
を
使
う
。
そ
れ

は
概
念
の
固
定
化
を
避
け
る
た
め
の
著
語
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
『
聞
書
』
が
「
意
到
句
不
到
と
と
く
も
半
分
の
道
理
を

と
く
」（
五
五
頁
）
と
い
う
の
は
へ
り
く
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
う
か
と
い
っ
て
『
御
抄
』
が
「
只
同
心
な
る
べ
し
」（
五
一
頁
）

と
い
う
の
は
身
も
蓋
も
な
い
。『
聞
解
』
の
「
半
と
云
は
十
成
を
許
さ
ぬ
」（
五
〇
頁
）
も
、
そ
の
と
き
は
「
八
、九
成
」
で

あ
っ
て
半
で
は
な
い
。〈
有
時
〉
が
句
の
最
後
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
有
る
時
と
は
読
め
な
く
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
そ
れ
が

〈
有
時
〉
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

次
の
〈
錯
〉〈
錯
錯
〉
は
、
道
元
用
例
か
ら
見
て
も
、
諸
釈
の
い
う
よ
う
に
悪
い
意
味
と
は
い
え
ま
い
。
む
し
ろ
〈
錯
錯
〉

に
は
肯
定
的
な
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
道
元
の
用
例
は
言
葉
を
め
ぐ
っ
て
の
試
行
錯
誤
を
勧
め

て
い
る
。
要
は
、〈
有
時
〉
を
め
ぐ
っ
て
概
念
的
な
と
ら
わ
れ
を
脱
し
て
、
参
じ
来
り
、
参
じ
去
り
、
参
じ
到
り
、
さ
ら
に

そ
こ
を
も
透
過
し
て
滞
る
こ
と
の
な
い
而
今
こ
そ
、
有
時
の
時
で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
よ
う
。

使
用
文
献
と
略
称　

凡
例

道
元
の
『
正
法
眼
藏
』
の
引
用
は
巻
名
を
《
》
で
引
用
を
〈
〉
で
示
す
。

道
元
の
そ
の
他
の
左
記
の
著
作
は
、
書
名
を
『
』
で
引
用
を
「
」
で
示
す
。

『
辦
道
話
』、『
学
道
用
心
集
』、『
永
平
広
録
』、『
普
勧
坐
禅
儀
』
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［
伝
統
的
宗
門
（
以
下
の
諸
本
の
頁
数
は
注
解
全
書
第
二
巻
に
よ
る
）］

　
『
聞
書
』
→
詮
慧
提
唱
『
正
法
眼
蔵
抄
』　　
　
　
　
　
　
『
御
抄
』
→
経
豪
著
『
正
法
眼
蔵
抄
』

　
『
聞
解
』
→
面
山
瑞
方
著
『
正
法
眼
蔵
聞
解
』　　
　
　
　
『
私
記
』
→
安
心
院
蔵
海
著
『
正
法
眼
蔵
私
記
』

　
『
辨
註
』
→
天
桂
伝
尊
著
『
正
法
眼
蔵
弁
註
並
調
絃
』　　
『
那
一
宝
』
→
父
幼
老
卵
著
『
正
法
眼
蔵
那
一
宝
』（
一
七
九
一
？
開
板
）

〔
現
代
の
解
釈
〕

　

安
谷
『
参
究
』
→
安
谷
白
雲
『
正
法
眼
蔵
参
究
―
山
水
経
・
有
時
』（
春
秋
社
、
一
九
六
八
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
『
中
山
釈
』
→
中
山
延
二
『
正
法
眼
蔵
中
山
釈　

有
時
の
巻
』（
百
華
苑
、
一
九
七
四
）

　

森
本
『
読
解
』
→
森
本
和
夫
『
正
法
眼
蔵 

読
解
三
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
四
）

　

内
山
『
味
わ
う
』
→
内
山
興
正
『
正
法
眼
蔵 

有
時
・
諸
悪
莫
作
を
味
わ
う
』
柏
樹
社
、
一
九
八
四
）　　
　

　

秋
山
『
道
元
』
→
秋
山
範
二
『
道
元
の
研
究
』（
黎
明
書
房
、
一
九
三
五
）

　

岡
田
『
体
系
』
→
岡
田
宜
法
『
正
法
眼
蔵
思
想
体
系
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
五
三
―
五
五
）

　

髙
橋
『
哲
学
』
→
高
橋
賢
陳
『
道
元
の
実
践
哲
学
』（
山
喜
房
仏
書
林
、 

一
九
六
七
）

　

秋
山
「
人
間
性
」
→
秋
山
範
二
『
道
元
禅
』
巻
三
「
人
間
性
」（
誠
信
書
房
、
一
九
六
一
）

　

伊
福
部
『
新
講
』
→
伊
福
部
隆
彦
『
正
法
眼
蔵
新
講
』（
黎
明
書
房
、 

一
九
六
三
）

　

新
保
『
時
間
論
』
→
新
保
哲
『
道
元
の
時
間
論
』（
雪
華
社
、 
一
九
八
五
）

　

玉
城
『
仏
典
』
→
玉
城
康
四
郎
『
仏
典
講
座
』
三
七
『
正
法
眼
蔵
』（
大
蔵
出
版
、
一
九
九
三
）　　

　

有
福
『
世
界
』
→
有
福
孝
岳
『
道
元
の
世
界
』
第
四
章
「
存
在
と
時
間
」（
大
阪
書
籍
、
一
九
八
五
）

　

頼
住
『
道
元
』
→
頼
住
光
子
『
道
元　

自
己
・
時
間
・
世
界
は
ど
の
よ
う
に
成
立
す
る
の
か
』（
N
H
K
出
版
、
二
〇
〇
五
）

　

神
保
『
講
義
』
→
神
保
如
天
『
正
法
眼
藏
講
義
』（
一
九
三
四
）『
大
蔵
経
講
座
』
第
十
八
巻
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西
有
『
啓
迪
』
→ 

西
有
穆
山
提
唱　
　
『
正
法
眼
蔵
啓
迪
』（
一
八
九
九
頃
筆
録
、
代
々
木
書
院
）　　
　
　

［
論
文
］

　

増
永
霊
鳳
「
道
元
禅
師
の
立
場
と
そ
の
時
間
論
」
一
九
五
三
、『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』V

ol1N
o2

　

杉
尾
「
批
判
」
→
杉
尾
守
「『
正
法
眼
蔵
』
注
解
書
批
判
の
試
み
―
有
時
の
巻
を
例
と
し
て
」
一
九
六
五
、『
山
口
大
学
教
育
学
部
研
究

論
叢
』
第
一
四
巻
第
一
部　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

玉
城
「
道
元
の
時
間
論
」
→
玉
城
康
四
郎
『
講
座
仏
教
思
想
１
』（
理
想
社
、
一
九
七
四
）

　

辻
口
「
時
間
に
つ
い
て
」
→
辻
口
雄
一
郎
「
有
時
の
巻
に
お
け
る
時
間
に
つ
い
て
」『
宗
学
研
究
』
二
七
、一
九
八
五

　

長
谷
川
『
注
釈
』
→
長
谷
川
三
千
子
「
道
元
『
正
法
眼
蔵
』
注
解　
『
有
時
』
の
巻
一
～
四
」『
埼
玉
大
学
紀
要
』

二
一
、二
三
、二
六
、三
二
、一
九
八
五
～
一
九
九
六
）

　

岩
本
「
時
の
対
比
」
→
岩
本
泰
波　
「
道
元
と
親
鸞
に
お
け
る
時
の
対
比
」「
道
元
の
親
鸞
に
お
け
る
時
の
問
題
、
１
、２
、」　　

［
現
代
語
訳
］
お
よ
び
〔
テ
キ
ス
ト
頭
注
〕

　

増
谷
訳
→
増
谷
文
雄
『
現
代
語
訳　

正
法
眼
蔵
1
』
講
談
社
学
術
文
庫
（
全
訳
注
）、
二
〇
〇
四

　

水
野
訳
→
水
野
弥
穂
子
『
原
文
対
照
現
代
語
訳　

道
元
禅
師
全
集
』
第
三
巻
、（
春
秋
社
、
二
〇
〇
六
）

　

石
井
訳
→
石
井
恭
二
『
正
法
眼
蔵
２
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
六
）　

　

岩
波
本
脚
注
→
水
野
弥
穂
子
『
正
法
眼
蔵
（
二
）』（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
〇
）

　
『
文
学
大
系
』
頭
注
→
『
日
本
古
典
文
学
大
系　

正
法
眼
蔵
』（
岩
波
書
店 

、
一
九
六
五
）

　
『
思
想
大
系
』
頭
注
→
『
日
本
思
想
大
系　

正
法
眼
蔵
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
）

［
そ
の
他
］

　

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
告
白
』「
世
界
の
大
思
想
」
第
三
巻
（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
六
六
）
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ベ
ル
グ
ソ
ン
『
時
間
と
自
由
』
平
井
啓
之
訳
（
白
水
社
、
一
九
七
五
）

　

フ
ッ
サ
ー
ル
『
厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
』『
世
界
の
名
著
』
51
（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
〇
）

　

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
・
フ
ッ
サ
ー
ル
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
問
の
危
機
と
先
験
的
現
象
学
』『
世
界
の
名
著
』
51
（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
〇
）

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
』
岩
波
文
庫
、
た
だ
し
一
、二
節
は
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
存
在
と
時
間
Ⅰ
』（
中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
）
原
佑
、
渡

邊
二
郎
訳
、
二
〇
〇
三
を
用
い
た
。

　
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』（
シ
リ
ー
ズ
・
哲
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
）
入
不
二
基
義
（
N
H
K
出
版
、
二
〇
〇
六
か
ら
の
引
用
）

　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
『
論
考
』
→
『
論
理
哲
学
論
考
』（『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
入
不
二
基
義
か
ら
の
引
用
）

　

山
口
瑞
鳳
『
評
説 

イ
ン
ド
仏
教
哲
学
史
』（
岩
波
書
店
、 

二
〇
一
〇
）　　
　

　

山
口
瑞
鳳
「
時
間
と
空
間
に
関
す
る
知
識
と
意
識
」
―
自
然
科
学
・
哲
学
・
仏
教
の
場
合
―
「
思
想
」
九
二
三
号
、
二
〇
〇
一
、

　
『
春
秋
』N

o539

、（
春
秋
社
、
二
〇
一
二
年
六
月
号
、
定
方
晟
「“
去
る
も
の
は
去
ら
ず
”
の
意
味
）

　

長
尾
佳
代
子
『
原
始
仏
典
』
第
七
巻　

中
部
経
典
Ⅳ
（
春
秋
社
、
２
０
０
５
年
）
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虛
堂
送
別
偈
と
そ
の
周
邊
　

中
瀬
　
祐
太
朗
（
花
園
大
学
卒
業
生
）

衣
川
　
　
賢
次
（
花
園
大
学
教
授
）　

一
．「
明
明
説
與
虛
堂
叟
」

　
『
一
帆
風
』
の
卷
頭
を
飾
る
虛
堂
智
愚
の
送
別
偈
は
、
虛
堂
智
愚
の
南
浦
紹
明
へ
の
印
可
、
日
本
へ
の
佛
法
相
傳
の
證
明
、

以
後
の
日
本
禪
宗
の
隆
盛
を
預
言
し
た
も
の
と
さ
れ
、
宗
門
で
は
古
來
こ
れ
を
「
日
多
の
記
」
と
呼
ん
で
珍
重
し
て
き
た
傳

統
が
あ
る
。
妙
心
寺
の
開
山
關
山
慧
玄
（
一
二
七
七
～
一
三
六
一
）
の
「
遺
誡
」
中
に
も
、「
得
路
頭
再
過
稱
、
受
兒
孫
日
多

記
」
と
、
こ
の
「
虛
堂
送
別
偈
」
の
句
が
登
場
す
る
ほ
ど
有
名
な
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
偈
は
虛
堂
作
の
偈
で
は
な
く
南
浦
作
の
偈
で
あ
る
と
い
う
説
を
入
矢
義
高
氏
が
提
出
さ
れ
た
。
短
い
文

章
な
の
で
こ
こ
に
全
文
を
揭
げ
る
こ
と
に
す
る
。
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大
德
寺
の
開
山
・
大
燈
國
師
の
師
で
あ
っ
た
大
應
（
南
浦
紹
明
）
が
、
宋
に
渡
っ
て
虛
堂
智
愚
に
參
ず
る
こ
と
七

年
、
咸
淳
三
年
に
辭
去
し
て
歸
國
す
る
に
際
し
、
虛
堂
が
大
應
に
書
き
與
え
た
と
さ
れ
て
い
る
偈
一
首
が
あ
る
。

敲
磕
門
庭
細
揣
磨　
　

門
庭
を
敲
磕
し
て
細
か
に
揣
磨
し

路
頭
盡
處
再
經
過　
　

路
頭
盡
く
る
處
再
び
經
過
す

明
明
説
與
虛
堂
叟　
　

明
明
に
虛
堂
叟
に
説
與
す

東
海
兒
孫
日
轉
多　
　

東
海
兒
孫
日
に
轉
た
多
か
ら
ん
と

　

こ
の
偈
は
大
應
に
對
す
る
虛
堂
の
印
可
證
明
と
見
な
さ
れ
、「
日
多
の
記
」（
記
と
は
授
記
、
つ
ま
り
預
言
の
意
）
と

も
呼
ば
れ
て
、
日
本
の
臨
濟
禪
で
は
寶
物
扱
い
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
結
論
を
先
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
こ
れ
は
絶

對
に
虛
堂
の
作
で
は
な
く
、
作
者
は
大
應
自
身
と
す
る
ほ
か
は
な
い
。

　

そ
の
こ
と
の
明
白
な
證
據
は
、
第
三
句
の
「
明
明
に
虛
堂
叟
に
説
與
す
」
で
あ
る
。「
は
っ
き
り
と
虛
堂
老
人
に

言
っ
て
や
る
」
と
い
う
意
で
あ
り
、
そ
の
主
格
が
虛
堂
で
は
な
く
て
大
應
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
こ
そ
「
明
明
」
で
あ

る
。
從
來
は
こ
の
句
を
「
明
明
に
説
與
す
虛
堂
叟
」
と
讀
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
で
も
「
虛
堂
叟
」
は
絶
對
に
主
語
に
は

な
り
得
な
い
。

　

こ
ん
な
本
末
顛
倒
し
た
初
歩
的
な
誤
讀
が
、
な
ぜ
禪
門
で
は
七
百
年
以
上
も
ま
か
り
通
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
全

く
不
思
議
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
も
し
こ
の
偈
の
原
本
に
虛
堂
叟
書
と
い
う
署
名
が
あ
っ
た
な
ら
、
そ
れ
は
僞
物

で
あ
る
こ
と
を
自
ら
語
っ
た
も
の
で
し
か
な
い
。
妙
心
寺
開
山
の
遺
誡
に
も
こ
れ
を
虛
堂
の
授
記
と
し
て
舉
げ
る
が
、

い
よ
い
よ
お
か
し
い
。



261

虛堂送別偈とその周邊　

　

大
應
國
師
は
不
世
出
の
傑
物
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
無
理
を
し
て
ま
で
虛
堂
の
“
印
可
”
の

偈
を
作
っ
て
箔
を
附
け
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
洞
山
禪
師
い
わ
く
、「
先
師
を
全
て
肯う

け

が
う
は
、
即
ち
先
師
に
辜そ

負む

く
こ
と
な
り
」
と
。
大
應
が
師
の
虛
堂
を
も
超
出
す
る
禪
者
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
十
二
分
な
の

で
あ
り
、「
雪
上
に
霜
を
加
え
る
」
こ
と
は
無
用
の
は
ず
で
あ
る
。（「

大
應
國
師
の
偈
」、『
同
朋
』
第
八
十
號
、
一
九
八
五
）

　

入
矢
氏
の
説
は
至
っ
て
明
快
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
句
の
「
明
明
説
與
虛
堂
叟
」
を
從
來
は
「
明
明
に
説
與
す
虛
堂

叟
」
と
讀
ん
で
、
こ
の
句
の
主
語
を
「
虛
堂
叟
」
と
解
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
の
誤
り
で
あ
り
、「
明
明
に
虛
堂

叟
に
説
與
す
」
で
あ
っ
て
、「
虛
堂
叟
」
は
目
的
語
に
し
か
讀
め
な
い
、
虛
堂
を
主
語
と
す
る
句
と
い
う
傳
承
の
偈
で
あ
る

な
ら
ば
、
こ
れ
は
虛
堂
作
の
偈
で
は
な
く
、
南
浦
作
の
偈
と
い
う
ほ
か
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
詩
偈
の
讀
み
か
た
（
解
釋
）
に
か
か
わ
る
句
法
上
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、「
説
與
～
」
と
い
う
場
合
、「
説
與
」
の

下
に
置
か
れ
る
名
詞
が
主
語
と
な
り
得
る
か
否
か
を
檢
討
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
入
矢
氏
の
意
見
が
發
表
さ

れ
た
あ
と
、
三
十
年
ち
か
く
に
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
認
め
る
と
認
め
な
い
を
問
わ
ず
、
誰
ひ
と
り
と
し
て
檢
證

し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
奇
異
な
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
い
わ
い
今
で
は
用
例
の
檢
索
は
容
易
で
あ

る
。

　

以
下
に
舉
げ
る
の
は
「
説
與
～
」、
そ
れ
と
同
義
の
「
説
似
～
」
の
用
例
で
あ
る
。
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［
一
］
邵
武
軍
龍
湖
普
聞
禪
師
「
臨
示
寂
聲
鐘
集
衆
説
偈
」（『
禪
林
僧
寶
傳
』
卷
五
、『
五
燈
會
元
』
卷
六
、
中
華
書
局
『
全
唐

詩
續
拾
』
卷
四
十
七
）

我
逃
世
難
來
出
家
，
宗
師
指
示
箇
歇
処
。
住
山
聚
衆
三
十
年
，
尋
常
不
欲
輕
分
付
。
今
日
分
明
説
似
君
，
我
斂
目
時
齊

聽
取
！我

れ
世
難
よ
り
逃
れ
來
っ
て
出
家
す
る
に
、
宗
師
箇
の
歇
処
を
指
示
す
。
住
山
し
衆
を
聚
む
る
こ
と
三
十
年
、
尋

常
輕か

る
が
るし

く
分
付
す
る
を
欲
せ
ず
。
今
日
分
明
に
君
ら
に
説
似
す
、
我
れ
目
を
斂お

さ

む
る
時
齊
し
く
聽
取
せ
よ
！

［
二
］『
朱
子
語
類
』
卷
七
十
九
「
尚
書
・
咸
有
一
德
」（
中
華
書
局
、
第
五
册
二
〇
三
二
頁
、
一
九
八
六
）

伊
尹
告
太
甲
，
前
一
篇
許
多
説
話
，
都
從
天
理
窟
中
抉
出
許
多
話
，
分
明
説
與
他
，
今
看
來
句
句
是
天
理
。

伊
尹
の
太
甲
に
告
げ
し
前
の
一
篇
の
許
多
の
説
話
は
、
都み

な
天
理
窟
中
よ
り
許
多
の
話
を
抉
出
し
て
、
分
明
に
他

に
説
與
す
、
今
看
來
る
に
句
句
是
れ
天
理
な
り
。

［
三
］『
朱
子
語
類
』
卷
一
百
五
「
孟
子
要
指
」（
中
華
書
局
、
第
七
册
二
六
三
一
頁
、
一
九
八
六
）

時
舉
曰
．．「
孟
子
前
面
多
是
分
明
説
與
時
君
。
…
…
」

時
舉
曰
く
、「
孟
子
は
前
面
に
て
多お

是お

く
分
明
に
時
君
に
説
與
す
。
…
…
」

［
四
］
南
宋
林
同
撰
『
孝
詩
』（
四
庫
全
書
集
部
別
集
類
）

李
賢　

從
師
學
，
或
譏
其
業
不
進
。
答
曰
．．「
豈
能
領
徒
受
業
？ 
至
如
忠
孝
之
道
，
實
銘
於
心
。」
誰
知
學
進
處
，
不

在
好
爲
師
？ 

好
把
銘
心
道
，
分
明
説
與
伊
。
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李
賢　

師
に
從
っ
て
學
ぶ
に
、
或
る
ひ
と
其
の
業
の
進
ま
ざ
る
を
譏
る
。
答
え
て
曰
く
、「
豈
に
能
く
徒
を
領
し

て
受
業
せ
ん
や
？ 

忠
孝
の
道
の
如
き
に
至
っ
て
は
、
實
に
心
に
銘
ず
」
と
。
誰
か
知
ら
ん
學
の
進
む
る
處
、
好

ん
で
師
と
爲
る
に
在か

か

わ
ら
ざ
る
を
？ 

好よ
ろ

し
く
心
に
銘
ず
る
道
を
把も

っ
て
、
分
明
に
伊か

れ

に
説
與
せ
ん
。

［
五
］
南
宋
陸
九
淵
撰
『
象
山
集
』
卷
三
（
同
右
）

某
讀
書
只
看
古
註
，
聖
人
之
言
自
明
白
。
且
如
弟
子
入
則
孝
，
出
則
弟
，
是
分
明
説
與
你
．．
入
便
孝
，
出
便
弟
，
須

得
傳
註
學
者
疲
精
神
於
此
？ 

是
以
擔
子
越
重
，
到
某
這
裡
，
只
是
與
他
減
擔
。
只
此
便
是
格
物
。

某そ
れ
が
し

書
を
讀
む
に
只
だ
古
註
を
看
る
の
み
に
し
て
、
聖
人
の
言
自
ら
明
白
な
り
。
且
つ
「
弟
子
入
り
て
は
則
ち

孝
、
出
で
て
は
則
ち
弟
」
の
如
き
は
、
是
れ
分
明
に
你
に
説
與
せ
り
。「
入
り
て
は
便
ち
孝
、
出
で
て
は
便
ち
弟
」

に
、
何
ぞ
傳
註
學
者
の
精
神
を
此
に
疲
れ
し
む
る
を
須も

ち

い
ん
や
？ 

是こ
こ

を
以
て
擔
子
越い

よ
いよ

重
く
し
て
、
某

そ
れ
が
しの

這と
こ
ろ裡

に
到
ら
ば
、
只た是
だ
他か

れ

の
與た

め

に
擔
を
減
ず
。
只
だ
此
れ
便す

な
わ是

ち
格
物
な
り
。

　

こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、「
説
與
（
似
）」
の
下
に
置
か
れ
る
名
詞
（
指
示
代
名
詞
）
は
す
べ
て
目
的
語
で

あ
っ
て
、
主
語
に
は
な
り
得
ず
、
例
外
は
ひ
と
つ
も
な
い
。「
説
與
～
」
は
「
説
き
て
～
に
與
う
」、「
～
に
與た

い

し
て
説い

う
」

（「
説
似
～
」
も
同
義
）
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
あ
と
に
對
象
を
示
す
が
、「
説
與
」
の
後
ろ
に
對
象
を
示
す
目
的
語
が
省
略
さ

れ
て
二
字
が
一
語
に
固
定
し
た
例
も
あ
る
。
例
え
ば
明
代
の
詩
に
、

［
六
］『
石
倉
歷
代
詩
選
』
卷
二
九
一
、
孫
蕡
「
閨
怨
詩
」（
四
庫
全
書
集
部
總
集
類
）

接
得
封
書
妾
自
開
，
分
明
説
與
便
歸
來
。
千
囘
枕
上
聽
春
雨
，
幾
度
階
前
掃
緑
苔
。
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封
書
を
接う

け
と
り得

て
妾
自
ら
開
く
に
、
分
明
に
説
與
す
ら
く
便た

だ

ち
に
歸
り
來
ら
ん
と
。

（
こ
れ
ま
で
）
千
囘
も
枕
上
に
春
雨
を
聽
き
、
幾
度
か
階
前
に
緑
苔
を
掃
え
る
に
。

　

し
た
が
っ
て
、
入
矢
氏
の
指
摘
は
正
し
い
の
で
あ
る
。

　

で
は
、「
虛
堂
送
別
偈
」
は
從
來
ど
の
よ
う
に
讀
ま
れ
て
き
た
か
。
現
代
日
本
語
譯
の
附
さ
れ
た
代
表
的
な
例
を
舉
げ
て

み
る
。

［
一
］
中
島
鐵
心
「
虛
堂
錄
」（
西
谷
啓
治
編
『
講
座
禪
』
第
六
卷
［
中
國
の
古
典
］、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
）

日
本
の
南な

ん

浦ぽ

知し

客か

を
送
る

門
庭
を
敲こ

う
か
つ磕

し
て
細
に
揣し

ま磨
し　
　

路ろ

頭と
う

盡
る
處
再
び
經
過
す

明
明
に
説
與
す
虛き

堂ど
う

叟そ
う　

　

東
海
の
兒
孫
日
に
轉

う
た
た

多
か
ら
ん

日
本
の
南
浦
紹
明
知
客
の
歸
國
を
送
る
―
―
宗
風
家
風
を
洽
く
尋
求
穿
鑿
し
、
切
磋
琢
磨
の
功
を
積
み
、
理
義
も

實
地
も
微
細
を
盡
く
し
た
上
で
（
悟
味
を
消
化
し
盡
く
し
て
）
眞
境
を
打
開
し
、
自
由
自
在
を
得
ま
し
た
。
さ
て
、

今
度
郷
國
に
歸
り
ま
す
。
そ
な
た
の
名
前
の
紹
明
に
ち
な
み
私
は
、
明
々
白
々
に
保
證
し
ま
す
―
―
わ
が
法
孫
は

日
本
國
で
日
を
追
う
て
繁
榮
す
る
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
―
―
そ
う
あ
り
た
い
も
の
で
す
―
―　

。

［
二
］
荒
木
見
悟
「
大
應
と
智
愚
」（
日
本
の
禪
語
錄
三
『
大
應
』、
講
談
社
、
一
九
七
八
）

敲
磕
門
庭
細
揣
磨　
　

門
庭
を
敲こ

う
か
つ磕

し
て
細こ

ま
かに

揣
磨
し　

路
頭
盡
處
再
經
過　
　

路
頭
盡
く
る
と
こ
ろ
再
び
經
過
す
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明
明
説
與
虛
堂
叟　
　

明
明
に
説
與
す
虛
堂
叟　

東
海
兒
孫
日
轉
多　
　

東
海
の
兒
孫
日
に
う
た
た
多
か
ら
ん

お
前
は
諸
方
の
門
を
た
た
い
て
、
精
細
に
禪
の
奧
義
を
み
が
き
上
げ
、
行
き
つ
く
べ
き
と
こ
ろ
に
行
き
つ
い
て
、

再
び
日
本
へ
歸
る
こ
と
と
な
っ
た
。
わ
し
は
何
も
か
も
明
ら
さ
ま
に
お
前
に
授
け
終
っ
た
（
よ
く
ぞ
こ
こ
ま
で
成

長
し
て
く
れ
た
）。
こ
れ
か
ら
お
前
の
力
に
よ
り
、
日
本
で
は
日
ご
と
に
禪
宗
が
榮
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
は
第
三
句
の
主
語
を
「
虛
堂
叟
」
と
す
る
明
ら
か
な
誤
讀
の
例
で
あ
る

⑴
。
ち
な
み
に
、
虛
堂
偈
の
第
三
句
「
明
明

説
與
虛
堂
叟
」
の
讀
み
に
つ
い
て
は
、
萬
治
元
年
（
一
六
五
八
）
に
龍
溪
性
潛
（
一
六
〇
二
～
一
六
七
〇
）
が
著
し
た
『
虛

堂
錄
義
事
』
に
は
「
明
打
南
浦
名
」、
享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）
に
無
著
道
忠
（
一
六
五
三
～
一
七
四
五
）
が
著
し
た
『
虛

堂
錄
犂
耕
』
に
は
「
打
名
明
字
」
と
注
し
て
、「
明
明
説
與
虛
堂
叟
」
の
「
明
明
」
が
明
知
客
の
「
明
」
で
あ
る
と
い
う
よ

う
な
無
駄
な
こ
と
し
か
言
っ
て
お
ら
ず
、
第
三
句
全
體
の
解
釋
は
一
切
な
い
。
し
た
が
っ
て
必
ず
し
も
、
江
戸
時
代
ま
で

「
明
明
説
與
虛
堂
叟
」
を
、
虛
堂
を
主
語
、
南
浦
を
目
的
語
に
讀
む
と
い
う
理
解
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
に
貝
葉
書
院
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
増
冠
傍
註
虛
堂
和
尚
語
錄
』（
高
木
台
岳
校
訂
）
に
は
、
こ
の
部

分
に
關
す
る
注
は
一
切
な
い
。
こ
の
偈
の
解
釋
が
現
れ
た
の
は
、
管
見
の
限
り
で
は
荻
須
純
道
氏
が
最
初
で
あ
る
。
氏
が

「『
明
明
に
説
與
す
』
と
は
明
ら
か
に
南
浦
紹
明
に
説
與
す
る
の
意
で
あ
る

⑵
」
と
誤
っ
て
解
し
た
の
が
發
端
と
な
り
、
以
後

の
研
究
者
が
こ
の
主
客
顚
倒
し
た
解
を
鵜
呑
み
に
し
て
、
こ
こ
半
世
紀
の
現
代
人
に
よ
る
誤
讀
が
傳
統
の
讀
み
と
さ
れ
た
可

能
性
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
、
散
文
な
ら
ば
「
虛
堂
叟
明
明
説
與
」
と
書
く
べ
き
と
こ
ろ
を
平
仄
を
合
わ
せ
る
た
め
に
、
倒
裝
し
て
「
明

明
説
與
虛
堂
叟
」
と
し
た
の
だ
と
い
う
解
釋
が
あ
る
。
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［
三
］
西
尾
賢
隆
「
虛
堂
智
愚
か
ら
南
浦
紹
明
へ
」（
西
山
美
香
編
『
ア
ジ
ア
遊
學
』
第
一
四
二
號
「
古
代
中
世
日
本
の
内
な
る

禪
」
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
一
）

敲
磕●

門
庭○

細
揣●

磨◎

　
　

門
庭
を
敲こ

う

磕か
つ

し
て
細
か
に
揣し

磨ま

し
、

路
頭○

盡
處●

再
經○

過◎

　
　

路
頭
盡
く
る
處
再
び
經
過
す
。

明
明○

説
與●

虛
堂○

叟　
　

明
明
に
説
與
す
虛
堂
叟
、

東
海●
兒
孫○

日
轉●

多◎

　
　

東
海
の
兒
孫
日
に
轉う

た

た
多
か
ら
ん
。

【
譯
】
明
さ
ん
は
私
の
關
鍵
を
參
問
し
子
細
に
點
檢
し
、
道
の
更
に
參
ず
べ
き
と
こ
ろ
が
な
く
な
り
も
と
の
來
た

路
を
還
る
こ
と
に
な
っ
た
。
私
虛
堂
が
は
っ
き
り
言
っ
て
や
ろ
う
、
日
本
で
の
法
孫
が
日
に
日
に
多
く
な
る
だ
ろ

う
。

　

こ
の
「
日
多
之
記
」
と
よ
ば
れ
る
虛
堂
の
偈
は
、
入
矢
義
高
氏
は
「
大
應
國
師
の
偈
」
と
す
る
。
そ
れ
は
轉
句
を

「
明
明
に
虛
堂
叟
に
説
與
す
（
明
明
説
與
虛
堂
叟
）」
と
し
か
讀
め
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
も
し
こ
れ
が
散
文
だ

と
、
そ
の
通
り
だ
が
、
こ
れ
は
七
絶
の
中
な
の
で
「
虛
堂○

叟
明○

明
説●

與
」
と
し
た
の
で
は
、
詩
の
リ
ズ
ム
か
ら
外
れ
て

し
ま
う
の
で
、
偈
の
よ
う
な
句
作
り
に
し
た
と
い
え
る
。
こ
の
偈
は
、『
虛
堂
錄
』
卷
十
、
新
添
の
と
こ
ろ
に
入
っ
て

い
る
と
い
う
點
で
は
大
應
、
南
浦
作
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
大
應
の
塔
銘
に
も
こ
の
偈
が
入
っ
て
い
て
、

撰
者
の
用
章
廷
俊
の
添
削
を
經
て
い
る
の
で
、
用
章
も
月
堂
宗
規
撰
行
狀
所
載
の
ま
ま
こ
の
偈
を
塔
銘
に
插
入
し
て
い

る
と
言
い
得
る
。
そ
れ
に
虛
堂
の
偈
は
、『
一
帆
風
』
に
天
台
惟
俊
以
下
四
十
三
人
の
七
絶
と
共
に
入
っ
て
い
る
。
そ

れ
に
は
苕
谿
慧
明
の
序
が
同
年
の
冬
に
記
さ
れ
て
い
る
。
南
浦
作
と
い
う
よ
り
も
虛
堂
作
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
以

上
か
ら
、
從
來
の
讀
み
に
從
う
。
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西
尾
氏
は
平
仄
の
制
約
か
ら
下
三
字
に
主
語
を
置
い
た
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
先
に
舉
げ
た
用
例
を
見
て
も
わ
か
る

よ
う
に
、
詩
偈
と
散
文
を
問
わ
ず
「
説
與
（
似
）」
の
あ
と
に
置
か
れ
た
名
詞
が
一
句
の
主
語
に
な
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

な
お
、
西
尾
氏
は
「
虛
堂
送
別
偈
」
が
『
一
帆
風
』
の
中
に
存
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
作
者
を
虛
堂
と
見
做
さ
れ
た
が
、
こ

れ
は
『
一
帆
風
』
の
成
立
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
か
ら
別
稿
に
ゆ
ず
り
、
い
ま
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。

　

で
は
、
入
矢
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
南
浦
の
僞
作
し
た
偈
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
う
い
ち
ど
偈
全
體
を
讀
み
な

お
し
、
偈
句
に
は
省
略
さ
れ
た
主
語
を
補
っ
て
譯
し
て
み
よ
う
。

敲
磕
門
庭
細
揣
磨　
　
（
そ
な
た
は
）
わ
が
徑
山
で
商
量
し
仔
細
に
突
き
詰
め
、

路
頭
盡
處
再
經
過　
　

歩
い
て
き
た
道
が
盡
き
て
、
再
び
も
と
の
道
を
歸
っ
て
ゆ
く
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
明
説
與
虛
堂
叟　
　
（
そ
な
た
は
歸
國
に
際
し
）
は
っ
き
り
と
こ
の
虛わ

し
堂
叟
に
言
っ
た
も
の
だ
、

東
海
兒
孫
日
轉
多　
　
「
日
本
で
は
あ
な
た
の
法
を
受
け
繼
ぐ
者
が
日
ご
と
に
多
く
な
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
！
」 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
。

　

第
一
、二
句
は
南
浦
の
徑
山
に
お
け
る
開
悟
の
軌
跡
と
歸
國
す
る
こ
と
に
な
っ
た
情
況
を
敍
べ
る
。
主
語
は
や
は
り
「
南

浦
は
」
で
あ
る
。
第
三
句
も
「
南
浦
は
」
と
い
う
主
語
を
補
い
、「
虛
堂
叟
」
を
「
説
與
」
の
目
的
語
に
讀
ん
で
、
何
ら
不

自
然
で
は
な
い
。
虛
堂
が
み
ず
か
ら
を
「
虛
堂
叟
」
と
稱
し
た
例
は
『
虛
堂
錄
』
に
い
く
つ
か
實
例
が
あ
る

⑶
。「
そ
な
た

（
南
浦
）
は
、
歸
國
に
際
し
て
わ
し
に
は
っ
き
り
と
こ
う
言
っ
た
…
…
」
第
四
句
が
そ
の
内
容
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
解

釋
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
偈
を
虛
堂
作
と
し
て
不
都
合
は
起
こ
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
入
矢
氏
は
第
三
句
を
正
し
く
讀
ま
れ
た

が
、
こ
の
偈
が
「
虛
堂
叟
」
を
主
語
に
讀
む
偈
と
し
て
傳
承
さ
れ
て
き
た
と
い
う
通
説
を
受
け
て
、
そ
れ
な
ら
ば
こ
の
偈
は
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南
浦
の
僞
作
で
あ
る
と
斷
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
右
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
作
者
は
南
浦
で
は
な
く
て
、
從
來

ど
お
り
虛
堂
の
作
と
見
て
よ
い
の
で
あ
る

⑷
。

二
．「
虛
堂
送
別
偈
」
の
周
邊

　

こ
の
偈
が
初
め
て
登
場
し
た
『
虛
堂
和
尚
語
錄
』
新
添
を
見
よ
う
。

送
日
本
南
浦
知
客

敲
磕
門
庭
細
揣
磨
，
路
頭
盡
處
再
經
過
。
明
明
説
與
虛
堂
叟
，
東
海
兒
孫
日
轉
多
。

明
知
客
自
發
明
後
，
欲
告
歸
日
本
。
尋
照
知
客
、
通
首
座
、
源
長
老
，
聚
頭
説
龍
峯
會
裏
家
私
，
袖
紙
求
法
語
。
老
僧

今
年
八
十
三
，
無
力
思
索
，
作
一
偈
以
贐
行
色
。
萬
里
水
程
，
以
道
珍
衞
。
咸
淳
丁
卯
秋
。
住
大
唐
徑
山
智
愚
書
于
不

動
軒
。（T

47.p1063a

）

　　

新
添
部
分
は
『
虛
堂
和
尚
語
錄
』
が
日
本
で
刊
行
さ
れ
た
際
に
増
補
さ
れ
た
部
分
で
あ
り
、「
虛
堂
送
別
偈
」
は
日
本
人

の
手
に
よ
っ
て
、『
虛
堂
和
尚
語
錄
』
の
中
に
收
錄
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

現
行
本
『
虛
堂
和
尚
語
錄
』
全
十
卷
は
、
前
錄
七
卷
、
後
錄
三
卷
、
新
添
よ
り
成
り
、
最
終
的
に
日
本
で
今
の
形
態
と

し
て
成
書
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
錄
は
虛
堂
の
生
前
、
お
そ
ら
く
咸
淳
元
年
か
ら
五
年
（
一
二
六
五
～
一
二
六
九
）
の
間

に
、
卷
一
「
嘉
興
府
疏
」
か
ら
卷
七
「
偈
頌
」
に
至
る
前
錄
が
刊
行
さ
れ
、
後
錄
は
咸
淳
五
年
（
一
二
六
九
）
十
月
七
日

の
虛
堂
示
寂
か
ら
二
ヶ
月
後
の
十
二
月
に
、
福
州
鼓
山
で
虛
堂
の
法
嗣
の
寶
葉
妙
源
（
一
二
〇
七
～
一
二
八
一
）
の
手
に
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よ
っ
て
、
卷
八
「
興
聖
寺
請
疏
」
か
ら
卷
十
「
妙
源
跋
」
ま
で
が
後
錄
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
そ
し
て
新
添
が
、
正
和
二
年

（
一
三
一
三
）
に
日
本
の
龍
翔
寺
（
京
都
太
秦
安
井
）
で
、
南
浦
の
法
嗣
の
絶
崖
宗
卓
（
？
～
一
三
三
四
）
に
よ
っ
て
ま
と
め

ら
れ
、
こ
こ
に
お
い
て
現
行
本
『
虛
堂
和
尚
語
錄
』
全
十
卷
が
成
っ
た
。
南
浦
示
寂
か
ら
四
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
絶
崖
宗

卓
の
日
本
刊
行
跋
に
は
そ
の
こ
と
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

祖
翁
在
世
，
語
錄
二
帙
，
刊
流
天
下
。
宋
咸
淳
五
年
，
晉
之
續
錄
後
集
，
已
成
三
卷
。
而　

本
朝
未
刊
行
之
。
先
師
常

爲
言
，
而
未
果
成
也
。
爲
人
之
後
者
，
曷
無
勇
為
乎
？ 

仍
搜
遺
逸
，
新
添
數
紙
於
後
錄
之
尾
，
鋟
梓
于
龍
翔
。
正
和

癸
丑
開
爐
日
。
拙
孫
宗
卓
敬
書
。（T
47.p1064b

）

祖
翁
在
世
の
と
き
、
語
錄
二
帙
あ
り
て
天
下
に
刊
流
す
。
宋
咸
淳
五
年
、
晉
之
（
妙
源
）
後
集
を
續
錄
し
、
已
に

三
卷
を
成
す
。
而
る
に
本
朝
に
は
未
だ
こ
れ
を
刊
行
せ
ず
。
先
師
常
に
（
わ
が
）
爲
に
言
う
も
、
未
だ
成
す
を
果

た
さ
ず
。
人
の
後
と
爲
る
者
、
曷い

づ
くん

ぞ
勇
ん
で
爲
す
無
か
ら
ん
や
？ 

仍よ

り
て
遺
逸
を
搜
り
て
，
數
紙
を
後
錄
の

尾
に
新
添
し
、
龍
翔
に
鋟
梓
す
。
正
和
癸
丑
開
爐
の
日
、
拙
孫
宗
卓
敬
ん
で
書
す
。

　

ま
た
、
刊
行
に
際
し
て
閑
極
法
雲
（
一
二
一
五
～
？
、
虛
堂
の
法
嗣
）
が
虛
堂
示
寂
五
年
後
の
咸
淳
十
年
（
一
二
七
四
）
に

撰
し
た
虛
堂
の
「
行
狀
」
を
新
添
の
後
に
附
し
た
。
こ
の
處
置
を
絶
崖
宗
卓
は
「
行
狀
」
の
後
に
、

行
狀
或
唐
刊
系
在
後
錄
末
。
今
本
不
見
，
故
付
于
此
。（T

47.p1064b

）

行
狀
は
或
る
唐
刊
に
は
系か

け
て
後
錄
の
末
に
在
り
。
今
本
に
は
見
え
ず
、
故
に
此
に
付
す
。
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と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
虛
堂
の
語
錄
に
は
示
寂
直
後
の
咸
淳
五
年
刊
本
（
右
に
い
う
「
今
本
」）
が
あ
っ
た
ほ
か
に
、

行
狀
を
附
し
た
咸
淳
十
年
以
降
の
再
刊
本
（
右
に
い
う
「
唐
刊
」）
も
當
時
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
『
虛
堂
和
尚
語
錄
』
全
十
卷
の
う
ち
最
後
尾
に
載
せ
ら
れ
た
新
添
が
、
南
浦
の
示
寂
後
に
そ
の
法
嗣
の
日
本
人
僧
に
よ
っ

て
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
收
め
る
「
虛
堂
送
別
偈
」
の
墨
蹟
が
、
當
時
日
本
の
い
ず
れ
か
に
存
在
し
、

『
虛
堂
和
尚
語
錄
』
新
添
へ
收
錄
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
「
虛
堂
送
別
偈
」
の
原
本
墨
蹟
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

　
〈
東
海
日
多
〉
の
懸
記
は
も
と
金
龍
院
に
あ
っ
た
が
、
後
、
前
田
家
に
移
り
、
さ
ら
に
江
戸
の
寅
年
の
大
火
に
て
燒

失
し
た
と
い
わ
れ
る
。（
有
吉
佐
和
子
・
小
堀
南
嶺
編
『
古
寺
巡
禮
京
都
⑯
大
德
寺
』［
淡
交
社
、
一
九
七
七
］
の
「
虛
堂
智

愚
頂
相
」
の
圖
版
解
説
）

　

虛
堂
送
別
の
偈
を
〈
虛
堂
日
多
の
懸
記
〉
と
い
い
、
舊
瑞
峰
院
（
一
説
金
龍
院
）
藏
で
あ
っ
た
の
が
加
賀
の
前
田
家

に
移
り
、
更
に
江
戸
の
大
火
で
燒
失
し
た
と
い
う
。
舊
瑞
峰
院
藏
と
は
、
崇
福
寺
に
あ
っ
た
の
を
大
友
宗
麟
が
何
か

の
理
由
で
入
手
し
た
も
の
を
瑞
峰
院
に
收
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。（
山
田
宗
敏
著
『
大
德
寺
と
一

休
』
禪
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
六
）

と
い
う
消
息
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
た
し
か
に
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
も
と
大
應
派
下
の
寺
院
に
あ
っ

た
こ
と
、
さ
ら
に
加
賀
の
前
田
家
に
移
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
江
戸
の
寅
年
の
大
火

⑸
（
文
化
三
年
［
一
八
〇
六
］
三
月
四
日
）

で
燒
け
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
傳
聞
が
何
に
據
っ
た
の
か
は
未
詳
で
あ
る
が
、
京
都
か
ら
加
賀
へ
、
さ
ら
に
江
戸
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へ
移
さ
れ
て
燒
失
し
た
と
い
う
、
そ
の
事
情
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、「
虛
堂
送
別
偈
」
は
『
一
帆
風
』
と
は
別
行
し

て
單
獨
で
も
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
京
都
の
龍
光
院
と
彦
根
の
龍
潭
寺
に
は
、
虛
堂
の
眞
筆
と
さ
れ
る
「
虛
堂
送
別
偈
」
の
拓
本
（
原
石
未
詳
）

が
所
藏
さ
れ
て
い
る
。『
虛
堂
和
尚
語
錄
』、『
圓
通
大
應
國
師
語
錄
』、『
一
帆
風
』
に
載
す
る
虛
堂
偈
と
は
違
い
、
こ
れ
に

は
序
（「
明
知
客
自
發
明
後
～
」
の
部
分
）
が
附
さ
れ
て
お
ら
ず
、
題
、
偈
、
款
記
が
あ
る
の
み
で
あ
る
（
圖
１
）。
し
か
る

に
こ
の
筆
蹟
を
虛
堂
が
翌
年
（
咸
淳
四
年
）
に
書
い
た
墨
蹟
（
圖
２
）
と
比
べ
て
み
る
と
、
虛
堂
晩
年
の
獨
特
の
書
き
癖
が

ま
っ
た
く
見
ら
れ
ず
、
別
人
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
と
斷
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

新
添
中
に
は
「
虛
堂
送
別
偈
」
以
外
に
南
浦
が
將
來
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
收
錄
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
答
蓬
萊

宣
長
老
書
」（T

47.p1063a
）
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
は
虛
堂
智
愚
が
弟
子
の
無
示
可
宣
へ
與
え
た
書
簡
で
あ
る
。
す
で
に

西
尾
賢
隆
論
文
（
一
九
九
九
）
や
佐
藤
秀
孝
論
文
（
二
〇
〇
六
）、
許
紅
霞
論
文
（
二
〇
一
一
）
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
南

浦
は
咸
淳
三
年
（
一
二
六
七
）
秋
に
徑
山
を
下
り
た
後
、
翌
年
の
夏
ご
ろ
ま
で
歸
國
の
船
を
待
っ
て
明
州
に
滯
在
し
て
お

り
、
そ
の
際
に
無
示
可
宣
や
禹
溪
一
了
と
い
っ
た
虛
堂
の
弟
子
た
ち
に
會
い
、
彼
ら
か
ら
も
送
別
偈
を
贈
ら
れ
て
い
る
。
お

そ
ら
く
こ
の
書
簡
も
、
南
浦
が
「
虛
堂
送
別
偈
」
や
『
一
帆
風
』
の
諸
偈
と
と
も
に
日
本
へ
持
ち
歸
っ
た
も
の
に
ち
が
い
な

い
⑹

。

　

さ
て
、「
虛
堂
送
別
偈
」
は
『
虛
堂
和
尚
語
錄
』
新
添
の
ほ
か
に
、『
圓
通
大
應
國
師
語
錄
』
塔
銘
中
に
も
見
出
さ
れ
る
。

咸
淳
三
年
秋
，
師
辭
歸
日
本
。
堂
贈
以
偈
曰
．．「
敲
磕
門
庭
細
揣
摩
，
路
頭
盡
處
再
經
過
。
明
明
説
與
虛
堂
叟
，
東
海
兒

孫
日
轉
多
。」
復
書
其
後
曰
．．「
明
知
客
自
發
明
後
，
欲
告
歸
日
本
。
尋
照
知
客
、
通
首
座
、
源
長
老
，
聚
頭
語
龍
峯
會

裏
家
私
，
袖
紙
求
法
語
。
老
僧
今
年
八
十
三
，
無
力
思
索
，
作
一
偈
以
贐
行
，
萬
里
水
程
，
以
道
珍
衞
。」（T

80.p127a

）
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圖１ 虚堂の眞筆とされている墨蹟の拓本。京都龍光院と彦
根龍潭寺に所藏が確認されている。「咸淳丁卯」は咸
淳三年。

圖２　虚堂智愚筆「送僧偈」（重要文化財）正木美術館藏。
「咸淳戊辰」は咸淳四年。
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『
圓
通
大
應
國
師
語
錄
』
上
下
二
卷
は
、
應
安
五
年
（
一
三
七
二
）
に
、
こ
れ
も
『
虛
堂
和
尚
語
錄
』
正
和
二
年

（
一
三
一
三
）
刊
本
と
同
じ
龍
翔
寺
に
お
い
て
、
南
浦
の
法
嗣
で
あ
る
滅
宗
宗
興
（
一
三
一
〇
～
一
三
八
二
）
に
よ
り
刊
行
さ

れ
た
。
塔
銘
は
、
南
浦
の
法
嗣
で
あ
る
月
堂
宗
規
（
一
二
八
五
～
一
三
六
一
）
が
、
聖
福
寺
（
筑
前
博
多
）
の
住
持
で
あ
っ

た
時
に
作
成
し
た
南
浦
の
行
狀
を
、
無
我
省
吾
（
一
三
一
〇
～
一
三
八
一
）
が
至
正
二
十
五
年
（
一
三
六
五
）
年
四
月
に
攜

え
て
入
元
し
、
杭
州
中
天
竺
寺
の
住
持
で
あ
っ
た
大
慧
派
の
用
章
廷
俊
（
一
二
九
九
～
一
三
六
八
）
に
依
頼
し
て
書
か
れ
た

も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
塔
銘
は
月
堂
宗
規
の
撰
し
た
南
浦
の
行
狀
に
も
と
づ
き
、
元
僧
で
あ
る
用
章
廷
俊
の
添
削
を
經
て
塔
銘
と
な
っ
た

が
、
問
題
は
こ
の
塔
銘
の
中
に
、
明
ら
か
に
創
作
と
い
え
る
記
述
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

文
永
七
年
秋
，
徙
西
都
，
出
世
築
州
之
興
德
禪
寺
。
遂
以
嗣
法
書
并
入
院
語
，
因
曇
侍
者
呈
徑
山
。
堂
得
之
大
喜
，
謂

