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二
十
世
紀
八
十
年
代
以
前
の
研
究
に
お
い
て
は
、
古
典
禅
（classical Chan Buddhism

）
と
い
う
語
は
し
ば
し
ば
、
馬

祖
道
一
（
七
〇
九
～
七
八
八
）
ら
中
唐
の
禅
師
及
び
晩
唐
五
代
の
後
裔
の
活
動
を
描
写
す
る
の
に
用
い
ら
れ
、
お
お
む
ね
八

世
紀
後
期
か
ら
十
世
紀
後
期
の
約
二
世
紀
の
期
間
を
覆
う
⑴
。
禅
仏
教
が
発
展
し
た
こ
の
古
典
時
代
は
、
ま
た
し
ば
し
ば
黄

金
時
代
と
も
呼
ば
れ
る
⑵
。
こ
れ
ら
の
大
師
に
帰
さ
れ
る
語
録
と
関
連
記
事
は
伝
統
的
禅
文
献
の
核
心
を
構
成
し
、
古
典
的

公
案
と
な
っ
て
、
後
世
の
禅
僧
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
提
起
さ
れ
、
説
法
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
解
説
さ
れ
、
讃
詩
を
つ
け
ら
れ

た
。
彼
ら
の
イ
メ
ー
ジ
は
偶
像
化
さ
れ
、
禅
精
神
を
代
表
し
特
徴
づ
け
る
も
の
と
な
り
、
中
国
・
朝
鮮
・
日
本
・
ベ
ト
ナ
ム

等
の
禅
僧
に
よ
っ
て
共
通
し
て
尊
崇
さ
れ
た
。

　

し
か
し
、
九
十
年
代
か
ら
は
、
古
典
禅
と
い
う
語
に
対
す
る
新
た
な
解
釈
が
登
場
し
た
。
一
部
の
学
者
の
見
解
で
は
、
古

典
禅
は
宋
代
の
禅
僧
が
遡
っ
て
創
り
出
し
た
も
の
で
、
馬
祖
及
び
他
の
唐
代
の
禅
師
は
彼
ら
自
身
の
時
代
が
既
に
過
ぎ
去
っ

た
後
で
初
め
て
古
典
時
代
の
代
表
と
な
っ
た
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
時
に
は
宋
代
禅
宗
の
発
展
に
よ
る
要
請
に
適
合
で
き
る
よ
う

に
、
彼
ら
の
特
徴
は
既
に
再
構
築
さ
れ
て
い
た
。
古
典
禅
そ
の
も
の
は
後
代
に
捏
造
さ
れ
た
機
縁
問
答
文
献
の
あ
る
種
の
ロ

マ
ン
チ
ッ
ク
な
記
述
で
、
禅
の
黄
金
時
代
は
中
唐
か
ら
五
代
の
古
典
時
代
で
は
な
く
、
宋
代
な
の
で
あ
る
⑶
。

『
古
典
禅
研
究
』
序
論

賈
晋
華
著
・
村
田
み
お
訳
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こ
の
新
た
な
解
釈
は
、
こ
こ
二
十
年
来
の
八
～
十
世
紀
禅
文
献
に
関
す
る
「
疑
古
」
の
潮
流
に
基
づ
い
て
い
る
。
も
っ

と
も
、
同
種
の
疑
惑
は
早
く
も
二
十
世
紀
初
頭
に
は
萌
芽
し
て
は
い
た
。
二
十
世
紀
二
十
年
代
、
胡
適
（
一
八
九
一
～

一
九
六
二
）
が
中
国
禅
宗
史
の
原
稿
を
書
き
始
め
た
が
止
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
彼
が
「
現
在
存
在
し
て
い
る
禅
宗

の
資
料
は
、
少
な
く
と
も
八
十
～
九
十
％
が
北
宋
の
僧
で
あ
る
道
原
、
賛
寧
、
契
嵩
以
後
の
資
料
で
あ
り
、
往
々
に
し
て

様
々
な
改
竄
と
偽
造
の
手
続
き
を
経
て
い
る
た
め
、
深
く
信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
々
が
も
し
禅
宗
の
信
頼
で
き
る
歴

史
を
書
こ
う
と
す
る
な
ら
、
必
ず
ま
ず
唐
代
の
原
資
料
を
探
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
五
代
以
後
に
手
を
加
え
ら
れ
た
資
料
を
軽
々

し
く
信
じ
て
は
な
ら
な
い
」
⑷
と
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
敦
煌
文
献
へ
と
方
向
転
換
し
て
よ
り
原
形
に
近
い
禅

宗
史
料
を
探
し
求
め
た
。
そ
の
結
果
、
彼
と
そ
の
他
の
学
者
は
願
い
通
り
に
多
く
の
初
期
禅
宗
テ
キ
ス
ト
を
探
し
当
て
た
の

だ
が
、
し
か
し
同
時
に
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
に
も
問
題
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。「
神
会
の
多
く
の
文
書
を
発
見
し
、
さ

ら
に
『
壇
経
』
の
三
つ
の
最
古
本
を
発
見
し
た
が
、
我
々
は
ま
だ
真
の
歴
史
を
見
つ
け
て
は
お
ら
ず
、
た
だ
偽
の
歴
史
を
作

成
し
た
人
々
を
見
出
し
、
偽
の
歴
史
が
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
た
の
か
の
来
歴
と
経
緯
を
見
出
し
た
だ
け
で
あ
る
」
⑸
。

　

そ
の
後
八
十
年
あ
ま
り
の
う
ち
に
、
多
く
の
学
者
が
考
証
と
解
明
に
努
め
た
こ
と
で
、
敦
煌
禅
宗
史
料
を
覆
っ
て
い
た
疑

念
は
次
第
に
取
り
払
わ
れ
、
初
期
禅
宗
の
発
展
の
歴
史
も
次
第
に
く
っ
き
り
と
描
き
出
さ
れ
て
き
た
⑹
。
し
か
し
な
が
ら
、

敦
煌
文
献
中
に
は
中
唐
～
五
代
時
期
の
禅
宗
の
発
展
に
関
係
す
る
資
料
が
少
な
い
た
め
、
研
究
者
は
再
び
伝
統
の
語
録
と
灯

史
資
料
に
回
帰
せ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
た
め
に
方
法
論
と
解
釈
学
の
二
つ
の
困
難
に
直
面
し
、
様
々
な
態
度
と
方
法
を
示
す

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
態
度
と
方
法
は
お
お
ま
か
に
三
つ
の
類
型
に
概
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
一
）
比
較
的
初
期
及
び
少
な
か
ら
ざ
る
現
在
の
研
究
者
は
、
考
証
す
る
こ
と
な
し
に
現
行
の
語
録
と
灯
史
を
歴
史
的
事

実
と
見
な
し
、
禅
宗
の
伝
統
的
系
譜
を
基
礎
と
し
て
こ
の
時
期
の
禅
宗
史
を
構
築
し
た
。

　
（
二
）
二
十
世
紀
五
十
年
代
の
胡
適
と
鈴
木
大
拙
（
一
八
七
〇
～
一
九
六
六
）
に
よ
る
禅
と
歴
史
学
に
関
す
る
論
争
以
来
⑺
、



209

禅文化研究所紀要 第33号（平成28年3月）

一
部
の
学
者
は
こ
の
時
期
の
禅
文
献
に
対
し
て
一
種
の
や
や
折
衷
的
な
態
度
を
と
っ
た
。
一
方
で
は
こ
れ
ら
の
語
録
・
灯
史

が
絶
え
間
な
い
拡
張
・
増
広
と
捏
造
・
潤
色
の
過
程
を
経
た
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
ま
た
一
方
で
は
宗
教
学
と
文
学
の
角
度
か

ら
、
現
代
の
歴
史
学
と
は
異
な
っ
た
禅
宗
史
料
が
体
現
す
る
歴
史
意
識
と
叙
述
パ
タ
ー
ン
の
存
在
を
強
調
し
、
例
え
ば
法
系

の
正
当
性
や
本
来
心
の
開
悟
に
対
す
る
究
極
的
な
関
心
、
大
げ
さ
な
宗
教
的
宣
伝
方
法
、
及
び
禅
的
な
機
縁
問
答
に
お
け
る

儀
礼
的
実
践
パ
タ
ー
ン
等
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
寛
容
と
理
解
を
見
せ
た
⑻
。

　
（
三
）
近
年
の
少
な
か
ら
ざ
る
学
者
は
一
種
の
急
進
的
な
態
度
を
と
り
、
唐
代
の
大
禅
師
た
ち
に
帰
さ
れ
る
文
献
、
特
に

そ
の
う
ち
の
機
縁
問
答
及
び
関
連
記
事
は
、
み
な
宋
代
の
禅
師
た
ち
が
遡
っ
て
創
り
出
し
た
も
の
だ
と
見
な
す
。
あ
る
学
者

は
、
次
の
よ
う
に
断
言
し
さ
え
す
る
。「
慧
能
以
後
の
唐
代
の
禅
師
の
伝
記
と
語
録
は
い
ず
れ
も
後
世
の
編
纂
物
（
九
五
二
年

よ
り
早
い
も
の
は
見
た
こ
と
が
な
い
）
に
見
え
、
し
か
も
敦
煌
で
発
見
、
あ
る
い
は
日
本
で
保
存
さ
れ
て
い
た
唐
代
資
料
の
中

に
は
現
れ
な
い
」
以
上
は
、
こ
れ
ら
の
文
献
は
宋
代
の
禅
僧
が
創
り
出
し
た
宗
教
的
神
話
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
目
的
は
こ
れ

に
よ
っ
て
宋
代
禅
宗
の
領
域
の
中
で
宗
派
・
論
争
・
儀
式
・
説
法
な
ど
に
関
す
る
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た

め
そ
れ
ら
の
資
料
は
た
だ
宋
代
禅
宗
を
研
究
す
る
た
め
に
使
え
る
だ
け
で
、
唐
代
禅
宗
と
は
無
関
係
だ
、
と
す
る
の
で
あ
る

⑼
。
ま
た
あ
る
学
者
は
こ
の
断
定
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
訂
正
し
つ
つ
、
し
か
し
ま
た
別
の
否
定
的
論
断
を
持
ち
出
し
て
、
以

下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
宋
人
が
編
纂
し
た
唐
僧
の
語
録
は
一
般
的
に
略
伝
・
示
衆
法
要
・
機
縁
問
答
と
い
う
三
部
分

で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
前
の
二
つ
の
部
分
は
唐
代
か
ら
世
に
伝
わ
っ
て
き
た
テ
キ
ス
ト
を
基
礎
と
し
て
改
編
し
た
も
の
で
あ

り
、
完
全
に
宋
僧
が
創
り
出
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
機
縁
問
答
の
部
分
は
、
十
世
紀
中
葉
以
前
の
い
か
な
る
テ
キ
ス

ト
に
も
見
ら
れ
ず
、
従
っ
て
こ
の
部
分
の
内
容
は
宋
代
禅
宗
の
伝
統
を
研
究
す
る
の
に
し
か
使
え
な
い
、
と
す
る
⑽
。
上
述

の
古
典
禅
の
新
た
な
定
義
は
、
ま
さ
に
第
三
類
の
判
断
に
基
づ
い
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
八
～
十
世
紀
禅
文
献
に
関
し
て
の
信
頼
す
る
者
・
寛
容
な
者
・
疑
問
を
抱
く
者
に
は
、
各
々
一
定
の
理
由
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が
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
、
今
に
至
る
ま
で
大
多
数
の
結
論
が
、
感
覚
あ
る
い
は
ご
く
少
数
の
例
証
に
よ
っ
て
得
た
も
の
で

あ
り
、
古
典
禅
文
献
に
つ
い
て
一
つ
一
つ
精
密
で
全
面
的
な
考
証
を
行
い
、
真
偽
が
混
ざ
っ
た
実
情
と
捏
造
が
積
み
重
な
っ

た
年
代
を
明
瞭
に
弁
別
す
る
人
が
少
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
⑾
。
宗
教
に
関
す
る
歴
史
文
献
を
研
究
し
、
解
釈
す
る
こ
と
に

は
、
む
ろ
ん
様
々
な
角
度
と
方
法
が
あ
っ
て
よ
い
が
、
し
か
し
テ
キ
ス
ト
の
年
代
に
関
し
て
、
後
代
に
捏
造
・
潤
色
し
た
部

分
の
年
代
も
含
め
て
解
明
す
る
こ
と
は
、
一
貫
し
て
研
究
の
出
発
点
た
る
べ
き
で
あ
り
、
さ
も
な
い
と
研
究
の
結
果
は
全
く

逆
の
も
の
に
な
り
か
ね
な
い
。
史
実
を
探
求
し
て
も
史
料
に
対
す
る
批
判
的
精
神
と
厳
密
な
態
度
を
欠
い
て
い
た
ら
、
構
築