衆
曰
．．「
吾
道
東
矣
。」
其
爲
堂
器
重
如
此
。（T

80.p127b

）

文
永
七
年
の
秋
、
西
都
に
徙う

つ

り
、
築
州
の
興
德
禪
寺
に
出
世
す
。
遂か

く

て
嗣
法
の
書
并
び
に
入
院
の
語
を
以
て
、
曇

侍
者
に
因
り
て
徑
山
に
呈
す
。
堂
こ
れ
を
得
て
大
い
に
喜
び
、
衆
に
謂
い
て
曰
く
、「
吾
が
道
東
せ
り
」
と
。
其

の
堂
に
器
重
せ
ら
る
る
こ
と
此
の
如
し
。

　

こ
れ
は
、
曇
侍
者
が
、
文
永
七
年
（
一
二
七
〇
）
の
秋
に
興
德
寺
で
南
浦
が
出
世
開
堂
し
た
と
き
の
嗣
法
の
書
と
入
院
の

語
を
攜
え
て
宋
に
渡
り
、
徑
山
に
登
っ
て
虛
堂
に
呈
し
、
虛
堂
が
そ
れ
を
得
て
、「
吾
が
道
東
せ
り
」
と
喜
ん
だ
と
い
う
記

述
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
永
七
年
は
、
宋
咸
淳
六
年
に
あ
た
り
、
虛
堂
は
そ
の
前
年
の
咸
淳
五
年
十
月
に
示
寂
し
て
い
る
た
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め
、
南
浦
の
嗣
法
の
書
と
入
院
の
語
を
虛
堂
に
呈
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
は
な
い
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
創
作
で
あ
り
、
大

應
派
の
權
威
づ
け
の
意
圖
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
南
浦
の
法
嗣
が
師
の
南
浦
の
沒
後
に
、
虛
堂
か
ら
の
印
可
證
明
の
偈
と
し
て
「
虛
堂
送
別
偈
」
を

『
虛
堂
和
尚
語
錄
』
や
『
圓
通
大
應
國
師
語
錄
』
を
編
集
す
る
際
に
插
入
し
た
こ
と
は
、
南
浦
や
大
應
派
の
彼
ら
が
虛
堂
の

兒
孫
、「
東
海
の
兒
孫
」
で
あ
る
と
い
う
法
系
上
の
地
位
の
確
立
を
意
圖
し
た
一
連
の
行
爲
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
く
も

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
偈
の
贈
ら
れ
る
三
年
前
の
咸
淳
元
年
（
一
二
六
四
）
六
月
、
虛
堂
が
淨
慈
寺
の
住
持
で
あ
っ
た
時
、
す

で
に
南
浦
は
歸
國
の
想
い
を
抱
い
て
お
り
、
畫
師
に
虛
堂
の
壽
像
を
描
か
せ
、
そ
の
贊
を
虛
堂
に
請
う
た
。
そ
の
際
の
頂
相

は
原
本
が
現
在
も
大
德
寺
に
所
藏
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
贊
を
見
る
と
内
容
は
南
浦
を
評
價
し
佛
法
の
東
傳
を
期
待
す
る
も

の
、
ま
さ
に
印
可
證
明
な
の
で
あ
る
。

紹
既
明
白
，
語
不
失
宗
。
手
頭
簸
弄
，
金
圈
栗
蓬
。
大
唐
國
裡
無
人
會
，
又
却
乘
流
過
海
東
。

紹
明
知
客
，
相
從
茲
久
。
忽
起
還
郷
之
興
，
繪
老
僧
陋
質
請
贊
。
時
咸
淳
改
元
夏
六
月
，
奉
敕
住
持
大
宋
淨
慈
虛
堂
叟

知
愚
書
。

紹
既
に
明
白
、
語
宗
を
失
わ
ず
。
手
頭
簸
弄
す
、
金
圈
栗
蓬
。
大
唐
國
裡
に
人
の
會
す
る
無
し
、
又
た
却
っ
て
流

に
乘
じ
て
海
東
に
過
ぐ
。

紹
明
知
客
、
相
い
從
う
こ
と
茲
に
久
し
。
忽
ち
還
郷
の
興
を
起
こ
し
、
老
僧
の
陋
質
を
繪
か
し
め
て
贊
を
請
う
。

時
に
咸
淳
改
元
夏
六
月
、
敕
を
奉
じ
て
大
宋
淨
慈
に
住
持
す
る
虛
堂
叟
知
愚
書
す
。
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こ
の
贊
は
『
虛
堂
和
尚
語
錄
』
後
錄
（
卷
之
十
、
眞
贊
）
に
「
日
本
紹
明
知
客
請
」
と
題
し
て
收
錄
さ
れ
（T

47.

p1061c

）、
ま
た
『
圓
通
大
應
國
師
語
錄
』
塔
銘
に
も
記
述
さ
れ
て
い
る
（T

80.p127a

）
も
の
で
あ
る
が
、
問
題
は
、
ど
う

し
て
三
年
前
に
與
え
た
印
可
證
明
を
、「
虛
堂
送
別
偈
」
で
再
び
與
え
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
江
戸

時
代
前
期
に
中
國
か
ら
渡
來
し
た
黄
檗
僧
の
來
歷
を
見
る
と
、
印
可
證
明
と
付
法
證
明
が
別
々
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
明
末
清
初
の
禪
僧
の
慣
習
と
し
て
、
印
可
證
明
は
修
行
を
成
し
終
え
た
時
や
大
悟
し
た
時
に
師
か
ら
弟
子
に
與
え
る
證

明
で
あ
り
、
付
法
證
明
は
そ
の
弟
子
が
師
の
寺
を
繼
い
だ
り
何
れ
か
の
寺
へ
住
持
す
る
節
目
に
師
か
ら
與
え
る
證
明
で
あ

る
と
い
う

⑺
。
そ
の
慣
習
が
南
宋
禪
林
ま
で
遡
る
と
し
た
ら
、
咸
淳
元
年
の
頂
相
贊
は
印
可
證
明
で
、
咸
淳
三
年
の
送
別
偈

は
付
法
證
明
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
（
版
本
『
一
帆
風
』
輪
峰
道
白
の
跋
に
は
、
虛
堂
送
別
偈
を
「
徑
山
付
法
偈
」

と
稱
し
て
い
る
）。
し
か
し
な
が
ら
、
虛
堂
偈
序
に
も
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
送
別
の
偈
な
の
で
あ
っ

て
、
し
い
て
付
法
證
明
と
み
る
必
要
は
な
く
、
日
本
に
お
け
る
後
代
の
扱
い
方
で
印
可
證
明
や
付
法
證
明
と
さ
れ
る
解
釋
が

生
ま
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。

注⑴
こ
の
ほ
か
、
入
矢
氏
の
論
文
が
出
た
の
ち
も
依
然
と
し
て
同
じ
理
解
を
し
て
い
る
例
が
あ
る
。
泉
田
宗
健
（「
日
本
で
の
展
開
―
應
燈
關

一
流
の
禪
」、『
無
へ
―
―
禪
・
美
・
茶
の
こ
こ
ろ
―
―
』
文
英
堂
、
二
〇
〇
五
）、
野
口
善
敬
（「
大
應
國
師
―
―
日
本
臨
濟
禪
の
宗
祖

―
―
」、
圖
錄
『
大
應
國
師
と
崇
福
寺
』
福
岡
市
美
術
館
、
二
〇
〇
七
）
等
。

⑵
荻
須
純
道
「
南
浦
紹
明
の
日
本
禪
宗
史
上
の
地
位
」（『
日
本
中
世
禪
宗
史
』
木
耳
社
、
一
九
六
五
）。

⑶
陳
捷
論
文
（
二
〇
〇
七
）
は
お
そ
ら
く
入
矢
氏
の
文
章
を
指
し
て
、「
日
本
の
研
究
者
は
、
虛
堂
が
自
身
を
〈
虛
堂
叟
〉
と
稱
す
る
こ
と

は
な
い
と
い
う
理
由
で
、
偈
を
僞
作
だ
と
言
っ
て
い
る
」
と
言
う
の
は
誤
解
で
あ
る
が
、
許
紅
霞
論
文
（
二
〇
一
一
）
も
そ
れ
に
同
調
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し
て
い
る
の
は
ま
こ
と
に
不
可
解
で
あ
る
。

⑷
二
〇
一
一
年
九
月
八
日
に
中
國
上
海
玉
佛
禪
寺
で
開
か
れ
た
國
際
學
會
で
、
楊
曾
文
氏
が
こ
の
偈
を
次
の
よ
う
に
解
釋
し
て
發
表
し
た
。

敲
磕
門
庭
細
揣
摩
、
路
頭
盡
處
再
経
過
、
明
明
説
與
虛
堂
叟
、
東
海
兒
孫
日
轉
多
智
愚
在
偈
頌
中
贊
許
紹
明
入
宋
後
曾
歷
參
叢
林
，

反
復
參
究
，
曾
告
訴
智
愚
，
日
本
禪
宗
日
盛
，
松
源
法
系
兒
孫
不
少
。
紹
明
在
宋
前
後
參
學
九
年
，
已
能
够
熟
練
運
用
漢
語
説
法

和
撰
述
。

智
愚
は
こ
の
偈
の
な
か
で
、
紹
明
が
入
宋
後
に
叢
林
を
歷
參
し
て
く
り
か
え
し
參
究
を
し
、
智
愚
に
日
本
の
禪
宗
が
日
ご
と

に
隆
盛
と
な
っ
て
、
松
源
の
法
系
の
子
孫
が
増
え
る
で
し
ょ
う
と
言
っ
た
。
紹
明
は
前
後
九
年
に
わ
た
っ
て
宋
の
禪
林
を
あ

ま
ね
く
參
禪
し
、
す
で
に
熟
練
し
た
中
國
語
を
用
い
て
説
法
や
著
述
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
楊
曾
文
「
日
本
臨
濟
宗
主
流
派
奠
基
人
―
―
大
應
國
師
南
浦
紹
明
」、『
禪
學
・
社
會
・
人
生　

第
二
屆
中
日
臨
濟
禪
學
術
研

究
討
論
會
論
文
集
』
靈
雲
院
國
際
禪
交
流
友
好
協
會　

玉
佛
寺
、
二
〇
一
一
）

　

楊
氏
の
理
解
は
、
南
浦
が
熟
達
し
た
中
國
語
を
も
っ
て
虛
堂
に
告
げ
た
こ
と
に
對
し
て
、
虛
堂
が
賞
贊
し
た
偈
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
、

第
三
句
が
南
浦
を
主
語
と
す
る
讀
み
を
ご
く
自
然
に
し
て
い
る
。

⑸
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
三
月
四
日
に
江
戸
で
起
き
た
大
火
。
通
稱
「
文
化
の
大
火
」。
明
曆
の
大
火
、
明
和
の
大
火
と
と
も
に
、
江
戸

の
三
大
大
火
の
ひ
と
つ
。
丙
寅
の
年
に
起
き
た
の
で
、
寅
年
の
大
火
と
い
わ
れ
、
芝
車
町
か
ら
出
火
し
て
京
橋
、
日
本
橋
、
神
田
、
淺

草
を
燒
き
盡
く
し
た
。

⑹
無
示
可
宣
と
禹
溪
一
了
の
南
浦
へ
の
送
別
偈
は
、『
一
帆
風
』
に
は
收
め
ら
れ
て
い
な
い
。

　

・
無
示
可
宣　

南
屛
明
知
客
訪
別
，
復
還
日
本
故
國
，
謾
以
廿
十
八
字
餞
行
。
宋
鄞
金
文
住
山
可
宣
「
玻
瓈
盞
子
驗
同
盟
，
誰
向
錢
唐

敢
進
程
。
千
里
同
風
一
句
子
，
明
明
舉
似
到
山
城
。」（
重
要
文
化
財
「
無
爾
可
宣
筆
墨
蹟
」
裏
千
家
藏
）

　

・
禹
溪
一
了　

寄
日
本
之
明
公
知
客
「
遠
別
日
東
遊
萬
里
，
宗
猷
叢
處
太
嘉
哉
。
工
夫
穿
向
上
巴
鼻
，
一
喝
機
鋒
輷
怒
雷
。」
雪
豆
小
苾
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虛堂送別偈とその周邊　

蒭
禹
溪
一
了
拜
手
（
江
月
宗
玩
〈
一
五
七
四
～
一
六
四
三
〉
著
『
墨
蹟
之
寫
』
一
七
元
和
五
己
未
下
、
崇
福
寺
藏
）

⑺
服
部
晃
承
氏
の
示
教
に
よ
る
。

參
考
文
獻

・
荻
須
純
道
「
南
浦
紹
明
の
日
本
禪
宗
史
上
の
地
位
」（『
日
本
中
世
禪
宗
史
』
木
耳
社
、
一
九
六
五
）

・
竹
内
尚
次
「
寄
日
本
明
公
知
客
」（『
江
月
宗
玩
墨
蹟
之
寫
〈
禅
林
墨
蹟
鑑
定
日
錄
〉
の
研
究
』
上
、
國
書
刊
行
會
、
一
九
七
六
）

・
玉
村
竹
二
「
詩
軸
集
成
解
題
一
帆
風
」（『
五
山
文
學
新
集
』
別
卷
一
、
東
京
大
學
出
版
會
、
一
九
七
七
）

・
佐
藤
秀
孝
「
虛
堂
智
愚
と
日
本
僧
」（『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
第
三
十
一
號
の
一
、一
九
八
二
）

・
入
矢
義
高
「
大
應
國
師
の
偈
」（『
同
朋
』
第
八
十
號
、
一
九
八
五
）

・
荒
木
見
悟
「
大
應
と
智
愚
」（『
日
本
の
禪
語
錄
三　

大
應
』
講
談
社
、
一
九
八
七
）

・
玉
村
竹
二
「
大
應
派
に
つ
い
て
」（『
臨
濟
宗
史
』
春
秋
社
、
一
九
九
一
）

・
西
尾
賢
隆
「「
無
爾
可
宣
」
筆
墨
蹟
」（『
中
世
の
日
中
交
流
と
禪
宗
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
）

・
竹
貫
元
勝
「
南
浦
紹
明
と
高
峰
顯
日
」（『
新
日
本
禪
宗
史
―
―
時
の
權
力
者
と
禪
僧
た
ち
―
―
』
禪
文
化
研
究
所
、
九
九
九
）

・
佐
藤
秀
孝
「
虛
堂
智
愚
と
南
浦
紹
明
」（『
禪
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
二
十
八
號
、
二
〇
〇
六
）

・
佐
藤
秀
孝
「
虛
堂
智
愚
の
嗣
法
門
人
に
つ
い
て
」（『
駒
澤
大
學
佛
教
學
部
研
究
紀
要
』
第
六
十
四
號
、
二
〇
〇
六
）

・
佐
藤
秀
孝
「
寶
葉
妙
源
と
『
虛
堂
和
尚
語
錄
』」（『
駒
澤
大
學
佛
教
學
部
論
集
』
第
三
十
七
號
、
二
〇
〇
六
）

・
佐
藤
秀
孝
「
雪
蓬
慧
明
の
活
動
と
そ
の
功
績
」（『
駒
澤
大
學
佛
教
學
部
研
究
紀
要
』
第
六
十
八
號
、
二
〇
一
〇
）

・
西
尾
賢
隆
「
中
世
後
期
の
禪
宗
―
―
五
山
派
か
ら
關
山
派
へ
―
―
」（「
臨
濟
宗
妙
心
寺
派
教
學
研
究
紀
要
」
第
九
號
、
二
〇
一
一
）

・
西
尾
賢
隆
「
虛
堂
智
愚
か
ら
南
浦
紹
明
へ
」（
西
山
美
香
編
『
ア
ジ
ア
遊
學
』
第
一
四
二
號 

「
古
代
中
世
日
本
の
内
な
る
「
禪
」」、
勉
誠
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出
版
、
二
〇
一
一
）

・
陳
捷
「
日
本
入
宋
僧
南
浦
紹
明
與
宋
僧
詩
集
《
一
帆
風
》」（『
中
國
典
籍
與
文
化
論
叢
』
第
九
輯
、
二
〇
〇
七
）

・「
南
浦
紹
明
與
《
一
帆
風
》」（
陳
小
法
・
江
静
編
『
徑
山
文
化
與
中
日
交
流
』
上
海
辭
書
出
版
社
、
二
〇
〇
九
）

・
侯
體
健
「
南
宋
禪
僧
詩
集
《
一
帆
風
》
版
本
關
係
蠡
測
兼
向
陳
捷
女
士
請
教
」（『
中
國
典
籍
與
文
化
』
總
第
七
十
一
期
、
二
〇
〇
九
）

・
許
紅
霞
「
日
藏
宋
僧
詩
集
《
一
帆
風
》
相
關
問
題
之
我
見
」（『
中
國
典
籍
與
文
化
論
叢
』
第
十
三
輯
、
二
〇
一
一
）

【
附
記
】

　

本
稿
は
中
瀬
祐
太
朗
「『
一
帆
風
』
の
考
察
―
―
そ
の
成
立
と
虛
堂
偈
の
眞
僞
―
―
」（
二
〇
一
一
年
度
花
園
大
學
文
學
部

國
際
禪
學
科
中
國
ブ
ロ
ッ
ク
卒
業
論
文
）
の
一
部
を
獨
立
さ
せ
、
論
文
指
導
に
當
っ
た
衣
川
が
改
稿
し
、
現
在
建
仁
僧
堂
在

錫
中
の
中
瀬
君
の
了
解
を
得
て
、
こ
こ
に
發
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
南
浦
紹
明
（
大
應
國
師
）
へ
の
宋
代
禪
僧
の
送
別
偈
集

『
一
帆
風
』
を
テ
ー
マ
に
選
ん
だ
中
瀬
君
の
論
文
指
導
の
一
年
間
、
こ
の
資
料
に
興
味
を
も
っ
た
メ
ル
ク
ー
リ
・
オ
ズ
ワ
ル

ド
（
花
園
大
學
佛
教
學
研
究
科
博
士
課
程
）、
李
薇
（
同
修
士
課
程
）、
橋
本
和
雄
（
花
園
大
學
聽
講
生
）、
プ
ロ
タ
ス
・
ジ
ェ
イ

ソ
ン
（
ア
メ
リ
カ
・
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
學
博
士
生
、
龍
谷
大
學
客
員
研
究
員
）
の
諸
君
た
ち
と
『
一
帆
風
』
を
毎
週
一
首
樂

し
く
會
讀
し
、
議
論
を
か
さ
ね
た
。
そ
の
成
果
は
い
づ
れ
『
一
帆
風
』
譯
注
と
關
聯
論
文
を
あ
わ
せ
、
一
書
と
し
て
公
表
す

る
預
定
で
あ
る
。

（
二
〇
一
二
・
一
二
・
一
六　

衣
川
賢
次
記
）
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佛種慧濟禪師中巖月和尚自暦譜

佛
種
慧
濟
禪
師
中
巖
月
和
尚
自
暦
譜

能
仁
　
晃
道

中
巌
円
月
禅
師
の
自
撰
年
譜
。
中
巌
禅
師
の
自
撰
は
、
貞
治
六
年
（
一
三
六
七
）
で
終
わ
っ
た

が
、
法
嗣
の
南
宗
建
幢
が
、
示
寂
の
年
ま
で
書
き
継
い
だ
。

大
解
宗
脱
和
尚
は
、
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）、
南
禅
寺
の
金
地
院
に
蔵
さ
れ
て
い
た
「
自
暦
譜
」

を
借
り
受
け
て
書
写
し
た
（
第
二
部
『
余
録
』「
中
巌
録
書
写
大
意
」
を
参
照
）。
底
本
に
は
、
そ
の

自
筆
本
（
大
解
自
筆
『
東
海
一
漚
集
』
巻
一
。
口
絵
【
二
十
二
】）
を
用
い
た
が
、
版
本
（
大
蔵
院
蔵

版
『
東
海
一
漚
集
』
巻
五
）
と
の
異
同
は
少
な
い
。
ま
た
、『
続
群
書
類
従
』
第
九
輯
下
（
以
下
、

『
類
従
本
』
と
略
す
）
に
も
収
め
ら
れ
て
お
り
、『
類
従
本
』
と
の
大
き
な
異
同
は
注
記
し
た
。

『
五
山
文
学
全
集
』
第
二
巻
に
、『
東
海
一
漚
集
（
大
蔵
院
蔵
版
）』『
同
別
集
』『
同
余
滴
』
を
所

収
（
注
記
引
用
に
は
、『
同
全
集
』
の
頁
数
も
示
し
た
）。

『
五
山
文
学
新
集
』
第
四
巻
に
、『
東
海
一
漚
集
（
東
大
史
料
編
纂
所
本
）』『
作
品
拾
遺
』『
語
録
』

を
所
収
（
注
記
引
用
に
は
、『
同
新
集
』
の
頁
数
も
示
し
た
）。
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共
に
「
自
暦
譜
」
を
含
む
が
、『
新
集
』
は
、『
類
従
本
』
を
上
段
に
、
大
蔵
院
蔵
版
本
を
下
段
に

組
ん
で
、
対
校
し
て
い
る
。

ま
た
、『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
四
十
三
（
中
巌
和
尚
卒
年
）
に
、
関
係
諸
史
料
（「
自
暦
譜
」

を
含
む
）
を
網
羅
し
て
い
る
。

佛
種
慧
濟
禪
師
中
巖
月
和
尚
自
暦
譜

後
伏
見
天
皇
正
安
二
年
庚
子

正
月
初
六
日
晡
時
、
予
生
。
小
名
吉
祥
。
是
歳
二
月
、
父
坐
貶
。
乳
母
抱
予
而
歸
武
州
烏
山
。〔
師
相
州
鎌
倉
縣
人
也
。

姓
平
氏
。
桓
武
天
皇
第
二
皇
子
葛
原
親
王
後
裔
、
土
屋
之
族
也
〕。

＊

後
伏
見
天
皇
正
安
二
年
庚か

の
え

子ね

（
一
三
〇
〇
／
一
歳
）

正
月
初
六
日
晡ほ

時じ

（
午
後
四
時
）、
予
、
生
ま
る
。
小お

さ
な
な名

は
吉
祥
。
是
の
歳
二
月
、
父
、
坐ざ

貶へ
ん

せ
ら
る
。
乳
母
、
予

を
抱
い
て

⑴
武
州
の
烏
山
に
帰
る
。〔
師
は
、
相
州
鎌
倉
県
の
人
な
り
。
姓
は
平
氏
。
桓
武
天
皇
第
二
の
皇
子
葛か

ず
ら

原わ
ら

親
王

の
後
裔
、

⑵
土
屋
の
族
な
り
〕。

＊

⑴ 

武
州
烏
山
＝
現
在
の
東
京
都
世
田
谷
区
烏
山
に
当
た
る
。

⑵ 

土
屋
＝
武
家
の
家
系
。
本
姓
、
平
氏
。
桓
武
平
氏
の
系
譜
で
平
良よ

し

文ふ
み

を
祖
と
し
、
良
文
六
代
の
孫
、
土
屋
宗
遠
を
初
代
と
す
る
。
相
模

国
大
住
郡
土
屋
（
現
、
神
奈
川
県
平
塚
市
土
屋
）
か
ら
起
こ
っ
た
た
め
、
土
屋
姓
を
名
乗
っ
た
。
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佛種慧濟禪師中巖月和尚自暦譜

三
年
辛
丑

後
二
條
天
皇
乾
元
元
年
壬
寅

嘉
元
元
年
癸
卯

二
年
甲
辰

三
年
乙
巳

予
六
歳
。
外
祖
父
迎
予
於
名
越
。
以
病
歸
烏
山
。

＊

三
年
辛か

の
と

丑う
し

（
一
三
〇
一
／
二
歳
）

後
二
条
天
皇
乾
元
元
年
壬

み
ず
の
え

寅と
ら

（
一
三
〇
二
／
三
歳
）

嘉
元
元
年
癸

み
ず
の
と

卯う

（
一
三
〇
三
／
四
歳
）

二
年
甲き

の
え

辰た
つ

（
一
三
〇
四
／
五
歳
）

三
年
乙き

の
と

巳み

（
一
三
〇
五
／
六
歳
）

予
、
六
歳
。
外
祖
父
、
予
を

⑴
名
越
に
迎
う
。
病や

ま
いを

以
て
烏
山
に
帰
る
。

＊

⑴ 

名
越
＝
現
在
の
神
奈
川
県
鎌
倉
市
大
町
に
当
た
る
。

徳
治
元
年
丙
午

是
歳
、
予
方
知
支
干
。
有
六
十
一
歳
人
、
曰
、
吾
生
年
也
。
予
怪
之
問
之
。
老
人
曰
、
可
教
也
。
乃
能
學
之
。
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＊

徳
治
元
年
丙ひ

の
え

午う
ま

（
一
三
〇
六
／
七
歳
）

是
の
歳
、
予
、
方ま

さ

に
支
干
を
知
る
。
六
十
一
歳
の
人
有
り
、
曰
く
、「
吾
が
生
年
な
り
」
と
。
予
、
之
れ
を
怪
し
ん

で
之
れ
を
問
う
。
老
人
の
曰
く
、「
教
ゆ
可べ

し
」。
乃す

な
わち

能よ

く
之
れ
を
学
ぶ
。

二
年
丁
未

予
八
歳
。
春
、
祖
母
迎
予
於
龜
谷
。
送
入
壽
福
爲
僧
童
。
名
曰
至
道
。
是
歳
洪
水
。
民
間
多
患
赤
疱
瘡
也
。

＊

二
年
丁ひ

の
と

未ひ
つ
じ（

一
三
〇
七
／
八
歳
）

予
、
八
歳
。
春
、
祖
母
、
予
を
亀か

め
が
や
つ谷

に
迎
う
。
送
っ
て

⑴
寿
福
に
入
れ
て
僧
童
と
為な

す
。
名
づ
け
て
至
道
と
曰
う
。

是
の
歳
、
洪
水
あ
り
。
民
間
、
多
く
赤あ

か

疱も
が
さ瘡

（
麻は

し
か疹

）
を
患わ

ず
らう

。

＊

⑴ 

寿
福
＝
亀
谷
山
寿
福
寺
。
鎌
倉
五
山
第
三
位
。
現
在
は
、
建
長
寺
派
に
属
す
。
神
奈
川
県
鎌
倉
市
扇
ガ
谷
。

萩
原
天
皇
延
慶
元
年
戊
申

予
九
歳
。
背
生
瘡
。
隨
基
立
翁
遷
大
慈
寺
。

＊

⑴
萩
原
天
皇
延
慶
元
年
戊

つ
ち
の
え

申さ
る

（
一
三
〇
八
／
九
歳
）

予
、
九
歳
。
背
に
瘡か

さ

を
生
ず
。

⑵
基
立
翁
に
随
っ
て

⑶
大
慈
寺
に
遷
る
。
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＊

⑴ 
萩
原
天
皇
＝
花
園
天
皇
の
こ
と
。
そ
の
御
所
、
洛
西
花
園
の
萩
原
殿
に
因
ん
で
、
こ
う
呼
ば
れ
た
。

⑵ 
基
立
翁
＝
立
翁
□
基
（
生
没
年
不
詳
）。
中
巌
和
尚
に
、「
義
師
立
翁
を
祭
る
」
文
（『
東
海
一
漚
集
』
巻
三
〔
九
八
九
頁
〕）
が
あ
る
。

代
々
京
都
の
人
で
、
寵
禄
に
栄
え
て
い
た
が
、
朝
廷
か
ら
の
召
し
出
し
を
逃
れ
て
僧
侶
と
な
り
、
鎌
倉
に
来
て
、
寿
福
寺
七
世
の
寂
庵

上
昭
の
も
と
で
修
行
。
身
内
の
な
い
至
道
僧
童
を
助
け
育
て
た
。

⑶ 

大
慈
寺
＝
現
、
廃
寺
。
相
州
鎌
倉
郡
十
二
所
邑
（
現
、
神
奈
川
県
鎌
倉
市
十
二
所
）
に
あ
っ
た
。
も
と
、
鎌
倉
五
山
浄
妙
寺
派
、
後
、

建
長
寺
派
に
転
じ
た
。

二
年
己
酉

三
年
庚
戌

是
歳
、
鎌
倉
大
災
。

＊

二
年
己

つ
ち
の
と

酉と
り

（
一
三
〇
九
／
十
歳
）

三
年
庚か

の
え

戌い
ぬ

（
一
三
一
〇
／
十
一
歳
）

是
の
歳
、

⑴
鎌
倉
、
大
い
に
災
あ
り
。

＊

⑴ 

鎌
倉
大
災
＝
十
一
月
六
日
、
鎌
倉
大
火
。
勝
長
寿
院
、
法
華
堂
、
荏
柄
社
な
ど
類
焼
（『
鎌
倉
年
代
記
』）。

應
長
元
年
辛
亥
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春
、
在
池
房
。
就
道
惠
和
尚
、
讀
孝
經
論
語
。
且
學
九
章
算
法
。
秋
歸
大
慈
寺
。
冬
十
月
二
十
六
日
、
平
貞
時
薨
。
其

朝
日
無
光
、
而
色
赤
似
血
。

＊

応
長
元
年
辛か

の
と

亥い

（
一
三
一
一
／
十
二
歳
）

春
、
池い

け
の
ぼ
う房

（
未
詳
）
に
在
り
。
道
恵
和
尚
（
未
詳
）
に
就
い
て
、『
孝
経
』『
論
語
』
を
読
む
。
且か

つ
⑴

九
章
の
算
法

を
学
ぶ
。
秋
、
大
慈
寺
に
帰
る
。
冬
十
月
二
十
六
日
、

⑵
平
貞さ

だ

時と
き

、
薨
ず
。

⑶
其
の
朝
、
日
、
光
無の

う
し
て
、
色
赤

く
血
に
似
た
り
。

＊

⑴ 

九
章
算
法
＝
『
九
章
算
術
』。
古
代
中
国
の
数
学
書
。
方
田
（
面
積
測
定
）、
粟
米
（
交
易
売
買
算
）
な
ど
九
章
か
ら
な
る
。

⑵ 

平
貞
時
＝
北
条
貞
時
（
一
二
七
一
～
一
三
一
一
）。
鎌
倉
幕
府
第
九
代
執
権
。
応
長
元
年
十
月
二
十
六
日
卒
、
年
四
十
一
。

⑶ 

其
朝
日
無
光
、
而
色
赤
似
血
＝
『
類
従
本
』
に
は
こ
の
後
に
、「
予
、
年
少ワ

ラ
ワに

し
て
而し

か

も
先
ず
此
の
怪
を
見
る
、
甚は

な
はだ

奇
な
り
（
予
年
少

而
先
見
此
怪
甚
奇
）」
の
記
事
が
あ
る
。
底
本
に
も
あ
る
が
、
上
か
ら
薄
紙
を
貼
っ
て
消
し
て
あ
り
、
版
本
に
も
載
せ
な
い
。
訓
は
底
本

の
も
の
。

正
和
元
年
壬
子

是
年
、
予
十
三
。
立
翁
命
、
禮
梓
山
律
師
剃
髮
。
后
學
密
教
於
三
寶
院
。
日
日
詣
詫
間
谷
、
禮
寶
篋
印
塔
、
巡
百
匝
而

歸
。
又
拜
弘
法
大
師
像
百
拜
。

＊

正
和
元
年
壬

み
ず
の
え

子ね

（
一
三
一
二
／
十
三
歳
）
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是
の
年
、
予
、
十
三
。
立
翁
、
命
あ
り
、
梓
山
律
師
（
未
詳
）
を
礼
し
て
剃
髪
す
。
后の

ち

、
⑴

密
教
を
三
宝
院
（
未
詳
）

に
学
ぶ
。
日
日
、

⑵
詫た

く

間ま
が

谷や
つ

に
詣
し
て
、
宝ほ

う

篋き
よ
う

印い
ん

塔と
う

を
礼
し
、
巡
る
こ
と
百

ひ
や
く

匝そ
う

に
し
て
帰
る
。
又
た
弘
法
大
師
の

像
を
拝
す
る
こ
と
百
拝
。

＊

⑴ 

密
教
＝
『
類
従
本
』
は
、「
秘
密
教
」
に
作
る
。

⑵ 

詫
間
谷
＝
現
、
神
奈
川
県
鎌
倉
市
浄
明
寺
宅
間
ヶ
谷
。
浄
妙
寺
（
建
長
寺
派
）
に
宝
篋
印
塔
一
基
が
あ
る
が
、
明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）

の
造
立
な
の
で
該
当
し
な
い
。
場
所
が
違
う
が
、
極
楽
寺
（
真
言
律
宗
）
に
、
北
条
重
時
（
一
一
九
八
～
一
二
六
一
）
の
墓
塔
と
伝
え

ら
れ
る
宝
篋
印
塔
一
基
が
あ
り
、
ま
た
、
極
楽
寺
の
境
内
に
は
大
師
堂
も
あ
り
、
或
い
は
こ
の
極
楽
寺
を
指
す
か
。

二
年
癸
丑

春
、
學
密
教
、
至
胎
藏
金
剛
二
部
、
且
行
諸
尊
法
。
棄
而
不
學
。
夏
、
於
壽
福
未
得
挂
搭
。
在
浩
玄
山
主
房
、
往
來
師

寛
通
圓
首
座
寮
、
讀
諸
家
語
録
。
雖
未
會
得
禪
意
、
然
略
弄
語
話
。
時
嶮
崖
和
尚
退
聖
福
席
、
客
龜
谷
。
作
頌
二
首
。

諸
方
名
勝
競
和
其
韻
。
予
十
四
歳
、
敢
用
乃
押
寄
意
。
嶮
崖
甚
喜
而
語
建
長
佛
燈
。
燈
亦
以
年
少
故
爲
異
也
。

＊

二
年
癸

み
ず
の
と

丑う
し

（
一
三
一
三
／
十
四
歳
）

春
、
密
教
を
学
ん
で
、
胎
蔵
金
剛
の
二
部
に
至
り
、
且か

つ
諸
尊
の
法
を
行
ず
。
棄す

て
て
学
ば
ず
。
夏
、
寿
福
に
於
い

て
未
だ
挂か

搭と
う

す
る
こ
と
を
得
ず
。
浩
玄
山
主
（
未
詳
）
の
房
に
在
っ
て
、

⑴
師
寛
通
円
首
座
の
寮
に
往
来
し
て
、
諸

家
の
語
録
を
読
む
。
未
だ
禅
意
を
会
得
せ
ず
と
雖い

え
ども

、
然し

か

も
略ほ

ぼ
語
話
を
弄
す
。
時
に

⑵
嶮
崖
和
尚
、

⑶
聖
福
の
席

を
退
い
て
、
亀
谷
（
寿
福
寺
）
に
客
た
り
。
頌
を
作
る
こ
と
二
首
。
諸
方
の
名
勝
、
競
っ
て
其
の
韻
を
和
す
。
予
、
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十
四
歳
、
敢
え
て
用も

つ

て
乃す

な
わち

押
し
、
意
を
寄
す
。
嶮
崖
、
甚は

な
はだ

喜
ん
で
建
長
の

⑷
仏
灯
に
語
る
。
灯
、
亦
た
年
少
を

以
て
の
故
に
異
と
為
す
。

＊

⑴ 
師
寛
通
円
＝
底
本
は
一
人
、
版
本
は
二
人
と
し
て
人
名
記
号
の
中
線
を
引
い
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
不
詳
。

⑵ 

嶮
崖
和
尚
＝
嶮
崖
巧
安
。
肥
前
の
人
。
建
長
寺
の
大
休
正
念
の
法
嗣
。
建
長
寺
二
十
三
世
・
円
覚
寺
十
四
世
・
建
仁
寺
十
九
世
・
寿
福

寺
十
三
世
。『
延
宝
伝
灯
録
』
巻
十
八
は
、
元
徳
三
年
（
元
弘
元
年
／
一
三
三
一
）
七
月
二
十
三
日
示
寂
、
世
寿
八
十
。『
扶
桑
五
山
記
』

巻
三
「
建
長
寺
」
は
、
元
弘
三
癸
酉
（
一
三
三
三
）
七
月
二
十
三
日
示
寂
、
世
寿
八
十
六
。
仏
智
円
応
禅
師
。

⑶ 

聖
福
＝
安
国
山
聖
福
寺
（
福
岡
市
博
多
区
御
供
所
町
）。
現
在
は
妙
心
寺
派
で
あ
る
が
、
往
時
は
十
刹
第
三
位
。
嶮
崖
は
、
第
十
五
代
。

⑷ 

仏
灯
＝
仏
灯
大
光
国
師
、
約
翁
徳
倹
（
一
二
四
五
～
一
三
二
〇
）。
鎌
倉
の
人
。
建
長
寺
の
蘭
渓
道
隆
の
法
嗣
。
南
禅
寺
五
世
・
建
仁
寺

十
七
世
。
元
応
二
年
五
月
十
九
日
示
寂
、
世
寿
七
十
六
。「
建
長
」
は
、
約
翁
が
建
長
寺
山
内
に
開
い
た
長
勝
寺
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

三
年
甲
寅

予
在
萬
壽
雲
屋
和
尚
會
下
、
作
頌
甚
多
。
雲
屋
稱
奇
也
。
是
歳
建
長
災
。
佛
燈
退
院
。
冬
、
禮
圓
覺
東
明
和
尚
、
爲
受

業
師
。

＊

三
年
甲き

の
え

寅と
ら

（
一
三
一
四
／
十
五
歳
）

予
、

⑴
万
寿
の

⑵
雲
屋
和
尚
の
会え

下か

に
在
っ
て
、
頌
を
作
る
こ
と
甚
だ
多
し
。
雲
屋
、
奇
な
り
と
称
す
。

⑶
是
の
歳
、

建
長
に
災
あ
り
。
仏
灯
、
院
を
退
く
。
冬
、
円
覚
の

⑷
東
明
和
尚
を
礼
し
て
、
受じ

ゆ

業ご
う

の
師
と
為
す
。

＊
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⑴ 

万
寿
＝
相
模
の
乾
明
山
万
寿
寺
（
現
、
廃
寺
）。
関
東
十
刹
。
無
学
祖
元
開
山
。

⑵ 
雲
屋
和
尚
＝
雲
屋
慧
輪
（
一
二
五
八
～
一
三
三
一
）。
洛
陽
の
人
。
建
長
寺
の
無
学
祖
元
の
法
嗣
。
円
覚
寺
十
三
世
・
寿
福
寺
十
二
世
。

元
弘
元
年
五
月
十
日
示
寂
、
世
寿
七
十
四
。
仏
地
禅
師
。『
類
従
本
』
は
、
二
箇
所
と
も
「
雲
居
」
に
誤
る
。

⑶ 

是
歳
建
長
災
＝
建
長
寺
の
焼
失
は
、
翌
正
和
四
年
七
月
九
日
の
こ
と
（『
鎌
倉
年
代
記
』）。

⑷ 

東
明
和
尚
＝
東
明
慧
日
（
一
二
七
二
～
一
三
四
〇
）。
南
宋
末
か
ら
元
の
曹
洞
宗
宏
智
派
の
僧
。
延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
／
元
年
と
も
）、

北
条
貞
時
の
招
き
に
応
じ
て
来
朝
、
相
模
の
禅
興
寺
に
住
し
、
円
覚
寺
（
十
世
）
に
昇
っ
た
。
そ
の
後
、
建
長
寺
（
十
七
世
）・
寿
福
寺

（
九
世
）
な
ど
に
も
住
す
。
暦
応
三
年
十
月
四
日
示
寂
、
世
寿
六
十
九
。

四
年
乙
卯

是
歳
十
六
。
春
、
挂
搭
圓
覺
。
夏
、
三
日
病
。

＊

四
年
乙き

の
と

卯う

（
一
三
一
五
／
十
六
歳
）

是
の
歳
、
十
六
。
春
、
円
覚
に
挂
搭
す
。
夏
、
三
日
、
病
む
。

五
年
丙
辰

象
外
援
予
於
東
明
和
尚
、
扣
以
洞
下
之
旨
。
然
予
心
粗
、
不
達
其
密
意
。

＊

五
年
丙ひ

の
え

辰た
つ

（
一
三
一
六
／
十
七
歳
）

⑴
象
外
、
予
を
東
明
和
尚
に
援ひ

い
て
、
扣た

た

く
に
洞
下
の
旨
を
以
て
す
。
然し

か

も
予
が
心
、
粗
に
し
て
、

⑵
其
の
密
意
に
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達
せ
ず
。

＊

⑴ 
象
外
＝
象
外
禅
鑑
（
？
～
一
三
五
五
）。
肥
前
の
人
。
円
覚
寺
の
桃
渓
徳
悟
の
法
嗣
。
建
長
寺
三
十
世
・
円
覚
寺
二
十
三
世
・
寿
福
寺

二
十
一
世
。
文
和
四
年
十
一
月
十
八
日
示
寂
、
世
寿
不
詳
。
妙
覚
禅
師
。
中
巌
和
尚
に
、「
諸
山
、
象
外
和
尚
を
請
じ
て
円
覚
に
住
せ
し

む
る
疏
」「
建
長
、
象
外
和
尚
を
請
ず
る
疏
」（『
東
海
一
漚
集
』
巻
二
〔
九
二
一
・
九
二
五
頁
〕）
が
あ
る
。

⑵ 

不
達
其
密
意
＝
『
類
従
本
』
は
、「
不
能
達
其
密
意
（
其
の
密
意
に
達
す
る
こ
と
能
わ
ず
）」
に
作
る
。

文
保
元
年
丁
巳

東
明
和
尚
遷
壽
福
。
南
山
和
尚
上
圓
覺
。

＊

文
保
元
年
丁ひ

の
と

巳み

（
一
三
一
七
／
十
八
歳
）

東
明
和
尚
、
寿
福
に
遷う

つ

る
。

⑴
南
山
和
尚
、
円
覚
に
上
る
。

＊

⑴ 

南
山
和
尚
＝
南
山
士
雲
（
一
二
五
四
～
一
三
三
五
）。
遠
江
の
人
。
東
福
寺
の
円
爾
弁
円
の
法
嗣
。
建
長
寺
十
九
世
・
円
覚
寺
十
一
世
・

寿
福
寺
八
世
・
東
福
寺
十
一
世
。
建
武
二
年
十
月
七
日
示
寂
、
世
寿
八
十
二
。

二
年
戊
午

予
十
九
歳
。
起
圓
覺
到
博
多
、
欲
出
江
南
。
綱
司
不
許
上
舶
而
歸
。
夏
、
在
京
之
萬
壽
絶
崖
和
尚
會
下
。
冬
、
到
越

前
、
參
永
平
義
雲
。
略
通
洞
宗
語
言
。
是
歳
靈
山
和
尚
觀
國
。
韶
石
門
同
歸
朝
。
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＊

二
年
戊

つ
ち
の
え

午う
ま

（
一
三
一
八
／
十
九
歳
）

予
、
十
九
歳
。
円
覚
を
起た

っ
て
博
多
に
到
り
、
江
南
（
中
国
・
元
）
に
出い

で
ん
と
欲
す
。
綱
司
（
海
商
）、
舶ふ

ね

に
上
る

こ
と
を
許
さ
ず
し
て
帰
る
。
夏
、
京
の

⑴
万
寿
の

⑵
絶
崖
和
尚
の
会え

下か

に
在
り
。
冬
、
越
前
に
到
っ
て
、
永
平
の

⑶
義

雲
に
参
ず
。
略ほ

ぼ
洞
宗
の
語
言
に
通
ず
。
是
の
歳
、

⑷
霊
山
和
尚
、
国
を
観み

る
。

⑸
韶
石
門
、
同
じ
く
帰
朝
す
。

＊

⑴ 

万
寿
＝
九
重
山
万
寿
寺
。
京
都
五
山
第
五
位
。
現
在
は
、
東
福
寺
の
塔
頭
と
な
っ
て
い
る
。

⑵ 

絶
崖
和
尚
＝
絶
崖
宗
卓
（
？
～
一
三
三
四
）。
建
長
寺
の
南
浦
紹
明
の
法
嗣
。
筑
前
崇
福
寺
・
京
都
万
寿
寺
な
ど
に
歴
住
し
た
後
、
南
禅

寺
四
世
。
建
武
元
年
六
月
二
十
七
日
示
寂
、
世
寿
不
詳
。
広
智
禅
師
。

⑶ 

義
雲
＝
一
二
五
三
～
一
三
三
三
。
曹
洞
宗
永
平
寺
五
世
。
京
都
の
人
。
越
前
宝
慶
寺
の
寂
円
の
法
嗣
。
正
慶
二
年
十
月
十
二
日
示
寂
、

世
寿
八
十
一
。

⑷ 

霊
山
和
尚
＝
霊
山
道
隠
（
一
二
五
五
～
一
三
二
五
）。
杭
州
（
浙
江
省
）
の
人
。
雪
巌
祖
欽
の
法
嗣
。
こ
の
年
（
翌
年
と
も
）
来
朝
し
、

建
長
寺
（
十
八
世
）
に
住
す
。
円
覚
寺
十
二
世
。
正
中
二
年
三
月
二
日
示
寂
、
世
寿
七
十
一
。
仏
慧
禅
師
。

⑸ 

韶
石
門
＝
『
類
従
本
』
は
、「
詔
石
門
」
に
作
る
。
或
い
は
、「
霊
山
和
尚
、
国
の
詔

み
こ
と
の
りを

観み

る
。
石
門
、
同
じ
く
帰
朝
す
」
と
訓
む
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
人
名
は
不
詳
。

後
醍
醐
天
皇
元
應
元
年
己
未

春
、
辭
永
平
歸
鎌
倉
。
參
淨
妙
玉
山
和
尚
。
不
契
。
再
覲
東
明
和
尚
於
建
長
挂
搭
。
同
十
月
、
東
明
和
尚
退
。
靈
山
和

尚
住
建
長
。
朝
夕
入
室
參
問
。
以
曾
在
圓
覺
相
識
見
異
愛
。
常
作
頌
多
稱
賞
。
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＊

後
醍
醐
天
皇
元
応
元
年
己

つ
ち
の
と

未ひ
つ
じ（

一
三
一
九
／
二
十
歳
）

春
、
永
平
を
辞
し
て
鎌
倉
に
帰
る
。

⑴
浄
妙
の

⑵
玉
山
和
尚
に
参
ず
。
契か

な

わ
ず
。
東
明
和
尚
を
建
長
に
再
覲
し
て
挂

搭
す
。
同
十
月
、
東
明
和
尚
退
く
。
霊
山
和
尚
、
建
長
に
住
す
。
朝
夕
、
入に

つ

室し
つ

参
問
す
。

⑶
曾か

つ

て
円
覚
に
在
っ
て
相

識
な
る
を
以
て
異
愛
せ
ら
る
。
常
に
頌
を
作
れ
ば
多
く
称
賞
す
。

＊

⑴ 

浄
妙
＝
稲
荷
山
浄
妙
寺
。
鎌
倉
五
山
第
五
位
。
現
在
は
、
建
長
寺
派
の
末
寺
。

⑵ 

玉
山
和
尚
＝
玉
山
徳
璇
（
一
二
五
五
～
一
三
三
四
）。
信
濃
の
人
。
建
長
寺
の
蘭
渓
道
隆
の
法
嗣
。
浄
妙
寺
に
住
し
、
建
長
寺
二
十
世
。

建
武
元
年
十
月
十
八
日
示
寂
、
世
寿
八
十
。
仏
覚
禅
師
。

⑶ 

以
曾
在
円
覚
相
識
見
異
愛
。
常
作
頌
多
称
賞
＝
『
類
従
本
』
は
、
次
年
の
尾
に
記
す
。

二
年
庚
申

冬
、
往
羽
州
。
爲
救
阿
姉
阿
甥
難
。
是
歳
、
南
山
和
尚
遷
建
長
。

＊

二
年
庚か

の
え

申さ
る

（
一
三
二
〇
／
二
十
一
歳
）

冬
、
羽
州
に
往
く
。
阿あ

ね姉
阿お

い甥
の
難
を
救
わ
ん
が
為
な
り
。
是
の
歳
、
南
山
和
尚
、
建
長
に
遷
る
。

元
亨
元
年
辛
酉
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冬
、
拉
不
聞
上
京
、
欲
見
闡
提
和
尚
。
闡
提
愛
閑
、
厭
衲
子
來
附
、
深
入
山
。
以
予
舊
交
、
稱
希
朋
唱
和
尤
親
。
故
借

榻
於
南
禪
歸
雲
庵
、
且
往
來
濟
北
庵
、
親
虎
關
和
尚
。
關
時
撰
釋
書
。
不
容
諸
客
。
獨
許
予
與
不
聞
來
扣
。
以
見
愛

也
。
話
及
本
朝
高
僧
事
迹
。
予
甚
服
博
識
。

＊

元
亨
元
年
辛か

の
と

酉と
り

（
一
三
二
一
／
二
十
二
歳
）

冬
、

⑴
不
聞
を

⑵
拉ひ

き
つれ

て
京
に
上
り
、

⑶
闡せ

ん

提だ
い

和
尚
に
見ま

み

え
ん
と
欲
す
。
闡
提
、
閑
を
愛
し
て
、
衲の

つ

子す

の
来
た
り
附
す

る
こ
と
を
厭い

と

う
て
、
深
く
山
に
入
る
。

⑷
予
が
旧

き
ゆ
う

交こ
う

な
る
を
以
て
、
希
朋
と
称
し
て
唱
和
尤も

っ
とも

親
し
。
故
に
榻と

う

を
南

禅
の

⑸
帰
雲
庵
に
借
り
て
、
且か

つ
済
北
庵
に
往
来
し
て
、

⑹
虎
関
和
尚
に
親
し
む
。
関
、
時
に
、『（
元
亨
）
釈
書
』
を

撰
す
。
諸
客
を
容い

れ
ず
。
独ひ

と

り
予
と
不
聞
と
来
た
り
扣た

た

く
こ
と
を
許
す
。
愛
せ
ら
る
る
を
以
て
な
り
。
話か

た

っ
て
本
朝

高
僧
の
事
迹
に
及
ぶ
。
予
、
甚は

な
はだ

博
識
に
服
す
。

＊

⑴ 

不
聞
＝
不
聞
契
聞
（
一
三
〇
一
～
一
三
六
八
）。
武
蔵
の
人
。
東
明
慧
日
の
法
嗣
。
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）、
中
巌
和
尚
と
共
に
入
元
。

正
慶
二
年
（
一
三
三
三
）
帰
朝
。
駿
河
の
清
見
寺
（
十
刹
）
な
ど
に
住
し
、
円
覚
寺
三
十
三
世
。
応
安
元
年
七
月
十
二
日
示
寂
、
世
寿

六
十
八
。
中
巌
和
尚
に
、「
江
湖
、
不
聞
を
勧
請
し
て
清
見
寺
に
住
せ
し
む
る
疏
」（『
東
海
一
漚
集
』
巻
二
〔
九
二
四
頁
〕）
が
あ
る
。

⑵ 

拉
＝
底
本
・
版
本
に
は
な
い
が
、『
類
従
本
』
に
よ
っ
て
補
っ
た
。
底
本
・
版
本
の
ま
ま
で
は
、
不
聞
が
主
語
に
な
っ
て
し
ま
う
。

⑶ 

闡
提
和
尚
＝
闡
提
正
具
（
？
～
一
三
二
九
）。
京
洛
の
法
観
寺
の
印
叟
救
海
（
栄
西
下
の
法
系
）
の
法
嗣
。
法
観
寺
・
豊
後
万
寿
寺
（
十

刹
）
に
住
し
、
筑
前
に
顕
孝
寺
（
諸
山
）
を
開
創
。
元
徳
元
年
九
月
二
日
示
寂
、
世
寿
不
詳
。
玉
村
竹
二
『
五
山
禅
僧
伝
記
集
成
』
を

参
照
。
中
巌
和
尚
に
、「
闡
提
和
尚
の
塔
を
祭
る
」
文
（『
東
海
一
漚
集
』
巻
三
〔
九
八
七
頁
〕）
が
あ
る
。

⑷ 

以
予
旧
交
、
称
希
朋
唱
和
尤
親
。
故
…
…
＝
原
文
・
訓
読
と
も
に
底
本
・
版
本
の
ま
ま
だ
が
、
意
味
が
通
じ
な
い
。
中
巌
和
尚
の
「
鏡
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銘
」（『
東
海
一
漚
別
集
』〔
一
〇
七
四
頁
〕）
に
、「
昔
、
予
、
未
だ
江
南
（
中
国
）
に
遊
ば
ざ
り
し
時
、
京
の
南
禅
に
寓
す
。
友
人
の

祚
希
明
…
…
」
と
あ
り
、「
以
予
旧
交
祚○

希
明○

唱
和
尤
親
故
…
…
」
と
改
め
、「
予
の
旧
交
祚
希
明
、
唱
和
尤
も
親
し
き
を
以
て
の
故
に

…
…
」
と
訓
じ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
闡
提
和
尚
は
山
に
隠
れ
て
会
っ
て
く
れ
な
い
の
で
、
友
人
の
希
明
□
祚
を
頼
っ
て
、
南
禅
寺
の
塔

頭
帰
雲
院
に
間
借
り
し
た
」
と
い
う
こ
と
。『
類
従
本
』
は
、「
称
」
は
底
本
・
版
本
と
同
じ
だ
が
、「
希
朋
」
は
「
希
明
」
で
、
正
し

い
。

⑸ 

帰
雲
庵
＝
帰
雲
院
。
南
禅
寺
塔
頭
。

⑹ 

虎
関
和
尚
＝
虎
関
師
錬
（
一
二
七
八
～
一
三
四
六
）。
京
都
の
人
。
東
福
寺
の
東
山
湛
照
の
法
嗣
。
南
禅
寺
十
五
世
・
東
福
寺
十
五

世
。
貞
和
二
年
七
月
二
十
四
日
示
寂
、
世
寿
六
十
九
。
鎌
倉
時
代
を
代
表
す
る
学
僧
で
、
京
都
白
河
の
済
北
庵
に
在
っ
て
、
元
亨
二
年

（
一
三
二
二
）、
日
本
初
の
総
合
的
仏
教
史
書
で
あ
る
『
元
亨
釈
書
』
三
十
巻
を
完
成
さ
せ
た
。
東
福
寺
海
蔵
門
派
祖
。

二
年
壬
戌

夏
、
在
南
禪
曹
峰
和
尚
會
下
。
作
五
家
符
命
。
濟
北
和
尚
甚
賞
。

＊

二
年
壬

み
ず
の
え

戌い
ぬ

（
一
三
二
二
／
二
十
三
歳
）

夏
、
南
禅
の

⑴
曹
峰
和
尚
の
会え

下か

に
在
り
。

⑵
五
家
の
符
命
を
作
る
。
済
北
和
尚
（
虎
関
師
錬
）、
甚
だ
賞
す
。

＊

⑴ 

曹
峰
和
尚
＝
双
峰
宗
源
（
一
二
六
三
～
一
三
三
五
）。
筑
前
の
人
。
東
福
寺
の
円
爾
弁
円
の
法
嗣
。
南
禅
寺
七
世
・
東
福
寺
十
二
世
。
建

武
二
年
十
一
月
二
十
六
日
（『
扶
桑
五
山
記
』
巻
二
）
示
寂
、
世
寿
七
十
三
。
双
峰
国
師
。「
曹
峰
」
と
記
す
の
は
、
他
の
文
献
に
も
見

ら
れ
る
。
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⑵ 

五
家
符
命
＝
「
五
宗
符
命
」（『
東
海
一
漚
集
』
巻
三
〔
九
八
二
頁
〕）。

三
年
癸
亥

歸
建
長
掌
内
記
。
年
二
十
四
歳
也
。

＊

三
年
癸

み
ず
の
と

亥い

（
一
三
二
三
／
二
十
四
歳
）

建
長
に
帰
っ
て

⑴
内
記
を
掌

つ
か
さ
どる

。
年
二
十
四
歳
な
り
。

＊

⑴ 

内
記
＝
住
持
の
一
切
の
書
状
を
司
る
書
状
侍
者
の
こ
と
。

正
中
元
年
甲
子

春
、
起
建
長
、
再
往
筑
紫
。
以
待
出
唐
之
舶
也
。
吉
野
帝
欲
亡
關
東
。
夏
、
見
大
友
江
州
於
吉
津
龜
之
第
。
往
豐
後
、

遂
參
闡
提
和
尚
於
萬
壽
。
秋
、
歸
博
多
。
商
舶
未
可
起
碇
。
以
京
師
亂
也
。
冬
、
歸
豐
後
。
是
歳
冬
至
在
朔
旦
。
乃
日

路
過
球
朱
郡
。
有
異
人
、
示
予
蓍
草
。
時
予
二
十
五
歳
。
以
爲
王
輔
嗣
學
易
之
歳
、
且
孔
夫
子
知
命
年
之
半
也
。
自
謂

奇
而
作
得
蓍
賦
。

＊

正
中
元
年
甲き

の
え

子ね

（
一
三
二
四
／
二
十
五
歳
）

春
、
建
長
を
起た

っ
て
、
再
び
筑
紫
（
九
州
）
に
往
く
。
以
て
唐
に
出
づ
る
の
舶ふ

ね

を
待
つ
。

⑴
吉
野
帝
、
関
東
を
亡ほ

ろ

ぼ

さ
ん
と
欲
す
。
夏
、

⑵
大
友
江
州
に

⑶
吉キ

津ツ

亀キ

の
第や

し
きに

見ま
み

ゆ
。
豊
後
に
往ゆ

き
て
、
遂
に
闡
提
和
尚
に

⑷
万
寿
に
参
ず
。
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秋
、
博
多
に
帰
る
。
商
舶
、
未
だ
碇い

か
りを

起
こ
す
可べ

か
ら
ず
。
京
師
の
乱
る
る
を
以
て
な
り
。
冬
、
豊
後
に
帰
る
。
是

の
歳
、

⑸
冬
至
、
朔さ

く

旦た
ん

に
在
り
。
乃そ

の
日
、
路
、

⑹
球く

朱す

郡ぐ
ん

を
過
ぐ
。
異
人
有
り
、
予
に

⑺
蓍ぎ

草そ
う

を
示
す
。
時
に
予
、

二
十
五
歳
。
以お

も為
え
ら
く
、「

⑻
王お

う

輔ほ

嗣し

、『
易
』
を
学
ぶ
の
歳
、
且か

つ
孔こ

う

夫ふ
う

子し

、
⑼

命
を
知
る
の
年
の
半な

か

ば
な
り
」

と
。
自み

ず
から

「
奇
な
り
」
と
謂い

っ
て
、

⑽
得
蓍
の
賦
を
作
る
。

＊

⑴ 

吉
野
帝
欲
亡
関
東
＝
後
醍
醐
天
皇
に
よ
る
鎌
倉
幕
府
打
倒
計
画
、
い
わ
ゆ
る
正
中
の
変
。

⑵ 

大
友
江
州
＝
大
友
貞
宗
（
？
～
一
三
三
三
）。
大
友
氏
第
六
代
当
主
。
豊
後
・
肥
前
守
護
職
、
鎮
西
奉
行
。
元
弘
三
年
十
二
月
三
日
死

去
。「
江
州
」
は
、
そ
の
官
、
近
江
守
。
こ
れ
以
後
、
大
友
氏
は
中
巌
和
尚
の
最
大
の
外
護
者
と
な
る
。

⑶ 

吉
津
亀
＝
現
在
の
大
分
県
杵
築
市
。

⑷ 

万
寿
＝
蒋
山
万
寿
寺
（
大
分
市
金
池
町
）。
現
在
は
妙
心
寺
派
で
あ
る
が
、
往
時
は
十
刹
。
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）、
大
友
氏
第
五
代

当
主
貞さ

だ

親ち
か

（
貞
宗
の
兄
）
が
建
立
、
大
友
氏
の
菩
提
寺
。

⑸ 

冬
至
在
朔
旦
＝
十
一
月
一
日
が
冬
至
に
当
た
る
こ
と
を
朔
旦
冬
至
と
言
い
、
十
九
年
に
一
度
巡
り
来
て
、
吉
日
と
さ
れ
る
。

⑹ 

球
朱
郡
＝
球
珠
郡
。
豊
後
国
八
郡
の
一
。
現
在
の
表
記
は
、
玖
珠
郡
。

⑺ 

蓍
草
＝
草
の
名
で
、
め
ど
ぎ

0

0

0

の
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
占
い
に
用
い
る
筮ぜ

い

竹ち
く

の
こ
と
。「
ぎ
」
は
版
本
の
振
り
仮
名
。
普
通
は
「
し
」

と
読
む
。

⑻ 

王
輔
嗣
＝
王
弼ひ

つ

（
二
二
六
～
二
四
九
）
の
こ
と
。
三
国
時
代
の
魏
の
学
者
･
政
治
家
。「
輔
嗣
」
は
、
字
。『
老
子
』『
易
』
の
注
釈
を
書

き
、
二
十
四
歳
の
若
さ
で
死
去
し
た
。

⑼ 

知
命
年
之
半
＝
二
十
五
歳
。『
論
語
』
為
政
第
二
、「
五
十
に
し
て
天
命
を
知
る
」。

⑽ 

得
蓍
賦
＝
『
東
海
一
漚
集
』『
同
別
集
』
に
見
え
な
い
。
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二
年
乙
丑

秋
九
月
、
到
江
南
。
即
泰
定
二
年
也
。
雪
竇
過
冬
。
會
舊
友
金
珠
侍
者
於
中
巖
庵
。
同
往
淛
西
嘉
興
、
參
靈
石
和
尚
。

天
寧
過
年
。

＊

二
年
乙き

の
と

丑う
し

（
一
三
二
五
／
二
十
六
歳
／
入
元
）

秋
九
月
、
江
南
に
到
る
。
即
ち
（
元
の
）
泰
定
二
年
な
り
。

⑴
雪せ

つ

竇ち
よ
うに

冬
を
過
ご
す
。
旧
友
の
金
珠
侍
者
（
未
詳
）

に
、

⑵
中
巌
庵
に
会
す
。
同
じ
く
淛
（
浙
）
西
の
嘉
興
に
往
き
て
、

⑶
霊り

ん

石し
い

和
尚
に
参
ず
。

⑷
天
寧
に
年
を
過
ご
す
。

＊

⑴ 

雪
竇
＝
中
国
浙
江
省
に
あ
る
山
。
乳
峰
・
応
夢
山
と
も
。
四
明
山
の
支
脈
の
最
高
峰
。
山
中
に
雪
竇
資
聖
禅
寺
が
あ
る
。
晋
代
に
瀑
布

院
と
し
て
創
建
、
北
宋
の
咸
平
二
年
（
九
九
九
）、
雪
竇
資
聖
禅
寺
の
額
を
賜
わ
り
、
南
宋
で
十
刹
の
第
五
位
に
列
せ
ら
れ
た
。
雪
竇
重

顕
ら
が
住
し
た
。

⑵ 

中
巌
庵
＝
『
扶
桑
五
山
記
』
巻
一
、
雪
竇
山
の
境
致
に
「
中
巌
」
と
あ
る
。

⑶ 

霊
石
和
尚
＝
霊
石
如
芝
（
生
没
年
不
詳
）。
虚
堂
智
愚
の
法
嗣
。
嘉
興
府
（
浙
江
省
）
の
興
聖
寺
に
出
世
し
、
台
州
湧
泉
寺
、
嘉
興
府
本

覚
寺
に
移
り
、
杭
州
の
浄
慈
寺
に
勅
住
し
た
。

⑷ 

天
寧
＝
天
寧
寺
。
興
聖
寺
・
本
覚
寺
と
同
じ
く
嘉
興
府
に
あ
る
。

大
元
泰
定
三
年
丙
寅
〔
本
朝
嘉
暦
元
年
〕

春
、
挂
搭
呉
之
靈
巖
。
無
幾
往
建
康
、
見
古
林
和
尚
於
保
寧
。
遂
上
江
西
洪
州
、
西
山
雲
蓋
過
夏
、
發
瘧
。
冬
、
抵
雲

巖
挂
搭
。
見
濟
川
和
尚
。
時
龍
山
和
尚
在
單
寮
。
以
郷
之
尊
宿
、
朝
夕
參
扣
。
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＊

大
元
泰
定
三
年
丙ひ

の
え

寅と
ら

〔
本
朝
の
嘉
暦
元
年
〕（
一
三
二
六
／
二
十
七
歳
）

春
、
呉
の

⑴
霊
巌
に
挂か

搭と
う

す
。
幾

い
く
ば
くも

無の

う
し
て
建
康
に
往
き
て
、

⑵
古
林
和
尚
に
保
寧
に
見ま

み

ゆ
。
遂
に
江
西
の
洪
州

に
上
り
、

⑶
西
山

⑷
雲
蓋
に
夏げ

を
過
ご
し
、
瘧お

こ
りを

発
す
。
冬
、

⑸
雲
巌
に
抵い

た

っ
て
挂
搭
す
。

⑹
済
川
和
尚
に
見
ゆ
。
時

に
⑺

龍
山
和
尚
、
単
寮
に
在
り
。
郷
の
尊
宿
な
る
を
以
て
、
朝
夕
参さ

ん

扣こ
う

す
。

＊

⑴ 

霊
巌
＝
蘇
州
（
呉
）
に
あ
る
山
（
寺
）。

⑵ 

古
林
和
尚
＝
古
林
清
茂
（
一
二
六
二
～
一
三
二
九
）。
温
州
（
浙
江
省
）
楽
清
県
の
人
。
横
川
如
珙
の
法
嗣
。
平
江
府
（
江
蘇
省
）
白
雲

寺
・
開
元
寺
・
松
下
寺
、
饒
州
（
江
西
省
）
永
福
寺
、
建
康
府
（
江
蘇
省
）
保
寧
寺
な
ど
に
歴
住
。
天
暦
二
年
十
一
月
二
十
二
日
、
保

寧
寺
に
て
示
寂
、
世
寿
六
十
八
。
扶
宗
普
覚
仏
性
禅
師
。

⑶ 

西
山
＝
江
西
省
南
昌
府
（
洪
州
）
に
あ
る
山
で
、
翠
巌
寺
が
あ
る
。

⑷ 

雲
蓋
＝
南
昌
府
に
あ
る
山
で
、
龍
寿
禅
院
が
あ
る
。

⑸ 

雲
巌
＝
洪
州
分
寧
の
雲
巌
寺
。
死
心
悟
新
な
ど
が
住
し
た
寺
。

⑹ 

済
川
和
尚
＝
済
川
若
檝
（
生
没
年
不
詳
）。
中
巌
和
尚
が
書
い
た
、
龍
山
徳
見
（
次
注
を
参
照
）
の
伝
記
「
真
源
大
照
禅
師
行
状
」（『
東

海
一
漚
別
集
』〔
一
〇
八
〇
頁
〕）
に
、「（
龍
山
徳
見
）
分
寧
に
至
る
。
高
平
山
（
未
詳
）、
雲
巌
の
席
を
董た

だ

す
。
師
を
留
め
て
分
座
せ
し

む
。
平
山
、
黄
龍
に
遷う

つ

る
。
時
に
雲
巌
の
東
庵
を
以
て
師
に
付
す
。
養
高
の
所
と
為な

す
。
檝
済
川
、
雲
巌
を
補
処
す
。
師
と
厚
遇
た
り
。

復ま

た
命
じ
て
分
座
説
法
せ
し
む
」
と
あ
る
。
済
川
は
灯
史
類
に
見
え
ず
、
詳
伝
は
不
明
だ
が
、「
無
準
師
範
―
西
岩
了
慧
―
木
翁
若
訥
―

済
川
と
相
承
す
る
臨
済
宗
破
庵
派
の
人
」（『
五
山
禅
僧
伝
記
集
成
』「
中
巌
円
月
」
項
）。
円
爾
弁
円
の
法
嗣
山
叟
慧
雲
に
宛
て
た
書
簡

（
重
文
・
常
盤
山
文
庫
蔵
）
が
伝
来
し
て
い
る
。
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⑺ 

龍
山
和
尚
＝
龍
山
徳
見
（
一
二
八
四
～
一
三
五
八
）。
下
総
の
人
。
寿
福
寺
の
寂
庵
上
昭
の
法
嗣
。
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）
入
元
、
観

応
元
年
（
一
三
五
〇
）、
在
元
四
十
五
年
に
し
て
帰
朝
（
入
元
・
帰
朝
の
年
次
に
は
異
説
あ
り
）。
建
仁
寺
三
十
五
世
・
南
禅
寺
二
十
四

世
・
天
龍
寺
六
世
。
延
文
三
年
十
一
月
十
三
日
示
寂
、
世
寿
七
十
五
。
真
源
大
照
禅
師
。
前
注
も
参
照
。

泰
定
四
年
丁
卯
〔
本
朝
嘉
暦
二
年
〕

夏
、
在
雲
巖
。
秋
、
歸
保
寧
、
再
參
古
林
和
尚
。
冬
、
往
呉
門
幻
住
過
年
。
中
絶
際
甚
温
顧
。

＊

泰
定
四
年
丁ひ

の
と

卯う

〔
本
朝
の
嘉
暦
二
年
〕（
一
三
二
七
／
二
十
八
歳
）

夏
、
雲
巌
に
在
り
。
秋
、
保
寧
に
帰
り
、
再
び
古
林
和
尚
に
参
ず
。
冬
、
呉
門
の
幻
住
に
往
き
て
年
を
過
ご
す
。

⑴

中
絶
際
、
甚は

な
はだ

温
顧
す
。

＊

⑴ 

中
絶
際
＝
絶
際
永
中
（
生
没
年
不
詳
）。
灯
史
類
に
は
見
え
な
い
が
、
中
峰
明
本
の
「
平
江
幻
住
庵
記
」（『
広
録
』
巻
二
十
二
）

に
、「
大
徳
庚
子
（
四
年
／
一
三
〇
〇
）、
余
、
呉
中
（
蘇
州
）
に
遊
ぶ
。（
郡
人
の
陸
徳
潤
か
ら
土
地
の
提
供
を
受
け
て
）
茅
を

結
ん
で
以
て
棲
み
（
三
年
を
過
ご
し
）、
絶○

際○

上
人
永○
中○

、
与と
も

に
庵
務
を
董た
だ

す
。（
庵
名
を
求
め
ら
れ
て
幻
住
庵
と
名
づ
け
た
）」

と
あ
る
。
呉
門
・
平
江
も
、
蘇
州
の
こ
と
。
中
巌
和
尚
に
、「
幻
住
の
中
絶
際
を
祭
る
」
文
（『
東
海
一
漚
集
』
巻
三
〔
九
八
七

頁
〕）
が
あ
る
。

泰
定
五
年
戊
辰
〔
本
朝
嘉
暦
三
年
〕

春
、
起
呉
門
、
夏
、
過
道
場
。
時
東
陵
雪
村
居
四
禪
。
秋
、
往
淨
慈
、
再
參
雪雲

巖
和
尚
、
挂
錫
過
冬
。
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＊

泰
定
五
年
戊

つ
ち
の
え

辰た
つ

〔
本
朝
の
嘉
暦
三
年
〕（
一
三
二
八
／
二
十
九
歳
）

春
、
呉
門
を
起た

っ
て
、
夏
、

⑴
道
場
に
過
ご
す
。
時
に

⑵
東と

う

陵り
ん

⑶
雪
村
、
四
禅
（
寮
舎
の
名
か
）
に
居
す
。
秋
、

⑷
浄ジ

ン

慈ズ

に
往
き
て
、
再
び

⑸
雲
巌
和
尚
に
参
じ
て
、
挂か

錫し
や
くし

て
冬
を
過
ご
す
。

＊

⑴ 

道
場
＝
浙
江
省
湖
州
に
あ
る
山
。
山
中
に
十
刹
第
二
位
の
護
聖
万
寿
寺
（
一
名
、
道
場
寺
）
が
あ
る
。

⑵ 

東
陵
＝
東
陵
永
璵
（
一
二
八
五
～
一
三
六
五
）。
曹
洞
宗
宏
智
派
。
四
明
（
浙
江
省
）
の
人
。
雲
外
雲
岫
の
法
嗣
。
観
応
二
年

（
一
三
五
一
）
来
朝
。
天
龍
寺
三
世
・
南
禅
寺
二
十
三
世
・
建
長
寺
三
十
一
世
・
円
覚
寺
二
十
六
世
。
貞
治
四
年
五
月
六
日
示
寂
、
世
寿

八
十
一
。
妙
応
光
国
慧
海
慈
済
禅
師
。

⑶ 

雪
村
＝
雪
村
友
梅
（
一
二
九
〇
～
一
三
四
六
）。
越
後
の
人
。
一
山
一
寧
の
法
嗣
。
徳
治
二
年
（
一
三
〇
七
）
入
元
、
元
徳
元
年

（
一
三
二
九
）
帰
朝
。
建
仁
寺
三
十
世
。
貞
和
二
年
十
二
月
二
日
示
寂
、
世
寿
五
十
七
。
宝
覚
真
空
禅
師
。
在
元
中
、
雪
村
は
、
道
場
山

の
叔

し
ゆ
く

平ひ
ん

□
隆
に
参
じ
、
蔵
主
と
な
り
、
秉
払
を
遂
げ
て
い
る
。

⑷ 

浄
慈
＝
浙
江
省
杭
州
銭
塘
の
南
屏
山
（
南
山
）
に
あ
る
寺
。
五
山
第
四
位
。

⑸ 

雲
巌
和
尚
＝
玉
村
竹
二
先
生
は
、
済
川
若
檝
（
二
〇
頁
注
⑹
を
参
照
）
の
こ
と
と
し
て
お
ら
れ
る
。「
そ
の
秋
、
浄
慈
に
赴
き
、
同
寺
住

持
済
川
若
檝
に
参
じ
た
。
嘗
て
雲
巌
寺
に
於
て
そ
の
会
下
に
在
っ
た
の
で
、
こ
の
度
は
再
参
で
あ
る
」（『
五
山
禅
僧
伝
記
集
成
』「
中
巌

円
月
」
項
）。
底
本
・
版
本
は
「
雪
巌
」
で
、『
延
宝
伝
灯
録
』
巻
六
の
中
巌
和
尚
伝
も
「
雪
巌
欽
於
浄
慈
」
だ
が
、
雪
巌
祖
欽
は
至
元

二
十
四
年
（
一
二
八
七
）
の
示
寂
で
あ
る
か
ら
、
明
ら
か
な
誤
り
。『
類
従
本
』
は
、「
雲
」
で
、
正
し
い
。

元
文
宗
天
暦
元二

年
己
巳
〔
本
朝
元
徳
元
年
〕
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春
、
起
錢
塘
入
閩
。
以
倭
舶
在
長
樂
、
故
不
住
閩
中
、
即
旋
江
西
、
再
訪
龍
山
和
尚
過
夏
。
往
武
昌
。
爲
救
不
聞
難

也
。
不
聞
既
脱
難
后
、
復
回
江
西
東
林
、
參
古
林
和
尚
。
請
書
記
不
受
。
冬
、
抵
百
丈
。
是
歳
大
荒
。

＊

元
の
文
宗
天
暦
二
年
己

つ
ち
の
と

巳み

〔
本
朝
の
元
徳
元
年
〕（
一
三
二
九
／
三
十
歳
）

⑴
春
、
銭
塘
（
浄
慈
寺
）
を
起た

っ
て
閩び

ん

に
入
る
。
倭
舶
の
長
楽
に
在
る
を
以
て
、
故
に
閩
中
に
住ト

ド

ま
ら
ず
、
即
ち
江

西
に
旋カ

エ

り
、
再
び
龍
山
和
尚
を
訪
う
て
夏げ

を
過
ご
す
。
武
昌
に
往
く
。

⑵
不
聞
の
難
を
救
わ
ん
が
為
な
り
。
不
聞
、

既
に
難
を
脱の

が

れ
て
后の

ち

、
復ま

た
江
西
の

⑶
東
林
に
回か

え

っ
て
、
古
林
和
尚
に
参
ず
。
書
記
に
請
ず
れ
ど
も
受
け
ず
。
冬
、

⑷
百
丈
に
抵い

た

る
。
是
の
歳
、
大
い
に
荒ウ

エ

す
。

＊

⑴ 

春
、
起
錢
塘
入
閩
。
…
…
即
旋
江
西
＝
玉
村
竹
二
先
生
は
こ
こ
の
件く

だ
りを

、「
帰
国
し
よ
う
と
し
て
、
日
本
船
が
長
楽
に
在
る
と
い
う
の
で
、

同
地
に
赴
い
た
が
、
帰
国
を
果
せ
ず
、
江
西
の
雲
巌
寺
に
帰
り
…
…
」（『
五
山
禅
僧
伝
記
集
成
』「
中
巌
円
月
」
項
）
と
解
し
て
お
ら
れ

る
が
、
底
本
・
版
本
の
句
読
に
従
え
ば
、
先
生
の
解
と
は
全
く
逆
で
、「
閩
（
福
建
省
）
に
入
っ
た
と
こ
ろ
、
同
地
の
長
楽
の
港
に
日
本

船
が
停
泊
し
て
い
た
の
で
、（
日
本
人
に
会
い
た
く
な
か
っ
た
の
か
、
帰
国
を
迫
ら
れ
る
と
思
っ
た
の
か
、
何
ら
か
の
理
由
で
）
閩
に
留

ま
ら
ず
、
即す

ぐ

に
江
西
の
雲
巌
寺
に
帰
っ
た
」
と
読
む
の
が
自
然
で
あ
る
。

⑵ 

不
聞
難
＝
不
聞
は
、
中
巌
和
尚
と
共
に
入
元
し
た
不
聞
契
聞
（
一
五
頁
注
⑴
を
参
照
）
の
こ
と
。「
難
」
と
い
う
の
は
、
あ
る
日
、
不
聞

が
、
浙
江
省
の
銭
塘
江
を
散
歩
し
て
い
る
と
、
官
吏
か
ら
、
異
域
人
と
し
て
捕
ら
え
ら
れ
、
湖
北
省
武
昌
に
送
ら
れ
た
が
、
高
昌
王
子

か
ら
助
け
ら
れ
て
難
を
逃
れ
た
こ
と
。
詳
し
く
は
、『
五
山
禅
僧
伝
記
集
成
』「
不
聞
契
聞
」
項
を
参
照
。

⑶ 

東
林
＝
廬
山
の
東
林
寺
。
東
晋
の
慧
遠
が
白
蓮
社
を
結
ん
だ
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
古
林
が
、
東
林
寺
に
住
し
た
記
録
を
見
な
い
。

⑷ 

百
丈
＝
江
西
省
の
百
丈
山
大
智
寿
聖
禅
寺
。
百
丈
懐
海
が
開
創
し
、『
百
丈
清
規
』
を
編
纂
し
た
。
時
の
住
持
は
東
陽
徳て

輝ひ

（
三
二
頁
注
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⑼
を
参
照
）。
中
巌
和
尚
は
、
四
十
歳
に
し
て
東
陽
に
嗣
法
香
を
焚
い
た
。

至
順
元
年
庚
午
〔
本
朝
元
徳
二
年
〕

梁
王
再
登
皇
帝
位
。
后
稱
文
宗
也
。
予
三
十
一
歳
。
夏
五
月
、
掌
書
記
。
建
天
下
師
表
閣
。
作
上
梁
文
。
至
節
秉
拂
后

解
職
。
借
路
廬
阜
、
訪
龍
巖
柏
壑
二
老
。
過
鄱
湖
、
參
竺
田
和
尚
於
永
福
過
歳
。

＊

至
順
元
年
庚か

の
え

午う
ま

〔
本
朝
の
元
徳
二
年
〕（
一
三
三
〇
／
三
十
一
歳
）

梁
王
、
再
び
皇
帝
の
位
に
登
る
。
后
、
文
宗
と
称
す
。
予
、
三
十
一
歳
。
夏
五
月
、
書
記
を
掌

つ
か
さ
どる

。
⑴

天
下
師
表

の
閣
を
建
つ
。

⑵
上
梁
の
文
を
作
る
。

⑶
至
節
秉ひ

ん

払ぽ
つ

し
て
后
、
職
を
解
く
。
路
を
廬
阜
（
廬
山
）
に
借
り
て
、

⑷
龍
巌

⑸
柏
壑
の
二
老
を
訪
う
。
鄱ハ

湖こ

（
鄱
陽
湖
／
江
西
省
北
境
）
を
過
ぎ
て
、

⑹
竺
田
和
尚
に

⑺
永
福
に
参
じ
て
歳
を
過
ご

す
。

＊

⑴ 

天
下
師
表
閣
＝
百
丈
山
大
智
寿
聖
禅
寺
の
法
堂
の
上
に
、
屋
を
重
ね
て
建
て
ら
れ
た
閣
。
中
に
百
丈
禅
師
の
遺
像
を
祀
る
。『
勅
修
百
丈

清
規
』
の
付
録
に
載
せ
る
「
百
丈
山
天
下
師
表
閣
記
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
の
六
月
に
工
を
始
め
、
十
月
に
完
成
し
た
。「
東
陽
徳
輝
、

（
百
丈
）
禅
師
よ
り
十
八
代
の
孫
な
る
を
以
て
、
嗣つ

い
で
是
の
山
（
百
丈
山
）
に
住
す
。
既
に
し
て
新
た
に
演
法
の
堂
を
作な

す
。
且
つ
増

す
に
重
屋
を
其
の
上
に
創
め
て
、
以
て
禅
師
の
遺
像
を
妥お

く
」。

⑵ 

上
梁
文
＝
「
百
丈
法
堂
上
梁
文
〔
上
有
師
表
閣
〕」（『
東
海
一
漚
集
』
巻
二
〔
九
五
六
頁
〕）。

⑶ 

至
節
秉
払
＝
「
秉
払
」
は
、
住
持
に
代
わ
っ
て
説
法
す
る
こ
と
。
結
夏
・
解
夏
・
冬
至
・
元
旦
の
四
節
に
行
な
わ
れ
た
。「
至
節
」
は
、

冬
至
の
こ
と
。
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⑷ 

龍
巌
＝
龍
巌
徳
真
（
生
没
年
不
詳
）。
雲
峰
妙
高
（
大
慧
派
、
一
二
一
九
～
一
二
九
三
）
の
法
嗣
。
清
拙
正
澄
の
在
元
中
の
詩
文
集
『
禅

居
集
』
に
、「
廬
山
龍
巌
真
首
座
」
と
見
え
、
他
の
五
山
文
学
作
品
も
、
す
べ
て
首
座
と
呼
ぶ
。「
龍
巌
の
真
首
座
、
諸
方
、
屡し

ば

し
ば
聘ま

ね

け
ど
も
肯あ

え
て
世
に
応
ぜ
ず
。
嘗か

つ

て
『
我
閑
歌
』
を
作
る
。
曰
く
、『
即
心
是
仏
、
無
心
是
道
。
…
…
』」（『
増
集
続
伝
灯
録
』
巻
四
）。

灯
史
類
で
は
法
諱
一
字
不
明
で
あ
る
が
、
根
津
美
術
館
に
、
無
夢
一
清
（
五
三
頁
注
⑴
を
参
照
）
に
与
え
た
「
道
号
偈
」（
重
文
）
が
蔵

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
署
名
で
、「
徳
真
」
と
分
か
る
。

⑸ 

柏
壑
＝
こ
の
『
自
暦
譜
』
と
、『
延
宝
伝
灯
録
』
巻
六
の
中
巌
和
尚
伝
に
見
え
る
の
み
。
或
い
は
、「
松
壑
」
の
誤
写
か
。
前
注
に
引
用

し
た
『
禅
居
集
』
に
、「
題
松○

壑○

椿
首
座
。
和
龍
巌
首
座
韻
」
が
あ
る
。「
友
人
松
壑
首
座
、
参
と
学
と
倶と

も

に
其
の
妙
に
臻い

た

る
。
早
に
悦

堂
の
誾ぎ

ん

和
尚
（
祖
誾
、
大
慧
派
、
一
二
三
四
～
一
三
〇
八
）
に
、
東
林
・
霊
隠
に
従
い
、
暦あ

ま
ねく

清
要
に
登
る
。
今
、
東
林
（
廬
山
）
に

隠
る
。
龍
巌
の
真
・
楚
石
の
瓊
と
、
皆
な
名
、
叢
林
に
冠
た
り
」。

⑹ 

竺
田
和
尚
＝
竺
田
悟
心
（
生
没
年
不
詳
）。
清
拙
正
澄
と
同
じ
く
、
愚
極
智
慧
の
法
嗣
。「
杭
州
霊
隠
の
竺
田
悟
心
禅
師
。
初
め
南
康
の

天
寧
に
住
し
、
廬
山
の
羅
漢
に
遷う

つ

り
、
栖
賢
（
廬
山
）
に
転
じ
、
円
通
（
廬
山
）
に
至
る
。
後
、
霊
隠
に
升の

ぼ

る
」（『
増
集
続
伝
灯
録
』

巻
五
）。
竺
田
の
墨
跡
は
比
較
的
多
く
伝
来
し
て
い
る
が
、
中
巌
和
尚
に
与
え
た
「
送
別
偈
」（
重
文
・
正
木
美
術
館
蔵
）
は
特
に
著
名
。

但
し
、
そ
の
年
次
は
、「
泰
定
四
年
丁
卯
（
一
三
二
七
）
八
月
十
五
日
」
と
書
か
れ
て
お
り
、『
自
暦
譜
』
と
食
い
違
う
が
、
こ
の
年
は
、

再
参
と
い
う
こ
と
か
。

⑺ 

永
福
＝
永
福
寺
。
鄱
陽
湖
の
畔
に
あ
る
。

同
二
年
辛
未
〔
本
朝
元
弘
元
年
〕

春
、
到
金
華
、
夏
於
雙
林
。
秋
、
到
智
者
歸
蒙
堂
。

＊
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同
二
年
辛か

の
と

未ひ
つ
じ〔

⑴
本
朝
の
元
弘
元
年
〕（
一
三
三
一
／
三
十
二
歳
）

春
、
金
華
に
到
り
、

⑵
双
林
に
夏げ

す
。
秋
、

⑶
智
者
に
到
っ
て

⑷
蒙
堂
に
帰
す
。

＊

⑴ 
本
朝
元
弘
元
年
＝
『
類
従
本
』
は
、「
本
朝
光
厳
院
践
祚
元
弘
元
年
也
」。
底
本
・
版
本
は
、
光
厳
天
皇
の
践
祚
を
次
年
に
記
す
が
、『
類

従
本
』
が
正
し
い
。

⑵ 

双
林
＝
浙
江
省
金
華
府
の
雲
黄
山
に
あ
る
寺
。
宝
林
寺
と
も
言
う
。
十
刹
第
八
位
。

⑶ 

智
者
＝
同
じ
く
金
華
府
に
あ
る
山
（
寺
）。

⑷ 

蒙
堂
＝
『
易
』
蒙
卦
彖た

ん

の
「
蒙
は
以
て
正
を
養
う
、
聖
の
功
な
り
」
を
借
り
て
命
名
さ
れ
た
も
の
で
、
寺
院
の
役
位
の
職
を
辞
し
た
も

の
が
居
す
所
。
中
巌
和
尚
は
、
百
丈
山
で
書
記
と
な
り
、
秉ひ

ん

払ぽ
つ

も
終
え
て
い
る
。

元
仁
宗
三
年
壬
申
〔
本
朝
光
嚴
院
踐
祚
。
正
慶
元
年
〕

春
、
歸
南
屏
。
領
郷
人
訥
大
辨
上
徑
山
。
過
霅
再
往
閶
門
。
幻
住
老
人
絶
際
既
逝
。
作
文
祭
之
。
夏
初
、
偕
玄
一
峰
過

淛
東
、
乘
倭
舶
歸
郷
。
在
顯
孝
寺
過
夏
經
冬
。
即
日
本
正
慶
元
年
也
。

＊

元
の
仁
宗
（
文
宗
／
至
順
）
三
年
壬
み
ず
の
え

申さ
る

〔
⑴
本
朝
、
光
厳
院
践
祚
。
正
慶
元
年
〕（
一
三
三
二
／
三
十
三
歳
／
帰
朝
）

春
、
南な

ん

屏ぺ
い

（
浄
慈
寺
）
に
帰
る
。
郷
人

⑵
訥と

つ

大だ
い

弁べ
ん

を
領
じ
て

⑶
径き

ん

山ざ
ん

に
上
る
。

⑷
霅と

う

に
過よ

ぎ
り
、
再
び

⑸

閶し
よ
う

門も
ん

に
往

く
。

⑹
幻
住
老
人
絶
際
、
既
に
逝
す
。

⑺
文
を
作
っ
て
之
れ
を
祭
る
。
夏
の
初
め
、

⑻
玄
一
峰
に
偕

と
も
な

っ
て
淛
（
浙
）
東

に
過よ

ぎ
り
、
倭
舶
に
乗
じ
て
郷
に
帰
ら
ん
と
す
。

⑼
顕
孝
寺
に
在
っ
て
夏
を
過
ご
し
冬
を
経ふ

。
⑽

即
ち
日
本
の
正
慶

元
年
な
り
。
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＊

⑴ 
本
朝
光
厳
院
践
祚
。
正
慶
元
年
＝
『
類
従
本
』
は
、「
本
朝
元
弘
二
年
」。
翌
年
の
「
正
慶
二
年
」
も
、「
元
弘
三
年
」。
こ
れ
は
、
南
北

朝
の
年
号
の
違
い
だ
け
だ
が
、
光
厳
天
皇
の
践
祚
は
、
前
年
の
注
⑴
に
記
し
た
通
り
、『
類
従
本
』
が
正
し
い
。

⑵ 

訥
大
弁
＝
大
弁
正
訥
（
生
没
年
不
詳
）。『
延
宝
伝
灯
録
』
巻
三
十
三
に
、「
相
州
万
寿
大
弁
正
訥
禅
師
〔
耕
雲
の
原
に
嗣
ぐ
、
原
は
西
澗

の
雲
に
嗣
ぐ
〕」
と
立
て
、「
賀
釈
書
入
蔵
偈
」
を
一
首
載
せ
る
以
外
は
、
詳
細
不
明
。

⑶ 

径
山
＝
浙
江
省
杭
州
に
あ
る
山
。
双
山
と
も
。
五
山
第
一
位
の
能
仁
興
聖
万
寿
禅
寺
が
あ
る
。

⑷ 

霅
＝
浙
江
省
湖
州
の
川
の
名
前
。
霅
川
・
霅
渓
な
ど
と
言
う
。

⑸ 

閶
門
＝
蘇
州
府
呉
県
城
の
西
北
の
門
。

⑹ 

幻
住
老
人
絶
際
＝
絶
際
永
中
（
二
〇
頁
注
⑴
を
参
照
）。

⑺ 

文
＝
「
幻
住
の
中
絶
際
を
祭
る
」
文
（『
東
海
一
漚
集
』
巻
三
〔
九
八
七
頁
〕）。

⑻ 

玄
一
峰
＝
一
峰
通
玄
（
生
没
年
不
詳
）。
東
福
寺
の
天
柱
宗
昊
の
法
嗣
。
帰
朝
後
、
京
都
普
門
寺
、
出
雲
安
国
寺
に
住
し
た
。
詳
し
く

は
、『
五
山
禅
僧
伝
記
集
成
』
を
参
照
。

⑼ 

顕
孝
寺
＝
神
感
山
。
闡
提
正
具
（
一
五
頁
注
⑶
を
参
照
）
の
開
創
。
諸
山
。
筑
前
多
々
良
に
あ
っ
た
。
現
、
廃
寺
。

⑽ 

即
日
本
正
慶
元
年
也
＝
版
本
に
は
な
い
。『
類
従
本
』
に
は
あ
る
が
、「
即
日
本
元
弘
二
年
也
」
に
作
る
。

正
慶
二
年
癸
酉

予
三
十
四
歳
。
夏
五
月
、
關
東
亡
。
時
予
在
豐
後
萬
壽
西
方
丈
。
秋
歸
博
多
。
冬
、
隨
大
友
江
州
上
京
。
在
南
禪
明
極

和
尚
會
下
歸
蒙
堂
。
作
原
民
原
僧
二
篇
、
上
表
以
聞
。
十
二
月
三
日
、
江
州
薨
。

＊
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正
慶
二
年
癸

み
ず
の
と

酉と
り

（
一
三
三
三
／
三
十
四
歳
）

予
、
三
十
四
歳
。
夏
五
月
、
関
東
（
鎌
倉
幕
府
）
亡ほ

ろ

ぶ
。
時
に
予
、
豊
後

⑴
万
寿
の
西
方
丈
に
在
り
。
秋
、
博
多
に

帰
る
。

⑵
冬
、

⑶
大
友
江
州
に
随
っ
て
京
に
上
る
。
南
禅
の

⑷
明み

ん

極き

和
尚
の
会え

下か

に
在
っ
て
蒙
堂
に
帰
す
。

⑸
『
原
民
』

⑹
『
原
僧
』
の
二
篇
を
作
っ
て
、
上
表
し
て
以い

聞ぶ
ん

す
。
十
二
月
三
日
、
江
州
薨
ず
。

＊

⑴ 

万
寿
＝
蒋
山
万
寿
寺
（
一
八
頁
注
⑷
を
参
照
）。

⑵ 

冬
＝
底
本
と
『
類
従
本
』
に
は
あ
る
が
、
版
本
は
脱
し
て
い
る
。

⑶ 

大
友
江
州
＝
大
友
貞
宗
（
一
八
頁
注
⑵
を
参
照
）。

⑷ 

明
極
和
尚
＝
明
極
楚
俊
（
一
二
六
二
～
一
三
三
六
）。
慶
元
府
（
浙
江
省
）
の
人
。
霊
隠
寺
の
虎
巌
浄
伏
の
法
嗣
。
元
徳
元
年

（
一
三
二
九
）、
竺
仙
梵
僊
ら
と
共
に
来
朝
。
建
長
寺
二
十
二
世
・
南
禅
寺
十
三
世
・
建
仁
寺
二
十
四
世
。
摂
津
に
広
厳
寺
（
諸
山
）
を

開
創
。
建
武
三
年
九
月
二
十
七
日
、
建
仁
寺
方
丈
に
て
示
寂
、
世
寿
七
十
五
。
仏
日
燄
慧
禅
師
。

⑸ 

原
民
＝
「
原
民
篇
」（『
東
海
一
漚
集
』
巻
三
〔
九
八
〇
頁
〕）。

⑹ 

原
僧
＝
「
原
僧
篇
」（『
東
海
一
漚
集
』
巻
三
〔
九
八
一
頁
〕）。

後
醍
醐
天
皇
再
祚
。
建
武
元
年
甲
戌

春
、
歸
圓
覺
。
作
中
正
子
十
篇
。

＊

後
醍
醐
天
皇
再
祚
。
建
武
元
年
甲き

の
え

戌い
ぬ

（
一
三
三
四
／
三
十
五
歳
）

春
、
円
覚
に
帰
る
。

⑴
『
中
正
子
』
十
篇
を
作
る
。
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＊

⑴ 
中
正
子
＝
外
篇
六
篇
（
叙
篇
・
仁
義
篇
・
方
円
篇
・
経
権
篇
・
革
解
篇
・
治
暦
篇
）、
内
篇
四
篇
（
性
情
篇
・
死
生
篇
・
戒
定
慧
篇
・
問

禅
篇
）、
合
わ
せ
て
十
篇
か
ら
成
る
中
巌
和
尚
の
代
表
的
著
作
（『
東
海
一
漚
集
』
巻
四
〔
九
九
六
頁
〕）。「
中
正
子
」
は
、
中
巌
和
尚
の

自
称
。「
甲
申
春
季　

円
月
書
」
の
「
跋
」
が
あ
り
、
本
年
よ
り
十
年
後
の
康
永
三
年
（
一
三
四
四
）
に
刊
行
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

二
年
乙
亥

予
三
十
六
歳
。
春
正
月
、
東
明
和
尚
請
予
以
歸
後
版
。
固
辭
。
夏
後
、
東
明
稱
退
寺
無
粮
。
大
川
住
圓
覺
。
亦
請
歸
後

版
。
又
不
受
。
八
月
、
東
明
和
尚
、
以
聖
旨
住
建
長
。
予
參
隨
。
而
方
遷
後
版
。

＊

二
年
乙き

の
と

亥い

（
一
三
三
五
／
三
十
六
歳
）

予
、
三
十
六
歳
。
春
正
月
、

⑴
東
明
和
尚
、
予
を
請
じ
て
以
て

⑵
後こ

う

版は
ん

に
帰
せ
し
む
。
固
辞
す
。
夏
後
、
東
明
、「

⑶

退
寺
、
粮
無
し
」
と
称
す
。

⑷
大
川
、
円
覚
に
住
す
。
亦
た
請
じ
て
後
版
に
帰
せ
し
む
。
又
た
受
け
ず
。
八
月
、
東

明
和
尚
、
聖
旨
を
以
て
建
長
に
住
す
。
予
、
参
随
す
。
而
し
て
方ま

さ

に
後
版
に
遷う

つ

る
。

＊

⑴ 

東
明
和
尚
＝
東
明
慧
日
（
一
一
頁
注
⑷
を
参
照
）。

⑵ 

後
版
＝
五
山
で
は
、
後
版
首
座
と
前
版
首
座
と
を
置
き
、
首
座
は
吹
嘘
さ
れ
て
秉
払
を
行
な
い
、
後
に
十
刹
の
公
帖
を
受
け
て
西
堂
職

と
な
る
。

⑶ 

退
寺
無
粮
＝
意
味
が
つ
か
め
な
い
。

⑷ 

大
川
＝
大
川
道
通
（
一
二
六
五
～
一
三
三
九
）。
建
長
寺
の
大
休
正
念
の
法
嗣
。
円
覚
寺
十
七
世
。
暦
応
二
年
（
元
年
と
も
）
一
月
、
建
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長
寺
の
請
を
受
け
た
が
、
未
だ
視
篆
に
及
ば
ず
し
て
俄
然
と
し
て
病
を
示
し
、
二
月
一
日
（
二
日
と
も
）
示
寂
、
世
寿
七
十
五
。
三
二

頁
注
⑷
も
参
照
。

延
元
元
年
丙
子

夏
、
歸
圓
覺
。
秋
、
住
宇
都
宮
。
冬
、
抵
常
州
鹿
嶋
。
借
榻
安
坊
寺
。
又
避
亂
至
相
馬
、
居
龍
澤
庵
。

＊

⑴
延
元
元
年
丙ひ

の
え

子ね

（
一
三
三
六
／
三
十
七
歳
）

夏
、
円
覚
に
帰
る
。
秋
、
宇
都
宮
に
住
す
。
冬
、
常
州
の
鹿
嶋
に
抵い

た

る
。
榻と

う

を
安
坊
寺
（
不
詳
）
に
借
る
。
又
た
乱

を
避
け
て
相
馬
に
至
り
、

⑵
龍
沢
庵
に
居
す
。

＊

⑴ 

延
元
元
年
丙
子
＝
『
類
従
本
』
は
、「
三
年
丙
子
〔
後
伏
見
天
皇
第
二
皇
子
践
祚
。
乃
光
明
院
也
〕」。
底
本
・
版
本
は
、
光
明
天
皇
の
践

祚
を
次
年
に
記
す
が
、『
類
従
本
』
が
正
し
い
。

⑵ 

龍
沢
庵
＝
康
安
元
年
（
一
三
六
一
）
の
記
事
（
四
七
頁
）
に
は
、
龍
沢
寺
と
あ
る
。
福
島
県
相
馬
市
。
現
、
廃
寺
。
中
巌
和
尚
に
、「
住

相
馬
龍
沢
禅
寺
語
録
」
あ
り
。
な
お
『
類
従
本
』
は
、「
立
沢
庵
」
に
作
る
。
底
本
の
欄
外
注
記
に
、「
立
、
当ま

さ

に
龍
に
作
る
べ
し
（
立

当
作
龍
）」
と
あ
り
、
金
地
院
に
あ
っ
た
大
本
の
『
自
暦
譜
』
は
、「
立
」
だ
っ
た
か
。

光
明
院
踐
祚
。
延
元
二
年
丁
丑

春
、
歸
建
長
。
源
將
軍
自
筑
紫
歸
鎭
京
師
。
大
友
吏
部
、
以
乃
祖
墳
藤
谷
請
住
。
冬
、
淨
智
竺
僊
和
尚
、
以
舊
交
之

厚
、
因
請
予
歸
前
版
。
時
三
十
八
歳
。
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＊