し
た
禅
史
は
恐
ら
く
史
実
か
ら
逸
脱
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
懐
疑
と
批
判
と
い
う
健
康
的
な
学
術
的
態
度
を
保
っ
て
い
て

も
、
丹
念
で
勤
勉
な
考
証
を
繰
り
広
げ
な
け
れ
ば
、
実
際
に
は
学
術
研
究
の
実
行
可
能
性
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
た
め
、
本
書
は
文
献
学
的
考
証
・
歴
史
学
研
究
・
哲
学
宗
教
学
的
解
釈
を
総
合
し
た
研
究
手
法
を
と
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
方
法
論
と
解
釈
学
と
い
う
二
つ
の
困
難
を
克
服
す
る
。
筆
者
の
考
え
で
は
、
中
唐
か
ら
五
代
ま
で
に
関
す
る
禅
文
献

は
真
偽
が
混
交
し
て
、
何
層
に
も
積
み
重
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
禅
宗
の
発
展
を
研
究
す
る
な
ら
、
第
一
に
重
要
な
仕

事
は
、
元
来
の
、
あ
る
い
は
比
較
的
信
頼
で
き
る
、
お
お
む
ね
年
代
を
定
め
う
る
禅
文
献
か
ら
、
後
代
に
潤
色
・
増
補
し
た

層
を
逐
一
分
離
さ
せ
て
区
別
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
具
体
的
で
精
確
な
考
証
を
完
成
さ
せ
る
前
に
は
、
直
接
に
真

偽
の
判
断
を
下
す
こ
と
は
恐
ら
く
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
我
々
は
馬
祖
及
び
そ
の
後
裔
に
帰
さ
れ
る
文
献
資
料
に

対
し
て
徹
底
的
な
調
査
を
行
い
、
比
較
的
信
頼
で
き
る
テ
キ
ス
ト
を
探
し
出
し
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
さ
ら
に
こ
の
時
期
の

禅
思
想
と
実
践
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
一
方
で
は
、
陳
寅
恪
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
偽
の
テ
キ
ス
ト
の
中
に
お
い

て
も
本
物
の
史
料
を
探
し
当
て
ら
れ
る
か
も
し
れ
ず
⑿
、
後
世
に
潤
色
・
増
補
さ
れ
た
部
分
も
歴
史
上
と
教
理
上
の
価
値
を

有
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
簡
単
に
捨
て
去
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
こ
の
時
期
の
禅
宗
発
展
の
研
究
の
中
で
特
に

重
要
で
あ
る
。
何
故
な
ら
本
書
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
馬
祖
及
び
そ
の
後
裔
の
語
録
に
対
す
る
潤
色
・
増
補
は
決
し
て
宋
代
に
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始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
晩
唐
に
始
め
ら
れ
、
し
か
も
五
代
時
期
を
通
し
て
盛
行
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
弁
別

さ
れ
た
文
献
資
料
は
我
々
の
哲
学
的
分
析
と
歴
史
の
再
構
築
の
中
に
お
い
て
、
様
々
な
効
用
を
発
揮
し
う
る
。
例
え
ば
、
馬

祖
と
そ
の
直
接
の
弟
子
に
帰
さ
れ
る
禅
文
献
の
中
で
は
、
比
較
的
信
頼
で
き
る
部
分
に
よ
る
な
ら
中
唐
期
洪
州
禅
の
宗
旨
と

実
践
を
検
討
で
き
る
。
ま
た
晩
唐
五
代
に
増
補
さ
れ
た
部
分
に
よ
る
な
ら
ば
、
当
該
時
期
の
禅
僧
に
よ
る
洪
州
禅
思
想
へ
の

反
応
・
批
評
・
補
足
や
、
古
典
禅
の
成
立
と
発
展
、
機
縁
問
答
と
い
う
新
た
な
教
学
方
法
と
宗
教
実
践
の
成
熟
、
多
く
の
法

系
の
出
現
と
分
化
及
び
そ
の
原
因
、
と
い
っ
た
点
を
研
究
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
歴
史
学
的
・
考
証
学
的
手
法
は
果
た
し
て
実
行
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
答
え
は
イ
エ
ス
で
あ
る
。
我
々
は
主
と

し
て
比
較
的
信
頼
性
が
高
く
お
お
む
ね
年
代
を
定
め
う
る
三
つ
の
大
き
な
文
献
史
料
の
グ
ル
ー
プ
に
頼
る
と
よ
い
。
第
一
グ

ル
ー
プ
は
伝
世
あ
る
い
は
近
年
出
土
の
碑
文
史
料
で
あ
り
、
大
部
分
が
同
時
代
人
に
よ
っ
て
唐
五
代
の
禅
僧
あ
る
い
は
禅
院

の
た
め
に
撰
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
、
学
者
た
ち
は
既
に
そ
の
う
ち
幾
つ
か
の
比
較
的
あ

り
ふ
れ
た
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
碑
銘
を
用
い
て
お
り
、
そ
れ
は
例
え
ば
馬
祖
及
び
数
人
の
高
弟
の
た
め
に
撰
述
さ
れ
た
碑

誌
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
だ
大
量
の
石
刻
史
料
が
十
分
に
利
用
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
ほ
ぼ
完
全

に
見
落
と
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
中
唐
か
ら
五
代
の
禅
師
の
新
羅
・
高
麗
の
弟
子
の
た
め
に
撰
述
さ
れ
た
多
く
の
碑
文

は
、
こ
の
時
期
の
禅
宗
の
発
展
に
関
し
て
多
く
の
貴
重
な
情
報
を
含
ん
で
い
る
が
、
し
か
し
学
者
に
注
目
さ
れ
利
用
さ
れ
る

こ
と
は
極
め
て
少
な
い
。
ま
た
例
え
ば
、
賛
寧
（
九
一
九
～
一
〇
〇
一
）
は
『
宋
高
僧
伝
』
序
の
中
で
、
編
纂
の
過
程
に
お
い

て
「
あ
る
い
は
誄
銘
を
調
べ
考
え
、
あ
る
い
は
記
録
か
ら
証
拠
を
探
し
、
あ
る
い
は
各
地
を
巡
る
博
識
な
使
臣
に
尋
ね
、
あ

る
い
は
年
長
の
賢
者
に
意
見
を
求
め
、
内
容
を
練
り
上
げ
て
経
論
と
ほ
ぼ
一
致
さ
せ
、
対
校
し
て
歴
史
書
と
遥
か
に
符
合
さ

せ
る
（
或
案
誄
銘
、
或
徴
志
記
、
或
問
輶
軒
之
使
者
、
或
詢
耆
旧
之
先
民
、
研
磨
将
経
論
略
同
、
讐
校
与
史
書
懸
合
）」
⒀
と
言
う
。

こ
の
中
で
第
一
に
置
か
れ
て
い
る
「
誄
銘
」
と
は
、
す
な
わ
ち
墓
誌
・
塔
銘
と
い
っ
た
類
の
史
料
を
指
す
。
宋
代
の
僧
恵
洪
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（
一
〇
七
一
～
一
一
二
八
）
と
志
磐
は
い
ず
れ
も
賛
寧
が
「
多
く
の
碣
を
収
集
し
て
伝
を
作
っ
た
（
聚
衆
碣
為
伝
）」
⒁
と
述
べ
て

い
る
が
、
碣
も
ま
た
碑
碣
の
文
章
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
現
存
の
碑
文
と
『
宋
高
僧
伝
』
の
文
を
比
較
し
て
容
易
に
証

明
で
き
る
。
例
え
ば
、
楊
歧
甄
叔
の
本
伝
の
末
尾
に
、
賛
寧
は
釈
志
閑
が
碑
文
を
撰
述
し
た
と
言
う
⒂
。
こ
の
碑
石
は
現
存
し

て
お
り
、「
大
唐
袁
州
萍
郷
県
楊
岐
山
故
甄
叔
大
師
塔
銘
」
と
い
う
題
名
で
あ
る
⒃
。
他
に
も
『
全
唐
文
』
も
こ
の
碑
の
テ
キ

ス
ト
を
保
存
し
て
い
る
⒄
。
三
つ
の
テ
キ
ス
ト
を
対
照
さ
せ
る
と
、
賛
寧
の
伝
の
文
章
が
ほ
ぼ
一
字
一
句
ま
で
碑
文
を
写
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
例
え
ば
、『
宋
高
僧
伝
』
中
の
雪
峰
義
存
伝
も
、
ほ
と
ん
ど
全
て
黄
滔
（
八
四
〇
？
～
？
）
撰
述

「
福
州
雪
峰
山
故
真
覚
大
師
碑
銘
」
か
ら
写
し
取
ら
れ
て
い
る
⒅
。
同
書
の
慧
明
伝
の
末
尾
に
は
「
昼
公
に
塔
銘
を
作
ら
せ
た

（
俾
昼
公
為
塔
銘
焉
）」
と
言
う
が
、
昼
公
と
は
皎
然
（
七
二
〇
？
～
七
九
三
？
）、
字
は
清
昼
の
こ
と
で
、
こ
の
伝
は
ま
さ
に
皎

然
「
唐
湖
州
仏
川
寺
故
大
師
塔
銘
並
序
」
を
引
き
写
し
て
や
や
節
略
し
て
い
る
（
も
と
の
碑
文
は
大
変
長
い
）
⒆
。
同
書
の
子

瑀
伝
は
皎
然
「
唐
湖
州
大
雲
寺
故
禅
師
瑀
公
碑
銘
並
序
」
を
引
き
写
し
て
や
や
節
略
し
て
い
る
⒇
。
同
書
の
道
遵
伝
は
皎
然

「
蘇
州
支
硎
山
報
恩
寺
法
華
院
故
大
和
尚
碑
並
序
」
を
引
き
写
し
て
や
や
節
略
し
て
い
る
㉑
。
類
似
例
は
ま
だ
沢
山
あ
る
が
、

一
々
列
挙
し
な
い
。
一
般
的
に
言
え
ば
、
も
し
賛
寧
が
伝
の
末
尾
で
、
あ
る
人
が
伝
主
の
た
め
に
塔
銘
あ
る
い
は
墓
誌
を
撰

述
し
た
と
言
及
し
て
い
れ
ば
、
彼
は
既
に
こ
の
碑
文
を
参
照
し
て
引
用
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
㉒
。

　

そ
の
他
、
賛
寧
は
い
く
つ
か
の
伝
に
お
い
て
は
複
数
の
材
料
を
取
り
混
ぜ
て
採
用
し
て
い
る
が
、
し
か
し
ま
さ
に
周
一
良

が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
唐
代
の
文
人
（
あ
る
い
は
文
才
に
富
む
詩
僧
）
が
撰
述
し
た
碑
銘
は
表
現
の
様
式
に
お
い
て
非
常
に

華
麗
で
あ
り
、
神
異
譚
あ
る
い
は
後
世
の
禅
僧
の
捏
造
と
い
っ
た
そ
の
他
の
タ
イ
プ
の
記
述
と
は
、
容
易
に
区
別
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
例
え
ば
、『
宋
高
僧
伝
』
善
無
畏
伝
で
は
、
生
涯
に
つ
い
て
の
部
分
で
は
ほ
ぼ
手
直
し
せ
ず
に
李
華
（
七
一
五

～
七
六
六
）
の
「
東
都
聖
善
寺
無
畏
三
蔵
碑
」
か
ら
流
用
し
て
い
る
が
㉓
、
し
か
し
奇
跡
の
物
語
は
『
酉
陽
雑
俎
』
の
記
述

を
基
礎
と
し
て
お
り
、
二
つ
の
部
分
で
ス
タ
イ
ル
が
全
く
異
な
る
㉔
。
そ
の
た
め
、
も
し
唐
代
の
各
種
の
文
体
を
熟
知
し
て
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い
れ
ば
、
伝
の
文
章
が
よ
り
原
形
に
近
い
碑
銘
を
踏
襲
し
て
い
る
か
否
か
の
判
断
の
手
助
け
に
も
な
る
。
そ
の
他
、『
唐
代

墓
誌
彙
編
』、『
唐
代
墓
誌
彙
編
続
集
』、『
歴
代
石
刻
史
料
彙
編
』、『
全
唐
文
』、『
全
唐
文
補
編
』
の
中
の
碑
文
等
に
も
、
役

立
つ
資
料
が
大
量
に
含
ま
れ
て
お
り
、
ま
だ
十
分
に
発
掘
・
利
用
さ
れ
て
い
る
と
言
う
に
は
ほ
ど
遠
い
。
本
書
が
引
用
す
る

百
篇
余
り
の
碑
文
は
、
大
多
数
が
従
来
の
禅
宗
研
究
で
は
見
落
と
さ
れ
て
い
た
。

　

一
部
の
学
者
は
『
全
唐
文
』
が
後
に
な
っ
て
で
き
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
中
に
収
録
さ
れ
た
碑
文
の
信
頼
性
に
漠