⑴
光
明
院
践
祚
。
延
元
二
年
丁ひ

の
と

丑う
し

（
一
三
三
七
／
三
十
八
歳
）

⑵
春
、
建
長
に
帰
る
。
源
将
軍
（
足
利
尊
氏
）、
筑
紫
よ
り
帰
っ
て
京
師
を
鎮
す
。

⑶
大
友
吏り

部ぶ

、
乃だ

い

祖そ

（
祖
先
）
の

⑷

藤ふ
じ
が
や
つ

谷
に
墳
す
る
を
以
て
住
せ
ん
こ
と
を
請
う
。
冬
、
浄
智
の

⑸
竺
僊
和
尚
、
旧
交
の
厚
き
を
以
て
、

⑹
因よ

っ
て
予
を

請
じ
て

⑺
前
版
に
帰
せ
し
む
。
時
に
三
十
八
歳
。

＊

⑴ 

光
明
院
践
祚
。
延
元
二
年
丁
丑
＝
『
類
従
本
』
は
、「
四
年
丁
丑
」。
光
明
天
皇
の
践
祚
は
、
前
年
の
注
⑴
に
記
し
た
通
り
、『
類
従
本
』

が
正
し
い
。

⑵ 

春
、
帰
建
長
＝
底
本
に
は
な
い
が
、
版
本
・『
類
従
本
』
に
よ
っ
て
補
っ
た
。

⑶ 

大
友
吏
部
＝
大
友
氏
泰
（
一
三
二
一
～
一
三
六
二
）。
貞
宗
（
一
八
頁
注
⑵
を
参
照
）
の
五
男
。
大
友
氏
第
七
代
当
主
。
正
平
十
七
年

十
一
月
三
日
死
去
、
年
四
十
二
。「
吏
部
」
は
、
式
部
の
唐
名
。
氏
泰
は
式
部
丞
と
名
乗
っ
た
。
九
州
落
ち
し
た
足
利
尊
氏
を
全
面
的
に

支
援
。
多
々
良
浜
の
合
戦
で
菊
池
武
敏
を
破
り
、
そ
の
功
に
よ
り
、
豊
後
の
他
に
、
肥
前
・
豊
前
・
日
向
の
守
護
に
任
じ
ら
れ
た
。

⑷ 

藤
谷
＝
中
巌
和
尚
に
、「
藤
谷
山
崇
福
禅
庵
語
録
」
あ
り
。
藤
谷
は
、
扇
ガ
谷
の
支
谷
。
崇
福
禅
庵
は
未
詳
。

⑸ 

竺
僊
和
尚
＝
竺
仙
梵
僊
（
一
二
九
二
～
一
三
四
八
）。
明
州
（
浙
江
省
）
の
人
。
古
林
清
茂
の
法
嗣
。
元
徳
元
年
（
一
三
二
九
）、
明
極

楚
俊
ら
と
共
に
来
朝
。
鎌
倉
五
山
浄
智
寺
住
・
南
禅
寺
十
六
世
・
建
長
寺
十
八
世
。
貞
和
四
年
七
月
十
六
日
示
寂
、
世
寿
五
十
七
。

⑹ 

因
請
予
帰
前
版
＝
『
類
従
本
』
は
、「
予
」
を
「
俾
」
に
作
る
。
訓
読
は
、「
因
っ
て
請
じ
て
前
版
に
帰
せ
し
む
」
と
な
る
。

⑺ 

前
版
＝
前
版
首
座
。
二
八
頁
注
⑵
を
参
照
。

暦
應
元
年
戊
寅
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結
夏
秉
拂
、
秋
解
職
。
下
浰
根
莊
。
冬
居
建
長
蘸
碧
。
時
竺
僊
欲
謝
淨
智
事
。

＊

暦
応
元
年
戊

つ
ち
の
え

寅と
ら

（
一
三
三
八
／
三
十
九
歳
）

⑴
結け

つ

夏げ

秉ひ
ん

払ぽ
つ

し
て
、
秋
、
職
を
解
く
。

⑵
浰リ

コ
ン
ノ根

荘し
よ
うに

下
る
。
冬
、
建
長
の

⑶
蘸さ

ん

碧ぺ
き

に
居
す
。
時
に
竺
僊
、
浄
智
の
事
を

謝
せ
ん
と
欲
す
。

＊

⑴ 

結
夏
秉
払
＝
四
月
十
五
日
、
夏
安
居
結
制
始
ま
り
で
の
秉
払
。
七
月
十
五
日
、
解
夏
。
二
三
頁
注
⑶
・
二
八
頁
注
⑵
を
参
照
。

⑵ 

浰
根
荘
＝
上
野
利
根
荘
。
三
二
頁
注
⑺
を
参
照
。

⑶ 

蘸
碧
＝
建
長
寺
庭
園
の
池
を
「
蘸
碧
池
」
と
言
い
、『
扶
桑
五
山
記
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
庵
院
や
寮
舎
的
な
も
の
は
不
詳
。

二
年
己
卯

春
、
東
明
和
尚
又
請
以
前
版
。
固
辭
。
及
乎
被
逼
、
棄
而
上
京
。
東
明
和
尚
亦
退
建
長
。
復
欲
因
予
奏
聞
、
得
淨
智
養

閑
。
予
到
臨
川
禮
夢
窓
國
師
。
又
上
三
條
殿
。
皆
爲
東
明
和
尚
求
淨
智
也
。
天
龍
既
得
淨
智
命
。
國
師
欲
以
淨
妙
爲
東

明
和
尚
養
閑
所
。
時
聞
圓
覺
大
川
訃
。
大
川
素
得
建
長
命
。
然
俄
亡
矣
。
建
長
更
無
可
主
人
。
故
以
三
條
殿
鈞
命
、
固

請
東
明
歸
鎭
。
予
既
得
國
師
及
三
條
殿
手
帖
歸
關
東
、
請
白
雲
師
歸
建
長
。
夏
、
在
藤
谷
安
衆
。
冬
、
下
上
州
利
根
剏

吉
祥
寺
。
十
二
月
初
三
、
追
薦
江
州
陞
座
次
、
表
法
嗣
百
丈
老
師
之
意
。
既
上
鎌
倉
。
洞
宗
之
徒
、
憤
然
欲
害
予
。
時

不
聞
在
京
。
別
源
東
白
和
會
無
事
而
已
。

＊

二
年
己

つ
ち
の
と

卯う

（
一
三
三
九
／
四
十
歳
）
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春
、
東
明
和
尚
、
又
た
請
ず
る
に
前
版
を
以
て
す
。
固
辞
す
。
逼せ

ま

ら
る
る
に
及
ん
で
、
棄す

て
て
京
に
上
る
。
東
明
和

尚
も
亦
た
建
長
を
退
く
。
復ま

た
予
に
因よ

っ
て
奏
聞
し
、
浄
智
を
得
て
閑
を
養
わ
ん
と
欲
す
。
予
、

⑴
臨
川
に
到
っ
て

夢
窓
国
師
を
礼
す
。
又
た

⑵
三
条
殿
に
上
る
。
皆
な
東
明
和
尚
の
、
浄
智
を
求
む
る
が
為
な
り
。

⑶
天
龍
、
既
に
浄

智
の
命
を
得
た
り
。
国
師
、
浄
妙
を
以
て
東
明
和
尚
の
、
閑
を
養
う
所
と
為な

さ
ん
と
欲
す
。
時
に
円
覚

⑷
大
川
の
訃

を
聞
く
。
大
川
、
素も

と

よ
り
建
長
の
命
を
得
た
り
。
然し

か

れ
ど
も
俄に

わ

か
に
亡
ず
。
建
長
、
更
に
主

つ
か
さ
どる

可べ

き
人
無
し
。
故
に

三
条
殿
の
鈞き

ん

命め
い

を
以
て
、
固
く
東
明
を
請
じ
て
帰き

鎮ち
ん

せ
し
む
。
予
、
既
に
国
師
、
及
び
三
条
殿
の
手し

ゅ

帖ち
よ
うを

得
て
関
東

に
帰
り
、

⑸
白
雲
師
を
請
じ
て
建
長
に
帰
せ
し
む
。
夏
、

⑹
藤
谷
に
在
っ
て
衆
を
安
ず
。
冬
、
上
州
の
利
根
に
下
っ

て
⑺

吉
祥
寺
を
剏は

じ

む
。
十
二
月
初
三
、

⑻
江
州
を
追つ

い

薦せ
ん

し
て
陞し

ん

座ぞ

す
る
次
い
で
、

⑼
法
を
百
丈
老
師
に
嗣
ぐ
の
意
を
表

す
。
既
に
し
て
鎌
倉
に
上
る
。

⑽
洞
宗
の
徒
、
憤
然
と
し
て
予
を
害
せ
ん
と
欲
す
。

⑾
時
に
不
聞
、
京
に
在
り
。

⑿
別

源
⒀

東
白
、
和
会
し
て
無
事
な
る
の
み
。

＊

⑴ 

臨
川
＝
霊
亀
山
臨
川
寺
（
天
龍
寺
派
）。
夢
窓
国
師
開
山
。
十
刹
第
二
位
。
京
都
嵯
峨
。
夢
窓
疎
石
は
、
観
応
二
年
（
一
三
五
一
）
九
月

三
十
日
、
こ
の
寺
で
示
寂
、
世
寿
七
十
七
。

⑵ 

三
条
殿
＝
足
利
直
義
（
一
三
〇
六
～
一
三
五
二
）。
尊
氏
の
弟
で
、
政
務
を
任
さ
れ
、
世
に
副
将
軍
と
呼
ば
れ
た
。
正
平
七
年
二
月

二
十
六
日
薨
去
、
年
四
十
七
。
三
条
坊
門
に
邸
宅
が
あ
っ
た
か
ら
こ
う
呼
ば
れ
る
。

⑶ 

天
龍
既
得
浄
智
命
＝
『
扶
桑
五
山
記
』
巻
五
「
金
峰
山
浄
智
禅
寺
」
に
、「
夢
窓
石　

暦
応
二
年
（
本
年
）　

受
命
」
と
見
え
る
が
、
国

師
の
『
年
譜
』
で
は
、
国
師
の
浄
智
寺
入
寺
は
嘉
暦
二
年
（
一
三
二
七
）
に
見
え
、『
自
暦
譜
』
も
「
国
師
」
と
書
か
ず
に
「
天
龍
」
と

書
い
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
天
龍
夢
窓
派
か
ら
住
持
を
出
す
よ
う
に
と
の
命
を
、
国
師
が
受
け
た
と
い
う
こ
と
か
。
国
師
の
法
嗣

で
浄
智
寺
に
住
し
た
人
に
、
通
叟
宏
感
（『
延
宝
伝
灯
録
』
巻
二
十
三
）
が
い
る
が
、
浄
智
寺
歴
住
が
不
明
の
た
め
、
こ
れ
以
上
の
穿
鑿
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は
で
き
な
い
。
な
お
、
浄
智
寺
は
鎌
倉
五
山
第
四
位
（
現
、
円
覚
寺
塔
頭
）、
稲
荷
山
浄
妙
寺
は
同
五
位
（
現
、
建
長
寺
塔
頭
）。

⑷ 

大
川
＝
大
川
道
通
（
二
八
頁
注
⑷
を
参
照
）。
そ
の
注
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
大
川
の
示
寂
年
に
は
暦
応
元
年
説
も
あ
り
、
そ
れ
は
、

『
扶
桑
五
山
記
』
巻
四
「
円
覚
寺
」
に
、「
暦
応
二イ

ニ
元

年
己
卯
二
月
二
日
寂
」
と
あ
る
か
ら
だ
が
、
こ
の
『
自
暦
譜
』
の
記
事
に
よ
り
、
暦

応
二
年
の
示
寂
と
確
定
し
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

⑸ 

白
雲
師
＝
東
明
慧
日
（
一
一
頁
注
⑷
を
参
照
）
の
こ
と
。「
白
雲
」
は
、
東
明
が
円
覚
寺
山
内
に
創
し
た
白
雲
庵
。
現
存
、
東
明
の
塔

所
。

⑹ 

藤
谷
＝
鎌
倉
の
藤
谷
山
崇
福
禅
庵
（
二
九
頁
注
⑷
を
参
照
）。

⑺ 

吉
祥
寺
＝
青
龍
山
（
建
長
寺
派
）。
群
馬
県
利
根
郡
川
場
村
門
前
（
旧
、
上
野
国
利
根
郡
川
場
村
）。
領
主
の
大
友
氏
泰
（
二
九
頁
注
⑶

を
参
照
）
の
創
建
。
寺
名
は
、
中
巌
和
尚
の
幼
名
か
ら
採
ら
れ
た
か
。
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
の
「
建
長
寺
派
下
寺
院
本
末
牒
」
に
、

「
末
寺
七
箇
寺
、
寮
舎
十
三
宇
」
と
記
し
て
い
る
。

⑻ 

追
薦
江
州
＝
大
友
貞
宗
（
一
八
頁
注
⑵
を
参
照
）
の
七
回
忌
法
要
。

⑼ 

表
法
嗣
百
丈
老
師
之
意
＝
吉
祥
寺
晋
山
上
堂
で
、
嗣
法
香
を
百
丈
山
大
智
寿
聖
禅
寺
の
東
陽
徳て

輝ひ

禅
師
に
焚
き
、
我
が
法
系
を
明
ら

か
に
し
た
。「
こ
の
香
は
、
○
○
大
和
尚
に
供
養
し
、
も
っ
て
法
乳
の
恩
に
酬
ゆ
」
な
ど
と
法
語
を
唱
え
る
が
、
こ
の
中
巌
和
尚
の
行

為
は
、
今
後
、
和
尚
の
身
に
多
く
の
災
難
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
る
。
次
注
を
参
照
。
東
陽
禅
師
は
、
中
巌
和
尚
が
三
十
歳
の
時
に
掛

錫
し
、
翌
年
、
至
節
秉
払
を
遂
げ
た
時
の
百
丈
山
の
住
持
。
大
慧
派
で
、
径
山
の
晦
機
元
煕
の
法
を
嗣
ぎ
、
百
丈
山
に
住
し
、
元
の

元
統
三
年
（
一
三
三
五
）、
順
宗
帝
の
詔
を
受
け
て
、『
勅
修
百
丈
清
規
』
を
編
修
。
広
慧
禅
師
。
生
没
年
不
詳
な
る
も
、
文
和
四
年

（
一
三
五
五
）、
中
巌
和
尚
の
も
と
へ
訃
報
が
届
け
ら
れ
た
（
四
三
頁
参
照
）。

⑽ 

洞
宗
之
徒
、
憤
然
欲
害
予
＝
中
巌
和
尚
の
受
業
師
は
曹
洞
宗
宏
智
派
の
東
明
慧
日
で
あ
り
、
長
年
師
事
し
て
も
お
り
、
臨
済
宗
大
慧
派

の
東
陽
徳
輝
に
嗣
法
し
た
中
巌
和
尚
の
行
為
は
、
曹
洞
宗
の
衆
僧
の
目
に
は
、
信
義
に
背
く
と
映
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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⑾ 

時
不
聞
在
京
…
…
＝
不
聞
契
聞
（
一
五
頁
注
⑴
を
参
照
）
は
、
入
元
を
共
に
し
た
、
中
巌
和
尚
の
古
く
か
ら
の
法
友
。
不
聞
は
、
東
明

慧
日
の
法
を
嗣
い
だ
。
法
友
の
不
聞
は
折
り
悪
く
京
都
に
い
た
が
、
鎌
倉
に
い
た
別
源
と
東
白
が
仲
を
取
り
持
ち
、
事
な
き
を
得
た
。

⑿ 
別
源
＝
別
源
円
旨
（
一
二
九
四
～
一
三
六
四
）。
越
前
の
人
。
東
明
慧
日
の
法
嗣
。
元
応
二
年
（
一
三
二
〇
）
入
元
、
元
徳
二
年

（
一
三
三
〇
）
帰
朝
。
諸
寺
開
創
の
後
、
貞
治
三
年
（
一
三
六
四
）、
建
仁
寺
四
十
四
世
。
同
年
十
月
十
日
示
寂
、
世
寿
七
十
一
。
建
仁

寺
に
開
創
し
た
洞
春
庵
（
現
、
廃
庵
）
に
塔
し
、
塔
を
定
光
と
言
う
。
中
巌
和
尚
は
、
そ
の
建
仁
寺
晋
住
の
際
に
、「
別
源
、
建
仁
に
住

す
る
諸
山
の
疏
」（『
東
海
一
漚
集
』
巻
二
〔
九
三
五
頁
〕）
を
書
し
、「
洞
春
庵
別
源
禅
師
定
光
塔
銘
」（『
東
海
一
漚
別
集
』〔
一
〇
七
八

頁
〕）
を
撰
し
た
。

⒀ 

東
白
＝
東
白
円
曙
（
生
没
年
不
詳
）。
東
明
慧
日
の
法
嗣
。
中
巌
和
尚
に
、「
和
答
東
白
」「
和
酧
東
白
二
首
」（『
東
海
一
漚
集
』
巻
一

〔
八
八
二
・
八
九
七
頁
〕）
な
ど
が
あ
る
。

三
年
庚
辰

是
歳
、
作
瑣
細
集
。
誓
杜
藤
谷
門
。
夏
、
病
。
稻
荷
廟
災
。

＊

三
年
庚か

の
え

辰た
つ

（
一
三
四
〇
／
四
十
一
歳
）

是
の
歳
、

⑴
『
瑣
細
集
』
を
作
る
。
誓
っ
て
藤
谷
の
門
を
杜と

ず
。

⑵
夏
、
病
す
。
稲
荷
の
廟
に
災
あ
り
。

＊

⑴ 

瑣
細
集
＝
「
藤
陰
瑣
細
集
」（
東
大
史
料
編
纂
所
本
『
東
海
一
漚
集
』
巻
四
〔『
五
山
文
学
新
集
』
第
四
巻
・
四
四
〇
頁
〕）。

⑵ 

夏
、
病
。
稲
荷
廟
災
＝
『
類
従
本
』
は
、「
夏
、
病
。
山
頂
の
老
狐
死
す
。
而
し
て
病
愈
ゆ
（
山
頂
老
狐
死
。
而
病
愈
）。
稲
荷
廟
災
」。

「
山
頂
老
狐
死
。
而
病
愈
」
は
底
本
に
も
あ
る
が
、
上
か
ら
薄
紙
を
貼
っ
て
消
し
て
あ
り
、
版
本
に
も
載
せ
な
い
。
訓
は
底
本
の
も
の
。
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四
年
辛
巳

杜
門
於
藤
谷
、
修
日
本
書
。

＊

四
年
辛か

の
と

巳み

（
一
三
四
一
／
四
十
二
歳
）

門
を
藤
谷
に
杜
じ
て
、

⑴
『
日
本
書
』
を
修
す
。

＊

⑴ 

日
本
書
＝
不
伝
。
日
本
の
天
孫
が
呉
の
太
伯
の
子
孫
で
あ
る
と
書
い
た
た
め
、
朝
廷
に
よ
り
焚
書
と
な
っ
た
と
伝
わ
る
。
そ
の
こ
と

は
、
江
戸
時
代
初
期
の
儒
学
者
林
羅
山
の
「
神
武
天
皇
論
」（
訓
注
者
は
、『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
四
十
三
所
収
に
拠
る
）
に
、「
東

山
（
建
仁
寺
）
の
僧
円
月
〔
字
は
中
巌
、
中
正
子
と
号
し
、
妙
喜
庵
を
剏
建
す
〕、
嘗か

つ

て
『
日
本
紀
』
を
修
す
。
朝
議
、
協か

な

わ
ず
し
て
果

た
さ
ず
。
遂
に
其
の
書
を
火や

く
。
余
、
窃ひ

そ

か
に
円
月
の
意
を
惟お

も

う
に
、
諸
書
を
按
じ
、
日
本
を
以
て
呉
の
太
伯
の
後
（
子
孫
）
と
為
す
。

…
…
」
と
あ
る
。
因
み
に
、
林
羅
山
は
、
中
巌
禅
師
の
説
を
支
持
し
、「
若
し
余
を
し
て
『
日
本
紀
』
を
読
ま
し
む
れ
ば
、
何
ぞ
必
ず
し

も
敢
え
て
為な

さ
ん
や
」
と
書
き
、
論
を
終
わ
っ
て
い
る
。

康
永
元
年
壬
午

夏
、
下
鎭
西
。
官
司
文
書
下
禁
乘
舶
。
故
不
得
再
出
而
歸
。
藤
谷
過
歳
。

＊

康
永
元
年
壬

み
ず
の
え

午う
ま

（
一
三
四
二
／
四
十
三
歳
）

夏
、
鎮
西
（
九
州
）
に
下
る
。
官
司
の
文
書
下
っ
て
、
舶ふ

ね

に
乗
る
こ
と
を
禁
ず
。
故
に
再
び
出
づ
る
こ
と
を
得
ず
し

て
帰
る
。
藤
谷
に
歳
を
過
ご
す
。
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二
年
癸
未

四
月
、
下
利
陽
過
年
。＊

二
年
癸

み
ず
の
と

未ひ
つ
じ（

一
三
四
三
／
四
十
四
歳
）

四
月
、

⑴
利
陽
に
下
っ
て
年
を
過
ご
す
。

＊

⑴ 

利
陽
＝
上
野
国
利
根
郡
（
群
馬
県
）
の
吉
祥
寺
（
三
二
頁
注
⑺
を
参
照
）
を
指
す
。

三
年
甲
申

正
月
二
日
、
建
吉
祥
寺
佛
殿
。
三
月
、
代
永
磾
禪
門
下
鎭
西
。
夏
、
歸
崇
福
。
秋
、
下
利
根
。
冬
、
嵩
山
請
歸
建
長
用

則
寮
。

＊

三
年
甲き

の
え

申さ
る

（
一
三
四
四
／
四
十
五
歳
）

正
月
二
日
、

⑴
吉
祥
寺
の
仏
殿
を
建
つ
。
三
月
、

⑵
永え

い

磾テ
イ

禅
門
に
代
わ
っ
て
鎮
西
（
九
州
）
に
下
る
。
夏
、

⑶
崇
福
に

帰
る
。
秋
、

⑷
利
根
に
下
る
。
冬
、

⑸
嵩す

う

山ざ
ん

請
じ
て
、
建
長
の

⑹
用
則
寮
に
帰
せ
し
む
。

＊

⑴ 

建
吉
祥
寺
仏
殿
＝
中
巌
和
尚
に
、「
吉
祥
寺
、
新
た
に
方
丈
を
建
つ
る
上
梁
の
文
〔
外
門
の
牌
額
を
不
二
境
と
曰
う
〕」（『
東
海
一
漚
集
』

巻
二
〔
九
五
七
頁
〕）
が
あ
る
。
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⑵ 

永
磾
禅
門
＝
『
東
海
一
漚
別
集
』
に
「
橘
長
州
為
亡
妻
写
蓮
経
拈
香
」（〔
一
〇
六
〇
頁
〕）
が
あ
り
、「
前
長
州
大
守
橘
永
磾
」
と
分
か

る
の
み
。
恐
ら
く
、
大
友
氏
泰
の
家
臣
で
あ
ろ
う
。

⑶ 
崇
福
＝
鎌
倉
の
藤
谷
山
崇
福
禅
庵
（
二
九
頁
注
⑷
を
参
照
）。

⑷ 
利
根
＝
上
野
国
利
根
郡
（
群
馬
県
）
の
吉
祥
寺
（
三
二
頁
注
⑺
を
参
照
）
を
指
す
。

⑸ 

嵩
山
＝
嵩
山
居
中
（
一
二
七
七
～
一
三
四
五
）。
遠
江
の
人
。
建
長
寺
の
西
礀
子
曇
の
法
嗣
。
文
保
二
年
（
一
三
一
八
）
入
元
、
元
亨

三
年
（
一
三
二
三
）
帰
朝
。
南
禅
寺
十
二
世
・
建
長
寺
二
十
六
世
・
円
覚
寺
二
十
世
・
建
仁
寺
二
十
五
世
。
康
永
四
年
二
月
六
日
示
寂
、

世
寿
六
十
九
。

⑹ 

用
則
寮
＝
建
長
寺
十
寮
の
一
で
、『
扶
桑
五
山
記
』
巻
三
「
建
長
寺
」
に
見
え
る
が
、
詳
細
不
詳
。

貞
和
元
年
乙
酉

春
正
月
、
歸
前
版
。
嵩
山
死
。
二
月
、
歸
藤
谷
。
夏
、
大
友
莊
人
報
、
佛
夜
半
飛
去
。
秋
、
下
利
根
。
於
旅
店
得
聞
偸

佛
人
名
。
到
金
田
訪
文
字
海
。
冬
十
月
、
上
京
待
檀
那
。
檀
那
舶
破
而
歸
。
時
予
在
今
熊
野
宗
猷
庵
過
歳
。
訪
虎
關
和

尚
於
海
藏
院
。
借
元
亨
釋
書
泛
覽
。

＊

貞
和
元
年
乙き

の
と

酉と
り

（
一
三
四
五
／
四
十
六
歳
）

春
正
月
、
前
版
に
帰
す
。
嵩
山
、
死
す
。
二
月
、
藤
谷
（
鎌
倉
崇
福
庵
）
に
帰
る
。
夏
、

⑴
大
友
荘
の
人
、
報
ず
、

「
仏
、
夜
半
に
飛
び
去
る
」
と
。
秋
、
利
根
（
上
野
吉
祥
寺
）
に
下
る
。

⑵
旅
店
に
於
い
て
、
仏
を
偸ぬ

す

む
人
の
名
を
聞

く
こ
と
を
得
た
り
。
金
田
に
到
っ
て
文
字
海
（
未
詳
）
を
訪
う
。
冬
十
月
、
京
に
上
っ
て
檀
那
（
大
友
氏
泰
）
を
待

つ
。
檀
那
の
舶
破
れ
て
帰
る
。
時
に
予
、
今
熊
野
の
宗
猷
庵
（
未
詳
）
に
在
っ
て
歳
を
過
ご
す
。

⑶
虎
関
和
尚
を
海
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蔵
院
（
東
福
寺
塔
頭
）
に
訪
う
。『
元
亨
釈
書
』
を
借
り
て
泛ハ

ン

覧ら
ん

す
。

＊

⑴ 
大
友
荘
＝
相
模
国
。
大
友
氏
の
本
貫
で
、
そ
の
所
領
。
現
在
の
神
奈
川
県
小
田
原
市
に
当
た
る
。

⑵ 

於
旅
店
＝
『
類
従
本
』
は
、「
路
を
諸
方
の
店
に
借
る
（
借
路
諸
方
店
）」。
底
本
は
、「
借
路
諸
方
店
」
を
消
し
て
、「
於
旅
店
」
に
改
め

て
い
る
。
版
本
も
「
於
旅
店
」。

⑶ 

虎
関
和
尚
＝
虎
関
師
錬
（
一
六
頁
注
⑹
を
参
照
）。

二
年
丙
戌

春
正
月
、
移
居
正
歸
庵
。
三
月
、
歸
崇
福
過
夏
。
秋
、
歸
利
根
過
年
。

＊

二
年
丙ひ

の
え

戌い
ぬ

（
一
三
四
六
／
四
十
七
歳
）

春
正
月
、
正
帰
庵
（
未
詳
）
に
移
居
す
。
三
月
、
崇
福
（
鎌
倉
）
に
帰
っ
て
夏げ

を
過
ご
す
。
秋
、
利
根
（
上
野
吉
祥

寺
）
に
帰
っ
て
年
を
過
ご
す
。

三
年
丁
亥

春
、
起
僧
堂
、
安
衆
四
十
餘
員
。
夏
秋
、
叢
林
規
模
齊
整
。
冬
十
二
月
初
六
、
方
丈
災
。
剏
建
止
止
庵
退
居
。
迫
乎
臘

末
而
再
住
。

＊

三
年
丁ひ

の
と

亥い

（
一
三
四
七
／
四
十
八
歳
）
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春
、
僧
堂
を
起た

て
、
衆
を
安
ず
る
こ
と
四
十
余
員
。
夏
秋
、
叢
林
の
規
模
、
斉
整
す
。
冬
十
二
月
初
六
、
方
丈
に
災

あ
り
。

⑴
止
止
庵
を
剏は

じ

め
建
て
て
退
居
す
。
臘
末
に
迫
っ
て
再
住
す
。

＊

⑴ 
止
止
庵
＝
吉
祥
寺
山
内
に
建
て
ら
れ
た
隠
寮
の
よ
う
な
小
庵
で
あ
ろ
う
。『
荘
子
』
人
間
世
第
四
に
あ
る
「
吉
祥
止
止
（
吉
祥
は
止し

に
止と

ど

ま
る
／
幸
福
は
こ
の
静
か
な
虚
室
〈
止
〉
に
集
ま
り
止
ま
る
）」
に
拠
る
命
名
で
あ
ろ
う
。

四
年
戊
子

在
利
根
。

＊

四
年
戊

つ
ち
の
え

子ね

（
一
三
四
八
／
四
十
九
歳
）

⑴
利
根
に
在
り
。

＊

⑴ 

在
利
根
＝
『
類
従
本
』
に
は
、「
在
利
根
」
が
な
く
、
以
下
の
記
事
あ
り
。「
二
月
、
檀
家
乱
れ
、
兄
弟
に
事
有
り
。
三
月
、
檀
家
の
事

を
聞
く
。
止
止
庵
に
帰
り
、
久
し
か
ら
ず
し
て
復ま

た
寺
に
住
す
（
二
月
、
檀
家
乱
、
兄
弟
有
事
。
三
月
、
聞
檀
家
事
。
帰
止
止
庵
、
不

久
復
住
寺
）」。
こ
れ
は
、
大
友
氏
の
家
督
相
続
に
関
す
る
内
紛
。
貞
宗
か
ら
家
督
を
受
け
継
い
だ
氏
泰
に
は
後
嗣
が
な
く
、
そ
の
場
合

に
は
、
異
母
弟
の
氏
宗
に
移
譲
す
る
約
束
で
あ
っ
た
が
、
氏
泰
は
そ
れ
を
無
視
し
て
同
母
弟
の
氏
時
に
家
督
を
譲
っ
た
。
そ
れ
が
、
こ

の
貞
和
四
年
の
八
月
の
こ
と
で
あ
る
（『
大
分
歴
史
辞
典
』「
大
友
氏
泰
」
項
要
約
）。

五
年
己
丑
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春
三
月
、
謝
寺
事
上
鎌
倉
。
夏
首
、
全
提
住
壽
福
。
固
請
予
歸
前
版
。
結
夏
秉
拂
罷
解
職
。
借
榻
松
鵠
。
秋
、
又
領
吉

祥
寺
務
。
冬
、
避
亂
歸
壽
福
。
以
文
甫
在
燒
香
寮
。

＊

五
年
己

つ
ち
の
と

丑う
し

（
一
三
四
九
／
五
十
歳
）

春
三
月
、
寺
の
事
を
謝
し
て
鎌
倉
に
上
る
。
夏
首
（
四
月
）、

⑴
全
提
、
寿
福
に
住
す
。
固か

た

く
予
を
請
じ
て
前
版
に
帰

せ
し
む
。
結け

つ

夏げ

秉ひ
ん

払ぽ
つ

、
罷お

わ
っ
て
職
を
解
く
。
榻と

う

を
⑵

松
鵠
に
借
る
。
秋
、
又
た
吉
祥
の
寺
務
を
領
ず
。
冬
、

⑶
乱

を
避
け
て
寿
福
に
帰
る
。
文
甫
（
未
詳
）
の
、

⑷
焼
香
寮
に
在
る
を
以
て
な
り
。

＊

⑴ 

全
提
＝
全
提
志
令
（
？
～
一
三
五
〇
）。
浄
智
寺
の
南
洲
宏
海
の
法
嗣
。
寿
福
寺
二
十
二
世
。
貞
和
六
年
二
月
二
十
四
日
示
寂
、
世
寿
不

詳
。
中
巌
和
尚
に
、「
寿
福
、
全
提
を
請
ず
る
疏
」（『
東
海
一
漚
集
』
巻
二
〔
九
二
二
頁
〕）
が
あ
る
。

⑵ 

松
鵠
＝
松
鵠
庵
。
寿
福
寺
塔
頭
（
現
、
廃
庵
）。
同
寺
七
世
の
寂
庵
上
昭
の
塔
所
。

⑶ 

乱
＝
前
年
の
項
に
注
し
た
、
大
友
氏
の
内
紛
で
あ
ろ
う
。

⑷ 

焼
香
寮
＝
住
持
の
焼
香
を
代
わ
る
焼
香
侍
者
の
い
る
寮
舎
。

崇
光
院
踐
祚
。
觀
應
元
年
庚
寅

正
月
、
在
兜
率
寺
。
三
月
、
下
利
根
止
止
庵
。
夏
藤
谷
。
素
一
素
璞
問
中
庸
。
秋
、
下
利
根
。
冬
、
壽
福
明
巖
和
尚
住

持
。
十
二
月
、
高
播
州
敗
。
上
杉
戸
部
小
君
歸
鎌
倉
。
正
月
初
一
入
府
也
。

＊

⑴
崇
光
院
践
祚
。
観
応
元
年
庚か

の
え

寅と
ら

（
一
三
五
〇
／
五
十
一
歳
）
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正
月
、

⑵
兜
率
寺
に
在
り
。
三
月
、
利
根
の
止
止
庵
に
下
る
。
藤
谷
（
鎌
倉
崇
福
庵
）
に
夏げ

す
。

⑶
素
一
、
素
璞
（
未

詳
）、『
中
庸
』
を
問
う
。
秋
、
利
根
に
下
る
。
冬
、
寿
福
、

⑷
明
巌
和
尚
住
持
す
。
十
二
月
、

⑸
高
播
州
、
敗
す
。

⑹

上
杉
戸
部
、

⑺
小
君
、
鎌
倉
に
帰
る
。
正
月
初
一
、
府
に
入
る
。

＊

⑴ 

崇
光
院
践
祚
＝
崇
光
天
皇
の
践
祚
は
、
貞
和
四
年
（
一
三
四
八
）
十
月
の
こ
と
。

⑵ 

兜
率
寺
＝
不
詳
。
中
巌
和
尚
に
、「
兜
率
寺
の
陋
房
、
夜
、
大
風
雨
の
為
に
擺
揺
せ
ら
る
、
睡
り
醒
め
て
作
る
」
古
詩
（『
東
海
一
漚
集
』

巻
一
〔
八
八
四
頁
〕）
が
あ
る
。

⑶ 

素
一
＝
大
素
素
一
（
？
～
一
三
六
八
）。
建
長
寺
の
了
堂
素
安
の
法
嗣
。『
延
宝
伝
灯
録
』
巻
十
七
本
伝
に
、「
由
万
寿
住
円
覚
」
と
あ
る

も
、
両
寺
の
歴
住
に
見
え
な
い
。
応
安
元
年
十
二
月
下
旬
示
寂
、
世
寿
不
詳
。『
五
山
禅
僧
伝
記
集
成
』
を
参
照
。

⑷ 

明
巌
和
尚
＝
明
巌
正
因
（
？
～
一
三
六
九
）。
相
模
の
人
。
建
長
寺
の
西
礀
子
曇
の
法
嗣
。
建
長
寺
三
十
三
世
・
円
覚
寺
二
十
四
世
・
寿

福
寺
二
十
三
世
。
応
安
二
年
（
三
年
と
も
）
四
月
八
日
示
寂
、
世
寿
不
詳
。
大
達
禅
師
。
中
巌
和
尚
に
、「
寿
福
、
明
巌
を
請
ず
る
疏
」

（『
東
海
一
漚
集
』
巻
二
〔
九
二
二
頁
〕）
が
あ
る
。

⑸ 

高
播
州
＝
高
師
冬
（
？
～
一
三
五
一
）。
高
師
直
の
従
弟
、
の
ち
養
子
。「
播
州
」
は
、
そ
の
官
、
播
磨
守
。
足
利
尊
氏
の
命
を
受
け
て
、

暦
応
元
年
（
一
三
三
八
）
か
ら
関
東
の
平
定
に
乗
り
出
し
、
翌
年
、
関
東
執
事
に
就
任
。
し
か
し
、
観
応
元
年
、
京
都
で
高
師
直
と
足

利
直
義
と
の
対
立
（
観
応
の
擾
乱
）
が
発
生
す
る
と
、
師
冬
も
、
直
義
派
で
あ
っ
た
上
杉
憲
顕
と
対
立
し
て
敗
れ
、
鎌
倉
か
ら
逃
走
、

翌
年
一
月
十
七
日
、
甲
斐
国
須
沢
城
に
て
自
害
。

⑹ 

上
杉
戸
部
＝
前
注
に
出
た
上
杉
憲
顕
（
一
三
〇
六
～
一
三
六
八
）。「
戸
部
」
は
、
そ
の
官
、
民
部
の
唐
名
。
関
東
管
領
。
観
応
の
擾
乱

以
後
、
尊
氏
と
敵
対
し
、
信
濃
な
ど
に
追
放
さ
れ
る
が
、
尊
氏
の
死
後
、
正
平
十
八
年
（
一
三
六
三
）、
関
東
管
領
に
復
帰
し
た
。
以

後
、
関
東
管
領
は
、
上
杉
家
の
世
襲
と
な
っ
た
。
正
平
二
十
三
年
九
月
十
九
日
死
去
、
年
六
十
三
。
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⑺ 

小
君
＝
『
大
日
本
史
料
』
本
は
、「
足
利
基
氏
」
と
注
し
て
い
る
。
基
氏
は
、
こ
の
前
年
の
貞
和
五
年
九
月
、
初
代
鎌
倉
公
方
に
就
任
。

時
に
十
歳
。

二
年
辛
卯

春
正
月
、
明
巖
請
歸
座
元
。
秉
拂
了
解
職
。
歸
惜
陰
過
夏
。
夏
罷
下
利
根
。
聞
大
風
破
藤
谷
庵
、
歸
鎌
倉
修
補
。
冬
、

左
武
衞
入
鎌
倉
。
予
與
選
無
文
訪
古
先
而
參
謁
武
衞
。
十
二
月
、
大
將
軍
自
京
抵
駿
州
。
戸
部
下
豆
州
。

＊

二
年
辛か

の
と

卯う

（
一
三
五
一
／
五
十
二
歳
）

春
正
月
、
明
巌
請
じ
て
、
座ぞ

元げ
ん

（
首
座
）
に
帰
せ
し
む
。
秉ひ

ん

払ぽ
つ

、
了お

わ
っ
て
職
を
解
く
。

⑴
惜
陰
に
帰
っ
て
夏げ

を
過

ご
す
。
夏
罷お

わ
っ
て
利
根
に
下
る
。
大
風
、
藤
谷
庵
（
鎌
倉
崇
福
庵
）
を
破
る
と
聞
い
て
、
鎌
倉
に
帰
っ
て
修
補

す
。
冬
、

⑵
左
武
衛
、
鎌
倉
に
入
る
。
予
、

⑶
選
無
文
と

⑷
古
先
を
訪
う
て
、
武
衛
に
参
謁
す
。
十
二
月
、

⑸
大
将
軍
、

京
よ
り
駿
州
に
抵い

た

る
。

⑹
戸
部
、
豆
州
に
下
る
。

＊

⑴ 

惜
陰
＝
中
巌
和
尚
に
、「
惜
陰
偶
作
〔
四
首
〕」（『
東
海
一
漚
集
』
巻
一
〔
九
一
一
頁
〕）
が
あ
り
、
鎌
倉
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
の

み
。

⑵ 

左
武
衛
＝
足
利
直
義
（
三
一
頁
注
⑵
を
参
照
）。「
左
武
衛
」
は
、
そ
の
官
、
左
兵
衛
督
の
唐
名
。
尊
氏
と
不
和
に
な
っ
た
直
義
は
、
こ

の
年
、
京
都
を
脱
し
て
北
陸
、
信
濃
を
経
て
鎌
倉
に
入
っ
た
が
、
翌
年
、
尊
氏
に
よ
っ
て
毒
殺
さ
れ
た
。

⑶ 

選
無
文
＝
無
文
元
選
（
一
三
二
三
～
一
三
九
〇
）。
京
都
の
人
。
康
永
二
年
（
一
三
四
三
）
入
元
し
、
福
州
大
覚
寺
の
古
梅
正
友
の
法
を

嗣
ぎ
、
観
応
元
年
（
一
三
五
〇
）
帰
朝
。
至
徳
元
年
（
一
三
八
四
）、
遠
江
の
深
奥
山
方
広
寺
（
現
、
方
広
寺
派
大
本
山
）
を
開
山
。
明
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徳
元
年
閏
三
月
二
十
二
日
示
寂
、
世
寿
六
十
八
。
大
慈
普
応
禅
師
。

⑷ 

古
先
＝
古
先
印
元
（
一
二
九
五
～
一
三
七
四
）。
薩
摩
の
人
。
文
保
二
年
（
一
三
一
八
）
入
元
し
、
杭
州
天
目
山
の
中
峰
明
本
の
法
を

嗣
ぎ
、
嘉
暦
元
年
（
一
三
二
六
）、
清
拙
正
澄
に
伴
っ
て
帰
朝
。
建
長
寺
三
十
七
世
・
円
覚
寺
二
十
九
世
。
応
安
七
年
一
月
二
十
四
日
示

寂
、
世
寿
八
十
。
正
宗
広
智
禅
師
。

⑸ 

大
将
軍
…
…
＝
足
利
尊
氏
、
直
義
追
討
の
た
め
、
東
海
道
行
軍
。
駿
河
薩
埵
山
・
相
模
早
川
尻
な
ど
で
の
戦
で
直
義
軍
を
撃
破
。

⑹ 

戸
部
下
豆
州
＝
上
杉
憲
顕
（
三
九
頁
注
⑹
を
参
照
）。
直
義
方
の
憲
顕
は
、
尊
氏
と
敵
対
を
続
け
て
い
た
。

後
光
嚴
院
文
和
元
年
壬
辰

春
、
戸
部
請
武
衞
下
豆
州
而
敗
績
。
大
將
軍
領
武
衞
入
鎌
倉
。
大
喜
住
淨
妙
。
命
予
製
疏
。
三
月
、
歸
利
根
。
夏
吉

祥
。
而
秋
欲
往
豐
後
。
借
路
鎌
倉
。
大
喜
不
肯
予
西
往
。
故
歸
利
根
。
十
月
四
日
、
白
雲
庵
諷
經
、
罷
便
下
村
。
吉
祥

過
冬
。
是
歳
、
吉
祥
爲
御
願
所
。

＊

後
光
厳
院
文
和
元
年
壬

み
ず
の
え

辰た
つ

（
一
三
五
二
／
五
十
三
歳
）

春
、
戸
部
（
上
杉
憲
顕
）、
武
衛
（
足
利
直
義
）
を
請
じ
て
豆
州
に
下
っ
て
敗は

い

績せ
き

（
大
敗
）
す
。
大
将
軍
（
足
利
尊

氏
）、
武
衛
を
領
じ
て
鎌
倉
に
入
る
。

⑴
大
喜
、
浄
妙
に
住
す
。
予
に
命
じ
て

⑵
疏
を
製ツ

ク

ら
し
む
。

⑶
三
月
、
利
根

（
上
野
吉
祥
寺
）
に
帰
る
。
吉
祥
に
夏げ

す
。
而
し
て
秋
は

⑷
豊
後
に
往
か
ん
と
欲
す
。
路
を
鎌
倉
に
借
る
。
大
喜
、
予

が
西
に
往
く
こ
と
を
肯う

べ
なわ

ず
。
故
に
利
根
に
帰
る
。
十
月
四
日
、

⑸
白
雲
庵
諷ふ

経ぎ
ん

、
罷お

わ
っ
て
便
ち
村
に
下
る
。
吉

祥
に
冬
を
過
ご
す
。
是
の
歳
、

⑹
吉
祥
、
御
願
所
と
為な

る
。

＊
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⑴ 

大
喜
＝
大
喜
法
忻
（
？
～
一
三
六
八
）。
三
河
の
人
。
浄
智
寺
の
太
平
妙
準
の
法
嗣
。
建
長
寺
三
十
九
世
・
円
覚
寺
三
十
世
・
浄
妙
寺

住
・
浄
智
寺
住
。
応
安
元
年
九
月
二
十
四
日
示
寂
、
世
寿
不
詳
。
仏
満
禅
師
。

⑵ 
疏
＝
「
江
湖
、
大
喜
を
請
じ
て
浄
妙
に
住
せ
し
む
る
疏
、
并
び
に
序
」（『
東
海
一
漚
集
』
巻
二
〔
九
二
六
頁
〕）。
江
湖
の
諸
寺
を
代
表

し
て
、
新
命
大
喜
に
述
べ
る
祝
詞
。
大
喜
に
関
し
て
は
、
他
に
、「
大
喜
、
浄
智
に
住
す
る
江
湖
の
疏
」（『
同
』〔
九
二
八
頁
〕）
も
書
し

て
い
る
。

⑶ 

三
月
、
帰
利
根
。
夏
吉
祥
＝
『
類
従
本
』
は
、「
三
月
、
帰
利
根
。
永
磾
の
軍
と
同
じ
く
帰
る
（
永
磾
軍
同
帰
）。
夏
吉
祥
」。「
永
磾
軍

同
帰
」
は
底
本
に
も
あ
る
が
、
上
か
ら
薄
紙
を
貼
っ
て
消
し
て
あ
り
、
版
本
に
も
載
せ
な
い
。
訓
は
底
本
の
も
の
。

⑷ 

豊
後
＝
外
護
者
大
友
氏
の
居
所
。

⑸ 

白
雲
庵
諷
経
＝
東
明
慧
日
の
塔
所
、
円
覚
寺
白
雲
庵
で
の
東
明
十
三
回
忌
の
法
要
。
十
月
四
日
は
、
東
明
の
命
日
。

⑹ 

吉
祥
為
御
願
所
＝
こ
の
年
の
八
月
一
日
、
足
利
尊
氏
は
吉
祥
寺
に
御
教
書
を
送
り
、
勅
願
所
と
し
た
。
こ
れ
は
、
大
友
氏
の
家
督
を
継

い
だ
氏
時
が
、
尊
氏
の
猶
子
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
な
お
版
本
は
、「
吉
祥
」
を
脱
す
。『
類
従
本
』
に
は
あ
る
。

二
年
癸
巳

春
正
月
、
河
田
觀
音
殿
慶
讚
。
二
月
、
住
乾
明
萬
壽
。
夏
得
豐
後
萬
壽
請
。
夏
罷
謝
乾
明
事
而
趣
蒋
山
。
冬
十
二
月
、

入
院
。

＊

二
年
癸

み
ず
の
と

巳み

（
一
三
五
三
／
五
十
四
歳
）

⑴
春
正
月
、
河
田
の
観
音
殿
（
未
詳
）
慶
讃
す
。
二
月
、

⑵
乾
明
万
寿
に
住
す
。
夏
、

⑶
豊
後
万
寿
の
請
を
得
た
り
。

夏げ

罷お

わ
っ
て
乾
明
の
事
を
謝
し
て
蒋
山
に
趣
く
。
冬
十
二
月
、
入じ

ゆ

院え
ん

す
。
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＊

⑴ 

春
正
月
、
河
田
観
音
殿
慶
讚
。
二
月
、
住
乾
明
万
寿
＝
『
類
従
本
』
は
、「
春
正
月
、
河
田
観
音
殿
慶
讚
。
帰
路
、
雷
に
逢
う
、
而
し
て

病
死
す
る
こ
と
半
日
（
帰
路
逢
雷
、
而
病
死
半
日
）。
二
月
、
住
乾
明
万
寿
」。「
帰
路
逢
雷
、
而
病
死
半
日
」
は
底
本
に
も
あ
る
が
、
上

か
ら
薄
紙
を
貼
っ
て
消
し
て
あ
り
、
版
本
に
も
載
せ
な
い
。
訓
は
底
本
の
も
の
。

⑵ 

乾
明
万
寿
＝
相
模
の
乾
明
山
万
寿
寺
。
関
東
十
刹
。
現
、
廃
寺
。
中
巌
和
尚
に
、「
住
相
州
乾
明
山
万
寿
禅
寺
語
録
」
あ
り
。
二
月
十
九

日
入
寺
。
十
刹
入
寺
で
、
首
座
位
か
ら
西
堂
位
に
出
世
。

⑶ 

豊
後
万
寿
＝
蒋
山
万
寿
寺
（
一
八
頁
注
⑷
を
参
照
）。
中
巌
和
尚
に
、「
住
豊
州
万
寿
禅
寺
語
録
」
あ
り
。
十
二
月
十
一
日
入
寺
。

三
年
甲
午

春
、
在
蒋
山
。
夏
、
就
開
山
塔
陞
座
。
所
穫
䞋
皆
捨
、
而
修
山
門
外
門
牌
額
。
冬
、
謝
蒋
山
事
而
歸
上
州
。
十
二
月
末
旬
、

到
吉
祥
。

＊

三
年
甲き

の
え

午う
ま

（
一
三
五
四
／
五
十
五
歳
）

春
、
蒋
山
（
豊
後
万
寿
寺
）
に
在
り
。
夏
、

⑴
開
山
塔
に
就
い
て
陞し

ん

座ぞ

す
。
穫う

る
所
の
䞋し
ん

（
布
施
）、
皆
な
捨
て
て
山

門
外
門
の
牌
額
を
修
す
。
冬
、
蒋
山
の
事
を
謝
し
て
上
州
に
帰
る
。
十
二
月
の
末
旬
、
吉
祥
に
到
る
。

＊

⑴ 

開
山
塔
＝
開
山
直
翁
智
侃
の
塔
で
、
常
楽
院
と
言
っ
て
い
た
が
、
現
、
廃
院
。

四
年
乙
未
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春
正
月
二
日
夜
、
吉
祥
方
丈
災
。
歸
止
止
庵
過
夏
。
是
歳
、
爲
廣
慧
禪
師
擧
哀
拈
香
。

＊

四
年
乙き

の
と

未ひ
つ
じ（

一
三
五
五
／
五
十
六
歳
）

春
正
月
二
日
の
夜
、
吉
祥
の
方
丈
に
災
あ
り
。
止
止
庵
に
帰
っ
て
夏げ

を
過
ご
す
。
是
の
歳
、

⑴
広
慧
禅
師
の
為
に
哀

を
挙
げ
香
を
拈
ず
。＊

⑴ 

広
慧
禅
師
＝
東
陽
徳て

輝ひ

（
三
二
頁
注
⑼
を
参
照
）
の
こ
と
。「
為
広
慧
禅
師
拈
香
挙
哀
」（『
東
海
一
漚
別
集
』〔
一
〇
五
三
頁
〕）。
そ
こ

に
、「
婺
州
路
（
浙
江
省
）
智
者
寺
の
草
堂
裡
に
在
っ
て
遷
化
し
了
わ
る
」
と
あ
る
。

延
文
元
年
丙
申

春
、
剏
竹
所
坊
於
止
止
庵
之
西
而
居
焉
。
冬
、
上
京
、
借
榻
於
天
龍
寺
。
所
居
軒
名
先
照
。

＊

延
文
元
年
丙ひ

の
え

申さ
る

（
一
三
五
六
／
五
十
七
歳
）

春
、
竹
所
坊
を
止
止
庵
の
西
に
剏は

じ

め
て
居
す
。
冬
、
京
に
上
っ
て
、
榻と

う

を
天
龍
寺
に
借
る
。
居
す
る
所
の
軒
を

⑴
先

照
と
名
づ
く
。

＊

⑴ 

先
照
＝
『
扶
桑
五
山
記
』
巻
三
「
天
龍
寺
」
に
、「
先
照
軒
、
中
岩
、
延
文
元
年
丙
申
寓
之
」
と
見
え
る
。

二
年
丁
酉
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春
、
朝
見
伏
見
殿
、
講
大
慧
普
説
。
秋
、
歸
利
根
病
痠
。
冬
、
吉
祥
寺
廊
下
庫
司
災
。
是
歳
十
月
、
淨
智
災
。
十
二

月
、
吉
祥
寺
迎
本
尊
像
歸
。

＊

二
年
丁ひ

の
と

酉と
り

（
一
三
五
七
／
五
十
八
歳
）

春
、

⑴
伏
見
殿
に
朝
見
し
て
、『
大
慧
普
説
』
を
講
ず
。
秋
、
利
根
（
上
野
吉
祥
寺
）
に
帰
っ
て

⑵
痠サ

ン

を
病
む
。
冬
、

吉
祥
寺
の
廊
下
庫く

司す

に
災
あ
り
。
是
の
歳
十
月
、
浄
智
に
災
あ
り
。
十
二
月
、
吉
祥
寺
、

⑶
本
尊
の
像
を
迎
え
て
帰

る
。

＊

⑴ 

朝
見
伏
見
殿
、
講
大
慧
普
説
＝
中
巌
和
尚
に
、「
太
上
法
皇
尊
号
説
」（『
東
海
一
漚
集
』
巻
二
〔
九
四
四
頁
〕）
が
あ
る
。「
…
…
延
文
二

年
の
春
、
太
上
大
法
皇
、
車
駕
、
南
よ
り
還
り
、
二
月
二
十
七
日
、
臣
僧
円
月
を
召
し
て
朝
見
せ
し
む
。
香
を
焚
い
て
聖
の
事
を
祝
し

た
て
ま
つ
る
。
詔
を
以
て
之
れ
を
免
ず
。
特
に
宝
机
席
を
賜
わ
っ
て
御
案
に
坐
対
し
て
、
臣
が
六
代
の
祖
、
大
慧
普
覚
禅
師
の
語
録
を

読
進
す
。
…
…
」。
次
の
日
も
読
進
し
、
三
月
二
日
、
光
明
法
皇
の
尊
号
「
肯
翁
」
の
説
と
偈
を
上
進
し
た
。

⑵ 

痠
＝
痛
の
意
。『
類
従
本
』
は
、「
瘧
（
お
こ
り
、
熱
病
）」
に
作
る
。

⑶ 

本
尊
像
＝
貞
和
元
年
（
一
三
四
五
）
に
盗
ま
れ
て
い
た
（
三
六
頁
参
照
）。

三
年
戊
戌

春
正
月
四
日
、
天
龍
寺
災
。
二
月
十
六
日
、
出
利
根
上
京
。
三
月
、
借
善
護
庵
居
。
四
月
、
病
臥
巖
生
庵
。
將
軍
薨
。

六
月
、
歸
天
龍
龜
頂
塔
下
房
。
秋
冬
、
註
釋
蒲
室
集
。
是
歳
、
作
龍
山
和
尚
行
状
。

＊
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三
年
戊

つ
ち
の
え

戌い
ぬ

（
一
三
五
八
／
五
十
九
歳
）

春
正
月
四
日
、
天
龍
寺
に
災
あ
り
。
二
月
十
六
日
、
利
根
を
出
で
て
京
に
上
る
。
三
月
、
善
護
庵
（
未
詳
）
を
借
り

て
居
す
。
四
月
、
病
ん
で
巌
生
庵
（
未
詳
）
に
臥
す
。

⑴
将
軍
、
薨
ず
。
六
月
、

⑵
天
龍
亀
頂
塔
下
の
房
に
帰
る
。
秋

冬
、

⑶
『
蒲
室
集
』
を
註
釈
す
。
是
の
歳
、

⑷
龍
山
和
尚
の
行
状
を
作
る
。

＊

⑴ 

将
軍
＝
足
利
尊
氏
。
こ
の
年
の
四
月
三
十
日
薨
去
、
年
五
十
四
。
中
巌
和
尚
に
、
最
初
月
忌
の
拈
香
法
語
「
長
寿
寺
殿
忌
日
焼
香
」

（『
東
海
一
漚
別
集
』〔
一
〇
五
四
頁
〕）
が
あ
る
。

⑵ 

天
龍
亀
頂
塔
下
房
＝
先
照
軒
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
延
文
元
年
の
記
事
（
四
四
頁
）
を
参
照
。「
亀
頂
塔
」
は
、
天
龍
寺
十
境
の
一
。

⑶ 

蒲
室
集
＝
元
の
大
慧
派
の
僧
、
笑
隠
大
痠
訢
（
一
二
八
四
～
一
三
四
四
）
の
語
録
。
五
山
文
学
界
で
珍
重
さ
れ
た
。
中
巌
和
尚
の
註
釈

は
、「
五
山
版
蒲
室
集
ニ
満
紙
円
月
ノ
書
入
レ
タ
モ
ノ
」
で
、
足
利
学
校
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
言
う
（『
禅
籍
目
録
』）。

⑷ 

龍
山
和
尚
行
状
＝
龍
山
徳
見
（
二
〇
頁
注
⑺
を
参
照
）
の
伝
記
「
真
源
大
照
禅
師
行
状
」（『
東
海
一
漚
別
集
』〔
一
〇
八
〇
頁
〕）。
龍
山

は
、
こ
の
年
の
十
一
月
十
三
日
に
示
寂
し
た
。

四
年
己
亥

六
十
歳
也
。
春
、
欲
歸
利
根
出
京
。
官
使
留
在
等
持
結
夏
。
爲
追
修
長
壽
寺
殿
小
祥
忌
。
六
月
、
得
洛
之
萬
壽
之
命
。

七
月
八
日
入
寺
。
秋
、
講
敕
修
清
規
。

＊

四
年
己

つ
ち
の
と

亥い

（
一
三
五
九
／
六
十
歳
）

六
十
歳
な
り
。
春
、
利
根
（
上
野
吉
祥
寺
）
に
帰
ら
ん
と
欲
し
て
京
を
出
づ
。
官
使
、
留
め
て

⑴
等
持
に
在
っ
て
夏げ
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を
結
ば
し
む
。

⑵
長
寿
寺
殿
の
小
祥
忌
を
追
修
せ
ん
が
為
な
り
。
六
月
、

⑶
洛
の
万
寿
の
命
を
得
た
り
。
七
月
八
日
、

入
寺
す
。
秋
、

⑷
『
勅
修
清
規
』
を
講
ず
。

＊

⑴ 
等
持
＝
鳳
凰
山
等
持
寺
（
現
、
廃
寺
）。
足
利
尊
氏
開
基
。
十
刹
第
一
位
。

⑵ 

長
寿
寺
殿
＝
前
年
の
四
月
三
十
日
に
薨
去
し
た
足
利
尊
氏
の
こ
と
。
等
持
院
殿
仁
山
妙
義
大
居
士
長
寿
寺
殿
。

⑶ 

洛
之
万
寿
＝
九
重
山
万
寿
寺
。
京
都
五
山
第
五
位
。
現
在
は
、
東
福
寺
の
塔
頭
と
な
っ
て
い
る
。
中
巌
和
尚
に
、「
住
京
城
万
寿
禅
寺
語

録
」
あ
り
。
七
月
八
日
入
寺
。
五
山
入
寺
で
、
西
堂
位
か
ら
東
堂
位
に
出
世
。
こ
れ
で
、
五
山
十
刹
、
す
べ
て
の
万
寿
寺
に
住
し
た
こ

と
に
な
る
。

⑷ 

勅
修
清
規
＝
中
巌
和
尚
の
嗣
法
師
、
東
陽
徳て

輝ひ

が
編
修
し
た
『
勅
修
百
丈
清
規
』。
三
二
頁
注
⑼
を
参
照
。

五
年
庚
子

夏
、
講
楞
嚴
經
、
兼
談
普
燈
。
秋
、
剏
妙
喜
世
界
於
萬
壽
東
北
之
隅
、
冬
、
居
焉
。

＊

五
年
庚か

の
え

子ね

（
一
三
六
〇
／
六
十
一
歳
）

夏
、『
楞
厳
経
』
を
講
じ
、
兼
ね
て
『
普
灯
（
嘉
泰
普
灯
録
）』
を
談
ず
。
秋
、

⑴
妙
喜
世
界
を
万
寿
の
東
北
の
隅
に

剏は
じ

め
て
、
冬
、
居
す
。

＊

⑴ 

妙
喜
世
界
＝
大
慧
宗
杲
（
妙
喜
と
号
す
）
の
木
像
を
安
置
し
て
創
建
。
貞
治
元
年
（
一
三
六
二
）、
建
仁
寺
内
に
移
し
た
（
四
八
頁

参
照
）。
当
時
は
、
妙
喜
世
界
と
呼
ん
で
い
た
が
、
後
、
妙
喜
庵
と
改
称
さ
れ
た
。
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
の
「
五
山
建
仁
寺
本
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末
牒
」
に
は
見
え
て
い
る
（
現
、
廃
庵
）。
建
仁
寺
の
方
の
も
の
だ
が
、
中
巌
和
尚
に
、「
化
縁
立
妙
喜
世
界
疏
」（『
東
海
一
漚
別
集
』

〔
一
〇
七
一
頁
〕）
が
あ
る
。

康
安
元
年
辛
丑

春
、
謝
萬
壽
事
。
三
月
、
出
妙
喜
、
而
東
經
近
江
歸
利
根
。
冬
、
得
龍
澤
寺
、
相
馬
過
歳
。

＊

⑴
康
安
元
年
辛か

の
と

丑う
し

（
一
三
六
一
／
六
十
二
歳
）

春
、
万
寿
の
事
を
謝
す
。

⑵
三
月
、
妙
喜
を
出
で
て
、
東
の
か
た

⑶
近
江
を
経
て
利
根
（
上
野
吉
祥
寺
）
に
帰
る
。

冬
、

⑷
龍
沢
寺
を
得
て
、
相
馬
に
歳
を
過
ご
す
。

＊

⑴ 

康
安
元
年
辛
丑
＝
『
類
従
本
』
は
、「
六
年
辛
丑
」。

⑵ 

三
月
…
…
帰
利
根
。
冬
、
得
龍
沢
寺
＝
『
類
従
本
』
は
、「
三
月
…
…
帰
利
根
。
是
の
歳
、
改
元
、
康
安
元
年
と
為
る
（
是
歳
改
元
、
為

康
安
元
年
）。
冬
、
得
立
沢
寺
」。「
是
歳
改
元
、
為
康
安
元
年
」
は
底
本
に
も
あ
る
が
、
上
か
ら
薄
紙
を
貼
っ
て
消
し
て
あ
り
、
版
本
に

も
載
せ
な
い
。
訓
は
底
本
の
も
の
。

⑶ 

近
江
＝
近
江
国
犬
上
郡
の
金
剛
寺
（
五
〇
頁
注
⑵
を
参
照
）
を
言
う
。

⑷ 

龍
沢
寺
＝
延
元
元
年
（
一
三
三
六
）
の
記
事
（
二
八
頁
）
に
あ
る
龍
沢
庵
と
同
じ
か
。
な
お
『
類
従
本
』
は
、「
立
沢
寺
」
に
作
る
。

二
八
頁
注
⑵
を
参
照
。

貞
治
元
年
壬
寅
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春
、
歸
吉
祥
。
三
月
、
純
書
記
持
建
仁
御
教
書
至
。
即
上
京
。
四
月
十
九
日
入
寺
。
秋
八
月
、
召
見
天
子
。
九
月
、
移

妙
喜
於
東
山
。
十
二
月
八
日
五
更
、
欲
陪
衆
坐
禪
至
僧
堂
。
掲
暖
簾
時
、
被
義
天
使
義
俊
射
兩
箭
。
十
五
日
退
院
。

十
七
日
、
下
近
江
州
過
歳
。

＊

⑴
貞
治
元
年
壬

み
ず
の
え

寅と
ら

（
一
三
六
二
／
六
十
三
歳
）

春
、
吉
祥
に
帰
る
。
三
月
、
純
書
記
、

⑵
建
仁
の
御
教
書
を
持
し
て
至
る
。
即
ち
京
に
上
る
。
四
月
十
九
日
、
入
寺

す
。
秋
八
月
、
召
さ
れ
て
天
子
（
後
光
厳
天
皇
）
に
見ま

み

ゆ
。
九
月
、
妙
喜
を
東
山
に
移
す
。
十
二
月
八
日
の
五
更
、

衆
に
陪
し
て
坐
禅
せ
ん
と
欲
し
て
僧
堂
に
至
る
。

⑶
暖な

ん

簾れ
ん

を
掲
ぐ
る
時
、

⑷
義
天
、

⑸
義
俊
を
し
て

⑹

両り
よ
う

箭せ
ん

を
射
せ
し

め
ら
る
。
十
五
日
、

⑺
退
院
。
十
七
日
、

⑻
近
江
州
に
下
っ
て
歳
を
過
ご
す
。

＊

⑴ 

貞
治
元
年
壬
寅
＝
『
類
従
本
』
は
、「
康
安
二
年
壬
寅
」。

⑵ 

建
仁
御
教
書
＝
京
都
五
山
第
三
位
、
東
山
建
仁
寺
住
持
職
を
命
じ
る
、
室
町
幕
府
よ
り
の
公
帖
。
中
巌
和
尚
に
、「
住
東
山
建
仁
禅
寺
語

録
」
あ
り
。
四
月
十
九
日
入
寺
、
四
十
二
世
。

⑶ 

暖
簾
＝
僧
堂
の
前
後
門
に
掛
け
る
、
布
で
製
し
た
冬
用
の
す
だ
れ

0

0

0

。
夏
は
竹
を
編
ん
だ
涼
簾
を
掛
け
る
。

⑷ 

義
天
＝
無
雲
義
天
（
一
二
九
〇
～
一
三
六
七
）。
京
都
の
人
。
建
長
寺
の
鏡
堂
覚
円
の
法
嗣
。
入
元
、
帰
朝
の
後
、
建
仁
寺
三
十
七
世
・

南
禅
寺
三
十
世
。
貞
治
六
年
五
月
二
十
七
日
示
寂
、
世
寿
七
十
八
。

⑸ 

義
俊
＝
不
詳
。
義
天
の
徒
で
あ
ろ
う
。

⑹ 

射
両
箭
＝
二
矢
、
射
か
け
ら
れ
た
。
尋
常
の
こ
と
で
は
な
い
が
、
中
巌
和
尚
の
行
履
に
、
し
ば
し
ば
「
災
（
火
災
）
あ
り
」
と
あ
る
の

も
同
じ
で
、
大
本
の
原
因
は
、
和
尚
が
、
東
明
慧
日
の
法
を
嗣
が
ず
に
、
東
陽
徳て

輝ひ

に
嗣
法
香
を
焚
い
た
こ
と
に
あ
る
。
三
二
頁
注
⑼
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⑽
を
参
照
。

⑺ 
退
院
＝
そ
の
退
院
上
堂
に
曰
く
、「
一
箭
、
尋

よ
の
つ
ね

常
、
両

り
よ
う

鵰ち
よ
うを

落
と
す
、
更
に
一
箭
を
加
う
る
も
転う

た

た
相あ

い

饒ゆ
る

す
。
直た

と

饒
い
百
発
兼
ね
て
千

発
な
る
も
、
多
口
の
東
山
、
垜あ

ず
ち、

自み
ず
から

招
く
。
招
く
と
招
か
ざ
る
と
、
高
臥
し
て
雲
霄
を
視み

る
に
如し

か
ず
（
一
箭
尋
常
落
両
鵰
、
更
加

一
箭
転
相
饒
。
直
饒
百
発
兼
千
発
、
多
口
東
山
垜
自
招
。
招
不
招
、
不
如
高
臥
視
雲
霄
）」（『
語
録
』
巻
下
「
住
東
山
建
仁
禅
寺
語
録
」

〔『
五
山
文
学
新
集
』
第
四
巻
・
七
二
二
頁
〕）。
矢
の
名
人
は
一
矢
で
二
羽
の
ワ
シ
を
射
落
と
す
と
言
う
が
、
こ
の
た
び
は
し
く
じ
っ
て
、

更
に
一
本
を
射
か
け
た
が
、
そ
れ
も
許
そ
う
。
矢
が
百
本
千
本
飛
ん
で
来
て
も
、
そ
れ
は
、
お
し
ゃ
べ
り
の
わ
し
が
招
い
た
自
業
自
得
。

矢
が
飛
ん
で
来
よ
う
が
来
ま
い
が
、
大
空
見
上
げ
て
寝
る
だ
け
だ
。
こ
の
一
句
に
、
中
巌
和
尚
の
五
山
で
の
環
境
と
、
そ
の
覚
悟
が
表

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑻ 

下
近
江
州
過
歳
＝
『
類
従
本
』
に
は
こ
の
後
に
、「
是
の
歳
、
貞
治
元
年
と
改
元
す
（
是
歳
、
改
元
貞
治
元
年
）」
の
記
事
が
あ
る
。
底

本
に
も
あ
る
が
、
上
か
ら
薄
紙
を
貼
っ
て
消
し
て
あ
り
、
版
本
に
も
載
せ
な
い
。
訓
は
底
本
の
も
の
。

二
年
癸
卯

在
金
剛
寺
過
年
。
閏
正
月
二
十
日
、
歸
京
。
二
月
一
日
、
住
等
持
寺
。
四
月
晦
、
追
薦
一
品
罷
歸
隱
妙
喜
。
官
使
數

臻
。
堅
閉
而
臥
。

＊

⑴
二
年
癸

み
ず
の
と

卯う

（
一
三
六
三
／
六
十
四
歳
）

⑵
金
剛
寺
に
在
っ
て
年
を
過
ご
す
。
閏
正
月
二
十
日
、
京
に
帰
る
。
二
月
一
日
、

⑶
等
持
寺
に
住
す
。
四
月
晦み

そ
か、

⑷
一

品
を
追
薦
し
罷お

わ
っ
て
妙
喜
（
建
仁
寺
塔
頭
）
に
帰
隠
す
。
官
使
、
数シ

バ

し
ば
臻い

た

る
。
堅
く
閉
ざ
し
て
臥
す
。

＊
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⑴ 

二
年
癸
卯
＝
『
類
従
本
』
は
、「
貞
治
元
年
癸
卯
」
に
誤
る
。

⑵ 

金
剛
寺
＝
景
瑞
山
（
現
、
廃
寺
）。
近
江
国
犬
上
郡
に
あ
っ
た
。
天
龍
寺
派
。
夢
窓
国
師
開
山
、
観
応
三
年
（
一
三
五
二
）、
近
江
守
護

職
佐
々
木
（
六
角
）
氏
頼
（
一
三
二
六
～
一
三
七
〇
）
の
建
立
と
伝
え
ら
れ
る
。
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
の
「
天
龍
寺
派
下
寺
院
帳
」

に
「
敗
壊
末
寺
」
の
一
と
し
て
見
え
て
い
る
。
氏
頼
は
、
寂
室
元
光
に
帰
依
し
、
延
文
六
年
（
一
三
六
一
）、
永
源
寺
を
開
基
し
て
い

る
。
そ
の
妻
は
、
応
安
六
年
（
一
三
七
三
）
に
出
る
佐
々
木
高
氏
の
娘
。

⑶ 

等
持
寺
＝
四
六
頁
注
⑴
を
参
照
。

⑷ 

一
品
＝
贈
一
品
、
足
利
尊
氏
。
四
月
三
十
日
が
命
日
。
な
お
、『
五
山
文
学
新
集
』
本
、『
大
日
本
史
料
』
本
、
共
に
尊
氏
の
母
「
上
杉

清
子
」
と
注
す
る
が
、
清
子
は
、
興
国
三
年
（
一
三
四
二
）
十
二
月
二
十
三
日
の
薨
去
、
贈
二
品
で
あ
る
か
ら
該
当
し
な
い
。
清
子
の

法
号
は
、
初
め
等
持
院
で
あ
っ
た
が
、
尊
氏
に
こ
の
法
号
が
贈
ら
れ
た
た
め
、
果
証
院
と
改
め
ら
れ
た
。
二
本
の
誤
り
の
原
因
は
、
こ

の
あ
た
り
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三
年
甲
辰

冬
十
一
月
、
往
近
江
杣
莊
、
創
龍
興
寺
。
過
歳
。

＊

三
年
甲き

の
え

辰た
つ

（
一
三
六
四
／
六
十
五
歳
）

⑴
冬
十
一
月
、
近
江
の
杣

ソ
マ
ノ

荘し
よ
うに

往
き
て

⑵
龍
興
寺
を
創
む
。
歳
を
過
ご
す
。

＊

⑴ 

冬
十
一
月
＝
『
類
従
本
』
に
は
こ
の
前
に
、
以
下
の
記
事
あ
り
。「
是
の
歳
、
師
、
事
に
触
れ
て
大
い
に
笑
う
こ
と
休や

ま
ず
。
左
右
、
皆

な
謂オ

モ

え
ら
く
、『
吾
輩
、
潜
密
に
事
を
行
ず
。
或
い
は
不
如
法
な
る
が
故
に
師
に
笑
わ
る
』
と
。
往
往
に
引
い
て
而
も
退
く
者
多
し
（
是
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歳
、
師
触
事
大
笑
不
休
。
左
右
皆
謂
、
吾
輩
潜
密
行
事
。
或
不
如
法
故
見
師
笑
。
往
往
引
而
退
者
多
矣
）」。
底
本
に
も
あ
る
が
、
上
か

ら
薄
紙
を
貼
っ
て
消
し
て
あ
り
、
版
本
に
も
載
せ
な
い
。
訓
は
底
本
の
も
の
。

⑵ 
龍
興
寺
＝
所
在
地
な
ど
未
詳
。
貞
治
五
年
（
一
三
六
六
）
の
記
事
に
よ
り
、
六
角
甲
良
両
氏
の
外
護
に
よ
り
開
創
さ
れ
た
こ
と
が
分
か

る
。
杣
荘
は
、
現
在
の
滋
賀
県
甲
賀
市
の
甲
南
町
北
部
一
帯
と
水
口
町
南
西
の
一
部
。

四
年
乙
巳

二
月
、
之
甲
良
、
見
檀
那
源
禮
部
。
留
在
澄
禪
庵
。
三
月
、
歸
京
。
四
月
、
歸
龍
興
結
制
。
五
月
、
將
軍
母
薨
。
上
京

弔
、
即
歸
龍
興
。
今
夏
暑
劇
。
夏
罷
歸
京
。
秋
冬
、
在
妙
喜
。
臘
月
、
歸
龍
興
過
歳
。

＊

四
年
乙き

の
と

巳み

（
一
三
六
五
／
六
十
六
歳
）

二
月
、
甲
良
に
之ゆ

き
て
、
檀
那

⑴
源
礼
部
に
見ま

み

ゆ
。
澄
禅
庵
（
未
詳
）
に
留
在
す
。
三
月
、
京
に
帰
る
。
四
月
、
龍

興
に
帰
っ
て
制
を
結
ぶ
。
五
月
、

⑵
将
軍
の
母
、
薨
ず
。
京
に
上
っ
て
弔
し
、
即
ち
龍
興
に
帰
る
。
今
夏
、
暑
劇ハ

ナ
ハだ

し
。
夏
罷お

わ
っ
て
京
に
帰
る
。
秋
冬
、
妙
喜
に
在
り
。
臘
月
、
龍
興
に
帰
っ
て
歳
を
過
ご
す
。

＊

⑴ 

源
礼
部
＝
佐
々
木
（
京
極
）
高
秀
（
一
三
二
八
～
一
三
九
一
）。「
礼
部
」
は
、
そ
の
官
、
治
部
少
輔
の
唐
名
。
高
氏
（
五
七
頁
注
⑴
を

参
照
）
の
三
男
。
兄
の
秀
綱
・
秀
宗
の
死
後
家
督
を
継
ぎ
、
飛
騨
・
出
雲
守
護
、
室
町
幕
府
の
侍
所
頭
人
な
ど
を
歴
任
。
管
領
細
川
頼

之
の
追
放
を
は
か
っ
て
将
軍
足
利
義
満
に
謀
反
し
た
が
、
の
ち
許
さ
れ
た
。
明
徳
二
年
十
月
十
一
日
死
去
、
年
六
十
四
。

⑵ 

将
軍
母
＝
赤
橋
登
子
（
一
三
〇
六
～
一
三
六
五
）。
父
は
、
北
条
（
赤
橋
）
久
時
。
足
利
尊
氏
の
正
室
、
二
代
将
軍
義
詮
の
母
。
五
月
四

日
薨
去
、
年
六
十
。
贈
従
一
位
。
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五
年
丙
午

春
、
在
龍
興
。
四
月
、
歸
京
過
夏
。
夏
罷
歸
杣
莊
。
專
爲
六
角
甲
良
二
檀
那
北
征
祈
祷
。
冬
、
撤
舊
佛
堂
、
移
於
新
築

之
地
。
奉
安
佛
像
於
成
願
寺
佛
堂
之
脇
。
是
歳
十
二
月
九
日
、
淨
業
父
死
。

＊

五
年
丙ひ

の
え

午う
ま

（
一
三
六
六
／
六
十
七
歳
）

春
、
龍
興
に
在
り
。
四
月
、
京
に
帰
っ
て
夏げ

を
過
ご
す
。
夏
罷お

わ
っ
て
杣

そ
ま
の

荘し
よ
うに

帰
る
。
専も

つ
ぱら

⑴
六
角
甲
良
の
二
檀
那

北
征
の
祈
祷
の
為
な
り
。
冬
、
旧モ

ト

の
仏
堂
を
撤
し
て
、
新
築
の
地
に
移
す
。
仏
像
を
成
願
寺
（
未
詳
）
仏
堂
の
脇
に

安
じ
奉
る
。
是
の
歳
十
二
月
九
日
、

⑵
浄
業
が
父
死
す
。

＊

⑴ 

六
角
甲
良
二
檀
那
北
征
＝
室
町
幕
府
執
事
の
斯
波
義
将
、
及
び
そ
の
父
の
高
経
が
失
脚
し
た
、
い
わ
ゆ
る
貞
治
の
変
を
言
う
。
斯
波
一

族
が
守
護
国
の
越
前
へ
落
ち
延
び
る
と
、
幕
府
は
京
極
高
秀
、
赤
松
光
範
な
ど
に
よ
っ
て
大
軍
を
編
成
し
、
斯
波
一
族
を
追
討
し
た
。

六
角
氏
は
、
五
〇
頁
注
⑵
「
金
剛
寺
」
を
参
照
。
甲
良
氏
は
、
近
江
甲
良
荘
の
領
主
京
極
（
佐
々
木
）
氏
を
言
う
か
。

⑵ 

浄
業
＝
建
仁
寺
の
妙
喜
世
界
（
四
七
頁
注
⑴
を
参
照
）
を
看
護
し
て
い
る
、
法
嗣
の
子
建
浄
業
（
生
没
年
不
詳
）。
応
安
四
・
五
年

（
一
三
七
一
・
七
二
）
頃
、
入
明
。
そ
の
地
で
客
死
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
五
山
禅
僧
伝
記
集
成
』
を
参
照
。
中
巌
和
尚
の
五
言
律
詩

に
、「
歳ほ

し

、
庚

か
の
え

子ね

に
次や

ど

る
、
行
年
六
十
一
。
中
秋
、
月
無
し
、
憾
を
為な

す
、
老
を
以
て
な
り
。
明
年
、
期
す
可べ

か
ら
ず
。
詩
を
浄
業
に
与あ

た

う
。
亦
た
夫そ

の
頗す

こ
ぶる

聡
明
な
る
を
以
て
の
故
に
之
れ
を
寵
す
」
詩
（『
東
海
一
漚
集
』
巻
一
〔
八
九
二
頁
〕）
が
あ
る
。

六
年
丁
未

春
正
月
、
臘
末
傷
風
未
愈
。
末
旬
猶
咳
嗽
。
二
月
二
十
四
日
、
宗
藏
主
歸
京
。〔
自
暦
譜
止
于
此
〕。
秋
、
受
建
長
之
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請
。
冬
十
月
初
三
日
入
寺
。
師
六
十
八
歳
也
。
是
歳
十
二
月
七
日
、
源
將
軍
義
詮
薨
。

＊

六
年
丁ひ

の
と

未み

（
一
三
六
七
／
六
十
八
歳
）

春
正
月
、
臘
末
よ
り
傷
風
（
風
邪
）
未
だ
愈い

え
ず
。
末
旬
、
猶な

お
咳が

い

嗽そ
う

す
。
二
月
二
十
四
日
、
宗
蔵
主
、
京
に
帰

る
。〔

⑴
自
暦
譜
、
此こ

こ

に
止
ま
る
〕。
秋
、

⑵
建
長
の
請
を
受
く
。
冬
十
月
初
三
日
、
入
寺
す
。
師
、
六
十
八
歳
な
り
。

是
の
歳
十
二
月
七
日
、
源
将
軍
（
足
利
）
義ヨ

シ

詮ア
キ
ラ、

薨
ず
。

＊

⑴ 

自
暦
譜
止
于
此
＝
版
本
の
も
の
。
底
本
は
、「
以
下
無
自
暦
譜
後
来
補
之
」
を
薄
紙
を
貼
っ
て
消
し
て
い
る
。『
類
従
本
』
は
、
底
本
の

元
の
も
の
と
同
じ
。
中
巌
和
尚
の
自
撰
終
わ
り
。
以
下
は
、
法
嗣
の
南
宗
建
幢
の
補
筆
。

⑵ 

建
長
＝
巨
福
山
建
長
寺
。
鎌
倉
五
山
第
一
位
。
中
巌
和
尚
に
、「
住
相
州
巨
福
山
建
長
禅
寺
語
録
」
あ
り
。
十
月
三
日
入
寺
、
四
十
一

世
。

應
安
元
年
戊
申

春
、
謝
建
長
事
歸
京
。
蓋
以
源
將
軍
薨
也
。
夏
五
月
、
作
祭
無
夢
和
尚
文
。
是
歳
、
二
條
關
白
藤
丞
相
殿
下
、
池
中
有

龍
見
焉
。
秋
命
師
俾
作
記
。
冬
十
月
望
、
師
夢
、
受
請
住
小
院
。
便
指
山
門
云
、
嘉
元
壬
寅
此
門
建
立
、
應
安
元
年
老

僧
得
入
云
云
。
事
見
雜
談
。

＊

応
安
元
年
戊

つ
ち
の
え

申さ
る

（
一
三
六
八
／
六
十
九
歳
）

春
、
建
長
の
事
を
謝
し
て
京
に
帰
る
。
蓋け

だ

し
源
将
軍
の
薨
ず
る
を
以
て
な
り
。
夏
五
月
、

⑴
無
夢
和
尚
を
祭
る
文
を
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作
る
。
是
の
歳
、

⑵
二
条
関
白
藤
丞
相
殿
下
、
池
中
に
龍
の
見あ

ら

わ
る
る
こ
と
有
り
。
秋
、
師
に
命
じ
て

⑶
記
を
作
ら

し
む
。
冬
十
月
望
、
師
、
夢
む
、「
請
を
受
け
て
小
院
に
住
す
。
便
ち
山
門
を
指
し
て
云
く
、『
嘉
元
壬

み
ず
の
え

寅と
ら

、
此
の

門
建
立
す
、
応
安
元
年
、
老
僧
得
入
す
』
と
云
云
」。
事
、

⑷
『
雑
談
』
に
見
え
た
り
。

＊

⑴ 

無
夢
和
尚
＝
無
夢
一
清
（
一
二
九
四
～
一
三
六
八
）。
井
山
宝
福
寺
二
世
の
玉
渓
慧
瑃
の
法
嗣
。
嘉
元
（
一
三
〇
三
～
〇
六
）
の
初
め

入
元
、
百
丈
山
の
東
陽
徳て

輝ひ

（
中
巌
和
尚
の
嗣
法
師
）
の
も
と
で
後
版
秉
払
。
三
十
年
在
元
の
の
ち
帰
朝
。
宝
福
寺
（
三
世
）
に
住
し
、

延
文
四
年
（
一
三
五
九
）、
東
福
寺
三
十
世
。
応
安
元
年
五
月
二
十
四
日
示
寂
、
世
寿
七
十
五
。「
祭
文
」
は
、『
東
海
一
漚
集
』『
同
別

集
』
に
不
載
。
無
夢
に
関
し
て
は
、「
無
夢
、
東
福
に
住
す
る
江
湖
の
疏
、
并
び
に
序
」（『
東
海
一
漚
集
』
巻
二
〔
九
二
九
頁
〕）
が
あ

る
。

⑵ 

二
条
関
白
藤
丞
相
殿
下
＝
二
条
良
基
（
一
三
二
〇
～
一
三
八
八
）。
北
朝
四
代
の
天
皇
の
摂
政
、
関
白
、
太
政
大
臣
を
務
め
た
。
嘉
慶
二

年
六
月
十
三
日
薨
去
、
年
六
十
九
、
従
一
位
。
連
歌
の
大
成
者
。

⑶ 

記
＝
「
二
条
関
白
藤
丞
相
殿
下
、
池
中
有
龍
見
焉
、
賜
書
俾
作
記
、
其
命
惟
重
、
弗
敢
固
辞
、
輒
製
文
云
」（
東
大
史
料
編
纂
所
本
『
東

海
一
漚
集
』
巻
四
「
文
明
軒
雑
談
」
下
〔『
五
山
文
学
新
集
』
巻
四
・
四
八
一
頁
〕）。
五
山
文
学
の
天
境
霊
致
の
『
無
規
矩
』
坤
に
、「
二

条
関
白
開
池
、
号
政
平
水
」
詩
が
あ
り
、
池
の
名
を
知
る
。

⑷ 

雑
談
＝
「
文
明
軒
雑
談
」（『
東
海
一
漚
集
』
巻
三
〔
九
八
四
頁
〕）。
因
み
に
嘉
元
（
一
三
〇
三
～
〇
六
）
に
は
壬
寅
の
年
は
な
く
、
乾

元
元
年
（
一
三
〇
二
）
が
壬
寅
に
当
た
る
。
中
巌
和
尚
、
三
歳
。
こ
の
文
明
軒
は
、
建
仁
寺
妙
喜
世
界
（
四
七
頁
注
⑴
を
参
照
）
に

あ
っ
た
支
院
。
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
の
「
五
山
建
仁
寺
派
下
廃
壊
改
派
寺
院
牒
」
に
、「
廃
壊
塔
頭
六
拾
宇
」
の
一
と
し
て
見
え
て

い
る
。
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二
年
己
酉

春
在
龍
興
。
雜
談
云
、
己
酉
春
、
村
里
梅
開
、
蘭
未
放
花
。
詩
寄
妙
喜
看
屋
淨
業
、
爲
問
水
仙
花
如
何
。
詩
云
、
幽
蘭

厄
雪
未
全
開
、
先
讓
春
風
與
野
梅
。
梅
下
水
仙
著
花
否
、
新
詩
撩
撥
好
相
催
。
是
歳
、
靈
洞
院
文
殊
點
眼
、
擧
揚
佛

事
。

＊

二
年
己

つ
ち
の
と

酉と
り

（
一
三
六
九
／
七
十
歳
）

春
、
龍
興
に
在
り
。

⑴
『
雑
談
』
に
云
く
、「
己
酉
の
春
、
村
里
、
梅
開
い
て
、
蘭
未
だ
花
を
放ひ

ら

か
ず
。
詩
を
妙
喜

の
看
屋

⑵
浄
業
に
寄
せ
て
、
為
に
問
う
、
水
仙
花
如い

か
ん何

と
。
詩
に
云
く
、
幽
蘭
、
雪
に
厄
せ
ら
れ
て
未
だ
全
く
開
か

ず
、
先
に
春
風
を
譲
っ
て
野
梅
に
与あ

た

う
。
梅
下
の
水
仙
、
花
を
著
く
る
や
否い

な

や
、

⑶
新
詩
、
撩

り
よ
う

撥は
つ

し
て
、
好よ

し
相あ

い

催も
よ
おす

に
」。
是
の
歳
、

⑷
霊
洞
院
文
殊
点
眼
、
仏
事
を
挙こ

揚よ
う

す
。

＊

⑴ 

雑
談
云
…
…
＝
「
文
明
軒
雑
談
」（『
東
海
一
漚
集
』
巻
三
〔
九
八
四
頁
〕）
に
は
見
え
ず
、「
七
言
絶
句
」（『
同
』
巻
一
〔
九
〇
五
頁
〕）

に
載
る
。

⑵ 

浄
業
＝
子
建
浄
業
（
五
二
頁
注
⑵
を
参
照
）。

⑶ 

新
詩
撩
撥
好
相
催
＝
新
年
の
詩
を
送
っ
て
、
お
前
（
浄
業
）
を
そ
の
気
に
さ
せ
、
一
詩
詠
ま
せ
て
、
そ
れ
を
見
て
み
た
く
て
な
。
浄
業

は
聡
明
で
詩
も
解
し
、
中
巌
和
尚
が
寵
愛
し
て
い
た
弟
子
。
和
尚
は
近
江
の
龍
興
寺
に
お
り
、
浄
業
は
建
仁
寺
の
妙
喜
世
界
を
看
護
し

て
い
る
。
中
巌
和
尚
の
少
し
寂
し
げ
な
気
持
ち
が
伝
わ
る
結
句
で
あ
る
。「
撩
撥
」
は
、「
そ
そ
の
か
す
、
お
だ
て
る
」
と
い
う
よ
う
な

意
。

⑷ 

霊
洞
院
文
殊
点
眼
＝
霊
洞
院
は
、
建
仁
寺
塔
頭
。「
文
殊
大
士
点
眼
」（『
東
海
一
漚
別
集
』〔
一
〇
六
四
頁
〕）。「
大
日
本
国
平
安
城
東
山
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霊
洞
庵マ

マ

堂
頭
正
仲
禅
師
。
爰こ

こ

に
誠
心
を
発
し
、
文
殊
大
士
の
像
一
尊
を
刻
み
奉
り
…
…
」。

三
年
庚
戌

師
七
十
一
歳
。
在
龍
興
。
是
歳
、
受
南
禪
之
請
。
堅
辭
不
起
。

＊

三
年
庚か

の
え

戌い
ぬ

（
一
三
七
〇
／
七
十
一
歳
）

師
、
七
十
一
歳
。
龍
興
に
在
り
。
是
の
歳
、

⑴
南
禅
の
請
を
受
く
。

⑵
堅
く
辞
し
て
起た

た
ず
。

＊

⑴ 

南
禅
＝
瑞
龍
山
南
禅
寺
。
五
山
之
上
。
南
禅
寺
住
持
は
、
五
山
僧
の
最
高
位
。

⑵ 

堅
辞
不
起
＝
『
類
従
本
』
は
、「
起
」
を
「
赴
」
に
作
る
。「
堅
く
辞
し
て
赴お

も
むか

ず
」。

四
年
辛
亥

師
七
十
二
歳
。
春
正
月
十
七
日
、
禪
居
庵
觀
音
安
座
、
擧
揚
佛
事
。
夏
、
作
別
源
和
尚
塔
銘
。
秋
、
赴
讚
州
禪
修
寺
康

長
老
請
、
供
養
一
切
經
。
陞
座
説
法
、
便
歸
京
。

＊

四
年
辛か

の
と

亥い

（
一
三
七
一
／
七
十
二
歳
）

師
、
七
十
二
歳
。
春
正
月
十
七
日
、

⑴
禅
居
庵
観
音
安
座
、
仏
事
を
挙
揚
す
。
夏
、

⑵
別
源
和
尚
の
塔
の
銘
を
作
る
。

秋
、
讃
州
禅
修
寺
（
未
詳
）
康
長
老
（
未
詳
）
の
請
に
赴
い
て
一
切
経
を
供
養
す
。
陞し

ん

座ぞ

説
法
し
て
、
便
ち
京
に
帰

る
。
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＊

⑴ 
禅
居
庵
観
音
安
座
＝
禅
居
庵
は
、
建
仁
寺
塔
頭
。
清
拙
正
澄
の
塔
所
。
仏
事
法
語
は
、『
東
海
一
漚
集
』『
同
別
集
』
に
不
載
。

⑵ 
別
源
和
尚
塔
銘
＝
「
洞
春
庵
別
源
禅
師
定
光
塔
銘
」（『
東
海
一
漚
別
集
』〔
一
〇
七
八
頁
〕）。
別
源
和
尚
は
、
三
二
頁
注
⑿
を
参
照
。

後
圓
融
院
。
五
年
壬
子

師
七
十
三
歳
。

＊

後
円
融
院
。
五
年
壬

み
ず
の
え

子ね

（
一
三
七
二
／
七
十
三
歳
）

師
、
七
十
三
歳
。

六
年
癸
丑

師
七
十
四
歳
。
在
龍
興
寺
過
夏
。
秋
八
月
二
十
五
日
、
佐
佐
木
源
廷
尉
徳
翁
卒
。
在
甲
良
勝
樂
寺
闍
維
。
師
往
爲
秉

炬
。
便
歸
龍
興
。
九
月
、
天
龍
寺
災
。
是
歳
、
等
持
古
劍
和
尚
、
傳
總
管
細
川
武
州
之
命
、
以
天
龍
請
。
蓋
欲
令
興
火

後
之
廢
也
。
師
以
老
遂
辭
焉
。

＊

六
年
癸

み
ず
の
と

丑う
し

（
一
三
七
三
／
七
十
四
歳
）

師
、
七
十
四
歳
。
龍
興
寺
に
在
っ
て
夏
を
過
ご
す
。
秋
八
月
二
十
五
日
、

⑴
佐
佐
木
源
廷
尉
徳
翁
、
卒
す
。
甲
良
の

⑵
勝
楽
寺
に
在
っ
て
闍じ

や

維い

す
。
師
、
往
き
て
為
に
秉ひ

ん

炬こ

す
。
便
ち
龍
興
に
帰
る
。
九
月
、
天
龍
寺
に
災
あ
り
。
是
の

歳
、

⑶
等
持
の

⑷
古
剣
和
尚
、
総
管

⑸
細
川
武
州
の
命
を
伝
え
て
、
天
龍
を
以
て
請
ず
。
蓋け

だ

し
火
後
の
廃
を
興
さ
し
め
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ん
と
欲
し
て
な
り
。
師
、
老
を
以
て
遂
に
辞
す
。

＊

⑴ 
佐
佐
木
源
廷
尉
徳
翁
＝
佐
々
木
（
京
極
）
高
氏
（
一
二
九
六
～
一
三
七
三
）。
法
名
、
勝
楽
寺
殿
徳
翁
導
誉
。「
廷
尉
」
は
、
そ
の

官
、
検
非
違
使
の
唐
名
。
甲
良
荘
（
近
江
湖
東
地
方
）
に
勝
楽
寺
城
を
築
き
本
拠
地
と
し
、
北
条
高
時
に
つ
か
え
、
元
弘
の
乱
以

後
、
足
利
尊
氏
に
従
い
、
室
町
幕
府
の
創
設
に
関
与
。
近
江
守
護
、
政
所
執
事
な
ど
を
勤
め
た
。
応
安
六
年
八
月
二
十
五
日
死
去
、
年

七
十
八
。
法
号
の
「
導
誉
（
道
誉
）」
で
知
ら
れ
る
。
中
巌
和
尚
が
、
そ
の
秉
炬
導
師
を
勤
め
た
。
秉
炬
法
語
は
、『
東
海
一
漚
別
集
』

（〔
一
〇
六
〇
頁
〕）。
高
秀
（
五
一
頁
注
⑴
を
参
照
）
の
父
。

⑵ 

勝
楽
寺
＝
慶
雲
山
（
建
仁
寺
派
）。
滋
賀
県
犬
上
郡
甲
良
町
正
楽
寺
。

⑶ 

等
持
＝
鳳
凰
山
等
持
寺
（
四
六
頁
注
⑴
を
参
照
）。

⑷ 

古
剣
和
尚
＝
古
剣
妙
快
（
生
没
年
不
詳
）。
相
模
の
人
。
夢
窓
国
師
の
法
嗣
。
入
元
、
貞
治
四
年
（
一
三
六
五
）
帰
朝
。
こ
の
応
安
六

年
、
等
持
寺
（
十
刹
第
一
位
）
に
晋
住
。
後
、
建
長
寺
六
十
世
・
建
仁
寺
五
十
八
世
。『
五
山
禅
僧
伝
記
集
成
』
を
参
照
。

⑸ 

細
川
武
州
＝
細
川
頼
之
（
一
三
二
九
～
一
三
九
二
）。
室
町
幕
府
管
領
。
従
四
位
下
、
武
蔵
守
、
相
模
守
。
明
徳
三
年
三
月
二
日
死
去
、

年
六
十
四
。

七
年
甲
寅

師
七
十
五
歳
。
是
歳
十
一
月
、
作
祭
夢
巖
和
尚
文
。
又
作
祭
定
山
和
尚
文
。
冬
、
已
示
微
恙
。

＊

七
年
甲き

の
え

寅と
ら

（
一
三
七
四
／
七
十
五
歳
）

師
、
七
十
五
歳
。
是
の
歳
十
一
月
、

⑴
夢
巌
和
尚
を
祭
る
文
を
作
る
。
又
た

⑵
定
山
和
尚
を
祭
る
文
を
作
る
。
冬
、
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已す
で

に
微び

恙ヨ
ウ

を
示
す
。＊

⑴ 
夢
巌
和
尚
＝
夢
巌
祖
応
（
？
～
一
三
七
四
）。
出
雲
の
人
。
南
禅
寺
の
潜
渓
処
謙
の
法
嗣
。
東
福
寺
四
十
世
。
こ
の
年
十
一
月
二
日
示

寂
、
世
寿
不
詳
。
大
智
円
応
禅
師
。「
祭
文
」
は
、『
東
海
一
漚
集
』『
同
別
集
』
に
不
載
。

⑵ 

定
山
和
尚
＝
定
山
祖
禅
（
一
二
九
八
～
一
三
七
四
）。
相
模
の
人
。
南
禅
寺
の
双
峰
宗
源
の
法
嗣
。
東
福
寺
二
十
七
世
・
南
禅
寺
三
十
三

世
。
こ
の
年
十
一
月
二
十
六
日
示
寂
、
世
寿
七
十
七
。
普
応
円
融
禅
師
。「
祭
文
」
は
、『
東
海
一
漚
集
』『
同
別
集
』
に
不
載
。

八
年
乙
卯
〔
改
元
永
和
〕

師
七
十
六
歳
。
正
月
初
八
日
己
巳
凌
晨
、
侍
僧
識
師
無
意
於
世
、
求
末
後
句
。
師
勵
聲
曰
、
吾
平
生
口
過
不
少
。
今

尚
何
言
。
去
去
。
遂
至
午
時
、
就
正
寢
吉
祥
而
逝
。
門
人
以
遺
命
、
奉
全
身
塔
於
東
山
妙
喜
世
界
之
後
。
斯
日
天
降

大
雪
。
此
山
和
尚
偈
序
曰
、
應
安
乙
卯
正
月
初
五
夜
、
夢
中
作
一
偈
、
悼
妙
喜
中
巖
和
尚
。
覺
後
記
之
與
諸
友
話
此

事
。
至
初
八
日
午
時
、
果
唱
滅
。
偈
云
、
虚
空
迸
裂
天
翻
雪
、
舜
若
椎
胸
驚
吐
舌
。
是
涅
槃
兮
不
涅
槃
、
巖
前
夜
夜
團

團
月
。
師
平
生
謂
徒
曰
、
吾
祖
大
慧
七
十
五
歳
示
滅
。
老
僧
亦
七
十
五
歳
行
。
今
雖
餘
八
日
、
是
歳
立
春
在
正
月
初
九

日
。
可
謂
言
有
實
效
矣
。
同
二
月
十
四
日
、
朝
廷
賜
諡
曰
佛
種
慧
濟
禪
師
。

＊

八
年
乙き

の
と

卯う

〔
永
和
と
改
元
す
〕（
一
三
七
五
／
七
十
六
歳
／
示
寂
）

師
、
七
十
六
歳
。
正
月
初
八
日
己

つ
ち
の
と

巳み

凌
晨
に
、
侍
僧
、
師
の
、
世
に
意

コ
コ
ロ

無
き
を
識し

っ
て
、
末
後
の
句
を
求
む
。

師
、
声
を
励
ま
し
て
曰
く
、「
吾
れ
平
生
の
口く

過か

少
な
か
ら
ず
。
今
尚
お
何
を
か
言
わ
ん
。
去
れ
去
れ
」
と
。
遂
に

午
時
（
正
午
）
に
至
り
、
正
寝
に
就つ

い
て
吉
祥
に
し
て
逝
す
。
門
人
、
遺
命
を
以
て
全
身
を
奉
じ
て
東
山
妙
喜
世
界
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の
後し

り
えに

塔
す
。
斯こ

の
日
、
天
、
大
雪
を
降
ら
す
。

⑴
此
山
和
尚
、
偈
序
に
曰
く
、「
応
安
乙
卯
正
月
初
五
夜
、
夢
中

に
一
偈
を
作
っ
て
、
妙
喜
中
巌
和
尚
を
悼い

た

む
。
覚
め
て
後
、
之
れ
を
記
し
て
諸
友
と
此
の
事
を
話か

た

る
。
初
八
日
午
時

に
至
っ
て
、
果
た
し
て
滅
を
唱
う
」。
偈
に
云
く
、「

⑵
虚
空
、
迸ほ

う

裂れ
つ

し
て
、
天
、
雪
を
翻

ひ
る
が
えす

、
舜

し
ゆ
ん

若に
や

、
胸
を
椎ウ

っ
て

驚
い
て
舌
を
吐
く
。
是
れ
涅
槃
か
不
涅
槃
か
、
巌
前
、
夜
夜
、
団
団
た
る
月
」。
師
、
平
生
、
徒
に
謂
い
て
曰
く
、

「
⑶

吾
が
祖
大
慧
、
七
十
五
歳
に
し
て
滅
を
示
す
。
老
僧
も
亦
た
七
十
五
歳
に
し
て
行
か
ん
」
と
。
今
、
八
日
を
余

す
と
雖い

え
ども

、
是
の
歳
、
立
春
、
正
月
初
九
日
に
在
り
。
言
に
実
効
有
り
と
謂い

っ
つ
可べ

し
。
同
二
月
十
四
日
、
朝
廷
、

諡お
く
り
なを

賜
わ
っ
て
、
仏
種
慧
済
禅
師
と
曰い

う
。

＊

⑴ 

此
山
和
尚
＝
此
山
妙
在
（
一
二
九
六
～
一
三
七
七
）。
信
濃
の
人
。
雲
巌
寺
の
高
峰
顕
日
の
法
嗣
。
入
元
、
貞
和
元
年
（
一
三
四
五
）
帰

朝
。
円
覚
寺
四
十
二
世
・
天
龍
寺
七
世
・
建
仁
寺
三
十
八
世
・
南
禅
寺
二
十
九
世
。
永
和
三
年
一
月
十
二
日
示
寂
、
世
寿
八
十
二
。
中

巌
和
尚
に
、「
此
山
、
天
龍
に
住
す
る
江
湖
の
疏
」（『
東
海
一
漚
集
』
巻
二
〔
九
二
九
頁
〕）
が
あ
る
。
此
山
和
尚
の
偈
は
、
そ
の
遺
藁

『
若
木
集
拾
遺
』（『
五
山
文
学
全
集
』
第
二
巻
〔
一
一
四
八
頁
〕）
に
載
る
。

⑵ 

虚
空
迸
裂
天
翻
雪
、
舜
若
椎
胸
驚
吐
舌
＝
大
空
は
裂
け
開
き
、
天
に
は
雪
が
舞
う
、
虚
空
神
の
舜
若
多
も
胸
を
叩
い
て
驚
愕
し
て
い
る
。

⑶ 

吾
祖
大
慧
＝
中
巌
和
尚
は
、
大
慧
六
世
の
孫
。
大
慧
宗
杲
―
拙
庵
徳
光
―
北
礀
居
簡
―
物
初
大
観
―
晦
機
元
煕
―
東
陽
徳
輝
―
中
巌
円

月
と
続
く
。

先
師
自
暦
譜
、
至
六
十
八
歳
而
止
。
以
下
考
以
補
之
。

應
永
癸
卯
孟
冬
日　
　
　

小
師
建
幢
志

＊
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先
師
の
自
暦
譜
、
六
十
八
歳
に
至
っ
て
止
ま
る
。
以
下
、
考
し
て
以
て
之
れ
を
補
す
。

応
永
癸

み
ず
の
と

卯う

（
三
十
年
／
一
四
二
三
）
孟
冬
（
十
月
）
の
日　
　
　

小
師

⑴
建
幢
志シ

ル

す

＊

⑴ 

建
幢
＝
南
宗
建
幢
（
生
没
年
不
詳
）。
建
仁
寺
九
十
六
世
・
南
禅
寺
百
七
世
。
中
巌
和
尚
に
、
そ
の
号
「
南
宗
」
を
説
い
た
「
南
宗
説
」

（『
東
海
一
漚
集
』
巻
二
〔
九
五
五
頁
〕）
が
あ
る
。『
五
山
禅
僧
伝
記
集
成
』
を
参
照
。
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The Zen Commentary on the Lankāvatāra 
Sūtra by Kokan Shiren (1278-1346) and its 
chief antecedent, the commentary by the 
Khotanese monk Zhiyan

John Jorgensen, Australian National University

Zen scholarship, especially on the sūtras and śāstras, has been largely neglected 
for ideological and aesthetic reasons.  The Zen slogan of “non-dependence on let-
ters” and “direct pointing at the mind” supposedly left little room for scholarship 
and yet Zen has the most extensive literature of any East Asian Buddhist school 
or sect.  However, most of this literature is of the goroku (logia) type, the sayings 
and formal, ritualistic texts, combined with collections of poetry of selected Zen 
monks.  Related and derived from these are the kōan (Ch. gong’an) collections of 
paradoxical dialogues and questions.  The other major genre is the “transmission 
of the lamplight” genealogical histories that string together Zen masters in a lin-
eage with skeleton hagiographies and incidents of enlightenment, often to become 
the subjects of kōan.  Translators and students of Zen have preferred this literature 
for aesthetic and ideological reasons, being often besotted with the humour, out-
landish images and the romantic aura of the eccentric master, or with the beauty of 
the poetry, itself often not fully understood.