然
と
疑
念
を
抱
い
て
い
る
㉕
。
し
か
し
、
こ
こ
に
収
録
さ
れ
た
中
唐
か
ら
五
代
の
禅
僧
に
関
す
る
碑
文
は
、
ほ
と
ん
ど
が
宋

代
の
金
石
志
や
地
方
志
に
収
録
さ
れ
て
い
た
り
、
唐
人
の
別
集
や
『
文
苑
英
華
』、『
唐
文
粋
』
と
い
っ
た
宋
代
の
総
集
に
収

め
ら
れ
て
い
た
り
す
る
。
ま
た
さ
ら
に
は
石
刻
が
現
存
し
て
い
る
場
合
、
あ
る
い
は
内
容
上
そ
の
他
の
関
連
史
料
と
互
い
に

呼
応
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
従
っ
て
ほ
と
ん
ど
全
て
が
信
頼
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
何
の
証
拠
も
な
い
状
況
で
は
、
軽
々

し
く
全
面
的
に
否
定
し
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
晩
唐
の
文
人
で
あ
る
陸
希
声
の
名
で
収
録
さ
れ
る
「
仰
山
通
智
大
師
塔

銘
」
は
、
仰
山
慧
寂
（
八
〇
七
～
八
八
三
）
が
前
後
し
て
袁
州
仰
山
、
洪
州
石
亭
、
韶
州
東
平
山
に
住
持
し
た
こ
と
、
及
び

陸
希
声
自
身
が
こ
れ
ら
の
場
所
で
節
度
使
で
あ
る
鄭
愚
の
官
府
の
従
事
に
任
ぜ
ら
れ
た
際
の
仰
山
と
の
交
際
の
経
験
を
述
べ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
は
、
公
乗
億
「
魏
州
故
禅
大
徳
奨
公
塔
銘
」、
宋
斉
邱
（
八
八
七
～
九
五
九
）「
仰
山
光
湧
長
老
塔

銘
記
」、
余
靖
（
一
〇
〇
〇
～
一
〇
六
四
）「
韶
州
重
建
東
平
山
正
覚
寺
記
」
と
い
っ
た
そ
の
他
の
唐
宋
の
碑
文
に
記
さ
れ
た
関

連
の
記
述
、
新
旧
『
唐
書
』
が
記
載
し
て
い
る
陸
希
声
と
鄭
愚
の
事
跡
、『
祖
堂
集
』
等
の
禅
宗
文
献
が
記
載
し
て
い
る
仰

山
の
事
跡
、
こ
れ
ら
の
寺
院
の
建
設
に
関
す
る
地
方
志
の
記
載
等
と
、
い
ず
れ
も
逐
一
符
合
し
て
お
り
、
し
か
も
宋
代
の
金

石
志
『
宝
刻
類
編
』
は
つ
と
に
陸
希
声
の
こ
の
碑
を
著
録
し
て
い
る
㉖
。
あ
る
学
者
は
こ
の
文
章
が
『
全
唐
文
』
に
載
っ
て

い
る
こ
と
、
及
び
陸
希
声
が
禅
宗
に
興
味
が
あ
っ
た
と
い
う
他
の
記
事
を
見
か
け
な
い
こ
と
を
理
由
に
し
て
、
こ
の
碑
は
信

頼
で
き
な
い
と
疑
っ
て
い
る
が
㉗
、
必
要
な
証
拠
と
考
察
を
明
ら
か
に
欠
い
て
い
る
。
類
似
の
疑
い
を
取
り
除
く
た
め
、
本
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書
は
参
考
書
目
の
碑
銘
部
分
に
お
い
て
、
関
連
の
金
石
書
に
お
け
る
著
録
及
び
各
種
の
初
期
の
総
集
・
別
集
の
収
録
状
況
を

詳
し
く
列
挙
し
た
。

　

禅
僧
に
関
連
す
る
碑
銘
を
用
い
る
時
に
、
本
当
に
特
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
伝
記

（biography

）
と
聖
人
伝
（hagiography

）
と
い
う
二
種
類
の
要
素
の
性
質
と
、
そ
の
間
の
矛
盾
で
あ
る
。
伝
記
は
伝
主
の

生
涯
の
経
歴
と
思
想
の
傾
向
に
つ
い
て
の
真
実
の
記
述
（description

）
で
あ
る
が
、
聖
人
伝
は
宗
教
的
聖
者
が
精
神
的
手

本
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
の
規
範
化
し
た
表
現
（prescription

）
で
あ
り
、
一
般
に
神
異
・
誇
張
・
虚
構
と
い
っ
た
色
合
い

を
帯
び
て
い
る
。
宗
教
史
に
お
い
て
は
、
人
物
の
伝
記
の
中
に
は
往
々
に
し
て
聖
人
伝
の
要
素
が
含
ま
れ
、
聖
人
伝
の
中
に

も
往
々
に
し
て
伝
記
の
叙
述
が
現
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
両
者
は
い
つ
も
混
じ
り
合
い
、
入
り
乱
れ
て
い
る
た
め
、
後
の
研
究

者
を
困
惑
さ
せ
て
い
る
㉘
。
法
蔵
（
六
四
三
～
七
一
二
）
に
関
す
る
著
作
の
中
で
、
陳
金
華
は
こ
の
二
つ
の
難
題
を
解
決
す
る

方
法
を
提
案
し
、
か
つ
実
践
に
成
功
し
た
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
資
料
を
全
面
的
で
綿
密
に
考
察
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
法
蔵

に
関
わ
る
大
量
の
史
料
の
中
で
入
り
混
じ
っ
て
い
る
伝
記
と
聖
人
伝
の
要
素
を
明
瞭
に
区
別
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
読
者
に
法

蔵
の
実
人
生
と
イ
メ
ー
ジ
の
複
雑
多
彩
さ
を
示
し
た
㉙
。
こ
れ
は
禅
僧
に
関
連
す
る
碑
文
・
伝
記
の
研
究
と
利
用
に
つ
い
て

の
重
要
な
啓
示
で
あ
り
、
本
書
の
研
究
も
こ
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
を
心
が
け
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
権
徳
輿
（
七
六
一
～
八
一
八
）
が
馬
祖
道
一
の
た
め
に
撰
述
し
た
塔
銘
は
宋
代
の
金
石
著
録
及
び
各
種
の
総
集
・

別
集
に
見
え
、
そ
の
信
頼
性
に
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
が
、
し
か
し
文
中
で
は
馬
祖
の
尋
常
で
は
な
い
外
見
を
「
舌
は
幅
広

で
長
く
鼻
筋
を
覆
う
ほ
ど
で
、
足
に
は
模
様
が
あ
っ
て
文
字
の
形
を
し
て
い
る
（
舌
広
長
以
覆
準
、
足
文
理
而
成
字
）」
と
描

写
し
て
い
る
㉚
。
仏
陀
の
三
十
二
相
の
中
に
は
広
長
舌
・
足
輪
が
あ
る
の
で
、
碑
文
の
描
写
は
明
ら
か
に
高
僧
の
聖
人
伝
の

慣
例
で
あ
り
、
馬
祖
の
実
際
の
容
貌
で
あ
る
と
は
見
な
せ
な
い
。
碑
文
の
中
で
は
さ
ら
に
馬
祖
が
「
か
つ
て
考
え
る
に
は
、

九
流
や
六
学
と
い
っ
た
伝
統
的
学
問
に
は
考
え
る
価
値
な
ど
な
い
。
俗
世
を
治
め
る
道
具
に
過
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、
ど
う
し
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て
世
俗
を
超
越
す
る
方
法
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
た
だ
仏
教
の
正
覚
だ
け
が
聖
賢
が
心
を
寄
せ
ら
れ
る
場
な
の
だ
（
嘗
以
為
九

流
六
学
、
不
足
経
慮
、
局
然
理
世
之
具
、
豈
資
出
世
之
方
。
唯
度
門
正
覚
、
為
上
智
宅
心
之
域
耳
）」
と
言
う
。
あ
る
学
者
は
こ
れ

に
基
づ
い
て
馬
祖
は
上
流
の
家
庭
に
生
ま
れ
、
若
い
頃
に
は
伝
統
的
な
古
典
の
教
育
を
受
け
た
は
ず
だ
と
推
断
し
て
い
る
㉛
。

し
か
し
な
が
ら
、
権
徳
輿
の
こ
の
話
は
高
僧
の
聖
人
伝
の
常
套
手
段
で
あ
り
、
も
し
そ
の
他
の
証
拠
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て

い
な
い
な
ら
、
そ
の
ま
ま
事
実
と
見
な
し
て
は
な
ら
な
い
。
逆
に
、
馬
祖
が
遥
か
遠
い
蜀
の
地
で
幼
く
し
て
出
家
し
た
と

い
う
経
歴
に
よ
る
と
、
彼
は
下
流
の
貧
困
家
庭
に
生
ま
れ
、「
九
流
六
学
」
を
学
ぶ
機
会
は
な
か
っ
た
可
能
性
の
方
が
高
い
。

後
に
宋
代
の
『
円
悟
心
要
』
と
『
五
家
正
宗
賛
』
は
馬
祖
の
父
親
が
「
箕
づ
く
り
の
馬
（
馬
簸
箕
）」
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
物

語
を
で
っ
ち
上
げ
て
す
ら
お
り
、
こ
の
物
語
は
信
頼
で
き
な
い
と
は
い
え
、
宋
人
は
馬
祖
を
貧
し
い
出
身
と
見
な
し
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
㉜
。

　

第
二
グ
ル
ー
プ
の
資
料
は
大
蔵
経
の
中
の
比
較
的
信
頼
で
き
、
お
お
む
ね
年
代
を
定
め
う
る
と
確
認
で
き
る
文
献
資
料

で
あ
り
、
例
え
ば
法
蔵
、
澄
観
（
七
三
八
～
八
三
九
）
及
び
圭
峰
宗
密
（
七
八
〇
～
八
四
一
）
の
著
作
、
黄
檗
希
運
（
？
～

八
五
五
）
の
『
伝
心
法
要
』、
日
本
の
多
く
の
入
唐
僧
の
書
目
と
著
作
等
で
あ
る
。
宗
密
は
彼
が
属
し
て
い
た
荷
沢
宗
に
偏

向
し
て
お
り
、
洪
州
宗
の
宗
旨
に
つ
い
て
は
批
判
が
多
い
が
、
し
か
し
現
代
の
学
者
は
お
し
な
べ
て
、
彼
の
作
品
は
中
唐
の

禅
宗
の
各
系
統
に
つ
い
て
ほ
ぼ
正
確
で
信
頼
で
き
る
同
時
代
の
記
録
を
提
供
し
て
お
り
、
従
っ
て
宋
代
の
禅
僧
が
述
べ
る

偏
っ
た
禅
史
を
あ
る
程
度
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
、
非
常
に
重
要
な
参
照
価
値
を
有
す
る
と
考
え
て
い
る
㉝
。
考
古
学
に
お

い
て
は
、
学
者
た
ち
は
い
く
つ
か
の
既
に
年
代
が
定
ま
っ
た
青
銅
器
を
「
標
準
器
」
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
他
の
器
物

の
時
代
を
決
定
す
る
。
宗
密
は
比
較
的
若
い
馬
祖
の
直
弟
子
の
同
世
代
人
に
当
た
り
、
彼
の
著
作
を
ち
ょ
う
ど
「
標
準
テ

キ
ス
ト
」
と
し
て
、
馬
祖
及
び
そ
の
弟
子
に
帰
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
の
年
代
と
信
頼
性
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

例
え
ば
、
馬
祖
上
堂
語
の
要
旨
や
、
果
て
は
あ
る
表
現
様
式
す
ら
宗
密
の
洪
州
禅
に
つ
い
て
の
総
括
と
批
判
に
見
え
る
た
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め
、
馬
祖
の
弟
子
に
よ
る
潤
色
・
増
補
を
経
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
は
い
え
、
我
々
は
こ
れ
ら
の
上
堂
語
が
馬
祖
の
思
想

を
代
表
す
る
と
お
お
む
ね
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
㉞
。
黄
檗
の
『
伝
心
法
要
』
は
裴
休
（
七
八
七
?
～
八
六
〇
）
に
よ
っ
て

八
五
七
年
に
編
纂
さ
れ
て
お
り
、
裴
休
と
黄
檗
の
弟
子
が
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
あ
る
程
度
の
修
補
を
し
た
か
も
し
れ
な
い
と
は

い
え
、
同
じ
よ
う
に
「
標
準
テ
キ
ス
ト
」
と
し
て
、
中
晩
唐
の
間
の
各
種
の
禅
文
献
と
概
念
を
判
断
す
る
助
け
に
で
き
る
㉟
。

最
澄
（
七
六
七
～
八
二
二
）、
円
仁
（
七
九
四
～
八
六
四
）、
恵
運
、
円
珍
（
八
一
四
～
八
九
一
）
等
の
日
本
の
入
唐
僧
の
書
目

と
著
作
も
、
み
な
年
代
を
定
め
う
る
「
標
準
テ
キ
ス
ト
」
で
あ
る
。

　

第
三
グ
ル
ー
プ
の
相
対
的
に
信
頼
で
き
、
お
お
む
ね
年
代
を
定
め
う
る
資
料
は
、
敦
煌
で
発
見
さ
れ
た
写
本
、
唐
代
か
ら

宋
初
の
文
人
の
詩
文
作
品
、
各
種
の
正
史
と
筆
記
、
及
び
年
代
が
比
較
的
早
い
地
方
志
等
を
含
み
、
こ
れ
ら
の
文
献
の
中
か

ら
も
中
唐
か
ら
五
代
の
禅
宗
発
展
の
史
実
に
関
わ
る
大
量
の
重
要
な
記
事
を
探
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
三
グ
ル
ー
プ
の
資
料
の
調
査
と
考
証
を
通
し
て
、
我
々
は
宋
代
以
降
の
禅
僧
が
中
唐
か
ら
五
代
の
禅
文
献
に
付
け

加
え
た
大
量
の
も
の
を
取
り
除
い
た
が
、
し
か
し
同
時
に
、
馬
祖
及
び
そ
の
後
裔
に
帰
さ
れ
た
比
較
的
信
頼
で
き
る
幾
つ
か

の
テ
キ
ス
ト
の
中
か
ら
、
こ
の
時
期
の
禅
思
想
の
発
展
を
考
察
で
き
る
こ
と
も
確
認
し
た
。
我
々
は
、
機
縁
問
答
は
確
か
に

中
唐
に
出
現
し
て
晩
唐
五
代
に
成
熟
し
た
こ
と
を
発
見
し
、
し
か
も
『
祖
堂
集
』
と
『
景
徳
伝
灯
録
』
よ
り
も
早
い
幾
つ
か

の
機
縁
問
答
の
記
録
を
見
つ
け
出
し
た
。
我
々
は
ま
た
、
中
唐
に
お
け
る
禅
宗
の
各
系
統
の
興
亡
、
晩
唐
に
お
け
る
洪
州
系

の
分
化
と
石
頭
系
の
勃
興
、
五
代
に
お
い
て
多
く
の
法
系
が
至
る
所
で
花
開
い
た
こ
と
等
に
関
連
す
る
幾
つ
か
の
記
事
を
探

し
当
て
た
。
こ
れ
ら
の
発
見
は
、
古
典
禅
は
完
全
に
宋
代
の
僧
侶
が
創
り
出
し
た
神
話
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
歴
史
上
に

存
在
し
た
、
活
力
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
伝
統
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
後
代
に
捏
造
・
累
加
し
た
幾
重
も
の
外
殻
を
剥

ぎ
取
る
と
、
我
々
は
比
較
的
史
実
に
近
い
核
心
を
発
見
し
、
か
つ
そ
れ
を
手
が
か
り
と
し
て
元
を
探
り
、
こ
の
伝
統
の
形
成

と
発
展
を
探
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
本
書
は
、
や
は
り
古
典
禅
に
よ
っ
て
こ
の
時
期
の
禅
宗
に
お
け
る
宗
旨
の
発
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展
、
実
践
活
動
及
び
寺
院
の
建
設
等
を
総
括
し
う
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

古
典
禅
と
い
う
概
念
以
外
に
、
中
唐
か
ら
五
代
の
禅
宗
の
発
展
に
関
し
て
は
、
他
に
「
宗
」（school

）、「
家
系
」

（lineage

）
及
び
「
正
統
」（orthodoxy

）
と
い
う
三
つ
の
互
い
に
結
び
つ
い
た
概
念
が
あ
り
、
整
理
を
加
え
る
必
要
が
あ

る
。
宗
と
い
う
字
の
本
義
は
宗
廟
で
あ
り
、
ま
た
祖
宗
（
祖
先
）・
宗
族
・
宗
系
（
法
系
）・
宗
主
（
本
家
）・
宗
旨
・
正
宗

（
本
家
筋
）
等
の
各
種
の
意
味
を
派
生
さ
せ
た
㊱
。
湯
用
彤
は
宗
の
字
の
中
国
仏
教
典
籍
に
お
け
る
様
々
な
含
意
に
最
も
早
く

気
づ
き
、
そ
の
後
真
野
正
順
、
平
井
俊
栄
、 

ス
タ
ン
リ
ー
・
ワ
イ
ン
ス
タ
イ
ン
（Stanley W

einstein

）
等
も
み
な
こ
の
問

題
を
論
じ
た
。
こ
れ
ら
の
学
者
た
ち
の
議
論
に
よ
る
と
、
中
国
仏
教
典
籍
の
中
で
、
宗
は
主
に
三
つ
の
意
味
で
用
い
ら
れ

る
。（
一
）
あ
る
種
の
特
定
の
宗
旨
、
あ
る
い
は
そ
の
宗
旨
に
つ
い
て
の
解
釈
。（
二
）
あ
る
経
論
の
主
旨
と
理
論
、
あ
る
い

は
そ
の
経
論
に
つ
い
て
の
解
釈
の
伝
統
。（
三
）
あ
る
教
団
も
し
く
は
伝
統
が
あ
る
創
立
者
に
ま
で
そ
の
起
源
を
遡
り
、
し

か
も
そ
の
継
承
者
が
共
通
の
宗
旨
と
実
践
を
奉
じ
て
い
る
こ
と
㊲
。
学
者
た
ち
は
お
し
な
べ
て
、
三
つ
目
の
意
味
の
宗
は
宗

派
（school

）
と
呼
べ
る
と
し
て
意
見
が
一
致
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
近
年
は
幾
人
か
の
学
者
が
こ
の
用
法
に
賛
成
せ
ず
、
家
系
（lineage

）
と
い
う
言
葉
が
こ
れ
に
取
っ
て
代
わ
る

べ
き
だ
と
言
い
出
し
た
㊳
。
家
系
は
確
か
に
宗
の
基
本
的
な
含
意
の
一
つ
で
あ
り
、
し
か
も
中
国
仏
教
の
宗
も
し
く
は
家
系

に
関
す
る
観
念
、
特
に
禅
宗
の
宗
系
の
観
念
は
、
中
国
の
祖
宗
崇
拝
の
伝
統
に
重
要
な
影
響
を
受
け
た
こ
と
を
表
す
証
拠

が
あ
る
㊴
。
嫡
嗣
が
本
家
を
継
承
す
る
中
国
の
父
権
制
度
の
下
で
は
、
宗
系
あ
る
い
は
家
系
は
常
に
身
分
、
合
法
及
び
正
統

の
観
念
と
結
び
つ
く
。
正
統
の
本
来
の
意
味
と
は
正
宗
で
あ
り
、
嫡
嗣
の
純
正
な
宗
系
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

我
々
は
さ
ら
に
、
仏
教
の
伝
統
の
中
に
お
い
て
は
、
家
系
あ
る
い
は
宗
系
は
重
要
な
受
戒
の
伝
承
と
教
団
組
織
の
枠
組
み
で

あ
り
続
け
た
こ
と
を
見
て
取
る
べ
き
で
あ
る
。
イ
ン
ド
仏
教
の
中
で
は
、
早
く
も
仏
滅
後
一
世
紀
に
、
釈
迦
牟
尼
の
直
弟
子

か
ら
続
い
て
き
た
複
数
の
家
系
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。
家
系
の
伝
承
は
当
時
に
あ
っ
て
既
に
神
聖
な
問
題
と
見
な
さ
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れ
て
い
た
。
何
故
な
ら
戒
師
と
受
戒
し
た
弟
子
と
の
一
連
の
系
譜
を
仏
陀
へ
と
遡
れ
ば
、
受
戒
の
合
法
性
と
正
当
性
を
証

明
し
認
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
㊵
。
部
派
仏
教
の
時
代
に
な
る
と
、
家
系
は
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
派
閥
論
争
の

道
具
と
な
り
、
幾
多
の
派
閥
が
嘘
の
家
系
を
捏
造
し
て
、
釈
迦
牟
尼
の
直
弟
子
に
ま
で
遡
る
こ
と
で
、
そ
の
系
統
の
宗
旨

の
合
法
性
と
権
威
を
公
言
し
た
㊶
。
中
国
仏
教
史
上
、
天
台
の
伝
統
は
最
も
早
く
に
『
付
法
蔵
経
』
に
基
づ
い
て
経
典
伝
授

の
祖
統
を
創
り
出
し
、
二
十
三
人
（
あ
る
い
は
二
十
四
人
）
の
イ
ン
ド
の
祖
師
に
ま
で
遡
っ
た
㊷
。
し
か
し
な
が
ら
、
禅
宗

に
お
い
て
の
み
祖
統
の
問
題
が
関
心
の
中
心
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
さ
に
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
フ
ォ
ー
ル
（Bernard 

Faure

）
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
祖
統
は
周
縁
に
位
置
す
る
教
団
が
正
統
の
派
閥
に
な
る
こ
と
を
追
い
求
め
る
強
い
願
望
を

現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
㊸
。
そ
の
教
団
が
仏
祖
の
正
統
な
直
系
で
あ
る
と
公
言
す
る
こ
と
を
通
し
て
な
ら
、
社
会
と
政
治

権
力
の
認
可
・
支
持
を
得
て
、
周
縁
か
ら
正
統
へ
と
向
か
え
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。『
続
高
僧
伝
』
に
よ
る
と
、
六

世
紀
初
か
ら
七
世
紀
中
葉
に
は
、
合
計
六
つ
の
比
較
的
活
発
な
禅
学
教
団
が
あ
っ
た
。
他
の
五
つ
の
教
団
は
み
な
隋
の
都
で

あ
る
長
安
に
招
か
れ
た
が
、
し
か
し
達
摩
―
恵
可
系
統
を
称
す
る
教
団
は
都
の
禅
学
の
中
心
の
外
に
排
除
さ
れ
た
㊹
。
初
唐

に
な
る
と
、
東
山
―
北
宗
教
団
が
自
分
た
ち
と
達
摩
―
恵
可
系
統
を
結
び
つ
け
、
し
か
も
達
摩
か
ら
釈
迦
の
弟
子
阿
難
に

ま
で
遡
っ
た
。
こ
の
祖
統
は
彼
ら
が
周
縁
か
ら
一
躍
正
統
と
な
る
の
を
助
け
、
神
秀
及
び
そ
の
弟
子
は
都
に
招
か
れ
、「
長

安
・
洛
陽
両
京
の
法
主
、
則
天
武
后
・
中
宗
・
睿
宗
三
帝
の
国
師
（
両
京
法
主
、
三
帝
国
師
）」
と
な
っ
た
㊺
。
そ
の
後
、
荷

沢
、
牛
頭
、
保
唐
及
び
洪
州
教
団
が
禅
宗
の
祖
統
を
絶
え
間
な
く
再
改
訂
し
た
の
は
、
同
じ
く
周
縁
か
ら
正
統
に
向
か
お
う

と
い
う
願
望
に
発
し
て
い
た
㊻
。

　

歴
史
的
視
点
か
ら
は
、
比
較
的
広
い
文
化
的
背
景
、
あ
る
い
は
仏
教
に
特
有
の
背
景
の
下
で
あ
ろ
う
と
、
こ
れ
ら
の
教
団

の
創
始
者
と
継
承
者
が
実
在
の
人
物
か
虚
構
の
人
物
か
に
関
わ
り
な
く
、
仏
教
教
団
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
「
宗
」
は
「
家

系
」
と
称
す
る
の
が
最
も
正
確
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
仏
教
の
家
系
に
は
お
お
む
ね
二
種
の
異
な
っ
た
タ
イ
プ
が
あ
る
。
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（
一
）
幾
つ
か
の
家
系
は
比
較
的
重
要
で
影
響
が
計
り
知
れ
ず
、
創
立
者
及
び
そ
の
後
裔
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
だ
け
で
な

く
、
比
較
的
一
貫
し
た
、
独
特
の
宗
旨
と
実
践
を
呈
示
し
て
い
る
。（
二
）
そ
の
他
の
幾
つ
か
の
家
系
は
二
義
的
な
、
従
属

的
な
も
の
で
あ
り
、
往
々
に
し
て
師
弟
あ
る
い
は
寺
院
の
住
持
の
継
承
関
係
を
形
成
す
る
の
み
で
、
自
ら
に
特
有
の
宗
旨
の

内
容
を
築
い
て
い
な
い
。
違
う
タ
イ
プ
の
家
系
を
や
や
明
確
に
区
別
し
、
研
究
の
範
囲
を
明
示
す
る
た
め
に
は
、
我
々
は
や

は
り
宗
／
宗
派
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
第
一
の
タ
イ
プ
の
十
分
に
発
展
し
た
家
系
を
指
す
の
が
よ
い
㊼
。
そ
の
た
め
、
本