Consequently, sutra commentaries by Zen scholars like Kokan Shiren have been 
largely ignored.  Indeed, sutra commentaries by East Asians in general have 
attracted little attention from Western scholars, a few early commentaries on 
short sutras such as the Heart Sutra being the rare exceptions.1  Longer, difficult 
sutras important in the development of Zen, such as the Mahāparinirvāṇa and 
Lankāvatāra sutras, have not attracted as many commentaries by East Asians or 
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studies of those commentaries by modern researchers.  Generally, sutra commen-
taries by Chan masters became more common in the Ming and Qing dynasties 
(1368-1912) and likewise most commentaries by Zen masters were written in the 
Tokugawa era (1600-1868),2 periods often mistakenly thought to be largely bereft 
of new ideas.

Chan scholars have been largely overlooked, with the exceptions of Guifeng 
Zongmi (780-841) and Yongming Yanshou (904-975).  Despite the fact that Ko-
kan Shiren (1278-1346) wrote the first and most important Zen-oriented history of 
Japanese Buddhism, the Genkō shakusho; the Shūbun inryaku, the most-published 
book in pre-1868 Japan; and the first and most influential Japanese commentary on 
the Lankāvatāra Sūtra, the Butsugoshinron; he has been little studied.3  Research 
has been concentrated on his Genkō shakusho,4 largely for nationalist reasons, 
and on the rhyme-dictionary, the Shūbun inryaku of 1306, by linguists examining 
this best seller of its day,5 but not on his Butsugoshinron, the commentary on the 
Lankāvatāra Sūtra.

Kokan Shiren

Shiren was born in Kyoto into an elite family, his father a Fujiwara and his mother 
a Minamoto. However, compared to the fathers of his peers when he was a stu-
dent, Shiren’s father was only a minor official.  A sickly child, Shiren was brilliant 
in his studies.  At age eight (sai), he studied under Tōzan Tanshō (1231-1291) of 
Sanshōji, a branch of Tōfukuji, a Rinzai Zen monastery, and was tonsured when 
he was ten.  He read the Confucian Analects and the Dasheng Qixin lun [Mahāyāna 
Awakening of Faith], the latter set by Tanshō.  At the tender age of thirteen, Shi-
ren was made Tanshō’s heir in 1290.  However, in 1291 Tanshō was stabbed to 
death by a thief, and following this, Shiren went on pilgrimage, visiting famous 
Zen masters and Confucians.  The next year he practised under Kian Soen (1261-
1313) of Nanzenji, who remained Shiren’s instructor thereafter.  In 1295, while at 
Engakuji in Kamakura for a ceremony, Shiren vowed to write a commentary on 
the Lankāvatāra Sūtra and to build a monastery called Ryōgaji [Lanka Monas-
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tery].  The following year Shiren went to study Hossō Buddhism (Dharmalakṣana, 
school derived from Xuanzang’s heir Cien) with an elder monk called Dōgen.  In 
1299, the Yuan envoy, Yishan Yining (1247-1317), a scholarly Linji (Jap. Rinzai) 
monk, arrived in Japan.  Shiren went to visit him and became an informal pupil, 
only studying properly under him briefly in 1307.

In the meantime, Shiren studied Shingon, was made abbot of Kenchōji and com-
piled the Shūbun inryaku.  However, it has been alleged that when Yining asked 
Shiren in 1307 about eminent Japanese monks of the past, he was embarrassed he 
did not know even though being thoroughly informed about Chinese venerables.  
This motivated him to write the Genkō shakusho, which was eventually completed 
in 1322.  Just before that, in 1321, Shiren wrote the biography of Yining.  Soon 
after, in 1325, he wrote the Butsugoshinron.  Its importance was recognised, for 
it was published posthumously in 1354 under Ashikaga shogunate patronage.  At 
least three copies of this imprint are extant (the Saihoku, Kōshōji and Ryōgaji 
copies).  In 1659, Kensō Chitetsu had it reprinted from a manuscript copy.  Shiren 
had even lectured on his commentary text in 1326.

In 1326, Shiren was made abbot of Sanshōji, then Tōfukuji in 1332 and Nanzenji 
in 1339, capping an illustrious scholarly and administrative career.6

The Lankāvatāra Sūtra

The Lankāvatāra Sūtra dates from before 433 and after the development of early 
Yogācāra or Vijñānavāda theory, probably around the end of the fourth century.7  
Doctrinally it preached the identity of the tathāgatagarbha and the ālayavijñāna, 
but was on the periphery of Yogācāra,8 rather using elements of the latter to drive 
its own theories.  Besides the Vijñānavāda influence, there was also influence from 
the Śrīmālādevīsimhanāda and Mahāparinirvāṇa sutras.9  The tathāgatagarbha of 
the Lankāvatāra Sūtra seems to be the equivalent of the buddha-dhātu (or in Chi-
nese translation, “the Buddha-nature”) of the Nirvana Sutra, which proclaimed “all 
sentient beings have the Buddha-nature,” something that permanently persists 如



4

來常住 .10  Importantly, a bodhisattva could supposedly see this Buddha-nature 能
見難見性 .11

There are hints, such as the opposition to meat-eating, that the Lankāvatāra 
Sūtra and its allied sutras promoted asceticism and originated in southern India.  
This has been labelled the forest renunciant tradition, which castigates monks 
who took up scholastic pursuits.12  Although a broad range of Mahāyāna sutras 
supposedly originated in the South, especially from the Potalaka Mountain in 
the southern ocean and Nagārjuna being associated with Andhra,13 some of the 
tathāgatagarbha sutras are more specific about this location.  The Mahāmegha 
Sūtra, a tathāgatagarbha  scripture, contains a specific connection to Andhra and 
a king called Śātavāhana, or rather of the Śātavāhana Dynasty,14 and in the Tibetan 
translation the king is mkhar or kamsa, possibly related to Gautamī Śrī Śātakarṇi 
who lived ca. 106-130 A.D.15  Interestingly, this sutra contains ocean imagery, and 
the Chinese translation by Dharmakṣema contains phrases such as “all sentient 
beings have Buddha-nature” and “make sentient beings clearly see the Buddha-
nature.”  However, these phrases are not in the extant Sanskrit, and may have been 
contaminations from Dharmkṣema’s translation of the Nirvana Sutra or mistaken 
inclusions of some of his interlinear glosses or oral explanations by his amanu-
ensis.16  These phrases and locations though contain and refer to some of the core 
assumptions of Zen, namely that all beings have and can see the Buddha-nature or 
potential to be Buddha, and that the founder of Chan/Zen, Bodhidharma, was from 
South India and taught the “One Vehicle teaching of South India.”

The Lankāvatāra Sūtra is set on a mountain in an ocean to the south, in the Lanka 
region, probably the island of Śri Lanka.  Although the first extant Chinese trans-
lation, that of Guṇabhadra, does not contain the first chapter on Rāvana that exists 
in the Sanskrit, the name Lanka conjures up the image of the evil fiend Rāvana, 
opponent of Rāma in the Rāmāyana, and thus of the difficulty of conversion in 
this region.17  Pertinently, the Lankāvatāra Sūtra doctrinally espouses a strong 
concern with the teachings of the non-Buddhists and especially the refutation 
of any connection between its tathāgatagarbha and the ātman of the heretics.18  
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These hints have led Tokiwa Gishin to think that the title “Entry into Laṅkā” 
was related to stories of Gautama Buddha’s three visits to Śrī Laṅka as related 
in the Dīpavaṃsa (compiled between 361 and 429), a ‘history’ influenced by the 
Rāmāyana.  Because of this and because the interlocutor in the sutra, Mahāmati, 
has a name that is also a generic term for an excellent mendicant as seen in the 
Dīpavaṃsa, this sutra was probably composed in Śrī Laṅka.  During the mid-
fourth century, there was tension between Theravādins and Mahāyāna followers, 
the latter concentrated at Abhayagiri-vihāra in Anurādhapura.  Political interven-
tion was used to banish the Mahāyāna monks to the coast.  Tokiwa thus concludes, 
with additional evidence of absence from Faxian, that the Lankāvatāra Sūtra was 
compiled at Abhayagiri-vihāra between 411 and 435.  Guṇabhadra then brought a 
copy of the newly-written sutra from Śrī Laṅka to China.19

Translations of the Lankāvatāra

There are three extant translations of this sutra into Chinese, and one translation 
that was allegedly made by Dharmakṣema sometime between 412 and 433, which 
was lost by the early Tang.20  In his Outline in the Butsugoshinron, Shiren quoted 
a preface to a commentary by a Zhiyan of Jing’ai Monastery that says the first 
translation was in four fascicles and was made in 414 in the Xianyu Palace of 
Juqu Mengsun of Northern Liang by the Central Indian Trepitaka Dharmakṣema.  
After this, when Dharmakṣema was assassinated in 433, the translation was also 
lost.21  As Zhiyan was probably a Khotanese translator who was ordained late in 
707, with his last translation dated 721 (see later for this), this preface is probably 
some of the most reliable information we possess on this translation.  However, 
the date of 414 is problematic, for not only was the Dharmakṣema translation lost 
well before 730, there is an argument that Dharmakṣema did not start translat-
ing at Juqu Mengsun’s court until 420.22  However, the site, the Xianyu Palace, 
seems correct and there is evidence that Dharmakṣema began a translation of the 
Nirvana Sutra in 414 and Mahāmegha Sūtra in 417.23  If this dating is correct, the 
date of the translation of the Lankāvatāra Sūtra may have been the thirteenth (424) 
rather than the third year of Xuanshi (414), the difference created by a lacuna of 
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the logograph 十 or ten.  Alternatively, Zhiyan dated this translation based on ac-
counts in the Chusanzang jiji, which supports the earlier dates in some versions.  
Indeed, from the surviving fragments of Zhiyan’s commentary, which was to the 
second translation, that by Guṇabhadra conventionally dated 443,24 there is no 
evidence that Zhiyan had seen Dharmakṣema’s translation, for he explicitly said 
that Dharmakṣema’s translation was missing, although it appears Zhiyan had seen 
a Sanskrit text.25  Zhiyan also said that the Sanskrit text existed in three versions; 
an extensive version of 100,000 hymns, the intermediate of 36,000 hymns,26 
and the summary version in 4,000 hymns; the last of which is the source for all 
four translations.27  This information is repeated by Shiren.28  This report may 
have been derived from the Ru Lengqie xin xuanyi by Fazang (643-712), writ-
ten between February 704 and February 705,29 although Fazang differs in saying 
that the short version was only a thousand hymns, which is why it was called the 
Lankāvatāra hṛdaya or gist of the Lankāvatāra Sūtra.30  Interestingly, both Zhiyan 
(according to Shiren) and Fazang state that the longest text was found in Khotan.  
Fazang specifically says these versions were kept in the mountains of Zhejupan 
(*Kharghalik) to the south (?) of Khotan,31 although this may have been interpo-
lated to have the Lankāvatāra Sūtra rival the Avatamsaka Sūtra, which was found 
in an extensive version in the same place.

The second translation was that by Guṇabhadra from Central India.  It is generally 
dated 443 (Yuanjia 20), the earliest source for which I can find is in the Da Tang 
neidian lu of 664 by Daoxuan.32  Shiren, on the other hand, states it was translated 
in 435 (twelfth year of Yuanjia reign and not the twentieth) at Caotang Monas-
tery in Jinling,33 and not at Daozhang Monastry in Danyang, as other texts have 
it.  This information, minus the date, is found in a record at the conclusion of the 
Lengqie jing jizhu by Zhengshou of circa 1196.34   But Zhengshou’s source was 
Baochen, who in turn was quoting Zhiyan who gave this specific date and place.35 
Empress Wu, in her earlier preface to Śikṣānanda’s translation noted that “origi-
nally this sutra text came from the Western countries and arrived when the Yuanjia 
reign was established (424) and Guṇabhadra’s translation was not distributed,”36 
suggesting that the information came from Śikṣānanda or his circle. Baochen and 
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Shiren then both quote from Zhiyan, but Zhiyan’s source is unknown.  Yet this 
evidence must have been important because this four-fascicle translation of the 
Lankāvatāra Sūtra was the one used by Chan/Zen and has the most commentar-
ies.

The third translation was made in the Northern Wei in 513 by Bodhiruci from 
North India.  The fourth was mostly translated by Trepiṭaka Śikṣānanda from 700 
until 702, after which Śikṣānanda returned to Khotan and the translation had to be 
completed by the Tokharian monk *Mitrasena/Mitāśana.  This was done by Febru-
ary 704 with the assistance of Fazang among others.37

The Guṇabhadra translation was stilted, the Sanskrit syntax still influencing the 
Chinese so much that most readers struggled to make sense of the text.  But Fa-
zang also declares that Bodhiruci’s translation had not captured the full meaning.38  
These problems of grammar and lack of systematic organisation meant that the su-
tra was mostly neglected by scholars, and especially by Chan or Zen monks who 
should have had an interest in it.39

Early Commentaries

a) Sanskrit commentaries

Only two commentaries in Sanskrit are known via their Tibetan translations, 
the Ārya-lankāvatāra-vṛtti by Jñānaśrībhadra and the Ārya-lankāvatāra-nāma 
mahāyāna-sūtra-vṛtti Tathāgatahṛdayā-lankāra-nama by Jñānavajra,40 both prob-
ably late historically.  Again, citing Zhiyan, Shiren writes,

The semantic commentary of the Shibo country 濕 波 國 義 疏 says, “The 
greater section of this sutra has 100,000 gathas, a million lines, and 3,600 
million words, combined to form 151 chapters.”  If this was fully translated 
then there would be very many fascicles and volumes.  Based on a different 
transmission, there are 36,000 gathas, in all 51 chapters.  The chapter, “The 
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mind of the words of all the Buddhas” is the very first of them.  Now I shall 
detail the two theories.  The Shibo (commentary) indicates that this sutra text 
was the next version, the one in 36,000 hymns and prose.  Jing’ai (Zhiyan)’s 
(commentary) rather was on the summary text of hymn and prose.  I have not 
seen the Sanskrit leaves, so I do not know which it is.41

Shibo is usually a transliteration of Śiva, but does this mean the commentary of 
the Śaivite country, or is it the country of the Śibi, which had as its capital Siva-
pura, located between the Jhelum and Chenāb rivers in northern Punjab?42  On 
the other hand, Shibo may be an abbreviation of Ashibo or Aśvaka (Pali Assaka), 
a country of the time of the historical Buddha located south of the Yamuna River 
and to the north of Sanchi.  Its capital was at Potalaka.43

Significantly, Fazang did not mention this commentary from the Shibo country, 
although he mentions one in 100,000 hymns in the Zhejupan (Khargalik?) moun-
tains to the south (?) of Khotan and a commentary or śāstra on the 36,000 gatha 
version by bodhisattva Nagārjuna.44  As Fazang worked with Śikṣānanda from 
Khotan, as well as with a number of Indian and Central Asian monk-scholars, one 
assumes that Fazang would have known if there was a major Indian or Central 
Asian commentary, especially when Fazang wrote his own commentary.

b) Fazang’s commentary

Fazang’s commentary separates his exegesis into ten discriminated topics 十門分
別 : 1. cause for the commencement of the teaching; 2. piṭaka it was incorporated 
into; 3. discrimination to illuminate the teaching; 4. capability the teaching is 
meant for; 5. essence of the teaching explained; 6. topical tendencies explained; 
7. exegesis of the sutra title; 8. classification of the transmissions and translations; 
9. divisions in the principle; and 10. explanation of the text.45  In discrimination 
topic four, Fazang makes his ranking of the teachings.46  The tenth section does 
not exist, and may never have been written.  In section nine Fazang deals with the 
ten themes he discerns in the sutra: 1. the emptiness and existence in causation; 2. 
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the fundamental and derived in the vijñānas; 3. the true and false in the substance 
of the vijñānas; 4. the seeds of the fundamental vijñāna; 5. the universality of the 
Buddha-nature; 6. the turning around of the minds of the two vehicle (followers); 7. 
the opening and closing of the stages of practice; 8. the non-obstruction of barrier 
and cure; 9. the freedom of pro and contrary; and 10. the eternal persistence of the 
Buddha-result.  In the first Fazang discusses the theories of Nagārjuna, Asanga, 
Vasubandhu and other important Indian thinkers.47  This section then is a distil-
lation of the themes of the sutra as a whole, and there is no textual commentary 
despite it being listed as section ten.

c) The Khotanese monk Zhiyan’s commentary

I suspect that Zhiyan took up this task of writing a textual, interlineal commen-
tary, although he wrote it to the four-fascicle translation by Guṇabhadra and not 
to the Śikṣānanda translation that had been polished by Fazang.  The Zhiyan com-
mentary only survives in fragments in Japan, being a small part of fascicle one, 
fascicle two and an incomplete fascicle five, plus what I think is a fragment of fas-
cicle six.  This commentary was known to Baochen of the Northern Song Dynasty 
who wrote a commentary on the Śikṣānanda translation.48  Baochen’s commentary 
predates that written by Zhengshou circa 1196,49 and probably before that written 
in 1131 by Yang Yanguo, for Zhengshou says Baochen was of the Eastern Capital, 
in other words, a capital of Northern Song that fell to the Jin in 1126.50  Evidence 
suggests that Shiren had access to the entire Zhiyan commentary, as Shiren cites 
parts of it, especially the introduction and the explanation of the title.  Mujaku 
Dōchū (1653-1744), in his evidential glosses on Shiren’s text, the Butsugoshinron 
kōshō in 731 folios (unpublished manuscript), noted however that there was a 
marginal note by Shiren at the end of a fascicle of the Zhiyan commentary kept in 
the library of Shiren’s Sanshōji.   Mujaku wrote, “That volume has been scattered 
and lost, and the only remainder is the last fascicle in one scroll.” 此本在三聖寺
藏中卷尾有虎關批語。其語其本散失僅餘末卷一軸 .51  It is unclear from this 
whether Shiren noted that the commentary was already lost in his time, but as Shi-
ren cited the introduction and title-exegesis, it is likely that this note tells us that 
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Mujaku had found that the text was lost by his time.

The extant portions of the Zhiyan commentary (in the Continued Tripitaka) must 
have come from another library, as the most complete fascicle is the second and 
there is no note by Shiren on the end fragment (supposedly fascicle five).  Rather 
there is an evidential note by Tettei, in the seventy-fifth generation of Chion’in, 
Kyoto, dated 1877.  Chion’in is the headquarters of the Jōdo Sect, founded by 
Hōnen, who died in 1212, and so the copy probably was transmitted at this mon-
astery and not by Sanshōji.  According to Tettei, this Chion’in copy had a vow 
written at its end in the hand of Emperor Shōmu (701-756), who reigned from 724 
to 749.  This emperor was the patron for the establishment of Tōdaiji, which sug-
gests that the title may have been donated to that monastery.  This commentary 
with the emperor’s vow was probably part of a set of scriptures, the emperor writ-
ing, 

In the history of scriptures, this teaching of Śākya is supreme.  Due to this I 
venerate and rely on the three jewels and devote myself to the One Vehicle, 
and have respectfully copied all the sutra’s scrolls.  Those who read it with 
the mind of greatest sincerity from above for the state and below to the living 
beings…52

As the emperor used the imperial first person pronoun chin, the copy probably 
predates 749 and postdates Fazang’s text of 705.  Other copies must have been 
in circulation, for Zhiyan’s commentary in seven fascicles and another attributed 
to Bodhidharma are listed in the Tōiki dentōmokuroku of the Kōfukuji holdings 
in 1094 by Eichō,53 and Zhiyan’s text was known to the Korean monk Ŭich’ŏn 
(1009-1101) in his catalogue.54

Zhiyan must then have composed his commentary between 705 and 749.  Yet 
Leian Zhengshou, a Chan master writing around 1196,55 in his Lengqie jing jizhu 
attacked Baochen for saying that the commentary was by Zhiyan, claiming it was 
an anonymous text discovered in an old library on Mt. Lü by a Zhoushou Yuan-
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weng 周壽元翁 according to the testimony of a Xie Ruhui of Runan.  He wrote,

According to the Seng-shi (of Zanning?), Zhiyan was a person of the time 
of Emperor Wen of the (Liu) Song Dynasty who was in Yangdu (Yangzhou) 
translating, which was before the time of (Guṇa)bhadra, so how could he 
have made a commentary when he did not even have the sutra? 56

However, there was a Zhiyan of Feng’en Monastery in the Tang Dynasty who 
was a translator.  He was a Khotanese, a royal hostage at the Tang court, who was 
made an honorary official, but he only thought of resigning so as to enter the Bud-
dhist Order.  In 706 he begged the court to have his house made into a monastery, 
which by imperial decree was titled Feng’en.  He then petitioned to become a 
monk.  This request was granted and he was tonsured on the emperor’s birthday in 
late 707 or early 708.  Ordered to translate sutras, he verified the meaning of the 
Sanskrit texts, and he assisted in the translation of many scriptures.  Later he went 
into the mountains to practice austerities and he became senior monk of Zhixiang 
Monastery on Mt. Zhongnan.  His last translations are dated 721.  He translated a 
text on stopping the consumption of meat and he was interested in meditation.57

I therefore suspect that as this Zhiyan was active between 705 and 749 and was 
a translator, he is the Zhiyan of Jing’ai Monastery who wrote the commentary on 
the Lankāvatāra Sūtra.  The only obstacle is that the biographies of this Khotanese 
translator do not mention Jing’ai Monastery.  This monastery, earlier known as 
Foshouji during the reign of Empress Wu, was restored to this name sometime 
after 705.  Located in Luoyang, it was the headquarters for the translation of the 
Avatamsaka Sūtra made by the Khotanese Śikṣānanda between 694 and 695, with 
the assistance of Wŏnch’ŭk and Fazang.58  As Śikṣānanda had left for Khotan in 
702 before finalising the translation of the Lankāvatāra Sūtra, and Fazang helped 
*Mitrasena in 704 to finalise the work,59 perhaps the Khotanese layman, the future 
Zhiyan, assisted.  Moreover, as Fazang did not write an interlinear commentary 
on the sutra, perhaps Zhiyan took up the challenge, but he commented on the 
Guṇabhadra translation in four fascicles as can be seen from the surviving frag-
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ments.60  

However, the catalogues list Zhiyan’s commentary as being in seven fascicles, 
which might suggest rather his commentary was to the seven-fascicle Śikṣānanda 
translation.  It is possible that some confusion had occurred with the text as 
was asserted by Zhengshou.  However, Zhengshou’s testimony was late, for his 
source, Xie Ruhui, formally known as Xie Ruming 謝 如 明 , had only obtained 
his jinshi degree in the Jiatai era (1201-1205), and he had said the text belonged 
to the mid-Tang period.61  But this possibility of a confusion of an original Zhi-
yan commentary and the anonymous mid-Tang commentary has to overcome the 
evidence of the ascription to Zhiyan of Da Jing’ai Monastery of this commentary 
that has Emperor Shōmu’s vow attached.  This ascription is found at the end of 
what is supposedly fascicle five,62 and if the vow really is in the emperor’s hand, 
this copy must predate Xie’s evidence by over 450 years.  Again, Zhiyan wrote 
at least five fascicles, with fascicle five probably ending soon after the end of the 
fragment at Z91.276a5 to Guṇabhadra’s T16.507c19.  The Chion’in manuscript 
ends at Guṇabhadra’s T16.511b13.  Zhiyan’s fascicle five begins at Guṇabhadra’s 
T16.499b22.  If we calculate the average length of Zhiyan’s fascicles from the 
start of the sutra to the commencement of fascicle five, it averages a coverage of 
five pages of Guṇabhadra’s translation in the Taisho Tripitaka edition, and if there 
were another three fascicles, that would be another fifteen pages of the Taisho, ex-
actly what we find in Guṇabhadra’s Chinese translation.  It is likely then that the 
Zhiyan commentary, as we have it in fragments, was originally seven fascicles.  
But does that mean that Emperor Shōmu’s copy was incomplete, or that his vow 
was originally on a separate fragment and was glued onto the end of the surviving 
fragment?  That remains unresolved.  In any case, at least one more copy existed, 
for the catalogue of the Kōzanji holdings lists a Zhu Lengqie jing in seven fas-
cicles by a Zhiyan of Da Aijing (sic) Monastery,63 and Hōtan (d. 1738) noted the 
same in his Fusō zōgai genson mokuroku.64  I suspect that the Zhu Lengqie jing in 
seven fascicles listed in the Nihon Narajidai ko shakyō mokuroku as copied in 740 
and 755 by Empress Kōmyō (701-760), the empress of Shōmu, was part of the 
same copy.65  This is probably the Lengqie jing shuo attributed to Zhiyan and in 
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seven fascicles of the Nara period,66 or the Zhu Lengqie jing, all in seven fascicles, 
by Zhiyan and copied in 737.67  In other words, the earliest Japanese copy known 
dates to 737 and at least three or four copies were kept in various libraries, some 
into the Tokugawa period.

There exists another text, a Lengqie abaduolo baojing shu that Takasaki attributed 
to Zhiyan.68 The Continued Tripitaka does not list an author for the text, which 
again is in fragments.  It has an end-note by Tettō Gikō (1295-1369), one of the 
founders of the Zen monastery of Daitokuji.  Gikō made a copy and stored it in a 
tacchū or branch cloister of Daitokuji called Shōju’in, where it was kept as a trea-
sure.69  However, it is evidently a partial copy of the Butsugoshinron made after 
Shiren wrote it and before Gikō died.70 

Early Chan and the Lankāvatāra Sūtra

The Lankāvatāra Sūtra has generally been seen as crucial to the development of 
early Chan, largely due to the testimony of Daoxuan ca. 666.  Daoxuan claimed 
that Bodhidharma transmitted the sutra to Huike as the most valuable in China 
and the source of guidance on practice,71 and that some of his heirs in the second 
generation “always carried the four-fascicle Lankāvatāra as the mind-essential/
core.”72  Later, Fachong (587-665?) “regarded the Lankāvatāra as a profound [or 
secret] scripture that had long been hidden.”73  So he sought the text out among 
the heirs of Huike, for the doctrinal scholastics had failed to come to grips with it.  
Fachong related that there were two streams of interpreters of the Lankāvatāra; 
those who followed in the lineage of Huike, many of whom preached the sutra 
but did not write about it and those disciples who wrote commentaries, including 
Fachong himself; and those who were independent of Huike and wrote interpreta-
tions based on the Shelun or Mahāyānasaṃgraha Śāstra.74 Fachong defied state 
regulations and argued against the ideas and hegemony of the new translations by 
the court favourite, Xuanzang (600-664), upholding the ascetic tradition and com-
mentary on the Lankāvatāra Sūtra.75 
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Likewise, the Long Scroll or Bodhidharma Anthology (also known from Korean 
prints as Putidamo sixing lun), which includes material attributed to Bodhidharma 
and Huike, contains sections that were definitely influenced by, and even quoted 
from, the Lankāvatāra Sūtra.76  This anthology, probably compiled by Tanlin, who 
met Huike in 577, contains sayings and quotes from many teachers who lived 
between ca. 550 and ca. 600.  It was valued as a text of the earliest Chan from the 
early eighth century onwards, especially by Mazu Daoyi and his associates, who 
went on to form core teachings of Chan.  This anthology reached Japan (in parts) 
by 1387 at the latest, was translated into Tibetan, and reached Korea and Dun-
huang.77

Moreover, there is evidence that commentaries on the Lankāvatāra Sūtra attrib-
uted to Bodhidharma reached Japan, some at least by 736, and could date from 
the mid-six to seventh centuries.78  According to the Nara period catalogues, 
there were copies of a shu commentary by Bodhidharma in five fascicles copied 
in 747 and 751, another on topic divisions copied in 739, plus a précis by a Faan 
法 安 and a commentary in thirteen fascicles by Shangde copied in 740.79  This 
last is probably the Vinaya Master Shangde who followed the Shelun interpreta-
tion as listed in the Fachong biography.80  The ‘Bodhidharma commentary’ may 
have been brought to Japan by the Northern Chan monk Daoxuan (Dōsen) in 
736.81  Like Zhiyan’s commentary, it was probably copied for the Kegon School 
of Tōdaiji.82  From bibliographic studies, it has to date from between 445 and 740, 
and shares much in common with the theories of Jingying Huiyuan (523-592) 
of the Southern Dilun Faction, who quoted the Lankāvatāra Sūtra as one of his 
authorities.  It is likely also to have been produced before Xuanzang’s return to 
China in 645 and may thus have been a text of Fachong’s group.83

 
The later commentaries and Chan

a) Fazang and Chan

The position of Chan was partly supported by Fazang and his commentary on the 
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Lankāvatāra Sūtra.  For example, Fazang used it to support the idea of sudden 
teaching or purification.84  But Fazang seems to have seen Chan as a rival, some-
thing he undoubtedly inherited from his master, Zhiyan (not the Khotanese trans-
lator), who was concerned to counteract the Chan position on the Lankāvatāra 
Sūtra as the One Vehicle teaching and its denial of the ten stages of the bodhisat-
tva career.85  Zhiyan and Fazang tried to assert the superiority of the Avatamsaka 
Sūtra and the need for study and a related meditation.  Fazang was drawn into the 
translation project of the Lankāvatāra Sūtra by his patron, Empress Wu, in 700, 
who was late in life interested in Chan, inviting the Chan master Shenxiu (606-
706) to court around the same time.  This interest was probably behind her spon-
sorship of the new translation of the sutra,86 and she used language reminiscent 
of that associated with Shenxiu:  “This sutra is subtly marvellous and is the rarest 
(of them).  It destroys the darkness of inspissated stupidity; its lines transmitting 
the lamplight are inexhaustible.”87  When Shenxiu received his instruction from 
Hongren, “he transmitted the lamplight in silent illumination, the path of language 
discontinued.”88

Fazang considered that Buddhism has four themes (zong), placing the Lankāvatāra 
Sūtra in the fourth and best of these, the “theme of the attribute of reality,” which 
ranks above the “attributes of dharmas” (faxiang) of the Samdhinirmocana Sūtra 
and the Yogācāra Śāstra.  The “attribute of reality” contains the former and “reli-
ance on the tathāgatagarbha conditional production (pratitya-samutpada) is titled 
the illustrating and manifesting of reality” and “clarifies that the former eight 
vijñānas are entirely produced due to the tathāgatagarbha according with condi-
tions.”  The fourth theme “is only the One (Vehicle) and lacks the three (vehicles), 
meaning therefore that the One Vehicle (practitioners) ultimately all become Bud-
dha.”89  Note that Bodhidharma’s teaching was represented as the “One Vehicle.”  
As for its method of teaching, Fazang used the idea that “the preaching of the 
Dharma is not teaching and not revealing,”90 and that the sutra covered all dhar-
mas and methods:

It not only uses this voice, name and meaning, but also is universally applied 
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to matter, smell, taste, touch and silence et cetera, that together can describe 
and express.  This is as the below text on the raising of eyebrows and moving 
of the eyes and the like, and the Vimalakīrti’s words, “The deportment of the 
Buddhas in advancing and stopping are all Buddhist services, (by) smelling 
scents and eating food all attain samādhi.”91

This again resembles the methods used by Laoan (d. 708) and probably Shenxiu, 
as we shall see.

Fazang seems to have been influenced by the Dasheng Qixinlun [Mahāyāna 
Awakening of Faith], and like Chan, emphasised the mind or Buddha-mind (foxin):

The tathāgatagarbha is regarded to be the substance (ti) of sentient be-
ings, and the Buddha’s wisdom realises this as one’s own substance.  As the 
Tathāgatagarbha Chapter says, “All sentient beings are within the wisdom 
of the tathāgatagarbha and therefore it is named the storehouse…”…One 
should know that the sentient beings to be converted in total substance are 
within the Buddha’s wisdom.  So rather what is taught is therefore only the 
Buddha-mind is the substance.92

This Buddha-nature or mind is universal in all sentient beings and not in the in-
sentient, and so Fazang attacked the Faxiang (Yogācāra) School teaching on the 
differentiation of the natures, the most infamous of which is the icchantika, who 
allegedly lacks the nature or potential to become Buddha.  As he wrote,

All sentient beings have the Buddha-nature, only excluding grass and trees, 
as the Nirvāṇa and Lanka et cetera have it….Thus this sutra and the Nirvāṇa 
et cetera (maintain) that all that possess mind have the Buddha-nature.  
Therefore there are no sentient beings that lack mind and that which has 
mind all have the nature.  Since the mind necessarily has a nature and the na-
ture necessarily is a cause, then one rejects the ordinary to become the saint.93
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This passage accords with the Chan position, but with the possible exception of 
the exclusion of the insentient from the Buddha-nature, which some Chan masters 
who used the Lankāvatāra Sūtra did not support.94  As Hongren supposedly said 
according to the Lengqie renfa zhi of 701:

When you are properly meditating in the monastery, doesn’t your body [made 
up of insentient constituents] likewise sit in meditation under the mountain 
forest trees?  Can’t all earth, wood, tiles and stones also see material objects, 
hear sounds, wear clothes and carry a bowl?  The Lankāvatāra Sūtra’s “per-
cept realm Dharmakāya” is this.95

One then sees the body and mind as empty and thus containing the Buddha-
nature, but also sees the environment in the same light.  The Lankāvatāra Sūtra in 
Guṇabhadra’s translation says, 

The mind/heart of the words of all the Buddhas is preached for the great bod-
hisattvas residing on Mount Malaya of the Lanka country in the ocean.  What 
the Tathāgata admired was the ocean-wave storehouse vijñāna percept-realm 
Dharmakāya.96

As a later commentator, Shanyue (1149-1241) wrote:

The ocean-wave storehouse vijñāna percept-realm Dharmakāya:  The ocean-
waves means that the six vijñānas are not divorced from the eighth vijñāna, 
and the storehouse vijñāna means the supreme, the limit of the eighth 
vijñāna that ultimately does not cease, and thus it is still the percept-realm 
Dharmakāya.  This is why he praised it.97

The environment is perceived and exists as percepts through the eighth vijñāna, 
and so the insentient earth, wood and tiles also perceive and act, even meditate, 
as Hongren suggested.  Shiren’s interpretation was: “The substance of True Such-
ness is that which forms the attributes of reality.  The attributes of reality are 
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the Dharmakāya of the storehouse vijñāna.”98 He later continues on this theme: 
“The mind-ocean and vijñāna-waves and various kinds of dharma are all in the 
tathāgatagarbha-eighth vijñāna, (where) originally there was a percept-realm of a 
constantly abiding Dharmakāya.”99  In this sense, for the meditator, the insentient 
is in the mind, is originally a Dharmakāya or embodiment of the Dharma revealed 
in the percepts.  This is why Hongren cautioned it is not contemplation of exter-
nal nature or environment but of one’s own mind, which is what reflects those 
percepts that bring enlightenment.  One is to be mindful of one’s own Buddha, or 
Dharmakāya in its pristine state:

“When one sits, fill the world with one’s expansively released body and 
mind, and reside in the Buddha’s percept realm.  This pristine Dharmakāya 
does not have boundaries and its form is also thus.”  He also said, “When you 
correctly realise the great Dharmakāya, who sees and realises?...The Bud-
dha has thirty-two attributes…do not even wood, earth, stone and tiles have 
thirty-two attributes?”100

Subsequently, this idea was further advanced by meditation teacher Chongyuan 
of Mt. Niutou in a debate with Shenhui, possibly around 739 or 740, on the topic 
of the universality of the Buddha-nature.  While Shenhui maintained the Buddha-
nature does not pervade the insentient, Chongyuan cited his teachers, who said 
poetically,

“Kingfisher green the emerald bamboo, all is the Dharmakāya.  Thick and 
bushy the yellow flowers, none lack prajñā.”  Now why do you, sir, say, “The 
Buddha-nature only pervades all sentient beings, it does not pervade anything 
insentient?”101

This thesis continued to be debated in Chan, but it is clear Fazang wished to coun-
ter a position on the insentient that was probably brought to the court by Shenxiu 
and may have been popular in radical Chan circles of his day, with at least some 
Chan monks claiming the Lankāvatāra Sūtra as a basis for their teaching.
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Another question that exercised Fazang’s commentary was that of practice, for as 
the Yogācārins said, “That which is produced/born must cease,” so if “one culti-
vates practice and produces the Buddha-result, how can you have (that result) not 
ceasing momentarily?”  Some would say that this was the understanding of an 
unenlightened person, for it depends on discrimination between production and 
cessation.  Others claim that the “production via practice originally existed, for the 
Dharmakāya is that which realisation and causation reveals.  A fourth (position) is 
that the originally existing production via practice is non-discriminatory wisdom 
that flows forth from True Suchness.”102  This question also likely had implica-
tions for Chan ideas about practice, and yet it is strange that a Chan response in 
the form of a commentary was not forthcoming.  In fact, with the exception of the 
commentary by Zhiyan that was written a few years after that by Fazang, we have 
no extant commentaries until well into the Northern Song Dynasty. 

b) Boachen’s commentary

The next commentary then is that of Baochen, who wrote during the Northern 
Song, in other words, before 1126, in the Eastern Imperial Capital.  Writing in 
1378, Song Lian (1310-1381) stated that as the text of the sutra was difficult, 
Baochen of the Eastern Capital (Luoyang) “had written a gloss on it, transmitting 
the evidential sources, but although this was extensive, he often strayed from the 
intent of the sutra.”  Then came Zhengshou, who 

blindly followed the thread of Baochen’s discussion and could not write a 
stroke of his own, and so (Zongle, the Ming commentator) did not adopt any-
thing from the two of them.  Only Dharma teacher Shanyue of Poting, who 
relied on the Tiantai tenets to write his Tongyi, was superior by far and stood 
out from the usual.103

According to Mujaku, Baochen’s proper name was Baoju.  This information based 
on the Hufalu, fascicle 6, page 5, which detailed this.104  The Hufalu was compiled 
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by Song Lian (1310-1381), and according to Mujaku, Song Lian had stated that 
the commentary by Leian Zhengshou (1146-1208) was reliant on that of Baoju.  
Zhengshou was an important disciple of Dahui Zonggao (1089-1163), the sys-
tematiser of the gong’an (kōan) practice using doubt.  Song Lian was a scholar 
who was appointed in 1367 to major educational posts and as advisor to the Ming 
emperor.  Song was probably the most important historian of his age, having been 
made the editor of the Yuanshi or “History of the Yuan” and compiler of moral 
texts for the Ming.  He was versed in Confucianism and read the entire Buddhist 
canon three times, and even assisted in writing a standard dictionary.  He felt that 
Confucianism and Buddhism were one in their aims.  Yet he studied Chan under 
Qianyan Yuanzhang (1284-1357), a pupil of the famous Tianmu Mingben, and he 
championed the Chan lineage.105  But of all the sutras, Song Lian advanced the 
Lankāvatāra Sūtra as “the pivotal book for the control of the mind” and requested 
the emperor print it along with the Heart and Diamond sutras.  The emperor first 
had Zhengshou’s commentary printed,106 but Song Lian felt it was not transcen-
dent enough and that a clearer commentary was required, a task for which Zongle 
was entrusted.107  Song Lian thus based his reading of the Lankāvatāra Sūtra on 
the Chan position, and it is clear that he had a deep knowledge of the commentar-
ies, thinking Baochen’s work in error and likewise that of Zhengshou.  Rather, he 
preferred the commentary by Shanyue, a Tiantai monk.

Baochen apparently was critical of contemporary Chan monks, for he begins his 
preface,

Bodhidharma came from the west, originally not establishing letters himself, 
but conferring the Lanka in the east in order to seal the transmission of the 
lineage of the Buddha-mind.  Even though in the (Chan) monasteries (they) 
speak of this much, yet the Chan monks 衲子 still damage its profundities.

Rather, Baochen stated that Śikṣānanda had made a translation that verified the 
“marvellous principles of the sutra” and that he, Baochen, had not seen a commen-
tary on this translation, and so his commentary was a “new theory/preaching.”108  
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This commentary is very long and scholastic, and owes much to the Dasheng Qix-
in lun, using phrases that were typical of Huayan, such as “the Truly Such mind 
does not retain its own nature and comes into being following conditions.”109  But 
it also occasionally refers to Chan, as for example where Baochen discusses the 
vijñānas and how they produce the notion of the ego, just as in a dream one grasps 
the dream images as “externally existing objects/percepts”:

When enlightenment comes one then knows that there are only changes of 
the mind and vijñānas.  This is because one knows as in reality that there 
are no former realms of percepts, and various kinds of expedient means rise 
in accord with one’s following of practice, and that transforms the eighth 
vijñāna to form the four wisdoms of bodhi.  One rests in the secret storehouse 
and ultimately nirvana.  Therefore Caoqi (Huineng) said, “The great perfect 
mirror wisdom is the nature that is immaculate,/ The equal-nature wisdom is 
the mind without faults,/ The marvellous examining wisdom is seeing that 
does not effect,/ And the wisdom of the perfection of that to be done is the 
same as that of the perfect mirror.”  The fifth and eighth, sixth and seventh 
are results caused by transformation.  That we just use names for them is that 
they lack reality.  If in the locus of transformation one does not retain thought 
then there prolifically arises a locus of eternity of the nāga samādhi.  This 
then is the meaning of the transforming of the vijñānas to become wisdom.110

This reference comes from the Jingde chuandeng lu entry on Zhitong of Shou-
zhou and his interview with Huineng, the Sixth Patriarch of Chan, after reading 
the Lankāvatāra Sūtra a thousand times and still not understanding a passage on 
the Trikāya (Three Bodies) and the four wisdoms.111  The note to the gāthā in the 
Jingde chuandeng lu states:

The Doctrine says that transforming the vijñānas into wisdom is, “Trans-
form the previous five vijñānas into the wisdom of that which is to be done, 
transform the sixth vijñāna into the marvellous examining wisdom, transform 
the seventh vijñāna into the equal-nature wisdom, and transform the eighth 
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vijñāna into the great perfect mirror wisdom.”  Even though there are trans-
formations in the causes that are the sixth and the seventh, the fifth and the 
eighth, their results are transformed.  Just transform their names and not their 
substance.112

This practice of transforming the vijñānas into different forms of wisdom was 
evidently a popular topic in Chan, for it also appears in the Rentian yanmu by 
Zhizhao of 1188.113  It seems then that Baochen was conversant with Chan texts, 
but maintained a more doctrinal outlook.

c) Yang Yanguo’s commentary and Chan

The next text was the Lengqie jing suan of 1131 by Yang Yanguo. Yang Yanguo 
was a layman of Fuzhou.  His commentary has a postface by Shen Diao, a minis-
ter of state in 1158.114  This commentary is much briefer than that by Baochen, and 
was apparently not well known, as the well-informed Song Lian did not mention 
it, although Song should have seen the quotes from Yang in the commentary by 
Leian Zhengshou.  Yang also occasionally refers to a Chan term, as for example 
where he commented on the sutra’s passage, “If one overturns the true vijñāna and 
the various kinds of unreality, and the various vain falsities are extinguished, then 
all the vijñānas of the (sense) faculties cease.  This is the attribute of cessation.”  
Yang commented,

Overturning (fu) has the meaning of reversing again (fanfu), meaning to turn 
the light back to re-illuminate, which is a return to the true vijñāna, so that 
all the faculties and sense-data are eliminated in the Dharmadhātu, which has 
the nature-attribute, so why look again? 115

This “turning the light back to re-illuminate” (huiguang fanzhao) is found in the 
Linji lu, a core Chan text.  It has the sense to look back inwards and reflect.116  
Similar terms appear in the Dasheng can (“Praises of Mahayana”) attributed to 
Baozhi and in the Huayan shiji.117
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d) Zhengshou’s commentary

Zhengshou (1146-1208) was a Chan monk of the Xuedou lineage who had stud-
ied Confucianism and became widely learned.  After 1195 he moved to Shouxing 
Cloister where he corrected a commentary on the Lengyan jing.  Later he wrote on 
the Huayan lun by Li Tongxuan (635-740), and he wrote the Jiatai Pudeng lu in 
thirty fascicles.  This last was a Chan collection of hagiographies of enlightenment 
completed in 1204.  The preface to the commentary on the Lankāvatāra Sūtra, 
the Lengqie jing jizhu is dated 1196.118  In it, Zhengshou drew upon the work of 
Yang and Baochen, citing both extensively, but also adding material from the 961 
Zongjing lu by Yongming Yanshou (904-976).  The Zongjing lu attempted to unify 
Chan and Doctrine.  Zhengshou also compared the translations of Bodhiruci and 
Śikṇānanda with his base text, that of Guṇabhadra at what he thought were crucial 
places.119  Certainly, Zhengshou thought he was upholding the linkage of Bodhid-
harma with the Lankāvatāra Sūtra, for in his preface Song Lian attacked Daguan 
Tanying (985-1061), who said the story of the linkage was a “mere invention” for 
Bodhidharma only transmitted the mind and did not transmit text, but that “the 
commentary by Leian (Zhengshou) has great virtue for the Chan lineage.”120  Song 
Lian here has put a different gloss on Zhengshou’s work in this preface in contrast 
to his later postface where he said Zhengshou blindly followed Baochen who had 
made many errors.

The Zongjing lu used by Zhengshou could indeed be regarded as a gloss on the 
Lankāvatāra Sūtra from a Chan perspective, as the author of the preface noted:

The true words of the Buddhas take the mind to be the core theme (zong).  
Sentient beings believe in the Way, taking the theme to be the mirror (jian 
= jing)….The mind of the Buddha is the mind of the sentient beings, and 
causes enlightenment and so one becomes the Buddha….Chan Master Yong-
ming Yanshou realised the supreme vehicle, and realised the prime meaning.  
He clearly penetrated the scriptures of doctrine and deeply discerned the 
Chan theme/lineage….Because he read the Lankāvatāra Sūtra that says, “The 
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mind/heart of the Buddha’s words is the theme” he wrote the Zongjing lu.121

Even in the start of this huge text, Yanshou cited the Lankāvatāra Sūtra and Bod-
hidharma, probably reflecting the views of Mazu Daoyi.122  Zhengshou tended 
simply to add quote after quote to explain the sutra.  For example, the sutra text 
reads:

In summary I preach there are three kinds of vijñāna, but in breadth I preach 
that there are eight attributes.  What are these three?  They are the true 
vijñāna, the manifesting vijñāna and the particular-discriminating vijñāna.