書
は
依
然
と
し
て
北
宗
、
荷
沢
、
牛
頭
、
保
唐
、
洪
州
な
ど
の
十
分
に
発
展
し
た
分
派
を
宗
も
し
く
は
宗
派
と
称
す
る
。
洪

州
宗
は
古
典
禅
発
展
の
初
期
段
階
で
あ
る
が
、
し
か
し
晩
唐
五
代
の
時
期
に
は
、
洪
州
宗
か
ら
幾
多
の
家
系
が
分
化
し
た
。

こ
れ
ら
の
家
系
は
み
な
古
典
禅
の
思
想
を
基
本
的
宗
旨
と
し
て
、
機
縁
問
答
に
見
ら
れ
る
家
風
の
面
で
一
定
の
特
色
を
作
り

上
げ
た
が
、
こ
の
時
期
に
は
ま
だ
十
分
に
は
発
展
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
本
書
は
こ
れ
ら
の
家
系
を
宗
あ
る
い
は
宗
派
と

は
呼
ば
な
い
㊽
。

　

最
後
に
、
古
典
禅
の
哲
学
的
・
宗
教
学
的
な
解
釈
の
面
に
も
、
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
二
つ
の
困
難
が
あ
り
、
改
め
て

考
え
る
必
要
が
あ
る
。
あ
る
面
で
は
、
鈴
木
大
拙
と
京
都
学
派
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
西
洋
哲
学
に
よ
っ
て
禅
を
明
ら
か
に

す
る
方
法
が
、
一
定
の
程
度
に
お
い
て
は
禅
思
想
に
つ
い
て
の
研
究
を
深
め
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
い
く
つ
か
の
無
理
な
類

比
と
過
度
な
解
釈
と
い
う
問
題
を
生
み
出
し
た
㊾
。
ま
ず
、
鈴
木
大
拙
と
西
田
幾
多
郎
（
一
八
七
〇
～
一
九
四
五
）
等
が
論
じ

た
主
な
対
象
は
日
本
禅
で
あ
っ
て
、
中
国
禅
で
は
な
い
が
、
日
本
禅
と
中
国
禅
の
間
に
は
多
く
の
根
本
的
な
違
い
が
存
し
て

お
り
、
こ
れ
を
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
次
に
、
彼
ら
の
主
な
目
標
は
禅
研
究
で
は
な
く
、
一
種
の
「
六
経
我
に
注

す
」
の
態
度
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
日
本
禅
に
理
想
化
し
た
顔
つ
き
と
声
を
付
与
し
て
、
新
た
な
禅
的
話
法
を
作
り
、
禅
を

日
本
文
化
の
典
型
的
代
表
と
し
て
描
き
出
し
て
西
洋
へ
と
広
め
た
り
（
鈴
木
）、
あ
る
い
は
東
西
を
総
合
し
た
自
ら
の
新
哲

学
体
系
を
構
築
し
、「
純
粋
経
験
」、「
場
所
の
論
理
」、「
絶
対
無
」
等
の
「
禅
哲
学
」
理
論
を
提
起
し
た
（
西
田
等
）。
し
か
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し
、
鈴
木
大
拙
と
京
都
学
派
の
解
釈
モ
デ
ル
は
や
は
り
中
国
禅
の
研
究
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
生
み
出
し
、
過
度
の
解
釈

と
い
う
現
象
が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
た
。

　

禅
思
想
は
益
々
巨
大
な
哲
学
体
系
へ
と
組
み
立
て
ら
れ
、
一
則
の
公
案
に
つ
い
て
の
解
説
は
時
に
は
一
部
の
書
物
に
近
い

ほ
ど
の
長
さ
に
ま
で
延
々
と
続
き
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
隋
唐
期
の
三
つ
の
重
要
な
仏
教
宗
派
で
あ
る
天
台
・
華
厳
・
禅

の
核
心
と
な
る
宗
旨
は
一
致
し
て
お
り
、
み
な
衆
生
が
悉
く
仏
性
を
有
す
る
と
い
う
如
来
蔵
／
仏
性
理
論
を
土
台
と
し
て

い
る
。
天
台
と
華
厳
の
大
師
た
ち
は
『
法
華
経
』、『
華
厳
経
』、
如
来
蔵
系
の
経
典
等
に
基
づ
い
て
、
膨
大
な
教
義
体
系
を

各
々
構
築
し
、
仏
性
／
如
来
蔵
の
含
意
と
構
成
、
衆
生
が
悉
く
仏
性
を
有
す
る
こ
と
の
根
拠
、
衆
生
が
仏
と
な
る
方
法
と
実

践
、
成
仏
／
開
悟
の
内
実
と
究
極
の
境
地
等
を
精
緻
で
複
雑
に
論
述
し
た
。
こ
れ
ら
の
天
台
と
華
厳
に
よ
る
受
け
継
ぎ
が
た

い
煩
雑
な
哲
理
の
基
礎
の
上
に
、
禅
宗
（
特
に
古
典
禅
）
は
該
博
か
ら
集
約
、
繁
雑
か
ら
簡
明
へ
と
向
か
い
、「
即
心
是
仏
」

の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
よ
っ
て
直
ち
に
人
心
を
指
し
、
そ
の
簡
明
で
回
り
道
の
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
大
量
の
信
徒
を
惹
き
付
け

た
。

　

高
麗
の
す
ぐ
れ
た
禅
僧
で
あ
る
知
訥
（
一
一
五
八
～
一
二
一
〇
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
禅
門
の
宗
師
が
示
す
自
由
自
在

な
法
門
と
は
、
完
全
な
教
え
た
る
華
厳
教
と
同
じ
な
の
だ
が
、
言
葉
が
簡
略
で
あ
る
た
め
、
悟
り
の
入
り
口
に
近
い
の
だ
と

知
る
べ
き
で
あ
る
（
当
知
禅
門
宗
師
所
示
無
礙
法
門
、
雖
同
円
教
、
而
言
句
省
略
、
故
於
証
入
之
門
切
近
耳
）」
㊿
。
そ
の
た
め
、

禅
の
本
当
の
要
義
は
広
く
煩
雑
な
哲
理
に
在
る
の
で
は
な
く
、「
信
」
に
在
る
―
―
『
大
乗
起
信
論
』
の
「
大
乗
へ
の
正
し
い

信
を
起
こ
す
（
起
大
乗
正
信
）」、
あ
る
い
は
馬
祖
道
一
の
「
自
ら
の
心
が
仏
で
あ
る
と
各
自
信
じ
る
（
各
信
自
心
是
仏
）」
の

で
あ
り
、
衆
生
の
心
の
中
に
仏
性
／
如
来
蔵
が
あ
る
こ
と
を
信
じ
理
解
し
、
仏
性
／
如
来
蔵
の
中
に
本
来
覚
悟
の
無
量
の
功

徳
が
具
足
し
て
い
る
と
信
じ
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
禅
宗
の
様
々
な
機
鋒
棒
喝
の
目
的
は
全
て
、
迷
い
を
取
り
去
り
、
光
を

め
ぐ
ら
せ
て
己
を
照
ら
し
、
こ
の
本
心
が
仏
で
あ
る
と
信
じ
る
こ
と
に
在
る
�
。 

も
し
我
々
の
解
釈
の
結
果
が
禅
宗
を
肝
要
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か
ら
該
博
へ
、
簡
明
か
ら
煩
雑
へ
と
逆
行
さ
せ
、
巨
大
な
哲
学
の
殿
堂
を
再
構
築
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
結
果
は
恐
ら
く

禅
に
「
本
来
の
面
目
」
を
見
失
わ
せ
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
一
方
で
は
、
禅
の
普
遍
的
な
哲
学
上
の
意
義
を
探
し
求
め
る
こ
と
と
は
逆
に
、
一
部
の
学
者
は
禅
を
中
国
式
の
特
殊

な
思
想
と
定
義
し
て
、
禅
と
中
国
哲
学
の
伝
統
を
総
合
的
に
理
解
で
き
る
点
を
探
す
こ
と
に
力
を
入
れ
、
か
つ
直
接
に
儒
家
・

道
家
・
玄
学
等
の
言
葉
に
よ
っ
て
禅
を
説
明
す
る
。
こ
の
種
の
解
釈
方
法
は
、
禅
の
幾
つ
か
の
本
質
的
特
徴
及
び
中
国
文
化

と
の
相
互
作
用
の
関
係
を
明
る
み
に
出
し
た
が
、
し
か
し
時
に
は
表
面
的
な
類
比
と
印
象
論
的
な
推
測
に
傾
き
も
し
た
�
。
仏

教
の
中
国
化
は
長
い
発
展
過
程
を
経
て
お
り
、
初
期
の
仏
典
翻
訳
の
「
格
義
」
か
ら
始
ま
っ
て
、
隋
唐
期
に
至
る
と
中
国
思

想
文
化
の
伝
統
の
構
成
要
素
は
既
に
仏
教
の
伝
統
の
中
へ
と
取
り
入
れ
ら
れ
、
彼
の
中
に
は
自
分
が
お
り
、
自
分
の
中
に
も

彼
が
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
分
か
ち
が
た
く
な
っ
た
。
禅
の
中
国
化
と
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
部
分
が
、
あ
る
幾
人
か
の
禅

宗
の
大
師
が
直
接
に
儒
家
・
道
家
思
想
を
当
て
は
め
た
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、
既
に
中
国
化
し
た
中
国
仏
教
の
伝

統
に
対
す
る
継
承
発
展
と
し
て
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
馬
祖
道
一
が
広
め
た
「
本
有
今
有
」
と
い
う
本
覚
概

念
、
及
び
悟
り
の
境
地
の
究
極
が
日
用
平
常
の
中
に
現
れ
る
と
い
う
宗
旨
は
、
し
ば
し
ば
儒
家
の
人
性
論
及
び
道
家
の
自
然

主
義
哲
学
の
直
接
的
影
響
を
受
け
た
と
推
断
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
存
し
て
い
る
比
較
的
信
頼
で
き
る
馬
祖
語
録

の
中
で
は
、
我
々
が
目
に
し
う
る
直
接
的
影
響
と
は
、
南
北
朝
以
来
の
仏
性
「
本
有
始
有
」
の
論
争
、『
起
信
論
』
の
中
の

「
本
覚
始
覚
」
の
論
と
一
心
二
門
の
体
用
モ
デ
ル
、
及
び
如
来
蔵
縁
起
と
理
事
無
礙
の
華
厳
理
論
等
で
あ
る
�
。

　

以
上
の
考
え
に
よ
り
、
筆
者
は
西
洋
哲
学
の
理
論
及
び
中
国
思
想
の
伝
統
に
よ
っ
て
禅
の
思
想
と
実
践
を
解
釈
す
る
こ
と

の
実
現
可
能
性
と
重
要
な
意
義
を
認
め
る
。
し
か
し
同
時
に
実
事
求
是
と
厳
密
な
論
証
と
い
う
科
学
的
精
神
を
堅
持
し
、
仏

教
学
研
究
を
立
脚
点
と
し
て
、
考
証
を
経
た
、
比
較
的
信
頼
で
き
る
古
典
禅
文
献
に
つ
い
て
き
め
細
か
い
分
析
と
解
釈
を
行

い
、
無
理
に
論
拠
の
不
足
し
た
関
連
づ
け
と
過
度
の
解
説
は
し
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
印
順
が
「
仏
法
を
以
て
仏
法
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を
研
究
し
」、
か
つ
積
極
的
に
哲
学
的
解
釈
の
研
究
方
法
に
通
暁
し
た
こ
と
は
、
今
な
お
重
要
な
示
唆
的
意
義
を
持
っ
て
い

る
�
。

　

上
述
の
基
本
的
概
念
、
研
究
方
法
、
文
献
資
料
を
基
礎
と
し
て
、
本
書
は
古
典
禅
に
つ
い
て
で
き
る
だ
け
全
面
的
な
考
察

と
議
論
を
行
う
。

　

第
二
章
で
は
、
例
え
ば
日
本
で
発
見
さ
れ
た
『
宝
林
伝
』
の
佚
文
等
の
、
過
去
に
は
注
意
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
幾
つ
か
の

資
料
を
含
め
て
、
幅
広
く
史
料
を
引
用
し
、
馬
祖
道
一
の
生
涯
の
活
動
、
弘
法
の
過
程
、
時
代
背
景
を
き
め
細
か
く
論
述

し
、
関
連
す
る
碑
文
伝
記
資
料
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
い
く
つ
か
の
誤
解
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
馬
祖
の
出
家
、

学
道
、
伝
教
及
び
洪
州
教
団
の
形
成
等
の
生
活
の
中
で
の
重
要
な
段
階
を
で
き
る
だ
け
完
全
に
描
写
す
る
。

　

第
三
章
に
お
い
て
は
、
馬
祖
の
直
弟
子
が
考
察
対
象
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
弟
子
た
ち
は
洪
州
宗
の
核
心
と
な
り
、
か
つ

そ
れ
を
成
熟
し
た
重
要
な
宗
派
へ
と
発
展
す
る
よ
う
促
し
た
。
こ
の
章
で
は
天
皇
道
悟
（
七
二
七
～
八
〇
八
）、
丹
霞
天
然

（
七
三
九
～
八
二
四
）
及
び
薬
山
惟
儼
（
七
四
四
～
八
二
七
）
に
関
連
す
る
師
弟
関
係
に
つ
い
て
の
疑
問
点
を
重
点
的
に
考
証

す
る
。
安
史
の
乱
が
収
束
し
た
ば
か
り
の
初
期
に
は
、
唐
王
朝
南
方
の
広
い
地
域
に
お
い
て
、
禅
師
た
ち
の
間
及
び
家
系

の
間
の
関
係
は
和
や
か
で
、
相
互
作
用
的
で
、
弾
力
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
馬
祖
の
多
く
の
弟
子
た
ち
は
同
時
に
牛
頭
慧

忠
（
六
八
三
～
七
六
九
）、
径
山
法
欽
（
七
一
四
～
七
九
二
）
及
び
石
頭
希
遷
（
七
〇
〇
～
七
九
〇
）
等
の
他
の
禅
師
に
師
事

し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
弟
子
た
ち
の
原
形
に
近
い
伝
記
碑
文
資
料
は
通
常
は
ど
の
人
が
主
な
師
で
あ
っ
た
の
か
を
明
示
し

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
天
皇
、
丹
霞
及
び
薬
山
は
不
幸
な
こ
と
に
後
の
宗
派
の
争
奪
の
対
象
と
な
り
、
彼
ら
の
本
当
の
師

が
馬
祖
な
の
か
石
頭
な
の
か
と
い
う
論
争
は
、
つ
と
に
宋
代
か
ら
激
し
く
繰
り
広
げ
ら
れ
、
し
か
も
今
日
に
ま
で
ず
っ
と
続

い
て
い
る
。
中
で
も
天
皇
の
問
題
が
と
り
わ
け
複
雑
で
、
天
皇
道
悟
の
師
承
の
問
題
に
関
わ
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
も
う

一
人
の
天
王
道
悟
に
関
す
る
紛
ら
わ
し
さ
の
問
題
が
そ
こ
に
入
り
混
じ
っ
て
い
る
。
北
宋
中
葉
に
は
邱
玄
素
の
名
を
借
り
た
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「
天
王
道
悟
禅
師
碑
」
が
現
れ
、
こ
の
道
悟
は
馬
祖
の
門
下
に
出
て
い
る
と
述
べ
た
。
宋
代
以
来
、
中
唐
期
に
は
荊
州
に
同

時
に
二
人
の
道
悟
が
お
り
、
一
人
は
石
頭
を
継
承
し
、
一
人
は
馬
祖
を
継
承
し
た
の
か
否
か
、
及
び
雲
門
と
法
眼
の
二
系
統

の
祖
先
は
ど
ち
ら
の
道
悟
に
遡
る
べ
き
か
等
に
つ
い
て
、
絶
え
間
な
く
論
争
が
続
け
ら
れ
、
未
だ
定
ま
っ
た
見
解
が
な
い
。

　

本
章
の
発
見
に
よ
れ
ば
、『
全
唐
文
』
が
収
録
し
た
苻
載
「
荊
州
城
東
天
皇
寺
道
悟
禅
師
碑
」
は
元
代
の
釈
念
常
が
編
纂

し
た
『
仏
祖
歴
代
通
載
』
か
ら
書
き
写
し
た
も
の
で
、
既
に
宋
元
の
僧
侶
に
よ
る
手
直
し
を
経
て
お
り
、
原
形
に
近
い
テ
キ

ス
ト
で
は
な
い
。
天
皇
道
悟
の
生
涯
は
、
苻
載
の
原
文
か
ら
採
ら
れ
て
い
る
『
宋
高
僧
伝
』
の
本
伝
が
最
も
信
頼
で
き
る
と

す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
伝
に
よ
る
と
、
道
悟
は
前
後
し
て
径
山
法
欽
、
馬
祖
道
一
、
石
頭
希
遷
の
三
師
に
従
っ
て
お

り
、
ど
れ
か
一
家
だ
け
に
専
従
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
本
章
の
発
見
に
よ
る
と
、
天
王
碑
と
は
荊
州
の
禅
僧
で
あ
る

白
馬
曇
照
の
事
跡
を
採
っ
て
、
編
集
し
直
し
て
で
き
た
も
の
で
あ
り
、
偽
作
者
は
恐
ら
く
達
観
曇
穎
（
九
八
九
～
一
〇
六
〇
）

な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
天
皇
・
天
王
の
案
件
は
解
決
す
る
。
丹
霞
天
然
の
生
涯
の
事
跡
に
つ
い
て
は
、
劉
軻
が
撰

述
し
た
碑
文
に
基
づ
く
『
宋
高
僧
伝
』
が
信
頼
で
き
る
。
劉
碑
に
よ
る
と
、
天
然
は
前
後
し
て
石
頭
、
馬
祖
、
径
山
に
師

事
し
、
い
ず
れ
か
に
専
従
は
し
な
か
っ
た
。『
祖
堂
集
』
と
『
伝
灯
録
』
が
増
補
し
た
も
の
は
互
い
に
矛
盾
し
て
お
り
、
手

抜
か
り
が
多
く
、
み
な
信
用
で
き
な
い
。
本
章
で
は
さ
ら
に
『
唐
文
粋
』
所
収
の
唐
伸
『
澧
州
薬
山
故
惟
儼
大
師
碑
銘
並

序
』
は
信
用
で
き
る
こ
と
を
考
証
し
て
お
り
、
碑
文
の
中
に
彼
が
前
後
し
て
石
頭
、
馬
祖
、
中
岳
洪
（
恐
ら
く
北
宗
の
禅
師
）

に
師
事
し
た
と
記
し
て
い
る
が
、
し
か
し
馬
祖
に
二
十
年
近
く
学
ん
で
お
り
、
馬
祖
と
の
関
係
が
最
も
密
接
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
最
後
に
本
章
で
は
柳
田
聖
山
の
研
究
の
基
礎
の
上
に
、
一
歩
進
ん
で
増
補
と
削
除
を
加
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
合
計

百
四
十
五
名
の
馬
祖
の
弟
子
の
新
た
な
リ
ス
ト
を
提
供
し
、
生
卒
年
・
本
籍
・
寺
院
の
所
在
地
・
開
山
の
祖
師
か
否
か
・
馬

祖
以
外
に
師
事
し
た
他
の
禅
師
・
主
要
資
料
の
出
所
等
を
各
々
注
記
し
た
。

　

第
四
章
で
は
ま
ず
禅
宗
の
語
録
の
構
成
と
原
テ
キ
ス
ト
の
形
態
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
現
行
の
中
唐
か
ら
五
代
の
禅
師



224

『古典禅研究』序論（村田 みお）

の
語
録
は
、
主
に
生
涯
に
つ
い
て
の
記
事
と
言
葉
の
記
録
の
二
つ
の
部
分
を
含
ん
で
い
る
。
生
涯
に
つ
い
て
の
記
事
の
部

分
は
、
往
々
に
し
て
唐
代
の
関
連
す
る
禅
僧
の
行
録
（
行
状
、
実
録
と
も
称
す
る
）、
碑
銘
、
及
び
『
宝
林
伝
』、『
聖
胄
集
』、

『
続
宝
林
伝
』
と
い
っ
た
初
期
の
灯
史
の
著
作
に
基
づ
く
。
言
葉
の
記
録
の
部
分
は
、
宋
僧
が
増
補
し
て
捏
造
し
た
部
分
以

外
は
、
恐
ら
く
語
本
、
言
教
、
別
録
、
広
語
、
語
、
法
要
（
要
訣
、
要
旨
、
語
要
）、
偈
頌
等
と
称
さ
れ
る
、
唐
五
代
の
様
々

な
種
類
の
原
テ
キ
ス
ト
の
形
態
に
基
づ
く
。
こ
の
章
で
は
続
い
て
機
縁
問
答
の
出
現
と
成
熟
の
時
期
に
つ
い
て
考
証
す
る
。

比
較
的
信
頼
で
き
、
年
代
を
定
め
う
る
唐
代
の
碑
銘
、
文
集
、
筆
記
等
の
文
献
に
よ
っ
て
分
か
る
よ
う
に
、
八
世
紀
後
半
か

ら
九
世
紀
前
半
ま
で
、
す
な
わ
ち
馬
祖
道
一
、
石
頭
希
遷
、
径
山
法
欽
及
び
そ
の
弟
子
た
ち
の
活
躍
し
た
時
期
に
、
機
縁

問
答
は
本
格
的
に
現
れ
始
め
、
二
種
類
の
主
な
形
式
を
特
徴
と
し
た
。
第
一
は
師
弟
間
で
の
、
機
知
と
ユ
ー
モ
ア
に
富
み
、

丁
々
発
止
の
応
酬
を
し
、
間
違
っ
て
い
る
よ
う
で
実
は
正
し
い
と
い
う
実
際
の
対
話
で
あ
り
、
第
二
は
開
悟
に
関
す
る
虚
構

の
問
答
と
物
語
で
あ
る
。
そ
の
後
、
九
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
前
半
ま
で
、
す
な
わ
ち
晩
唐
五
代
の
時
期
に
は
、
機
縁
問
答

は
そ
の
成
熟
形
態
に
到
達
し
、
思
考
を
切
断
す
る
た
め
の
論
理
に
合
致
し
な
い
言
葉
、
身
振
り
、
各
種
の
媒
介
の
使
用
、
棒

と
喝
の
運
用
、
仏
や
祖
師
へ
の
罵
倒
等
の
厳
し
く
激
し
い
禅
風
が
現
れ
た
。
碑
文
の
中
か
ら
は
、
我
々
は
さ
ら
に
『
祖
堂

集
』
と
『
伝
灯
録
』
に
先
立
つ
多
く
の
機
縁
問
答
の
録
文
を
探
し
出
せ
る
。

　

こ
う
し
た
機
縁
問
答
の
出
現
と
成
熟
の
発
展
過
程
を
背
景
と
し
て
、
第
五
章
で
は
一
歩
進
ん
で
馬
祖
及
び
そ
の
直
弟
子
に

帰
さ
れ
る
禅
文
献
を
考
証
す
る
。
原
形
に
近
く
信
頼
で
き
る
資
料
を
、
後
代
の
付
け
足
し
・
捏
造
と
一
層
ず
つ
分
析
し
て
分

離
さ
せ
る
こ
と
を
通
し
て
、
本
章
で
は
大
量
の
信
頼
し
え
な
い
機
縁
問
答
と
関
連
の
物
語
を
除
去
し
、
比
較
的
信
頼
し
う

る
幾
つ
か
の
テ
キ
ス
ト
と
語
録
を
確
立
し
た
。
そ
れ
は
、
馬
祖
の
六
則
の
示
衆
語
及
び
三
則
の
対
話
、『
大
珠
慧
海
広
語
』、

『
百
丈
広
録
』、『
龐
蘊
詩
偈
』、
薬
山
惟
儼
、
汾
州
無
業
、
南
泉
普
願
の
『
広
語
』、
及
び
馬
祖
の
他
の
弟
子
の
十
八
則
の
語

録
、
李
繁
『
玄
聖
蘧
廬
』
の
三
則
の
断
片
で
あ
る
。『
宝
林
伝
』
等
の
馬
祖
の
弟
子
と
関
連
す
る
そ
の
他
幾
つ
か
の
テ
キ
ス
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ト
は
、
本
書
の
論
述
構
成
の
関
係
に
よ
り
、
第
七
章
で
考
察
す
る
。

　

読
者
は
、
こ
れ
ら
の
比
較
的
信
頼
し
う
る
資
料
を
基
礎
と
す
る
こ
と
で
、
あ
る
い
は
宋
代
以
降
の
禅
宗
の
伝
統
的
観
念
と

視
点
の
影
響
か
ら
脱
し
、
古
典
禅
の
宗
旨
と
実
践
に
つ
い
て
哲
学
的
及
び
宗
教
学
的
な
解
釈
と
分
析
を
行
い
う
る
こ
と
に
気

づ
く
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
第
六
章
は
こ
の
可
能
性
を
集
中
的
に
検
討
す
る
。
晩
唐
か
ら
宋
初
の
語
録
が
作
っ
た
読
経
と
坐
禅

に
反
対
す
る
「
反
伝
統
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
り
、
馬
祖
は
大
乗
経
典
に
精
通
し
て
い
た
。
彼
は
初
期
の
禅
の
伝
統
を
継

承
し
て
、
菩
提
達
摩
は
『
楞
伽
経
』
を
伝
え
た
と
公
言
し
、
こ
の
経
典
及
び
『
大
乗
起
信
論
』
等
の
如
来
蔵
系
の
経
典
を
用