Zhengshou then commented:

The Zongjing lu takes the true to be the original awareness, the manifest-
ing to be the eighth and the remaining seven vijñānas are all the particular-
discriminating vijñāna.123  It also says, “The true, called original awareness 
is the nature of the eighth vijñāna.  In the sutra there is an elucidation of a 
ninth vijñāna that stands outside of the eighth.  This ninth vijñāna is named 
the true vijñāna.  If one refers to the nature it is included and is not separate 
from the eighth vijñāna because the nature is universal.”124  Therefore Mr. 
Yang also takes the true vijñāna to be the attribute of reality.  The manifest-
ing vijñāna is the eighth vijñāna and the particular-discriminating vijñāna 
is the sixth vijñāna.125  The (Fanyi) mingyi(ji) says, “Vasubandhu’s Shidi-
lun (Daśabhūmivibhāṣa Śāstra): those who made it their theme split into 
northern and southern arguments.  The Southern faction took the ālaya to 
be the pure vijñāna and the Northern faction took the ālaya to be ignorance.  
Therefore the Miaoxuan126 says, ‘Now the clarification of the ignorant mind 
is not due to itself or other, nor to both, nor does it lack a cause.  The tetra-
lemma (options) are all inconceivable.’  This refers to one’s own actions 
(samskara?) refuting the arguments of the Southern (faction), which did 
not survive.  Asanga’s Mahāyāna saṃgraha Śāstra also had two transla-
tions that differed.  The translation by Paramārtha of Liang established the 



25

The Zen Commentary on the Lankāvatāra Sūtra by Kokan Shiren...

ninth vijñāna, arguing that the eighth vijñāna produced the various dharmas 
via the twelve-fold causation.  The translation by Xuanzang of Tang simply 
established the eighth vijñāna and called it the ninth vijñāna, which is only 
another name for the eighth vijñāna.  Therefore there is a difference between 
the Liang and the Tang and between North and South.  The Zongjing lu also 
says, ‘This ālayavijñāna is the true mind not maintaining its own nature and 
so according with the tainted and pure conditions, which combine and do not 
combine.  It contains and stores all true and worldly realms of the percepts.  
Therefore it is named the storehouse vijñāna.  It is like a bright mirror that 
does not combine with the reflected images and yet it contains the reflected 
images…’”127…What the Zongjing discusses is profoundly clear and it defi-
nitely can release later people from their doubts.  So the true, eternal, pure 
vijñāna and this sutra’s true vijñāna lack the slightest difference at the start.  
It is just that those who take it as their theme cannot discriminate in detail.  
This vijñāna is the substance (ti) of the ālaya.  Even though it is divided, still 
there is no other substance.  One should know that this sutra refrains from 
establishing the ninth vijñāna.  The eight attributes are also only vijñāna.128

The Fanyi mingyi ji by Fayün (1088-1158) of the Song had a preface by the Neo-
Confucian scholar Zhou Dunyi (1017-1073).  It was an encyclopaedic dictionary 
compiled in 1143, and this Tiantai handbook was inspired by the difference in 
translation terminology between Xuanzang and the earlier translators.  This sec-
tion on the mind and the vijñānas was heavily indebted to the Lankāvatāra Sūtra 
and the issues it raised.129

Zhengshou also cited Fazang and the different translation by Śikṣānanda,130 but he 
seems occasionally to add his own commentary to the sutra:

(Sutra) The extinguishing/cessation of continuity

(Commentary) This means that once the beginning-less, vain falsities and 
habit energies have been extinguished, all the calculations of the attributes by 
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the faculties’ vijñānas are not extinguished and yet are extinguished.

(Sutra) is the extinguishing of the cause of continuity, so then continuity is 
extinguished.

(Commentary)  Because false thoughts are dependent on cause there is conti-
nuity.  When the cause is extinguished, what then is the continuity dependent 
on?131

Zhengshou’s work betrays few signs of Chan, and even Yang’s commentary here 
seems more in tune with Chan.  In other words, Zhengshou’s work seems largely 
derivative, and although it seems to quote many works, these are simply quota-
tions within the few works Zhengshou quoted.  Song Lian’s judgment appears jus-
tified, for although one can create one’s own original interpretation via a pastiche 
of quotes, this does not seem to be the case here.

e) Shanyue’s commentary

Finally there is the commentary by Shanyue (1149-1241), a Tiantai monk who had 
studied Confucianism but became a monk at age fifteen.  Widely learned, he shift-
ed in 1180 to be an abbot in Donghu in Chekiang.  Because of his success in pray-
ing for rain, in 1215 he was appointed the Deputy Controller of Monks.  He wrote 
about many sutras, including the Diamond, Shou Lengyan and Yuanjue et cetera, 
and he wrote several works on Tiantai specifically.132   Shanyue expressed his 
views on Chan in his Shanjia xuyu ji, asserting that the aim of Buddhism is to put 
the mind at ease (anxin), but that the Bodhidharma transmission was meant only 
for those of superior capacity, whereas the perfect and sudden śamatha-vipaśyanā 
(yuandun zhiguan) was for those of middling capacity, with some concessions to 
those of the lowest capacity.  In other words, Shanyue claimed that Tiantai was 
more catholic.  He considered the Chan of his day as having no basis in doctrine 
and so was nothing more than empty words.  However, Chan from Bodhidharma 
to Huineng had achieved the Way via teaching (doctrine), and so was equivalent 
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to the yuandun zhiguan.  This was a new viewpoint in Tiantai.133

Shanjue’s Lengqie aboduolo baojing tongyi, dated 1209, begins by stating that 
this sutra in preaching the tathāgatagarbha and mind discussed it in terms of five 
dharmas, the three self-natures, eight vijñānas and two types on non-ego; and that 
it speaks of these in terms of being divorced from attributes, but talks of things 
(beings) in terms of the nature (xing).  Shanjue characterised its expression of 
Buddhism with the Neo-Confucian slogan of “thoroughly investigating the prin-
ciple and totally (realising) the nature” 窮 理 盡 性 , a phrase from an appendix 
to the Yijing.  Zhang Cai (1020-1076) had written of the Shou Lengyan jing that 
“Buddhism does not know investigating the principle and totally (realising) the 
nature,” but Daguan Tanying (985-1061) had responded that Confucians, even if 
they could comprehend the principle failed to do so with the nature (or Buddha-
nature).134  Shanjue wrote:

Therefore Bodhidharma transmitted it, Mazu illustrated it, Mr. Zhang Wend-
ing135 sanctioned it and Su Wenzhong promoted it,136  and so the world first 
transmitted it prolifically and people knew and looked upon it favourably.  
It was just that its text was brief and the old translations had made them for 
those of superior capacities who had understood it deeply themselves.  They 
transmitted it to later generations who did not immediately understand it due 
to its text and so did not come to explore it.  Moreover, it is open/poor, so 
virtually none of those of middling and lower capacities can understand it.  

Shanyue complained that the earlier commentators, although elucidating the sutra, 
were often ignorant of the significance of the sutra and so failed to distinguish 
between correct and incorrect teachings, thereby confusing them.  Therefore he 
claimed to rely on the rules of the Tiantai School to describe its principles, writing 
his text slowly over many years.137  Consequently the commentary is long and de-
tailed.  For example, on the attributes of the vijñānas and the kinds of vijñānas he 
wrote in part:
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The myriad dharmas are only mind and the vijñānas are due to the changes 
in the mind.  In order to clarify that the mind controls them all, he preached 
that the vijñānas are based on the mind.  There are various kinds of vijñāna, 
but the mind is not dual as a consequence.  This here clarifies the attributes of 
producing, abiding and ceasing of the vijñānas.  This tenet is threefold.  The 
first is the general (tenet) that indicates the attributes of the vijñānas.  There-
fore the second, the specific (tenet), clarifies the manifestation of the previous 
faculties and percepts that successively transform and produce based on the 
beginning-less storehouse vijñāna.  Therefore the third is the detailed 的 elu-
cidation that the true vijñāna does not cease and establishes the sutra’s theme 
of the mind preached by the Buddha.  Hence the first question is Mahāmati’s 
intention to take the attributes of the vijñānas that give rise to the cessation of 
thought.  Therefore he asked his question (as above).  In the answer, first (the 
Buddha) summarily indicated the attributes and then broadly clarified the 
meaning.  In the summary he said…138

Shanyue’s commentary then is scholastic, detailed and much concerned with re-
ferring to the intentions of the questions and answers and cross-referencing them.  
He does not seem to refer to previous commentaries, but relied on Tiantai notions 
such as general (tong) and specific (bie) teachings to distinguish between levels of 
interpretation.

Kōkan Shiren’s Commentary

 Shiren’s use of the existing commentaries

As the texts by Baochen, Yang Yanguo, Shanyue and Zhengshou are not cited by 
Shiren, nor it appears, was the commentary by Fazang, and the only commentary 
that is cited is that by Zhiyan, Shiren was probably unimpressed by the Song 
Dynasty commentaries.  Although it seems copies of Yang’s commentaries had 
made it to Japan (although only one is listed as an undated manuscript kept in 
Kyoto University), it may not have been available to Shiren as Mujaku did not list 
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Yang’s commentary.  Shiren only mentions that Baoju’s (Baochen) commentary 
was referred to by Song Lian and a later commentator.139  Mujaku only makes 
rare mention of Zhengshou when he quotes Song Lian,140 or where there is a tex-
tual problem with a character,141 and for some minor comment.142  Mujaku also 
referred once or twice to several Ming Dynasty commentaries.143  Mujaku cer-
tainly used Zhengshou’s commentary, probably because it was based on those of 
Baochen, Yang and several others.144  Moreover, Shiren and Mujaku cited in full a 
sutra translation by Zhiyan on cutting out meat consumption,145 where he is called 
Zhiyan of Zhixiang Monastery.

It is clear that Shiren and Mujaku both considered Zhiyan the real authority and 
barely referred explicitly to the Song Dynasty commentaries.

Butsugoshinron

a) Meaning of the title

Butsugoshinron is a title based on the subtitle of the Guṇabhadra’s translation 
of the Lankāvatāra Sūtra, the Yiqiefo yuxin 一 切 佛 語 心 , which rendered the 
Sanskrit sarva-buddha-pravacana-hṛdaya.146  This should mean “the heart of the 
words of all the Buddhas,”147 but it is also related to the theme of the sutra on 
the mind and vijñānas, and that all is a manifestation or projection of one’s own 
mind (zixin xianliang 自心現量 or　weizixinsuoxian　唯自心所現 , Sanskrit 
svacittadṛśyamātra).148  Shiren described this title in his “ordinary commentary”:

All (issai) means the sum total.  Buddha (butsu) is the Sanskrit pronuncia-
tion, but properly and in full the pronunciation is Buttaya.  Chinese love 
abbreviation and therefore they adopted Butsu (Ch. Fo).  It is translated as 
aware.  Go is the dharma that is preached in words.  Shin is of two kinds.  
The Sanskrit hṛd means the central reality (core).  The Sanskrit citta means 
conditioned thought.  The mind (shin) of conditioned thought is the sixth and 
seventh vijñāna.  The central-reality mind (shin) is the eighth vijñāna, the 
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tathāgatagarbha-mind.  Again, go is that which explains the substance of 
the teaching.  Shin then is the principle-nature of that which is explained….
That is to say, all Buddhas on Mt. Lanka preached two kinds of mind (shin).  
Question, “How can one say ‘all’ when there was only the one venerable, 
the Bhagavan, in the Lanka assembly at that time?” Answer, “There are two 
intentions.  The first is that the tathāgatagarbha-mind of one’s own nature 
was pristine, and (in) the prime-meaning truth is equal to Dharmadhātu, and 
so one Buddha and many Buddhas are subsumed in that realm of awareness.  
The Lanka assembly is the preaching of this on Lanka.  Therefore it says, 
‘the mind that all the Buddhas preach’ [or, ‘is the heart of all the Buddhas’ 
words’].  The second (intent) is what the Wei and Tang translations say, that 
(through) the divine powers of the World Honoured One in this great ocean 
there are limitless and innumerable Lanka mountains simultaneously appear-
ing to embellish and adorn with marvellous beauty, and on each and every 
mountain top there was a venerable Bhagavan, a Mahāmati, bodhisattvas, a 
King Rāvaṇa and assemblies preaching the Lankāvatāra Sūtra.  This then 
is the heart of all the Buddhas’ words.”  Jing’ai (Zhiyan) also said, “All the 
Buddhas of all directions assembled on this mountain.”  Master Zhiyan was a 
translator and so we should adopt his words.149

Shiren even had a take on ron or śāstra and upadeśa, which he described in the 
first lines of the preface:

There are two (kinds of) ron in India, the descriptive/transmitting, such as the 
Qixin lun (Kishinron) of the twelfth patriarch, the Bodhisattva Aśvaghoṣa.  
The second is the exegetical, such as the (Da)Zhidu (lun) of the fourteenth 
patriarch, the Bodhisattva Nagārjuna.  Those (ron) that have been accumulat-
ed to form a piṭaka do not go beyond these two forms.  And yet the descrip-
tive does not incorporate the exegetical, but the exegetical can incorporate 
the descriptive.  The exegetical oversees the descriptive.  Does incorporation 
(mean) incorporate in being (fully) endowed?  This is my reason for creating 
this Bustugoshinron.150
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Later, Shiren spoke of four secondary saints who appeared in India and China 
after the death of the Buddha.  Using an allusion to the Lunyu (Analects) of Con-
fucius, Shiren wrote that “they described but did not create.”151  The exegetical 
ron are the assistants to these saints.152  In this sense, Shiren is saying that his is an 
exegetical commentary, and this is of a lower status than the descriptive or trans-
mitting commentary, but of course it can be more complete.

b) Motivation for writing the commentary

The exact motivation for Shiren writing the commentary is not fully clear.  He 
had made a vow to write such a commentary in 1295, and yet he did not write 
the Butsugoshinron until thirty years later in 1325.  In 1294, a consensus of the 
Tendai assembly of Hieizan held that strange practices had appeared in Kyoto that 
threatened to extinguish Buddhism.  They appealed that this phenomenon, Zen, 
be stopped, and they took direct action.  Emperor Kameyama had built a Zenrinji 
in Kyoto, and this resulted in a debate over whether Saichō (767-822), the Tendai 
School founder, had introduced Zen into Japan.  Moreover, Annen, a Shingon 
scholar, had placed the “School of the Buddha-mind” or Zen above Tendai but 
below Shingon in his ranking of the teachings.  The Hieizan monks replied that 
Ennin (793-864) of Tendai had introduced Zen, but it was nyorai Zen (Tathāgata 
Zen), that of shikan (śamatha-vipaśyanā) as taught by Tiantai Zhiyi, and not the 
Zen of Bodhidharma, which is soshi Zen (patriarchal teacher Zen).  Thus they re-
jected Annen’s assertions and claimed that the Zen School should be eliminated as 
false Zen.  

Again, in 1295, Minamoto no Arifusa (1251-1319) wrote a diatribe against Zen 
and Nichiren’s nenbutsu.  Arifusa was especially virulent in his attacks on Zen, 
criticising it in ten points.  For example, Zen adherents despised doctrinal study 
under the rubric of “a separate transmission outside of the doctrine,” and so were 
unlearned.  Their separate transmission was nothing more than that of Shingon, 
and even though they said Zen did not depend on letters, they were in fact caught 
up in words.  When they attacked other schools and set up their own, claiming 
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there is no other Dharma beside the mind and that there is only one vehicle, their 
quotation of scripture differs in particulars and in mind.  They thus proclaim mind 
is the Buddha and merely sit sleeping on the meditation bench, only engaged in 
false thoughts.  Arifusa claimed that wherever Zen went it created disasters and so 
should be banned.153  It is likely that Shiren was responding to Arifusa, who may 
have been a relative through his mother, for when Shiren’s adviser, Yishan Yining 
died in 1317, Arifusa objected to Emperor Kameyama awarding the Chinese monk 
the posthumous title of National Teacher and making Arifusa write his funerary 
encomium.154  And of course, it was Shiren who wrote about this in his biography 
of Yining.155

Such attacks on Zen continued, with Hieizan objecting in 1305 to Emperor Gouda 
establishing Kagenji in Higashiyama for Zen.  The project was stopped.  Then 
there was a “purification” of Darumadera in Yamato’s Kataoka, with it razed to the 
ground.  The Zen monks there tried to rebuild.  Then in 1325, the Nara and Hiei-
zan Buddhists, representatives of the establishment schools, petitioned that Zen 
be abolished.  This resulted in a debate called by the emperor, Zen represented by 
Tsūō Kyōen (1257-1325) of Nanzenji.  It commenced in the first month of 1325.  
Despite an attack of palsy, with the assistance of Shūhō Myōchō (Daitō Kokushi, 
1282-1336), Kyōen proposed a question and answer format, the losers becoming 
the pupils of the winners.  Myōchō went on to win, as did Kyōen over the period 
of a week, but Kyōen died immediately after the victory.  Shiren wrote later in 
1338 in his Shūmon jisshōron [Ten Points of Superiority of Zen], possibly a coun-
ter to Arifusa in part, how Zen was really the essence of the Buddha’s teaching 
and that the rival schools taught only the derivative, and that their lineages only 
went back to Zhiyi in Tendai, to Asanga in Hossō and so on,156 unlike Zen, which 
lineage allegedly can be traced back to the Buddha.  This probably also summed 
up some of the points of the debate, which was sometimes called the Shōchū De-
bate after the reign period in which it was held.  Emperor Godaigo had awarded 
victory to the Zen party.157

As Shiren usually called Zen the Lineage (or School) of the Buddha-mind 
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(Busshinshū), it is clear that the Lankāvatāra Sūtra’s emphasis on mind, that it 
taught “the mind/heart of the words of all the Buddhas” had appealed to him.  
Shiren used this as a foundation stone for his attack on his rivals.  Pertinently, his 
preface to the Butsugoshinron focuses on the Zen lineage:

In the past, after the Buddha died and Maitreya had not yet appeared, there 
was a long period when heresies flourished and the holy teaching was un-
clear, almost being lost.  The writing of this ron is to elucidate this.  Now the 
holy lineage is the orthodox lineage (seitō).  What is the orthodox lineage?  It 
is the direct indication.  What is the direct indication (of the human mind)?  It 
is the immediate percept.158  What is the immediate percept?  The Tathāgata 
(Thus Come).  What is the Tathāgata?  The orthodox lineage.  Because of the 
orthodox lineage there is the Tathāgata.  Because of the immediate percept 
there is the direct indication, and because of the direct indication there is the 
orthodox lineage.  For this reason the Bhagavan sat on the peak of Lanka and 
expressed the wisdom of inner realisation and expounded it with his broad, 
long tongue, saying, “The Tathāgata is the (things?) immediately manifested 
before you.  This mountain peak is in the middle of the southern ocean.  As-
sembled here are the eight seas and seven waves.”  That which strikes the eye 
and preserves the Way is called the immediate percept.  The immediate per-
cept cannot be measured ( 量 , mātra) by a metaphor, and so it is said to be a 
direct indication, and it is not a divergence of nature and attribute.  Therefore 
it is called the orthodox lineage.  This is what this ron elucidates.  Some-
one said, “From what was the orthodox lineage obtained?”  I say, “It was 
obtained from Bodhidharma.”  “From whom did Bodhidharma obtain it?”  
“From the Bhagavan.”  “Where did the Bhagavan preach it?”  “On Lanka.”159

Shiren is using a circular logic to justify the superiority of Zen and the place of 
the Lankāvatāra Sūtra in it.  It is only the orthodox lineage, a theory based on the 
idea of a legitimate dynastic succession or zhengtong in China.160  Although not 
explicitly stated here, the Zen position was that this succession came from the 
Buddha via Mahākāśyapa through to Bodhidharma in India, and then through the 
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six patriarchs of China and then via branch lineages through to the current day, 
including Shiren himself.  The Chan and Zen histories held that this lineage was 
threatened a number of times and barely survived.  Zen was the only legitimate 
form of Buddhism because it was a direct, unbroken transmission from the Bud-
dha himself.  All other schools of Buddhism had interrupted lineages and were 
derivative or secondary.  As Shiren noted in his Hakkai ganzō, the Kośa began 
four hundred years after the Buddha’s demise in the time of King Kaniṣka; the 
Satyasiddhi or Jojitsu appeared nine hundred years after the Buddha.  The Vinaya 
or Ritsu appeared after the Buddha died with Upali.  Kegon was the first teaching 
delivered in a sutra by the Buddha, but it was only transmitted by Aśvaghoṣa and 
others, much later.  The Sanron (Madhyamaka) began seven hundred years after 
the Buddha with Nagārjuna; the Hossō was only a late lineage, and Shingon began 
six hundred years after the Buddha’s death.  Tendai had an interrupted lineage.161  
According to Shiren’s vision, the Tathāgata manifested himself immediately in a 
percept to people on Mt. Lanka, thereby directly indicating the Buddha-mind or 
mind-nature of sentient beings.  The first direct indication was to Mahākāśyapa, 
and so the direct indication transferred from generation to generation of patri-
archs, thereby forming an orthodox lineage.  Again, Bodhidharma transmitted the 
Lankāvatāra Sūtra as part of this teaching of direct indication.  Therefore it could 
be used as a refutation of Tendai and Shingon claims that Zen was derivative or 
that it had no basis in doctrine and the scriptures.  Moreover, Shiren’s own erudi-
tion counteracted the slanders of Minamoto no Arifusa, a senior government min-
ister, that Zen monks were unlearned.

c) Divisions in the sutra and the commentary

Shiren overall divided the sutra and its commentary into ten outlines, rather like 
Fazang’s ten discriminated topics.  Shiren has, 1. origins (of the sutra), 2.  piṭaka 
incorporated into, 3. the teacher, 4. meaning of the name (of the sutra), 5. differ-
ences in its teachings, 6. essential tenets, 7. Indian texts, 8. Chinese translations, 
9. topic divisions, and 10. textual commentary.162  Fazang was more elaborate, 
more theoretical in approach and more devoted to the number ten, a symbol of 
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perfection.  Topic one coincides, and the second is similar, although Fazang wrote 
more on the divisions of the Tripitaka.  Shiren’s number six is probably closest to 
Fazang’s number three, “the discrimination to illuminate the teaching” and to his 
number six, which is where Fazang made his jiaopan or ranking of the teachings.  
Fazang’s capabilities for the teaching has no counterpart in Shiren’s scheme.  Fa-
zang’s number seven is like the explanation of the title that Shiren subsumed into 
the textual commentary and is similar to his number four.  Fazang’s number eight, 
“the classifications of the transmissions” covers the material in Shiren’s number 
seven and eight.  Fazang’s number nine, “the divisions in the principle” is more 
about meaning and not like Shiren’s subdivisions in the sutra.

Shiren’s division of the sutra into topics was unlike any made previously.  These 
were generally classified into the overall (sō) and the specific (betsu).  The over-
all are of three kinds: the chapter of requests by Mahāmati, the interlocutor; the 
second the heart of the words (goshin); and the third the final mantic gāthās.  The 
first and third are not in Guṇabhadra’s translation, for “Guṇabhadra did not choose 
them (for translation) because their Dharma was no different to that preached be-
fore and because the gāthās are hymns of recapitulation.”  After further explana-
tion of this, Shiren divided the specific topics into three kinds: those in the sutra 
preface; those in the gāthā dialogue lines; and the third those in the continued 
dialogue.  The preface is divided into the general and specific preface.  The gāthās 
are divided into the questions and the answers.  All these are specified with lines 
from the sutra.  The third, the continued dialogue, is divided into eighty-six sec-
tions.163

These eighty-six sections have become the standard way of breaking up the sutra 
into analytical units, and Suzuki claimed these are “the most rational way of read-
ing the sutra, as in each of his sections only one subject is treated.”164  This tech-
nique of adding rather arbitrary chapter divisions to an amorphous text may have 
been derived from the Kumārajīva translation of the Diamond Sutra.165  Mujaku 
Dōchū makes the intriguing comment that 
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Kokan took the repeated dialogues and divided them into eighty-six sections, 
and he also had a source for them with the pupil of the Second Patriarch, 
Layman Xiang, who separated this sutra into eighty-six sections.  Currently 
(this commentary) is in the library of Sanshōji of Tōfukuji, and Kokan totally 
relied on this. 亦有來由二祖弟子向居士就此經別（八十六分）。現在東
福ノ三聖寺大藏。關師全依此矣 .166

This commentary by Layman Xiang is otherwise unknown, but Layman Xiang 
is known from the Xu Gaoseng zhuan biography of Huike and a letter of his to 
Huike has survived in a quote therein and in the Long Scroll.167  It may have been 
a falsely attributed commentary, for there is no mention of it anywhere else that I 
am aware of.  It must remain a mystery for the time being.

d) The teacher of the sutra

Another salient feature of Shiren’s commentary is Shiren’s assertion that the 
teacher (kyōshu 教主 ) is 

Vairocana Dharmakāya.  As the Dharmakāya has no attributes, it likewise 
has no verbal preaching, so why does this sutra establish the Dharmakāya as 
the preacher?  The answer is that the Dharma Buddha’s non-preaching is the 
Response Buddha (Sambhogakāya) talking and is not the True Buddha talk-
ing.  Therefore the sutra says, “The Dharma Buddha preached the realm of 
his own awareness and holy wisdom,” which is why the Tathāgata suddenly 
responded to Mahāmati with the gāthā, “I will speak to you of the realm of 
self-awareness.”  The remaining Dharma was often preached here and I will 
analyse it clearly.  This is clearly seen in the last fascicle, so I will not detail 
it here.  Why then in the Mahāvairocana Sūtra in the Great Piṭaka isn’t the 
Dharma spoken of as (by) one and cannot sustain a full presentation? 168

Shiren is here proclaiming the superiority of the Lankāvatāra Sūtra, and the men-
tion of the Mahāvairocana Sūtra was likely aimed at his Shingon and Tendai ri-
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vals.  However, the Lankāvatāra Sūtra does not mention the Vairocana-Buddha or 
Vairocana-Dharmakāya, and it seems to have been Shiren’s interpolation, for none 
of the other commentaries mention this.169  Shiren was undoubtedly referring to a 
passage in Guņabhadra’s translation that reads, 

The Vajra-vīra (Diamond Demigod) accompanies and protects the Nirmāṇa 
(transformation) Buddha and not the True Tathāgata.  Mahāmati, the True 
Tathāgata is divorced from all the measures of the sense-faculties, having 
extirpated all the measures of sense-faculties of ordinary people, śravakas, 
pratyeka buddhas and non-Buddhists, and attains the delight in abiding in the 
manifest Dharma and uninterrupted forbearance of the Dharma-wisdom.170

As Suzuki stated, “One thing I wish to emphasise in this statement concerning 
the three forms of Buddhahood is that the story of the innermost perception to be 
gained by the Bodhisattva, forming the central theme of the Lankāvatāra, is told 
only by the Mūla-tathāgata, or true Tathāgata ( 真実如來 ) as in the T’ang version, 
because he is above all senses, all logical measurements (sarvapramāṇa), and can-
not be perceived by the Śrāvakas and Pratyekabuddhas, nor by the philosophers; 
because he abides absorbed in the bliss of realisation and in the perfection of the 
highest knowledge.  The doctrine of the Lankāvatāra is thus seen to be the direct 
revelation of the absolute Buddha as he is.” 171  This is what Fazang was referring 
to when he wrote that “production (of a result) via practice originally existed, for 
the Dharmakāya is that which realisation and causation reveals,” or “that origi-
nally existing production is non-discriminatory wisdom that flows forth from the 
True Suchness.” 172  However, Shiren did not mention Vairocana in his commen-
tary on this passage, using the term Dharmakāya Buddha 法身佛 instead.173  The 
equation of the True or Fundamental Tathāgata with the Vairocana (J. Birushana) 
Dharmakāya seems to echo the Tiantai position that Vairocana (Birushana) is the 
Dharmakāya or Dharmakāya-Tathāgata.  In other words, Zhiyi had differentiated 
Vairocana into two, with Birushana as the Dharmakāya or Dharmakāya Buddha 
and Roshana as different.  This was Saichō’s view.174  On the other hand, in Shin-
gon, its founder Kūkai (779-835) identified Mahāvairocana as the Dharmakāya.  



38

This was supposedly a “great leap in speculation.”175  Kūkai had relied on the 
Lankāvatāra Sūtra to promote the idea that the Dharmakāya preaches the Dharma, 
something he linked to Vairocana preaching in the Mahāvairocana Sūtra.  He 
even wrote of a Dharmakāya Tathāgata Mahāvairocana.176  It seems then that Shi-
ren in his preface was using these identifications of Vairocana and Dharmakāya 
against Tendai and Shingon by showing that Zen had a transmission direct from 
the Dharmakāya or True Tathāgata, unlike Tendai or Shingon, which were only 
partial and lacked the requisite unbroken lineage.  Shiren may also have been 
mischievously alluding to the differences between Tendai and Shingon over these 
points.177

e) Three levels of the commentary

The most distinctive feature of Shiren’s commentary though is found in the textual 
commentary, in the interlineal explanation.  As Shiren stated in his Outline, under 
outline ten, he had created three kinds of commentary; the ordinary (hei 平 ) or 
usual commentary; the kaku 格 or structural commentary; and the wisdom (chi 智 ) 
commentary.  As far as I know, these cannot be found in earlier commentaries on 
any sutra or scripture.  

The ordinary commentary is like standard commentaries found in almost any in-
terlineal commentary.  The kaku is more a parsing commentary, related possibly 
to the geyi (J. kakugi) or matched meanings of the early phase of translation into 
Chinese of Indian or Central Asian sutras.  Kaku also meant rules, as used by Itō 
Tōgai (1670-1736) in his title, Yōjikaku [Rules for Using Characters], which was 
about syntax and particles in literary Chinese.  This last is probably similar to Shi-
ren’s usage.  Shiren explained it as follows:

The parsing commentary is its particulars (numbers), which are of two kinds; 
the parsing of the prompting 啓 , the second the parsing of the preaching.  
The question sentences of Mahāmati are all named prompts.  The words and 
speech of the Tathāgata are all called teaching.  The prompts and preach-
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ing beautify and change each other’s disposition 態 in many enunciations
出 .  In summary the parsing (rules) of establishing the Dharma number fifty.  
The calling of a name is called appellation (vocative), the opening words 
are called an introduction擧 , the establishing of a word is a proposal 建 , 
the elucidating explanation is a discrimination; the allocating of something 
appropriate is a matching [as in a metaphor, or a closure]; collecting and 
gathering is a package 束 ; a major analysis is a section; a minor section is 
an analysis 析 .  To introduce the previous is the past 舊 , to adopt the past 
is a proof, to affirm the above is acceptance 領 ; the acceptance of a dis-
crimination is a reiteration 牒 .  To mark out is expression/exhibition 表 ; to 
differentially separate is selection 簡 ; to set out a list is horizontal 横 ;178 the 
duplication of preaching is recapitulation 復 ; the following on of a category 
is a continuation 承 ; resemblance is comparison; enticement and admonition 
is teaching; to perform action is cultivation 修 .  The usually preached is or-
dinary 平 ; to expediently proclaim is the provisional 権 ; to help in expound-
ing is assistance; to talk of the future is prediction 記 ; mutual consultation is 
exchange; to critically interrogate is inquiry 徴 ; repeated lines are duplica-
tion疊…There are also opening phrases 起詞 ,179 openings to preaching 起
説 , the ritual of preaching 説儀 and hymn phrases 頌詞 that (appear) at the 
beginning and the end (of a sermon) respectively.  The opening prompt 起啓 
through to the prompt verses are the same.  Again, the parsing characters 格
字 or the setting out of the paragraphs and sentences are to facilitate reading.  
Since these parsing characters are signs of the forms of the preaching, and 
the sutras all have parsing signs, I therefore have decided here to apply them 
to the commentary on this sutra.180

I suspect that this ‘parsing’ was adopted by Shiren because he was a lexicographer, 
responsible for compiling the most popular rhyme dictionary in Japanese history, 
and because this could be used to assist Japanese students who did not have Clas-
sical Chinese as their native language.  This was even more necessary with a sutra 
that even the most literate of Chinese like Su Dongbo (Su Shi, 1037-1101) had 
occasion to complain about.  Some of the terms may have been derived from text-
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books or manuals of style used by Japanese in their education in literary Chinese.  
However, some of these terms in a similar use appear in Zhiyan’s commentary, as 
with, “The first line introduces 擧 birth and non-birth, the next sentence reiterates 
牒 the above three questions,” 181 or “this inquires as to the reason 此徴所以 ,” 182 
and “the below re-elucidates non-birth.  This was previously signalled 先標 ,” 183 
“next it elucidates the selection 料簡 .  This first inquiry has two meanings…,” 184 
and “this lists four names…and it horizontally establishes them 此列四名 … 而
横立也 .” 185

The next distinctive feature, the wisdom commentary 智箋 is explained by Shiren 
as follows:

There are five kinds of wisdom in total.  The Fodi jing says, “The five dhar-
mas incorporate the stage of the Tathāgata.  The first is the (wisdom of) the 
pristine Dharmadhātu; the second is the great, perfect mirror (like) wisdom; 
the third the wisdom of the equal nature; the fourth the wisdom of marvel-
lous inspection; and the fifth is the wisdom of the perfection of what is to be 
done.”  Here this Lanka solely preaches the inner realisation186 and not the 
Sambhoga(kāya) or Nirmāṇakāya that provisionally preaches in response 
to others.187  Hence the five wisdoms are the True Buddha’s response to the 
capabilities (of students).188  In elaborating on this sutra I preach it in associa-
tion with the five wisdoms.  Therefore I have established this wisdom com-
mentary in order to make my interpretations and explication.  The Chinese 
scholars sometimes distribute it (according to) the Tiantai’s general (category) 
or place it in the Huayan sudden (teaching category), which is looking up 
from a well (in tunnel vision) or measuring (the ocean) with a gourd, which 
is lamentable.189

Mujaku makes clear which teachings in the rankings of teachings in Tiantai 
and Huayan were meant, and shows from Shiren’s other works that the Tiantai 
master in Shiren’s sights was Zhanran (711-782) and his Zhiguan fuxing chua-
nhongjue.190  The five wisdoms are known in Shingon and are given in Sanskrit 
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as dharmadhātu-prakṛti (or svabhāva)-jñāna, ādarśana-jñāna, samatā-jñāna, 
pratyavekṣana-jñāna and kṛtyānusthāna-jñāna.  As Shiren indicated, the origins of 
this lies in the Buddhabhūmi Sūtra and the commentary by Qin’guang (Prabhāmitra 
or Bandhuprabhā) known as the Buddhabhūmyopadeśa or in Xuanzang’s trans-
lation as Fodi jing lun.  The commentary text that corresponds to Shiren is at 
T26.301b, and it maintains that these five wisdoms incorporate the stage of great 
awareness, which is that of the Buddha.  The Fodi jing lun says:

The pristine dharmadhātu (wisdom) means to be divorced from adventitious 
contaminants and polluting impediments that are known (in the form of) all 
frustrations (kleśa); and is all created and uncreated dharmas being without 
error and (in their) true nature, and all holy dharmas that are produced and 
furthered due to causation, and all the Tathāgatas’ true reality itself.  From 
time without beginning one’s own nature is pristine and is compleate with 
various surpassing 過 ? merits of the nature and attributes as numerous as 
the atoms of worlds in all directions.  It has no birth and no cessation, just 
like empty space and is universal in all directions and in all sentience, which 
equally share and possess it, and yet it is not identical with all dharmas and 
still is not different, being neither existent nor non-existent, divorced from all 
attributes, all discriminations, all names and words….Only this pristine, holy 
wisdom realises this, and is the True Suchness that illumines the two empti-
nesses of non-ego.  Due to this self-nature, the saints understand and realise 
the Buddha’s perfect realisation.  Thus it is named the pristine dharmadhātu 
wisdom.

The great, perfect mirror wisdom means to be divorced from all grasping of 
ego and ego-content (mine), from all discrimination of adoption and adopter, 
and the conditioned actions and attributes (of mental activity) cannot be 
known, and one is not stupid and yet does not forget.  This is the knowledge 
that does not discriminate any realms (wherein) the percepts are differentiat-
ed from each other in all times and places without interval.  It is to be forever 
divorced from all frustrations and polluting impediments and out-flowing 
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seeds.  All pristine non-out-flowing seeds of virtue are perfectly fulfilled.  It 
can manifest and produce all realms, wisdoms and shadow images, and is 
what all bodies, lands and shadow images rely on, holding all the virtues of 
the Buddha-lands (stages).  It penetrates the future without any interruption 
or ending.  Thus it is called the great mirror wisdom.

The equal-nature wisdom means to contemplate self and other as all equal, 
great compassion and great kindness always accompanying one, and con-
stantly without interval or interruption one establishes Buddha-lands (stages) 
without residing in nirvāṇa, and yet according with what sentient beings en-
joy one manifests the various shadow images of the received body and land.

The wisdom of marvellous inspection, not sharing that basis (reliance), thus 
is named the equal-nature wisdom (?).  The wisdom of marvellous inspec-
tion means that there is constant contemplation without impediment of all the 
realms that are differentiated.  It incorporates and stores all dhāraṇī entrances, 
samādhi entrances and marvellous dhyānas et cetera….the great mass assem-
blies can manifest all free functions, severs off all doubts, raining down the 
great Dharma rain.  Thus it is named the wisdom of marvellous inspection.

The wisdom of the perfection of what is to be done means it can be present 
in all realms and accompanies sentient beings who should be converted and 
should be matured, and manifests various kinds of unlimited and innumer-
able, inconceivable Buddha transformations (avatars) and conversion events 
as expedient means to benefit and delight all sentient beings constantly with-
out interval or interruption.  Thus it is named the wisdom of the perfection of 
that to be done.191

The dharmadhātu wisdom then coincides with the pristine tathāgatagarbha that 
Chan and the Lankāvatāra Sūtra maintain all beings possess but is hidden by pol-
lutants; the mirror wisdom is the non-dual insight that reflects all things without 
the stain of pollution and the subsequent production of karmic retribution.  The 
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third is a contemplation of that equality due to great compassion and is the stage 
of the perfected bodhisattva who keeps the vow not to enter nirvana until all be-
ings are saved, and manifests in the images of the saviour Buddha or bodhisattva.  
The marvellous inspection wisdom is that found in the practice of meditation 
that removes all doubts.  The last is the wisdom of the actions of teaching via the 
Nirmāṇakāya.

These wisdoms are in turn linked to the vijñānas and the conversion or transfor-
mations produced in them by practice.  The Fodi jing lun describes this as follows:

The transformation of the vijñānas, skandhas and bases and the attainment of 
the four wisdoms without outflow and the corresponding mind is called the 
great, perfect mirror, which broadly speaking (covers) even up to the mind of 
the perfection of what is to be done.  The transformation of the eighth vijñāna 
attains the wisdom of the great, perfect mirror wisdom and its correspond-
ing mind because it can hold the seeds of all virtues and can manifest and 
produce the wisdom of all bodies and lands and their shadow images.  The 
transformation of the seventh vijñāna attains the equal-nature wisdom and 
its corresponding mind because it can distance itself from the two graspings 
and the distinction of self and other, and realises all is equal in nature.  The 
transformation of the sixth vijñāna attains the wisdom of marvellous inspec-
tion and its corresponding mind because it can contemplate all without any 
impediment.  The transformation of the five manifesting vijñāna attains the 
wisdom of the perfection of that to be done and its corresponding mind be-
cause it can manifest and manage that which is done externally.192

This scheme should also suit the interpretation of the Lankāvatāra Sūtra for it 
preaches the eight vijñānas and their transformation or parināma.

Shiren’s commentary in practice still remains rather scholastic, however, possibly 
to counter his doctrinal rivals who accused Zen of ignorance and obscurantism, as 
well as to instruct students and to perhaps reflect the tradition of Buddhist com-
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mentaries.  Let us look at his commentary on the subtitle of the sutra, “The mind/
heart of the words of all the Buddhas” (issai butsugoshin), following on from the 
ordinary commentary which is given above:

The wisdom commentary:  All (issai) is the dharmadhātu wisdom.  Buddha 
(butsu) is the perfect mirror (wisdom).  Words (go) is the equal(-nature wis-
dom).  Mind (shin) is the inspection (wisdom).  The chapter is the perfection 
of what is to be done (wisdom).  Question, “Why is all the dharmadhātu 
wisdom?”  Answer, “The dharmadhātu wisdom is the general name for the 
four (other) wisdoms.  All is also in the meaning of sum total.”  “Why is Bud-
dha mirror wisdom?”  “The Buddha’s percept (realm) is perfect and bright, 
just like the attribute of a mirror.”  “Why is words the equal wisdom?”  “The 
words lack the attributes of high and low and so are equal.”  “Why is mind 
the inspection wisdom?”  “Mind basically has no form for it to be inspected 
as an attribute.”  “Why is chapter the doing wisdom?”  “The dharmas that are 
to be done are all in categories that are to be perfected.”193

Interestingly, Shiren did not violate the spirit of the sutra when he commented on 
an issue dear to the Zen heart, the question of whether or not enlightenment was 
sudden or gradual; Zen favouring the sudden option, at least in a superficial expla-
nation.  The sutra begins:

At that time, the Bodhisattva Mahāmati, in order to cleanse his own mind of 
the manifesting flow on,194 requested the Tathāgata, saying, “World Honoured 
One, how does one cleanse the own mind of all sentient beings of the mani-
festing flow-on?  Is it sudden or is it gradual?”

Shiren:  Thematic continuity:  Having discarded the various views, one at-
tains the mind’s conferral that one should directly clean away that manifest-
ing flow-on, and the gatha concludes, saying, “What is a brilliant cleansing?”
Parsing commentary: From “At” to “saying” is the opening phrase; from 
“How” to “flow-on” is the question prompt; from “Is it” to “?” is the analyti-
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cal prompt.
Ordinary commentary: The opening passage on the manifesting flow-on 
means the frustrations.  The question passage is on two kinds of cleansing; 
these are the above so-called flow (prabandha) cessation and the attribute 
cessation. The manifesting is also two kinds; the attribute of production and 
the attribute of abiding (persistence).  The flow is also of two kinds; the flow-
on of production and of abiding.  All sentient beings add to the words of oth-
ers.  There are two kinds of analytical passages, that on sudden and gradual.  
Question, “As Mahāmati was in the position of a son of the Dharma King, 
why does he have manifesting flow-on?”  Answer, “This has two meanings.  
The saints respond to the world and control and induce the capabilities of be-
ings, the guest and host pledging each other [i.e. vows]….The causal ground 
(stage) and resultant rank [in the bodhisattva career] are just separated by a 
tissue, and the cleansing of the manifesting flow-on involves only a trifle.” 195 

After the sutra elaborates on the gradual cleansing from one viewpoint, that of the 
practitioner, it switches to the view of the teacher:

It is for example like a clear mirror that suddenly [all at once] manifests all 
material images without attribute.  The Tathāgata cleanses the own minds of 
all sentient beings of manifesting flow-on also like this, suddenly manifesting 
that without attribute and that which does not exist and which has a pristine 
percept realm.

Shiren: Parsing commentary:  From “It is for example” to “images without 
attribute” is the metaphorical preaching.  From “Tathāgata” to “realm” is the 
conclusion (or matching) of the teaching.
Ordinary commentary:  The metaphor passage is as the text has it.  The con-
clusion passage on that without attribute, that which does not exist, and the 
pure percept realm, is speaking of the eighth stage.
Wisdom commentary: This is the perfection of what is to be done (wisdom).  
The question and answer on the mirror’s manifested images lacking cogni-
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tive thought is that each of the previous five (vijñānas) are attributes that lack 
thought and yet are material.196

I have the impression that Shiren did try to remain faithful to the spirit of the su-
tra and did not try to read too much of the mature Zen ideas back into it.  Rather, 
those elements appear in the preface and Outline, where he placed the sutra in the 
lineage from Bodhidharma and used this to counter his rivals.

Conclusion

Shiren was heir to the Zen use of the Lankāvatāra Sūtra as an authoritative scrip-
ture for its lineage and legitimacy, which paradoxically did not rely on the written 
word and was suspicious of language.  Zen used the Guṇabhadra translation, noto-
riously difficult because its style and syntax was so foreign, only half assimilated 
to Chinese patterns.  Perhaps that made it more authentic, and its very lapidary 
style of question and answer, paradoxical statement, apparent lack of organisation 
and its avowal that it was the gist or mind of the words of all the Buddhas, but 
still only a finger pointing at the moon, had appeal and deterrence.  Therefore it 
provided an undercurrent of core ideas and a style for Zen, but it was rarely ever 
granted a full and explicit commentary.  Shiren, in his defence of Zen as appropri-
ate in the Japan of his age that was dominated by Tendai and Shingon, adopted 
this sutra as a legitimisation of Zen’s role in the country.  He even made it supe-
rior, with a source in the Dharmakāya or embodiment of the Dharma itself.  

However, Shiren generally ignored the existing commentaries as either superficial 
or as tainted by the ideas of his rivals, as was the case with the Tiantai commen-
tary by Shanyue.  The one commentary he did rely on was that by the Khotanese 
monk, Zhiyan, which was very short and soon lost, perhaps overshadowed by 
Shiren’s opus.  Mujaku Dōchū also alleged that Shiren had adopted the topic divi-
sions found in a commentary by Layman Xiang, which would then go back almost 
to the time of Bodhidharma.  But there is nothing to substantiate this.
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The commentary Shiren wrote was innovative, probably because he intended it 
for varied purposes, ranging from instruction on how to parse the text for students 
to use as a weapon against his religious rivals.  He adopted a commentary that al-
located parts of the sutra to five forms of wisdom as found in the Fodi jing, and 
possibly with inspiration from a passage on Huineng in the Jingde chuandeng 
lu.  This may have come to him via the reference in Baochen’s commentary, and 
the Jingde chuandeng lu’s notes linking four of the kinds of wisdom to the differ-
ent transformations of the vijñānas.  The Jingde chuandeng lu was an ‘authentic’ 
lamplight history of the Chan transmission that Shiren as a Zen monk and his-
torian had read and lectured on.  Yet Shiren did not even mention these sources, 
which was not unusual at that time in Buddhist commentary.  Despite this wisdom 
commentary being an innovation, Shiren was parsimonious in its use, the com-
ments usually brief.  He wrote more in the ordinary and parsing commentaries.

Shiren’s commentary is deserving of more study, for it inspired sub-commen-
taries and glosses, and its influence has been exerted on modern studies of the 
Lankāvatāra Sūtra by scholars such as D. T. Suzuki and Takasaki Jikidō.  Indeed, 
Shiren needs more study, as do the sutra commentaries of East Asian Buddhism, 
for they played as great role as the treatises and collected sayings that have at-
tracted most attention to date.

I wish to thank Prof. Funayama Tōru for reading this article and making a number 
of corrections, suggestions and articles for further reference.  I would also like to 
thank Maeda Naomi of the Zenbunka kenkyūsho for introducing me to the works 
of Prof. Tokiwa Gishin and providing me with copies.  I would also like to thank 
Prof. Tokiwa for these copies,especially as these were self-published and not for 
sale.  However, all opinions and errors in this article are mine alone.
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120 Song Lian’s preface, Z25.615a8-14; Tanying’s Rentian yanmu, T48.327c7ff., Suzuki 

(1930), 48.

121 T48.415a7-15; Zongjing lu translates as “Record of the Mirror of the Theme.”

122 T48.417b18, 29-c3; see also 418b citing Daoyi and his heirs.

123 From Zongjing lu, T48.742c7.

124 From Zongjing lu, T48.742c8-11.

125 Paraphrase of Yang, Z91.317a-b.

126 Probably refers to Tiantai Zhiyi’s Miaofalianhua jing xuanyi.

127 From Fanyi mingyi ji, T54.1159a23-b4, b11-17, rearranged and slightly summarised.

128 Z25.624b12-625a4.

129 T54.1151c-1159c.

130 See Z25.625a.

131 Z25.625a15-17.

132 T49.238b-239a.

133 Ohno Hideto (2002), “Tendaishū Sangeha to Zenshū to no kōshō,” in Suzuki Tetsuo, 

comp., Sōdai Zenshū no shakaiteki eikyō, Sankibō Busshorin: Tokyo, 272-273.

134 Araki Kengo (1984), Yōmeigaku no tenkai to Bukkyō, Kenbun shuppan: Tokyo, 248, 

251; cf. Zhang Cai (1978), Zhang Cai ji, Zhonghua shuju: Peking, 31, “Buddhists do not 

know investigating the principle and yet they themselves regard it as the nature.”

135 Zhang Fangping (1007-1091), a leading official and supporter of Buddhism.  The refer-

ence may have been to his reading of the Lankāvatāra and of Chan texts.  He also praised 

Qisong, a leading Chan scholar, for his literary and Buddhist knowledge.  See Huang 
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Qijiang (1997), Bei Song Fojiaoshi lungao, Taiwan shangwu yinshuguan: Taipei, 145, 

149 note 72, 156.  Zhang also remarked to Wang Anshi that there were people superior to 

Mencius, listing Mazu and other Chan masters, declaring Confucianism shallow.  All the 

Chan masters he listed were supposedly thoroughly versed in the Buddhist scriptures.  See 

Zheng Suwen (2006), Sō shoki Rinzaishū no kenkyū, Sankibō Busshorin: Tokyo, 125-126.