い
て
、
如
来
蔵
思
想
の
精
緻
な
含
意
を
解
き
明
か
し
、
か
つ
天
台
思
想
、
華
厳
精
神
と
唯
識
理
論
を
取
り
込
み
、
禅
宗
の
伝

統
の
た
め
に
新
た
な
理
論
と
実
践
を
提
起
し
た
。
彼
は
「
心
こ
そ
が
仏
（
即
心
是
仏
）」
あ
る
い
は
「
現
実
の
心
が
道
（
平

常
心
是
道
）」
を
宣
揚
し
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
に
は
仏
性
が
あ
る
と
い
う
初
期
禅
の
基
本
的
信
仰
を
踏
襲
し
て
、
さ
ら
に
日
常

の
染
浄
・
迷
悟
・
善
悪
を
含
ん
だ
現
実
の
人
心
を
仏
性
と
同
じ
と
見
な
し
、
か
つ
『
楞
伽
経
』
に
説
く
如
来
蔵
と
阿
頼
耶
識

の
同
一
、
及
び
『
起
信
論
』
の
一
心
二
門
か
ら
、
理
論
的
拠
り
所
を
探
し
求
め
た
。
彼
は
『
起
信
論
』
が
宣
揚
し
た
本
覚
―

不
覚
―
始
覚
の
循
環
を
簡
略
化
し
、
内
在
す
る
本
覚
の
み
を
端
的
に
強
調
し
、
か
つ
如
来
蔵
理
論
の
「
念
を
起
こ
さ
ず
（
不

起
念
）」
の
観
念
を
用
い
て
、「
道
は
修
め
る
必
要
が
な
い
（
道
不
用
修
）」
を
提
唱
し
た
。『
起
信
論
』
の
一
心
二
門
に
関
す

る
体
用
モ
デ
ル
及
び
如
来
蔵
縁
起
の
華
厳
理
論
の
影
響
下
で
、
馬
祖
は
悟
り
の
究
極
的
境
地
が
人
間
の
日
々
の
営
み
の
中
に

立
ち
現
れ
る
と
提
起
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
世
の
生
活
全
体
が
究
極
的
真
理
の
意
義
と
価
値
を
備
え
て
い
る
と
断
言
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
馬
祖
の
新
た
な
宗
旨
は
南
陽
慧
忠
（
？
～
七
七
五
）、
圭
峰
宗
密
と
い
っ
た
人
に
よ
る
激
し
い
批
判
を
招
い
た
。

こ
れ
ら
の
批
判
は
修
行
者
の
洪
州
禅
思
想
に
対
す
る
疑
惑
を
引
き
起
こ
し
、
会
昌
の
廃
仏
が
引
き
起
こ
し
た
衝
撃
と
反
省
が

加
わ
り
、
晩
唐
期
の
禅
宗
内
部
に
は
「
即
心
是
仏
」
と
「
心
で
も
な
け
れ
ば
仏
で
も
な
い
（
非
心
非
仏
）」
及
び
「
石
頭
は

黄
金
を
売
る
店
、
江
西
は
雑
貨
屋
（
石
頭
是
真
金
鋪
、
江
西
是
雑
貨
鋪
）」
と
い
う
二
大
論
争
が
生
じ
、
そ
の
結
果
は
洪
州
後
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学
に
さ
ら
に
馬
祖
が
提
起
し
た
宗
旨
を
発
展
さ
せ
、
完
成
さ
せ
る
よ
う
促
し
た
。
馬
祖
の
再
伝
の
弟
子
で
あ
る
黄
檗
希
運

は
「
無
心
が
道
（
無
心
是
道
）」
を
提
起
し
、「
空
如
来
蔵
」
及
び
般
若
の
空
観
と
い
う
超
越
的
観
念
を
用
い
て
馬
祖
の
即
心

是
仏
と
い
う
肯
定
的
モ
デ
ル
を
補
足
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
心
性
／
覚
悟
に
対
す
る
執
着
を
一
掃
し
て
、
無
心
・
空
心
・
忘

心
か
ら
無
境
・
空
境
・
忘
境
に
到
達
す
る
と
い
う
否
定
的
モ
デ
ル
と
超
越
的
境
地
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
黄
檗
の
即
心
是

仏
と
無
心
是
道
に
対
す
る
整
理
統
合
は
、
馬
祖
の
禅
法
を
発
展
さ
せ
、
如
来
蔵
／
仏
性
思
想
と
般
若
中
観
の
智
慧
を
取
り
込

み
、
染
と
浄
、
迷
と
悟
、
凡
と
聖
、
人
心
と
仏
性
、
慈
悲
と
智
慧
、
入
世
と
出
世
と
い
っ
た
解
決
困
難
な
緊
張
関
係
を
か
な

り
う
ま
く
融
和
さ
せ
、
禅
宗
を
現
実
の
世
界
へ
と
導
い
た
上
に
、
仏
教
の
信
仰
基
盤
と
超
越
的
精
神
を
も
保
ち
、
そ
れ
に

よ
っ
て
古
典
禅
の
基
本
的
宗
旨
を
完
成
さ
せ
た
。
晩
唐
以
降
の
禅
宗
各
家
、
各
系
は
、
機
峰
問
答
の
手
法
と
家
風
に
お
い
て

目
新
し
さ
や
鮮
や
か
さ
を
競
っ
た
の
だ
が
、
基
本
的
宗
旨
に
お
い
て
は
み
な
古
典
禅
を
受
け
継
ぎ
、
そ
こ
か
ら
、
世
俗
に
し

て
脱
俗
、
存
在
に
し
て
超
越
、
世
の
中
を
救
い
人
々
に
利
益
を
も
た
ら
す
大
悲
の
心
を
抱
き
つ
つ
、
ま
た
清
浄
淡
泊
な
超
俗

の
精
神
に
満
ち
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
、
禅
宗
独
特
の
、
時
に
は
ほ
と
ん
ど
神
秘
的
な
宗
教
信
仰
、
禅
悟
の
体
験
、
色
あ
せ

な
い
魅
力
を
形
成
し
た
。

　

初
期
禅
の
段
階
で
は
、
宗
教
的
実
践
は
、
坐
禅
、
念
仏
、「
安
心
」、「
守
心
」、「
修
心
」、「
観
心
」
等
の
各
種
の
形
態
の

禅
定
に
集
中
し
て
い
た
。
古
典
禅
の
段
階
に
な
る
と
、
理
論
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
馬
祖
及
び
そ
の
弟
子
た
ち
は
本
覚
と
無
修

を
提
唱
し
、
彼
ら
の
晩
唐
五
代
に
お
け
る
後
裔
は
さ
ら
に
、
経
を
読
ま
な
い
、
坐
禅
し
な
い
、
仏
を
礼
拝
し
な
い
、
果
て
は

「
仏
を
叱
り
つ
け
祖
師
を
罵
倒
す
る
（
呵
佛
罵
祖
）」
と
い
っ
た
、
各
種
の
「
反
伝
統
」
の
観
念
を
宣
揚
し
た
。
し
か
し
こ
れ

ら
が
提
唱
さ
れ
た
の
は
主
に
、
ど
の
人
に
も
本
来
仏
性
が
あ
り
、
円
満
具
足
し
て
い
る
こ
と
を
際
立
た
せ
て
強
調
し
、
外
に

向
か
っ
て
探
し
求
め
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
で
あ
っ
た
。
我
々
は
字
面
に
拘
っ
て
、
禅
宗
教
団
は
伝
統
的
寺
院
生
活
の
各
種
の

宗
教
的
実
践
を
本
当
に
投
げ
出
し
た
の
だ
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
実
際
に
は
、
講
義
・
経
典
読
誦
・
礼
仏
・
禅
定
等
と
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い
っ
た
、
仏
教
の
伝
統
的
な
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
に
合
致
す
る
各
種
の
宗
教
的
実
践
が
、
こ
の
時
期
に
も
や
は
り
禅
寺
禅
院

の
中
で
途
切
れ
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
た
こ
と
を
、
多
く
の
証
拠
が
示
し
て
い
る
。
こ
の
他
、
機
縁
問
答
の
出
現
と
成
熟
に
つ

れ
て
、
こ
の
新
た
な
教
学
の
手
段
と
禅
学
の
実
践
も
広
く
用
い
ら
れ
た
。
馬
祖
の
「
平
常
心
」
と
「
本
覚
」
に
つ
い
て
の
解

明
は
、
こ
う
い
っ
た
新
た
な
宗
教
実
践
の
形
式
と
教
学
方
法
に
理
論
の
枠
組
み
を
与
え
た
。
つ
ま
り
、
迷
い
の
中
に
い
る
衆

生
は
そ
の
心
を
汚
れ
て
い
る
と
見
な
す
が
、
し
か
し
彼
ら
が
究
極
の
真
理
（
真
如
）
の
角
度
か
ら
観
察
し
た
場
合
に
は
、
彼

ら
は
そ
の
心
が
本
来
は
清
浄
円
満
で
あ
り
、
真
如
法
身
と
異
な
ら
な
い
こ
と
を
き
っ
と
認
識
す
る
。
ま
た
、
こ
の
心
は
永
遠

に
保
た
れ
て
変
化
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
変
え
る
必
要
が
あ
る
の
は
そ
の
心
自
体
で
は
な
く
て
、
衆
生
が
心
と
外
界
の
現
象

を
観
察
・
認
識
す
る
角
度
と
方
法
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
修
行
者
が
行
う
必
要
が
あ
る
の
は
、
啓
発
を
受
け
て
、
自
分
に

つ
い
て
の
誤
っ
た
見
方
を
投
げ
捨
て
、
正
確
な
視
座
を
手
に
入
れ
、
そ
の
清
ら
か
に
か
が
や
く
自
性
と
欠
け
る
こ
と
の
な
い

本
来
的
悟
り
を
見
出
す
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
ま
さ
に
そ
の
時
そ
の
場
に
お
け
る
霊
感
・
奮
起
・
啓
悟
が
機
縁

問
答
の
際
だ
っ
た
特
徴
と
な
っ
た
根
本
的
原
因
な
の
で
あ
る
。

　

馬
祖
は
一
貫
し
て
弟
子
の
教
育
と
教
化
に
専
念
し
、
禅
門
内
部
で
の
派
閥
争
い
に
は
関
心
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
馬
祖
が

亡
く
な
っ
て
間
も
な
く
、
彼
の
弟
子
た
ち
は
彼
ら
の
家
系
の
た
め
の
正
統
争
い
に
力
を
入
れ
始
め
た
。
こ
の
努
力
は
ま
ず
は

次
の
二
重
の
方
策
に
表
れ
て
い
る
。
一
つ
に
は
、
彼
ら
は
禅
宗
の
祖
統
を
修
正
・
完
成
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
正
統
の
代
表

と
な
っ
た
こ
と
、
も
う
一
つ
に
は
、
彼
ら
が
幾
つ
か
の
テ
キ
ス
ト
を
捏
造
し
、
そ
れ
を
神
秘
的
も
し
く
は
著
名
な
僧
侶
に
帰

し
て
、
彼
ら
の
教
理
を
神
聖
化
・
正
当
化
し
、
広
め
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　

第
七
章
で
は
ま
ず
、『
宝
林
伝
』
が
恐
ら
く
馬
祖
の
弟
子
で
あ
る
章
敬
懐
暉
（
七
五
七
～
八
一
六
）
の
手
に
な
り
、
原
著

は
『
法
眼
師
資
伝
』
と
題
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
禅
門
の
約
一
世
紀
の
長
き
に
わ
た
る
法
系
祖
統
構
築
の
営
為
を
完
成
さ

せ
る
の
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
考
証
し
た
。
こ
の
新
た
な
祖
統
は
あ
る
種
の
二
重
の
論
争
的
言
明
を
含
ん
で
い
た
。
す
な
わ
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ち
、
一
つ
に
は
、
禅
門
は
「
教
外
別
伝
」
で
あ
り
、
仏
祖
に
よ
っ
て
代
々
法
眼
／
仏
心
／
覚
悟
が
直
々
に
伝
授
・
実
証
さ

れ
、
経
典
を
遵
奉
す
る
そ
の
他
各
種
の
宗
派
か
ら
抜
き
ん
出
た
、
仏
教
の
伝
統
に
お
け
る
正
統
な
宗
派
で
あ
る
と
い
う
こ

と
、
ま
た
一
つ
に
は
、
洪
州
系
は
禅
門
の
中
で
の
正
統
な
宗
派
で
あ
り
、
そ
の
他
の
各
派
は
み
な
傍
系
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
後
、
こ
の
二
つ
の
意
味
を
持
っ
た
議
論
は
馬
祖
の
第
二
代
の
弟
子
に
よ
っ
て
改
め
て
古
典
禅
の
宗
旨
と
し
て
解
釈

さ
れ
、
か
つ
晩
唐
か
ら
五
代
の
間
の
洪
州
の
後
裔
に
広
く
実
践
さ
れ
た
。
そ
れ
は
さ
ら
に
、
機
縁
問
答
の
も
う
一
つ
の
理
論