136  Su Dongbo (1037-1101), see Suzuki (1930), 56; Jorgensen (1989), 307 note 52. 320.

137 Z25.428b4ff.

138 Z25.437b3-8; this passage continues on to 438a10, several pages in English at least.

139 BS, Preface, 2a-b.

140 Butsugoshinron kōshō, 4.194a, commentary on BS 4.12.

141 Butsugoshinron kōshō, 10.405b, commentary to BS10.4 = 10.6.3.

142 Butsugoshinron kōshō, 12.511a.

143 Butsugoshinron kōshō, 14.589b, for BS 14.27, and 16.645b for BS 16.21.

144 Butsugoshinron kōshō, introduction, 2a-b; cf. Z25.615b.

145 Butsugoshinron kōshō, 18.706bff and BS 18.21 (not in N10?).

146 Tokiwa (2003), “On the Core of All Buddhas’ Teachings.”

147 Takasaki (1979), 24; Suzuki (1930), 38, cf. 42.

148 Takasaki (1979), 101.  Tokiwa (2003), xxvi, “what is seen as something external is 

nothing but one’s own mind.”  Xianliang is usually a translation of pratyakṣa, but in 

Guṇabhadra’s translation of the Lankāvatāra Sūtra it is the last part of svacitta-dṛśya-

mātra, glossed by Funayama Tōru as, “nothing but what is experienced by one’s own 

mind,” where xian liang is two terms; xian “to appear to manifest oneself” and liang is 

mātra, “merely, only, nothing but.”  Funayama Tōru, “Chinese translations of pratyakṣa,” 

chapter to be published in Hamburg, pp. 8-11.  Chapter courtesy of Prof. Funayama.  

Yanagi Mikiyasu (2011), 77-79, argues that zixin xianliang or svacitta-dṛśya-mātra in the 

Long Scroll (at Yanagida 1966, 50, 103) is used to mean “manifest one’s own mind and 

calculate/think (erroneously).”

149 BS, 1.14b-15b (N10: 11a1-16).

150 BS, Preface 1a (N10: 1a2-5).

151 BS, Outline 1b (N10: 4a15).  This is a reference to Lunyu VII.1, “I am a transmitter 

and not a creator” and I.4.2, “Have I transmitted/described but not practiced?”  The word 

translated “described” or “transmitted” here is shu　述 which is often glossed as transmit 
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or chuan　傳 .

152 BS, Outline 1b (N10: 4a15).

153 Tsuji Zennosuke (1948, 1960 reprint), Nihon Bukkyōshi, vol. 3, Iwanami shoten: Tokyo, 

383-387.

154 Tsuji (1960), 3: 385-386.

155 Issan Kokushi goroku, in Bussho kankōkai, comp. (1912), Dai Nihon Bukkyō zensho, 

Bussho kankōkai: Tokyo, 151 vols, 95: 463b-464a.

156 Tsuji (1960), 3: 388-392.

157 For some details of the debate, see Kenneth Kraft (1992), Eloquent Zen: Daitō and 

Early Japanese Zen, University of Hawaii Press: Honolulu, 69-72.

158 Genkyō 現 境 , possibly = pratyakṣa-viṣaya.  An object or percept of direct per-

ception; cf. the Lankāvatāra’s xiancheng 現 證、xianliang 現 量 , = pratyakṣa, cf. 

pratyātmāryajñāna, the immediate knowledge that forms the basis for the other forms of 

knowledge.  See Suzuki (1930), 421.  However, as seen above, Funayama Tōru concludes 

that xianliang does not translate pratyakṣa in the Lankāvatāra Sūtra.  However, xiancheng 

can mean “direct cognition of an object” or sākṣātkārijñana in the Abhidharmakośa or 

mean pratyakṣatām eti in Xuanzang’s translation of the Mahāyāna saṃgraha, 6 notes 17 

and 18.

159 BS Preface 1a-1b (N10: 1a6-16).

160 John Jorgensen (1987), “The ‘Imperial’ Lineage of Ch’an Buddhism: The Role of Con-

fucian Ritual and Ancestor Worship in Ch’an’s Search for Legitimation in the Mid-T’ang 

Dynasty,” Papers on Far Eastern History 35: 87, 125 note 160, citing Ohta Teizō’s sug-

gestion that Shiren’s use of this may have influenced the conceptualisation of the Japanese 

imperial lineage.

161 Hakkai ganzō, in Bussho kankōkai (1912), Dai Nihon Bukkyō zensho, 3 (29): 83-85. 

162 BS, Outline 1b (N10: 4a17-4b2).

163 BS, Outline 6a-7b (N10: 6b).

164 Suzuki (1930), 44; cf. Takasaki (1979), 20, 24.

165 Suzuki (1930), 19.

166 Butsugoshinron kōshō, mss., 1: 15a.

167 Jorgensen (1979), 121-122, 165, 251-252, 255 note 28, 382; Broughton (1999), 60-61, 

75.
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168 BS, Outline 2b (N10: 4b13-5a2).  Note that the Dharma Buddha is thought by Suzuki to 

be the same as the Dharmatā-Buddha, Suzuki (1930), 142-143.  This Buddha was meant 

to preach to the bodhisattvas and ordinary people.

169 See Shanyue, Z25.608a-b; Zhengshou, Z25.717a; Baochen, T39.496b.  Section not ex-

tant in Zhiyan.

170 T16.513b1-4; Takasaki (1979), 373, notes 378.  The Sanskrit here, pramāṇendriya 

means the sense-faculties and (re)cognition.  The True Tathāgata appears in Sanskrit 

as maula or mūla-tathāgata, the fundamental/root Tathāgata, similar to the Dharmatā-

Buddha.  See the translation from the Sanskrit in Suzuki (1930), 145, note 2: “The 

Tathāgata of Transformation (nirmita-nairmāṇika) is attended by Vajrapāṇi, but not the 

original Tathāgata (maula-tathāgata).  The original Tathāgata is beyond all senses and 

reasoning, cannot be known by the simple-minded, Śrāvakas, Pratyekabuddhas and phi-

losophers.  He abides in a state of bliss which follows from the perception of the truth 

as he has perfected himself in the doctrine of wisdom and patience.” (N10: 341b).  To-

kiwa (2003), 448, “Mahāmati, it is buddhas in transformation (nirmita-nairmaṇikānām 

tathāgatānāṃ) that the guardian Vajrapāṇi closely attends, never original, true tathāgatas 

(na maulānāṃ tathāgatānāṃ).  Mahāmati, the original, true tathāgatas are free from 

the measure of any perceptive organs (maul hi…tathāgataḥ sarva-indriya-prmāṇa-

vinirmuktaḥ) – freed from the measure of perceptive organs of ignorant people, śrāvakas, 

pratyekabuddhas, and non-Buddhists.  They abide in the comfort of the Awakened truth as 

immediate attainment.”

171 Suzuki (1930), 146; cf. table on 256 for the different names of the Buddhas, and  the 

possible confusion in Guṇabhadra.

172 T39.433b8-10.

173 BS 18: 13a-b (N10: 342a2ff.).

174 Paul Groner (2000), Saichō: The Establishment of the Japanese Tendai School, Univer-

sity of Hawaii Press: Honolulu, 261-262.  The source was Zhiyi’s Fahua wenju, T34.128a.

175 Yoshito S. Hakeda (1972), Kūkai: Major Works, Columbia University Press: New York, 

82-83, 86.

176 Ryūichi Abé (1999), The Weaving of Mantra: Kūkai and the Construction of Esoteric 

Buddhist Discourse, Columbia University Press: New York, 215-221, 195, 131.

177 For the differences, see Groner (2000), 296-297.
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178 Mujaku glossed this: to list names and attributes, as in fascicle 4 page 2, “The eight 

vijñānas are each complete in three attributes, and therefore this is called horizontal nam-

ing.”

179 Mujaku’s example is, “At that time Mahāmati informed the Buddha.”

180 BS,  Outline 7b last line-8a5 (N10: 7b4-17). Translation of some terms tentative.

181 Z91.228a6.

182 Z91.230a6.

183 Z91.231b1.

184 Z91.237b13.

185 Z91.244a1.

186 Mujaku: “of the Tathāgata’s inner-realisation of holy wisdom Dharmakāya realm.”

187 Mujaku: “…Responding to the capabilities of the ordinary person, non-Buddhists and 

Three Vehicles (followers) well, and provisionally is the preaching of the Dharma as an 

expedient means.”

188 Mujaku: “the capabilities are those of the faculties and capacities of Mahāyāna.”

189 BS, Outline, 8a5-9a1 (N10: 7b17-8a5).

190 Butsugoshinron kōshō, 1: 17b-19b; with full quotes and references to the metaphors.

191 T26.302a3-29. Translation tentative in part, because punctuation and how the lines re-

late is not clear in places.

192 T26.302b29-c7.

193 BS 1:15b-16a (N10: 11a16-b5).

194 現 流 : Takasaki (1979), 193, “the continuity of the world that is manifested by one’s 

own mind,” cf. to the earlier 流注  at 135, prabandhu, in Bodhiruci’s translation 相流 .

195 BS 5:26b-27a (N10: 110b4-12).

196 BS 5.28b-29a (N10: 111b1-5).
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新發現的古興藏木刻本《碧巖錄》考⑴ 

徐時儀（上海師範大學古籍研究所，上海 200234）

摘要：近年發現的古興藏木版刻本《碧巖錄》不僅各則的編次與張明
遠刊本的編次不同，而且內容與蜀本相近而與福本及張本有同有異，似為
介於蜀本和今傳通行本張明遠本間的民間傳抄本，在《碧巖錄》研究、中
國禪宗史研究和近代漢語研究方面皆具有重要的學術價值。

關鍵詞：古興藏本；《碧巖錄》

《碧巖錄》是宋釋圓悟克勤（1063-1135）對雪竇重顯《頌古百則》所舉
禪宗公案的垂示、著語和評唱，宣和七年（1125）至建炎二年（1128）期間
由其門人弟子編集成書，也稱《佛果圓悟禪師碧巖錄》、《圓悟老人碧巖錄》、

《圓悟碧巖錄》、《碧巖集》。
在中國的禪宗史上，文字禪始創于臨濟宗的汾陽善昭，雲門宗雪竇重顯

繼之，而圓悟克勤的《碧巖錄》則集其大成，《碧巖錄》在宋代流傳甚廣，
據《郡齋讀書後志》卷二載：“《碧巖集》十卷，右皇朝僧克勤解雪竇頌古
名曰《碧巖集》。” 又《文淵閣書目》卷十七載：“《碧巖集》一部十六冊。”
惜後為圓悟的大弟子大慧宗杲在宋高宗七年到十年期間（1137-1140）燒毀，
後來的 100 多年中僅在一些禪林中留傳有寫本或零本。今傳本為元成宗大
德四年（1300 年）張明遠據搜集到的寫本零冊、雪堂刊本及蜀本互校刊成的

《宗門第一書佛果圓悟禪師碧巖錄》。
據《中國古籍善本書目》載，《碧巖錄》現存有七種善本，分別為北京

圖書館藏二種，其中一種為全本，一種為殘本，存兩卷；北京大學圖書館藏
一種；上海圖書館藏一種；南京圖書館藏一種；浙江圖書館藏一種；廣州圖
書館藏一種。我們比勘了北京圖書館所藏明釋禧達刻本、上海圖書館所藏明
嘉靖本、南京圖書館所藏明雲棲寺本等，各本形式上略有不同，内容上則沒
有太大的差別，大致為同一系統。
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值得重視的是近年發現有古興藏木版刻本一冊⑵， 也是現存唯一與今傳
本不相同的零冊。

一、古興本的版式
下圖為古興藏木版刻本的封面，左側上方為 “ 碧巖錄卷第二 ”，由其編

次 “ 卷第二 ” 可推知此冊似是第二冊。封面上 “ 充滿 ” 二字似為後人所寫⑶。

* 國家社會科學基金項目 “ 古白話詞彙研究 ”（13BYY107）、上海地方本科院校
“ 十二五 ” 内涵建器項目 “东亚文献与城市发展研究 ”、上海市教委科研創新項目
“ 古白話詞彙研究 ”（13ZS084）和 085 工程項目 “ 宋代文獻整理與研究 ”。

⑴拙文 2012 年 10 月 14 日在韓國召開的 “ 佛教文獻研究與第 6 屆佛經語言學 ” 國際
學術大會上宣讀。

⑵承收藏者 2011 年惠贈全部書影，2012 年 3 月又承收藏者惠邀，有幸目睹考斠此本
原物，謹此致謝。又，因为是首次发现的孤本，收藏者为方便起见以古興藏本的名
称代表收藏地。收藏者囑以古興本稱此本，謹尊重收藏者的意願，本文暫不涉及此
本現在的收藏地。

⑶ “ 充滿 ” 有 “ 佈滿，填滿 ” 義，海印寺藏《再雕高麗藏》雕板處的匾額上題 “ 八萬
大藏經 ”，對聯為 “ 佛身充滿 ”，“ 法歷難忘 ”。拙文在 “ 佛教文獻研究與第 6 屆佛
經語言學 ” 國際學術大會上討論時，法鼓佛教學院惠敏法師認為可能是學僧的法
名。弘益大學陳明華老師等認為此書可能是大慧宗杲毀板前在寺院中流傳的讀本，
類似於教材，“ 充滿 ” 一詞可能是學僧聽講時所記。

此刻本版心內向黑魚尾（上魚尾），題 “ 碧嵓第二 ”，內題 “ 佛果圓悟禪
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師評唱雪竇頌古碧巖錄卷第二 ”，末題 “ 佛果圓悟禪師評唱雪竇頌古碧嵓卷
第二 ”。

版心下側有 “ 日 ”、“ 真 ”、 “ 通 ” 等字。如：
欄目：無界，11 行 22 字。

紙質：桑紙，58 張，116 頁。
版式：左右雙邊，半廓，13.6cm * 19.4cm。
大小：橫 18.2cm，豎 26.6cm。
卷首屝頁題有：“ 舉頭無親見月，登樓心意何忘 ” ⑷。 卷末屝頁題有：

“ 長壽天人過萬年，有石橫廣四萬里，六銖磨鍊袈裟零，是則名為稱大劫。⑸”
⑷ “ 心意 ” 或为 “ 天意 ”、“ 之意 ”，曾良先生認為也可能为 “ 乙竟 ”，即 “ 一竟 ”，“ 乙 ”

是 “ 一 ” 的俗寫。
⑸此或與佛經所載顯一劫之時量以天衣拂磐石的拂石劫有關。拙文在 “ 佛教文獻研究

與第 6 屆佛經語言學 ” 國際學術大會上討論時，法鼓佛教學院惠敏法師指出卷末屝
頁所題與古興本第一則（張本第七十五則）所載 “ 又去至五百年，又來如此拂，拂
盡此石，乃為一劫 ” 有關，可能是學僧所記當時講課法師所說，也可能是學僧據此
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則語意所寫。

二、古興本的編次
此本僅存第 2 卷，雖分為 20 則，但第 11 則、第 15 則和第 18 則又各附

有一則，實際共有 23 則。卷首第 1 則為 “ 垂示云：靈鋒寶劍，常露現前 ”，
考張明遠刊本載第 8 卷第 75 則，且各則的編次皆與張明遠刊本的編次不同⑹。 
具體如下：

第 1 則 : [ 垂示云：靈鋒寶劍，常露現前 ] ，張本 第 75 則
第 2 則 : [ 垂示云：單提獨弄，帶水拖泥 ] ，張本 第 42 則 
第 3 則 : [ 垂示云：細如米末，冷似冰霜 ] ，張本 第 76 則
第 4 則 : [ 垂示云：攙旗奪鼓，千聖莫窮 ] ，張本 第 81 則
第 5 則 : [ 垂示云：高高峰頂立，超塵絕俗 ] ，張本 第 24 則
第 6 則 : [ 垂示云：佛祖大機，全歸掌握 ] ，張本 第 11 則
第 7 則 : [ 垂示云：要道便道，舉世無雙 ] ，張本 第 45 則
第 8 則 : [ 舉，僧問趙州：承聞和尚親見南泉，是否 ] ，張本 第 30 則



65

新發現的古興藏木刻本《碧巖錄》考⑴ 

第 9 則 : [ 垂示云：明鏡當台，妍醜自辨 ] ，張本 第 9 則
第 10 則 : [ 垂示云：乾坤窄，日月星辰一時黑 ] ，張本 第 2 則
第 11 則 : [ 垂示云：未透得已前，一似銀山鐵壁 ] ，張本 第 57 則
附有張本第 58 則全文
第 12 則 : [ 垂示云：該天括地，越聖超凡 ] ，張本 第 59 則
第 13 則 [ 舉，僧問趙州初生孩子，還具六識也無 ] ，張本 第 80 則
第 14 則 : [ 舉，趙州示眾三轉語 ] ，張本 第 96 則
第 15 則 :[ 舉，僧問趙州：久向趙州石橋 ] ，張本 第 52 則
附有張本第 36 則全文
第 16 則 : [ 垂示云：通身是眼見不到 ] ，張本 第 89 則
第 17 則 : [ 垂示云 ：一塵舉，大地收 ] ，張本 第 19 則
第 18 則 : [ 垂示云：穩密全真，當頭取證 ] ，張本 第 55 則
附有張本第 34 則全文
第 19 則 : [ 垂示云：掀天關翻地軸，擒虎兕辨龍蛇 ] ，張本 第 68 則
第 20 則 : [ 垂示云：恁麼恁麼，不恁麼不恁麼 ] ，張本 第 10 則

⑹本文所據張本為大智實統《碧巖錄》，日本禪文化研究所刊行《基本典籍叢刊》，
1991 年版；入矢義高、溝口雄三、末木文美士、伊藤文生等《碧巖錄譯注》，巖波
書店，1997 年版。

三、古興本的傳承
1、古興本與張本的異同

《碧巖錄》各則在張本系按 “ 垂示云 ”、“ 本則 ”、“ 本則評唱 ”、“ 頌 ”、“ 頌
評唱 ” 的順序排列，一夜本中則按 “ 示眾 ”、“ 本則 ”、“ 頌 ”、“ 本則評唱 ”、“ 頌
評唱 ” 的順序排列⑺， 古興本與張本系相同。

古興本與今傳張明遠刊本頗多不同⑻。張明遠刊本為 10 卷 5 冊，每卷
10 則，有編號，而此本似為 5 卷 5 冊，每卷約 20 則，無編號。

據我們考斠，此本不僅各則的編次與張明遠刊本的編次不同，而且內容
與張明遠刊本也多有不同。

首先，此本有張本所無的內容。如：
張本第八十九則：“ 且道手眼在什麼處？且道雪竇末後為什麼更著個

‘ 咄 ’ 字，參！ ” 古興本第十六則作：“ 且手眼在什麼處？臨際入門便喝且手
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眼在什麼處？且道雪竇為什麼末後更著個 ‘ 咄 ’ 字，參！ ”
古興本中 “ 臨際入門便喝且手眼在什麼處 ”，張本無。又如：
張本第十九則：“ 祖師觀此土有大乘根器。” 古興本第十七則作：“ 祖師

觀此土眾生有大乘根器。”
古興本中 “ 眾生 ”，張本無。
其次，此本與張本同一內容的記載有異有同。如：
張本第七十五則：“ 任是滄溟，洪波浩渺，白浪滔天。” 古興本第一則

“ 溟 ” 作 “ 海 ”，無 “ 白浪滔天 ”。
張本第五十九則：“ 水灑不著，風吹不入，虎步龍行，鬼號神泣。” 無

爾啖啄處，此四句頌趙州答話大似龍馳虎驟水灑不著。古興本第十二則無
“ 鬼號神泣 ”，“ 無爾啖啄處，此四句頌趙州答話大似龍馳虎驟水灑不著 ” 作
“ 無你啖啄處，此三句頌趙州答話大似龍馳虎驟 ”。

張本第三十則：“ 你若取他為極則。” 古興本第八則作：“ 天下衲僧取他
為極則。” 張本中 “ 你若 ”，古興本作 “ 天下衲僧 ”。

又如張本第十一則：
又道：“ 大中天子曾輕觸，三度親遭弄爪牙。黃檗豈是如今惡腳手，從

來如此。” 大中天子者，《續咸通傳》中載，唐憲宗有二子：一曰穆宗，一
曰宣宗。宣宗乃大中也。年十三，少而敏黠，常愛跏趺坐。穆宗在位時，因
早朝罷，大中乃戲登龍床，作揖群臣勢，大臣見而謂之心風，乃奏穆宗。穆
宗見而撫歎曰：“ 我弟乃吾宗英胄也。” 穆宗于長慶四年晏駕，有三子：曰
敬宗、文宗、武宗。敬宗繼父位二年，內臣謀易之。文宗繼位一十四年。武
宗繼位，常喚大中作癡奴。一日，武宗恨大中昔日戲登父位，遂打殺致後苑
中，以不潔灌而複甦。

古興本第六則：
雪竇道：“ 大中天子曾輕觸，三度親遭弄爪牙。黃檗不是如今惡腳手，

從來如此。” 大中天子者，《通明傳》中載，唐憲宗有二子：一曰穆宗，二曰
宣宗。宣宗乃大中也。年十三，少亦敏默，愛加趺坐。穆宗在位時，因早朝
罷，大中乃戲登龍床坐，作揖群臣勢，大臣見而謂之心風，乃奏穆宗。穆宗
見而撫歎曰：“ 我弟乃吾宗英胄也。” 穆宗於寶曆二年晏駕，有三子：曰敬宗、
文宗、武宗。敬宗繼父位二年，群臣謀易之。武宗繼位，只喚大中作癡奴。
一日，武宗恨大中昔日戲登父位，遂打殺致後苑中，以不潔灌而復蘇。

古興本中 “ 豈 ” 作 “ 不 ”，“ 續咸通傳 ” 誤作 “ 通明傳 ”，“ 一曰宣宗 ” 作
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“ 二曰宣宗 ”，“ 少而敏黠 ” 作 “ 少亦敏默 ”，“ 常 ” 無，“ 大中乃戲登龍床 ”
為 “ 大中乃戲登龍床坐 ”，“ 長慶四年 ” 誤作 “ 寶曆二年 ”，“ 內 ” 作 “ 群 ”，“ 文
宗繼位一十四年 ” 無，“ 常 ” 作 “ 只 ”。

又張本第十九則：
長慶道：“ 美食不中飽人喫。” 玄沙道：“ 我當時若見，拗折指頭。” 玄

覺云：“ 玄沙恁麼道，意作麼生？ ” 雲居錫云：“ 只如玄沙恁麼道，是肯伊，
是不肯伊？若肯伊，何言拗折指頭？若不肯伊，俱胝過在什麼處？ ” 先曹
山云：“ 俱胝承當處莽鹵，只認得一機一境，一等是拍手撫掌，見他西園奇
怪。” 玄覺又云：“ 且道俱胝還悟也未？為什麼承當處莽鹵？若是不悟，又
道平生只用一指頭禪不盡。且道曹山意在什麼處？ ”

古興本第十七則：
長慶聞云：“ 美食不中飽人喫。” 玄沙云：“ 俱胝承當處莽鹵，只認得一

機一境。我當時若見，拗折指頭，看他作什麼伎倆。” 雲居錫云：“ 只如玄
沙恁麼道，肯伊，不肯伊？ ”

古興本無張本所載 “ 若肯伊，何言拗折指頭？……且道曹山意在什麼
處？ ” 張本無古興本所載 “ 俱胝承當處莽鹵，只認得一機一境 ” 和 “ 看他作
什麼伎倆 ”。

又張本第十則：
興化道：“ 我見你諸人，東廊下也喝，西廊下也喝，且莫胡喝亂喝，直

饒喝得興化上三十三天，卻撲下來，氣息一點也無，待我甦醒起來，向汝道
未在，何故？ ”

古興本第二十則：
興化道：“ 我聞前廊也喝，後廊也喝，直饒喝得興化上三十三天，卻撲

落下來，氣息一點也無，待我甦惺起來，向汝道未在，何故？ ”
張本中的 “ 我見你諸人 ”，古興本為 “ 我聞 ”；“ 東廊下 ”、“ 西廊下 ”，

古興本為 “ 前廊 ”、“ 後廊 ”；“ 且莫胡喝亂喝 ”，古興本無；“ 撲 ”，古興本
作 “ 撲落 ”。

其三，此本與張本的用詞不同。如：
張本第七十五則：“ 一期勘辨。” 古興本第一則 “ 勘 ” 作 “ 堪 ”。
張本第七十五則：“ 這漢是個肘下有符底漢。” 古興本第一則 “ 肘 ” 作

“ 臂 ”。
張本第七十五則：“ 喚蛇即易，要遣時即難。” 古興本第一則 “ 即 ” 作
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“ 卻 ”。
張本第七十五則：“ 所以道 ‘ 互換之機 ’ 教人且仔細看。” 古興本第一則

“ 教 ” 作 “ 交 ”。
張本第四十二則：“ 猶為轉句。” 古興本第二則 “ 轉句 ” 作 “ 物轉 ”。
張本第七十六則：“ 言猶在耳。” 古興本第三則 “ 猶 ” 作 “ 由 ”。
張本第四十五則：“ 疾焰過風。” 古興本第七則 “ 風 ” 作 “ 鋒 ”。
張本第四十五則：“ 拽卻漫天網。” 古興本第七則 “ 漫 ” 作 “ 瞞 ”。
張本第四十五則：“ 上載者，與爾說心說性，說玄說妙，種種方便。”

古興本第七則 “ 上 ” 作 “ 裝 ”，“ 爾 ” 作 “ 你 ”。
張本第三十則：“ 他家自有通霄路。” 古興本第八則 “ 通 ” 作 “ 青 ”。
張本第九則：“ 明鏡當台。” 古興本第九則 “ 當 ” 作 “ 臨 ”。
張本第九則：“ 如今禪和子。” 古興本第九則作：“ 和尚子。”
張本第九則：“ 未明心地。” 古興本第九則 “ 心地 ” 作 “ 本心 ”。
張本第九則：“ 若不是趙州，也難抵對他。” 古興本第九則 “ 抵對 ” 作

“ 抵擬 ”。
張本第九則：“ 便道只是狂言。” 古興本第九則 “ 言 ” 作 “ 見 ”。
張本第九則：“ 爍迦羅眼絕纖埃。” 古興本第九則 “ 絕纖埃 ” 作 “ 應時開 ”。
張本第二則：“ 如今人不會古人意，只管咬言嚼句，有甚了期？ ” 古興

本第十則 “ 嚼 ” 作 “ 嚙 ”。
張本第二則：“ 僧云：‘ 如何是道中人？ ’” 古興本第十則 “ 如何是道中

人 ” 作 “ 學人不會 ”。
張本第二則：“ 喜識盡時消息盡。” 古興本第十則 “ 息 ” 作 “ 不 ”。
張本第五十七則：“ 田庫奴，乃福唐人鄉語罵人，似無意智相似。” 古

興本第十一則 “ 乃福唐人鄉語罵人 ” 作 “ 乃福建路罵人 ”。
張本第五十七則：“ 豈不是猛風鐵柱。” 古興本第十一則 “ 猛風 ” 作 “ 螻

蟻撼於 ”。
張本第五十九則：“ 趙州隨聲拈起便答，不須計較。” 古興本第十二則

“ 須 ” 作 “ 消 ”。
張本第五十九則：“ 雪竇一時脫體畫卻趙州。” 古興本第十二則 “ 畫 ” 作

“ 盡 ”。
張本第八十則：“ 到第八識，亦謂之阿賴那識。” 古興本第十三則 “ 賴 ”

作 “ 梨 ”。
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張本第八十則：“ 逆情順境。” 古興本第十三則 “ 逆 ” 作 “ 違 ”。
張本第八十則：“ 雖然如此，爭奈一點也瞞他不得。” 古興本第十三則

“ 瞞 ” 作 “ 謾 ”。
張本第八十則：“ 入聖超凡不作聲。” 古興本第十三則 “ 入 ” 作 “ 得 ”。
張本第八十則：“ 大地那能留一名。” 古興本第十三則 “ 那能 ” 作 “ 何曾 ”。
張本第九十六則：“ 真佛屋裏坐。” 古興本第十四則 “ 屋 ” 作 “ 內 ”。
張本第九十六則：“ 賴值末後依前悟他當時立雪。” 古興本第十四則

“ 當 ” 作 “ 常 ”。
張本第九十六則：“ 足恭諂詐之人皆效之。” 古興本第十四則 “ 恭 ” 作

“ 供 ”。
張本第九十六則：“ 燎卻眉毛。” 古興本第十四則 “ 燎 ” 作 “ 燒 ”。
張本第五十二則：“ 這公案好好看來，只是尋常鬥機鋒相似。” 古興本

第十五則 “ 是尋 ” 作 “ 似平 ”。
張本第三十六則：“ 裙子褊衫個也無，袈裟形相些些有。” 古興本第

十五則附此則中 “ 形相 ” 作 “ 影像 ”。
張本第八十九則：“ 何不用本分草料。” 古興本第十六則 “ 用 ” 作 “ 與 ”。
張本第八十九則：“ 何勞更問。” 古興本第十六則 “ 勞 ” 作 “ 堪 ”。
張本第八十九則：“ 直是猶較十萬里 ” 和 “ 拈來猶較十萬里 ”，古興本第

十六則 “ 猶 ” 作 “ 由 ”。
張本第八十九則：“ 大悲菩薩有八萬四千母陀羅臂。” 古興本第十六則

“ 母 ” 作 “ 補 ”。
張本第十九則：“ 大地收。” 古興本第十七則 “ 大 ” 作 “ 天 ”。
張本第十九則：“ 尼便行。” 古興本第十七則作：“ 尼去後。”
張本第十九則：“ 果是次日。” 古興本第十七則作：“ 果旬日。”
張本第十九則：“ 且道見個什麼道理？ ” 古興本第十七則作：“ 且道他

是什麼道理？ ”
張本第五十五則：“ 源到石霜舉似前話。” 古興本第十八則 “ 到 ” 作

“ 至 ”。
張本第五十五則：“ 漸源後到石霜。” 古興本第十八則 “ 到 ” 作 “ 至 ”。
張本第五十五則：“ 密遣漸源出去。” 古興本第十八則 “ 出 ” 作 “ 令 ”。
張本第五十五則：“ 爭知此事不在言句上。” 古興本第十八則 “ 爭 ” 作

“ 將 ”。
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張本第五十五則：“ 喚作打背翻筋斗。” 古興本第十八則作 “ 喚作打翻
筋斗 ”。

張本第五十五則：“ 作麼生得平穩去。” 古興本第十八則作 “ 作麼生得
平穩處 ”。

張本第五十五則：“ 若腳踏實地，不隔一絲毫。” 古興本第十八則 “ 絲
毫 ” 作 “ 條線 ”。

張本第五十五則：“ 源猶自不惺惺 ”。古興本第十八則 “ 猶 ” 作 “ 由 ”。
張本第六十八則 “ 名實相奪 ”，古興本第十九則作 “ 各自相奪 ”。
張本第六十八則 “ 具眼者始定當看 ”，古興本第十九則作 “ 具眼者試定

當看 ”。
張本第六十八則：“ 這獼猴各各佩一面古鏡。” 古興本第十九則 “ 佩 ” 作

“ 背 ”
張本第六十八則：“ 若順常情，則歇人不得。” 古興本第十九則 “ 歇 ” 作

“ 敵 ”。
張本第六十八則：“ 為什麼卻動悲風。” 古興本第十九則 “ 動 ” 作 “ 起 ”。
張本第十則：“ 若向下轉去。” 古興本第二十則 “ 向 ” 作 “ 直 ”。
張本第十則：“ 是則未是。” 古興本第二十則作 “ 是則不是 ”。
張本第十則：“ 見成公案。” 古興本第二十則作 “ 現成公案 ”。
張本第十則：“ 既得個入頭處。” 古興本第二十則 “ 既 ” 作 “ 若 ”。
張本第十則：“ 被這老漢穿卻鼻孔來也 ”，古興本第二十則作 “ 這老漢

穿你鼻孔來也 ”。
張本第十則：“ 被這老漢便據款結案 ”，古興本第二十則作 “ 這老漢便

據款結案 ”。
張本第十則：“ 巖頭道：‘ 若論戰也，個個立在轉處。’” 古興本第二十則

“ 立 ” 作 “ 力 ”。
其四，此本與張本同一內容的記載有歧義。如：
張本第二十四則：“ 這老婆不守本分。” 古興本第五則：“ 這老婆且守本

分。”
張本第六十八則：“ 此語不墮常情。” 古興本第十九則作 “ 此語墮在常

情 ”。
⑺一夜本傳說是道元在宋朝回日本後一夜之間有如神助寫成的本子，但這只不過是個

傳說。從一夜本和福本較接近這一點上來看，當時道元很有可能把福本從中國帶到
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了日本，並且在福本的基礎上據己意加工而寫成了一夜本。詳參李豐園《〈碧巖錄〉
研究》，上海師範大學古典文獻學專業 2004 年度碩士學位論文。又，福本指福州刊
本，日本東福寺僧人岐陽方秀 (1361-1424) 所著《碧巖錄鈔》( 通稱《不二鈔》) 中
始提及此本。

⑻張本系的一個顯著的特點為卷一開始有四個序，卷十末有五個跋，卷一末有 “ 夾山
無礙禪師降魔表 ”，由於古興本現僅存第二卷的零冊，尚無法判斷是否具備張本系
的這個特點。

2、古興本與蜀本、福本的異同
蜀本和福本今皆不傳，所幸岐陽方秀《不二鈔》和大智實統《種電鈔》

的校注中尚存有一些佚文。據我們比勘，古興本與蜀本相同處甚多。如：
張本第七十六則：“ 這僧便眼眨眨地無語。” 古興本第三則：“ 這僧便眼

瞎瞎地無語。” 瞎瞎，同蜀本。
張本第七十六則：“ 到這裏，只論當機事，家裏有出身之路。” 古興本

第三則：“ 到這裏，只論當機事，句中有出身之路。” 句中，同蜀本。
張本第二十四則：“ 雪竇頌意最好，是曾騎鐵馬入重城。” 古興本第五

則無 “ 是曾騎鐵馬入重城 ”，蜀本亦無。
張本第十一則：“ 踏破草鞋，掀天搖地。” 古興本第六則無 “ 掀天搖地 ”，

蜀本亦無。
張本第十一則：“ 老僧不會，一口吞盡，也是雲居羅漢。⑼ ” 古興本第

六則無 “ 也是雲居羅漢 ”，蜀本亦無。
張本第十一則：“ 丈云：‘ 馬大師已遷化去也。’ 你道黃檗恁麼問，是知

來問，是不知來問？ ” 古興本第六則無 “ 你道黃檗恁麼問，是知來問，是不
知來問 ”，蜀本亦無。

張本第十一則：“ 謂之定龍蛇眼，擒虎兕機。” 古興本第六則無 “ 眼，
擒虎兕機 ”，蜀本亦無。

張本第二則：“ 算來也只是頭上安頭。” 古興本第十則無 “ 安頭 ”，蜀本
亦無。

張本第五十二則：“ 趙州有石橋，蓋李膺造也，至今天下有名。” 古興
本第十五則無，蜀本亦無。

張本第五十二則：“ 李膺造。” 古興本第十五則作 “ 李春造 ”，蜀本同。
又據我們比勘，此本與福本往往不同。如：
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張本第十一則：“ 老僧不會，一口吞盡。” 古興本第六則同，福本無 “ 一
口吞盡 ”。

張本第二則：“ 竇頭上太孤峻生，末後也漏逗不少。” 古興本第十則同，
福本 “ 漏逗 ” 作 “ 料掉 ”。

此本也有與蜀本、福本皆同而與張本不同的。如：
張本第九十六則：“ 祖述風規。” 古興本第十四則 “ 祖 ” 作 “ 禮 ”， 蜀本、

福本皆同。
張本第八十九則：“ 展翅鵬騰六合雲。” 古興本第十六則 “ 鵬騰 ” 作 “ 崩

騰 ”，蜀本、福本皆同。
綜上所述，可見古興本多與《不二抄》和《種電鈔》的校注所提到的蜀

本相近而與福本及張本有同有異。

 ⑼福本無 “ 一口吞盡 ”。

四、古興本為民間抄本
根據卷首和卷末屝頁的題詞似可推測古興本為民間抄本，又據我們比勘

此本與張本的異同，也可推測此本為民間抄本。
首先，此本抄寫時多有刪略。刪略單個詞的如：
張本第七十五則：“ 汝若要，山僧回與汝。” 古興本第一則：“ 汝要，山

僧回與汝。”
張本第七十五則：“ 知他阿誰是君，阿誰是臣。” 古興本第一則：“ 知他

阿誰君，阿誰臣。”
張本第七十五則：“ 凡五百年乃有天人下來。” 古興本第一則：“ 凡百年

乃有天人下來。”
刪略整句的如：
張本第七十五則：“ 賓主互換，縱奪臨時。” 古興本第一則無 “ 縱奪臨

時 ”。
張本第七十五則：“ 又去至五百年，又來如此拂，拂盡此石，乃為一

劫，謂之輕衣拂石劫。” 古興本第一則無 “ 謂之輕衣拂石劫 ”。
張本第八十一則：“ 擎頭帶角出來。” 古興本第四則無 “ 擎頭帶角 ”。
張本第八十一則：“ 弄泥團漢 ”，古興本第四則無。
張本第十一則：“ 還有知落處麼？試舉看。” 古興本第六則無。
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新發現的古興藏木刻本《碧巖錄》考⑴ 

張本第三十則：“ 腦後見腮，莫與往來。” 古興本第八則無。
張本第五十七則：“ 是故當軒布鼓。” 古興本第十一則無。
張本第八十則：“ 曹山問僧：‘ 菩薩定中，聞香象渡河歷歷地，出什麼

經？ ’ 僧云：‘《涅槃經》。’ 山云：‘ 定前聞定後聞？ ’” 古興本第十三則無 “‘ 出
什麼經？ ’ 僧云：‘《涅槃經》。’ 山云：‘ 定前聞定後聞 ’。”

張本第十九則：“ 打疊行腳。” 古興本第十七則無。
刪略整段的如張本第十一則：
師亦無喜色，云：“ 心如大海無邊際，口吐紅蓮養病身。自有一雙無事

手，不曾只揖等閒人。” 檗住後，機鋒峭峻。臨濟在會下，睦州為首座，問
云：“ 上座在此多時，何不去問話 ?” 濟云：“ 教某甲問什麼話即得？ ” 座
云：“ 何不去問如何是佛法的大意 ?” 濟便去問，三度被打出。濟辭座曰：
“ 蒙首座令三番去問，被打出，恐因緣不在這裏，暫且下山。” 座云：“ 子若
去，須辭和尚去方可。” 首座預去白檗云：“ 問話上座，甚不可得，和尚何
不穿鑿教成一株樹去，與後人為陰涼。” 檗云：“ 吾已知！濟來辭。檗云：
“ 汝不得向別處去，直向高安灘頭，見大愚去。” 濟到大愚，遂舉前話，不
知某甲過在什麼處。愚云：“ 檗與麼老婆心切，為你徹困，更說什麼有過無
過 ?” 濟忽然大悟云：“ 黃檗佛法無多子。” 大愚搊住云：“ 你適來又道有過，
而今卻道佛法無多子！ ” 濟於大愚脅下襯三拳。愚拓開云：“ 汝師黃檗，非
干我事。”

古興本第六則所載此段無 “ 師亦無喜色 ” 後的內容，似漏抄。
其次，此本抄寫時往往變動詞序和根據韻律變單音詞為雙音詞或變雙音

詞為單音詞。變動詞序的如：
張本第八十則：“ 如密水流 ”，古興本第十三則作 “ 如密流水 ”。
張本第九十六則：“ 柱杖子未免在別人手裏。” 古興本第十四則作 “ 未

免柱杖子在別人手裏 ”。
變單音詞為雙音詞的如：
張本第七十六則：“ 當時好掀倒禪床。” 古興本第三則：“ 當時好與掀倒

禪床。”
張本第四十五則：“ 一時與他打疊。” 古興本第七則：“ 一時付與他打疊。”
張本第七十五則：“ 向內立地。” 古興本第一則：“ 向裏內立地。”
例中改 “ 好 ” 為 “ 好與 ”，改 “ 與 ” 為 “ 付與 ”，改 “ 內 ” 為 “ 裏內 ”。
變雙音詞為單音詞的如：
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張本第十九則：“ 天勢稍晚。” 古興本第十七則作：“ 日稍晚。”
張本第十九則：“ 來日有肉身菩薩。” 古興本第十七則 “ 肉身 ” 作 “ 大 ”。
例中改 “ 天勢 ” 為 “ 日 ”，改 “ 肉身 ” 為 “ 大 ”。
其三，此本抄寫時往往省略詞義較虛的詞或語氣詞。如：
張本第十則：“ 且道作麼生看？ ” 古興本第二十則作 “ 且道作麼生。”
張本第七十六則：“ 總在這裡許。” 古興本第三則作 “ 總在這裡。”
張本第十則：“ 這掠虛頭漢。” 古興本第二十則作 “ 這掠虛漢。”
張本第十則：“ 莫是賓主一時瞎麼。” 古興本第二十則作 “ 莫是賓主一

時瞎。”
張本第十則：“ 此是活處，雪竇一時頌了也。” 古興本第二十則作：“ 此

是活處，雪竇一時頌了。” 
其四，此本抄寫時多用俗寫字。如：
張本第七十五則：“ 靈鋒寶劍。” 古興本第一則 “ 劍 ” 作 “ 釰 ” ⑽。 
張本第四十二則：“ 且道古人還有誵訛處麼？ ” 古興本第二則 “誵 ” 作

“譊 ”。
張本第五十五則：“ 坐斷誵訛。” 古興本第十八則 “誵 ” 作 “譊 ”。
又如 “ 煞 ” 作 “ 僖、个 ”，“ 他 ” 作 “ 佗 ”、“ 碗 ” 作 “ 埦 ”、“ 飯 ” 作 “ 飰 ”、

“ 以 ” 作 “ 已 ”、“ 著 ” 作 “ 着 ”、“ 爾 ” 作 “ 尔 ”、“ 輩 ” 作 “ 軰 ”、“ 歸 ” 作 “敀 ”、
“ 體 ” 作 “ 躰 ”、“ 蛇 ” 作 “ 虵 ” 等。再如 “ 搬柴 ” 作 “ 般柴 ”、“ 闍黎 ” 作 “ 闍
梨 ”、“ 伶俐 ” 作 “ 靈利 ” 等。

其五，此本抄寫時多有訛誤。如：
張本第七十六則：“ 雖然是倚勢欺人，也是據款結案。” 古興本第三則

“ 欺 ” 訛作 “ 藥 ”，“ 也 ” 訛作 “ 出 ”。
張本第五十七則：“ 田厙奴。” 古興本第十一則 “ 厙 ” 訛作 “ 庫 ”。
張本第九則：“ 這個是上才語句，那個是就身處打出語。” 古興本第九

則：“ 這個是公才語，那個是就處打出語。”“ 處 ” 似應為 “ 身處 ”。
張本第八十則：“ 若有心則有限齊。” 古興本第十三則 “ 限 ” 誤作 “ 眼 ”。
張本第八十則：“ 事事通兮物物明。” 古興本第十三則 “ 物物 ” 作 “ 事事 ”。
張本第九十六則：“ 木佛不渡火，燒卻了也。” 古興本第十四則 “ 燒 ” 作

“ 爛 ”。
張本第八十九則：“ 如今下注腳，立格則道，若透得此公案，便作罷參

會。” 古興本第十六則 “ 注腳 ” 作 “ 江卻 ”。
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新發現的古興藏木刻本《碧巖錄》考⑴ 

張本第三十四則：“ 寒不聞寒，熱不聞熱，都廬是個大解脫門。” 古興
本第十八則附此則中 “ 聞 ” 作 “ 同 ”。

尤其值得一提的是，此本第十一則附有張本第五十八則，第十五則附有
張本第三十六則，第十八則附有張本第三十四則，似可推測此本為某一佛學
信徒所抄，抄時據己意調整了各則的順序，而有數則後又併入其他則的內容。

五、結語
據無黨後序稱：“ 圓悟老師在成都時，予與諸人請益其說。師後住夾

山、道林，復為學徒叩之。凡三提宗綱，語雖不同，其旨一也。門人掇而
錄之，既二十年矣。師未嘗過而問焉。流傳四方，或致踳駁。” 又據末木氏

《關於〈碧巖錄〉諸本研究》一文稱福本所據底本為 “ 成都府大聖慈寺白馬
院三聖堂趙大師印本 ”，而張本的扉頁上也寫有 “ 今多方尋訪，得成都大聖
慈寺白馬院趙大師房真本 ”，且張本卷五末的刊語中有 “ 今得蜀本 ”，希陵
的後序中也有張明遠得到蜀本的記載，可證張本也是以趙大師本作為底本，
張明遠所得蜀本就是張本扉頁上所說的 “ 成都大聖慈寺白馬院趙大師房真
本 ” ⑾。

⑽《集韻》：“ 劒、劍，居欠切。《說文》：‘ 人所帶兵也。’ 或從刀，俗作釰。”
⑾末木文美士《關於〈碧巖錄〉諸本研究》，《禪文化研究所紀要》18，1992 年。
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   　《碧巖錄》雖曾被大慧宗杲毀版，但寺廟和民間尚存一些抄本和零卷。
據我們比勘，古興本異文多與蜀本相同而與福本不同，似早於今傳張明遠
刊本，可能是大慧宗杲毀版後幸存的雪堂刊本或是蜀本的傳抄本，傳抄者
又據己意在編排上作有增補調整。如第十一則附有張本第五十八則，第
十八則下補錄了第三十四則，第十五則下補錄了第三十六則。

雪堂刊本和蜀本今皆失傳，所幸《不二抄》和《種電鈔》的校注尚存
蜀本和福本的佚文可證古興本多與蜀本相近，而大慧宗杲禪師焚毀《碧巖
錄》後，其倡導的看話禪成為禪宗的正統，懾於大慧宗杲禪師的威望，一
直無人敢重刊《碧巖錄》。據海粟老人冯子振的跋文，張明遠擬重刊《碧巖
錄》時，他的兩個兒子患了心病，相傳這是大慧宗杲禪師與社鬼盟誓以此
來惩罚張明遠，且檢歷代書志皆無《碧巖錄》有早於明代重刊的記載，由
此可知大慧宗杲禪師焚毀《碧巖錄》後至張明遠重刊《碧巖錄》這段時期
中不可能有其他的《碧巖錄》重刊本。因而我們推測在《碧巖錄》流傳的
初期，有趙大師本（或者說蜀本）和其他諸多傳本，福本等其他本子都以其
為底本刊行，而趙大師本和其他諸多傳本在傳抄中難免會有所改動，甚至
有不少傳抄中的魯魚亥豕，古興本很可能就是介於祖本和今傳通行本張明
遠本間有所改動的民間傳抄本。

                                                       
值得指出的是，古興本與今傳通行本張明遠本的一些異文皆有依據。如

趙大師本
（蜀本）

其他諸本
（古興本或为其一）

一夜本

蜀本甲

祖本

張本

傳寫本、 
雪堂刊本

福本
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新發現的古興藏木刻本《碧巖錄》考⑴ 

張本第九則：“ 這個是上才語句。” 古興本第九則：“ 這個是公才語。”《傳
燈録》卷 19《雲門章》和《雲門廣録》亦作 “ 公才語 ”。又如張本第十九
則：“ 指示迷途。” 古興本第十七則 “ 途 ” 作 “ 徒 ”，《傳燈録》卷 19《雲門
章》和《雲門廣録》亦作 “ 徒 ”。 ⑿由此可知，古興本雖很可能是民間傳抄
本，但所據底本則與祖本一脈相承。

古興本所存今傳張本所無的內容反映了圓悟克勤《碧巖錄》的早期原
貌，而古興本所存大量與張本不同的異文則反映了宋代社會和語言的實況。

如張本第二十四則：“ 這老婆不守本分。” 古興本第五則作 “ 這老婆且
守本分。” 又張本第六十八則：“ 此語不墮常情。” 古興本第十九則作 “ 此語
墮在常情 ”。古興本和張本的異文涉及對禪語的理解。

又如張本第五十七則：“ 田厙奴，乃福唐人鄉語罵人，似無意智相似。”
“ 乃福唐人鄉語罵人 ”，據古興本第十一則所載為 “ 乃福建路罵人 ”。 ⒀福唐
是唐代建制，宋代沿用，古興本和張本的異文涉及當時的行政建制。

再如張本第九十六則：“ 燎卻眉毛。”“ 燎 ”，古興本第十四則作 “ 燒 ”。
張本第十則：“ 見成公案。” 見成，古興本第二十則作 “ 現成 ”。張本第十
則：“ 卻撲下來。” 撲，古興本第二十則作 “ 撲落 ”。張本第二則：“ 末後也
漏逗不少。”“ 漏逗 ”，古興本第十則和蜀本同，福本作 “ 料掉 ”。張本第九
則：“ 若不是趙州，也難抵對他。”“ 抵對 ”，古興本第九則作 “ 抵擬 ”。張本
第三十六則：“ 袈裟形相些些有。”“ 形相 ”，古興本第十五則附此則中作 “ 影
像 ”。從 “ 燎、燒 ”、“ 見成、現成 ”、“ 撲、撲落 ”、“ 漏逗、料掉 ”、“ 抵對、
抵擬 ” 和 “ 形相、影像 ” 等用詞的不同可探討宋明語言的演變。

禪宗不立文字，然不立文字還是要立文字，不可言說畢竟又要言說，不
可表達卻還要表達。 ⒁隨著禪宗的迅速發展，禪宗從 “ 內證禪 ” 走向 “ 文字
禪 ”。《碧巖錄》作為宋代文字禪的代表作之一，不僅人稱 “ 宗門第一書 ”，
而且也是研究禪宗發展尤其是研究文字禪必不可少的一部重要文獻。此書傳
至朝鲜和日本後，對朝鲜和日本也產生很大影响，而近年發現的古興本作為
迄今唯一尚存的與張本編次和內容不同的民間傳本，在《碧巖錄》研究、禪
宗史研究、近代漢語研究和中外交通史研究等方面也無疑皆具有重要的學術
價值⒂。
⑿《傳燈録》卷 19《雲門章》和《雲門廣録》中用例承衣川賢次先生告知，謹此致

謝。衣川賢次先生認為古興本的這些異文都有根據，不像民間的粗劣坊刻本。
⒀唐代福州地區有福唐縣，福唐縣是從長樂縣中分出而設。考《元和郡縣誌》卷
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三十：“ 福州（長樂中都督府）……管縣九：閩、侯官、長樂、福唐、連江、長溪、
尤溪、古田、永泰。”“ 福唐縣，聖曆二年析長樂縣東南界置萬安縣，天寶元年改為
福唐。”

⒁參拙文《“ 不離文字 ” 與 “ 不立文字 ”—談言和意》（《上海師範大學學報》1997 年
第 4 期）和《密禪二宗語言觀探論》（《中華文化論壇》2000 年第 1 期）。

⒂參拙文《略論中國語文學與語言學的傳承和發展》，《上海師範大學學報》2011 年
第 3 期。
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