的
拠
り
所
と
な
り
、
彼
ら
の
実
践
に
お
け
る
「
仏
を
喝
し
祖
を
罵
」
っ
た
り
、
読
経
と
坐
禅
に
反
対
す
る
と
い
う
急
進
的

側
面
に
影
響
を
与
え
促
進
し
た
の
で
あ
る
。『
宝
林
伝
』
の
祖
統
の
影
響
に
よ
っ
て
、
晩
唐
五
代
の
時
に
は
さ
ら
に
「
祖
師

禅
」
の
観
念
が
生
み
出
さ
れ
た
。
こ
の
章
で
は
続
け
て
、
現
行
の
梁
の
釈
宝
誌
（
四
一
八
？
～
五
一
四
）
と
唐
の
釈
永
嘉
玄

覚
（
六
六
五
～
七
一
三
）
に
帰
さ
れ
て
い
る
禅
偈
を
考
証
し
、
こ
れ
ら
の
禅
偈
が
み
な
洪
州
禅
の
宗
旨
を
宣
揚
し
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
、
か
つ
日
本
の
入
唐
僧
の
書
目
著
録
等
の
証
拠
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
恐
ら
く
み
な
馬
祖
の
弟
子
の
手
に
な
る

こ
と
を
立
証
す
る
。
宝
誌
は
唐
代
に
は
既
に
神
聖
化
さ
れ
て
お
り
、
玄
覚
は
六
祖
の
意
に
深
く
か
な
っ
た
門
弟
だ
っ
た
と
伝

承
さ
れ
る
。
洪
州
禅
の
宗
旨
を
宣
揚
す
る
歌
偈
を
彼
ら
の
名
に
帰
し
た
こ
と
は
、
洪
州
系
の
禅
師
た
ち
が
彼
ら
の
禅
法
及
び

宗
系
を
神
聖
化
・
正
当
化
し
、
か
つ
広
く
伝
播
・
宣
揚
す
る
こ
と
の
助
け
と
な
っ
た
。

　

続
い
て
の
一
章
で
は
、
古
典
禅
の
初
期
段
階
と
し
て
の
洪
州
宗
の
成
熟
と
勃
興
を
検
討
す
る
。
ま
ず
、
北
宋
初
に
は
百

丈
懐
海
に
帰
さ
れ
る
『
禅
門
規
式
』
が
現
れ
、「
禅
門
独
行
」、「
律
制
に
循し

た
がわ
ず
」
を
体
現
す
る
と
称
さ
れ
た
。
こ
の
テ
キ

ス
ト
の
真
偽
問
題
と
評
価
の
問
題
は
学
界
に
お
い
て
少
な
か
ら
ざ
る
論
争
を
引
き
起
こ
し
た
。
本
章
で
は
『
仏
祖
歴
代
通

載
』
の
中
か
ら
百
丈
懐
海
の
碑
陰
か
ら
移
録
さ
れ
た
文
を
見
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
百
丈
寺
の
最
初
の
寺
規
が
非
常
に
簡
素

で
、
百
丈
法
正
を
長
と
す
る
百
丈
懐
海
の
弟
子
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
後
二
百
年
近
く
の
発
展
を
経
て
、
初
め

て
『
禅
門
規
式
』
へ
と
変
化
し
た
こ
と
を
考
証
す
る
。
こ
れ
ら
の
寺
規
は
人
口
の
多
い
禅
宗
寺
院
を
う
ま
く
管
理
で
き
る
よ
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う
に
す
る
た
め
、
仏
教
の
伝
統
的
戒
律
を
基
礎
と
し
て
、
よ
り
厳
格
で
具
体
的
な
条
目
を
制
定
し
て
お
り
、
戒
律
に
対
す
る

超
越
と
改
革
で
は
な
か
っ
た
。
中
唐
以
前
、
禅
僧
は
「
多
く
律
寺
に
住
み
（
多
居
律
寺
）」、「
寺
の
中
で
別
な
建
物
に
住
む

（
随
寺
別
院
而
居
）」
も
の
で
あ
り
、
記
録
に
見
え
る
中
で
は
僅
か
に
少
数
の
寺
院
の
み
が
禅
僧
に
よ
っ
て
創
立
・
住
持
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　

中
唐
期
の
仏
教
寺
院
は
確
か
に
、
後
の
禅
宗
の
発
展
・
繁
栄
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
た
新
た
な
変
化
を
生
じ
た

が
、
こ
れ
ら
の
変
化
は
伝
統
的
戒
律
に
「
循
わ
な
い
」
こ
と
に
具
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
馬
祖
道
一
及
び
そ
の
弟
子

た
ち
に
創
立
・
住
持
・
管
理
・
伝
承
さ
れ
た
多
く
の
新
寺
院
に
具
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
考
証
可
能
な
も
の
と
し
て
は

二
十
九
箇
所
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
寺
院
は
洪
州
系
が
伝
播
・
発
展
・
繁
栄
す
る
拠
点
と
な
り
、
禅
宗
の
世
系
を
、
精
神
・
教

理
上
で
の
伝
承
の
み
な
ら
ず
、
寺
院
の
建
立
と
経
済
活
動
の
伝
承
へ
と
次
第
に
発
展
さ
せ
た
。
次
に
、
馬
祖
が
亡
く
な
っ
て

か
ら
、
そ
の
弟
子
た
ち
は
江
西
か
ら
全
国
各
地
へ
と
速
や
か
に
広
が
っ
た
。
名
前
を
知
り
う
る
百
四
十
五
人
の
馬
祖
の
弟
子

の
う
ち
、
八
十
人
が
南
方
の
江
西
・
湖
南
・
湖
北
・
江
蘇
・
浙
江
・
安
徽
・
広
東
・
福
建
の
八
省
に
分
散
し
、
三
十
三
人
が

北
方
の
陝
西
・
山
西
・
河
北
・
河
南
・
山
東
の
五
省
に
広
が
っ
た
�
。
南
方
に
い
た
八
十
人
の
弟
子
の
う
ち
、
二
十
五
人
が

彼
ら
自
身
の
寺
院
を
創
建
・
主
管
し
、
北
方
に
い
た
三
十
三
人
の
弟
子
の
う
ち
、
三
人
が
彼
ら
自
身
の
寺
院
を
創
建
・
主
管

し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
九
世
紀
中
葉
の
会
昌
の
廃
仏
前
夜
ま
で
に
は
、
洪
州
宗
は
既
に
中
国
の
広
大
な
大
地
で
深
々
と
根
を

下
ろ
し
て
い
た
。

　

こ
の
他
、
貞
元
―
元
和
（
七
八
五
～
八
二
〇
）
の
期
間
に
は
、
馬
祖
の
大
弟
子
で
あ
る
鵝
湖
大
義
（
七
四
六
～
八
一
八
）、

仏
光
如
満
（
七
五
二
～
八
四
六
）、
章
敬
懐
暉
、
興
善
惟
寛
（
七
五
五
～
八
一
七
）
等
が
前
後
し
て
詔
を
奉
じ
て
都
に
入
り
、

洪
州
禅
の
宗
旨
を
全
力
で
宣
揚
し
、
禅
門
内
外
の
僧
侶
と
論
争
を
繰
り
広
げ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
皇
帝
と
貴
顕
の
承
認
と
支
援

を
手
に
入
れ
た
。
馬
祖
の
弟
子
た
ち
に
よ
る
前
後
半
世
紀
近
く
の
協
同
の
努
力
を
通
し
て
、
洪
州
宗
は
つ
い
に
南
方
の
辺
鄙
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な
地
域
の
教
団
か
ら
十
分
に
発
展
成
熟
し
た
全
国
的
な
宗
派
へ
と
勃
興
し
、
仏
教
内
部
と
禅
宗
内
部
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も

重
要
な
地
位
を
占
め
た
。
そ
し
て
会
昌
の
廃
仏
後
の
形
勢
は
、
洪
州
禅
に
他
の
法
系
を
さ
ら
に
取
り
込
ま
せ
、
禅
宗
を
古
典

禅
へ
と
統
一
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　

最
後
の
二
つ
の
章
で
は
、
古
典
禅
の
晩
唐
五
代
に
お
け
る
成
立
と
発
展
を
検
討
す
る
。
宋
代
以
降
の
禅
宗
史
書
は
み
な
両

系
五
宗
の
法
系
図
を
描
い
て
い
る
。
六
祖
慧
能
（
六
三
八
～
七
一
三
）
の
後
、
南
岳
懐
譲
（
六
七
七
～
七
四
四
）
―
馬
祖
道

一
と
青
原
行
思
（
？
～
七
四
〇
）
―
石
頭
希
遷
は
禅
宗
南
宗
の
二
大
系
統
へ
と
分
化
し
、
前
者
は
潙
仰
、
臨
済
の
二
宗
、
後

者
は
曹
洞
、
雲
門
、
法
眼
の
三
宗
を
派
生
さ
せ
た
。
こ
の
両
系
五
宗
の
法
系
図
は
禅
宗
内
部
で
千
年
の
間
踏
襲
さ
れ
た
の
み

な
ら
ず
、
こ
の
百
年
来
に
著
さ
れ
た
禅
宗
史
に
関
す
る
現
代
の
研
究
に
お
い
て
基
本
的
な
叙
述
の
枠
組
み
を
構
成
す
る
こ

と
に
も
な
っ
た
。
そ
の
間
に
は
か
つ
て
こ
の
法
系
図
の
歴
史
的
真
実
性
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
し
た
学
者
が
い
た
。
胡
適
は

一
九
六
一
年
に
柳
田
聖
山
に
宛
て
た
あ
る
手
紙
の
中
で
、
中
唐
の
時
に
は
恵
能
の
後
裔
で
あ
る
神
会
（
六
八
四
～
七
五
八
）、

馬
祖
が
二
系
に
分
か
れ
て
、
穏
や
か
に
共
存
し
た
こ
と
を
既
に
指
摘
し
て
お
り
、「
石
頭
希
遷
の
一
派
は
さ
ら
に
後
に
起

こ
っ
た
の
で
あ
り
、
所
謂
『
青
原
行
思
』
は
、
恐
ら
く
『
虎
の
威
を
借
る
（
攀
竜
附
鳳
）』
活
動
の
中
で
の
あ
る
種
の
方
便

法
門
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」
と
す
る
�
。
そ
の
他
の
一
部
の
学
者
は
方
法
論
の
角
度
か
ら
こ
の
法
系
図
に
疑
問
を
投
げ
か
け

た
。
ジ
ョ
ン
・
マ
ク
レ
ー
（John M

c Rae

）
は
活
き
活
き
と
、
法
系
図
で
禅
宗
の
歴
史
を
描
写
す
る
と
い
う
方
法
を
「『
ひ

と
つ
な
が
り
の
真
珠
』
の
錯
誤
（
数
珠
つ
な
ぎ
式
の
誤
り
）」
と
称
し
、
か
つ
共
時
的
な
研
究
の
方
法
に
よ
っ
て
こ
の
伝
統
的

法
系
図
を
脱
構
築
す
る
こ
と
を
提
唱
し
た
�
。

　

本
書
の
第
三
章
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
天
皇
、
丹
霞
及
び
薬
山
は
み
な
馬
祖
と
石
頭
の
二
家
に
師
事
し
、
薬
山
と
馬
祖
の

関
係
は
さ
ら
に
密
接
で
す
ら
あ
っ
た
。
こ
の
三
人
の
禅
師
が
い
ず
れ
も
単
純
に
石
頭
に
帰
属
で
き
な
い
以
上
、
何
故
そ
の
後

裔
は
、
自
分
の
系
統
が
石
頭
を
先
祖
と
す
る
と
し
て
譲
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
件
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
く
、
中
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唐
期
の
洪
州
禅
の
宗
旨
に
対
す
る
批
判
と
晩
唐
初
期
の
会
昌
の
廃
仏
の
打
撃
が
、
洪
州
系
の
後
裔
に
そ
の
禅
法
の
宗
旨
を
再

考
・
論
争
・
完
成
さ
せ
る
よ
う
促
し
た
の
で
あ
る
。
再
考
と
議
論
の
過
程
の
中
で
、
二
度
の
比
較
的
大
き
な
論
争
が
起
こ
っ

た
。
そ
れ
が
上
述
の
「
心
こ
そ
が
仏
（
即
心
是
仏
）」
と
「
心
で
も
な
け
れ
ば
仏
で
も
な
い
（
非
心
非
仏
）」
及
び
「
石
頭
は

黄
金
を
売
る
店
、
江
西
は
雑
貨
屋
（
石
頭
是
真
金
鋪
、
江
西
是
雑
貨
鋪
）」
と
い
う
論
争
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
一
方
で
は
禅

法
の
宗
旨
に
お
い
て
禅
宗
の
各
系
を
融
合
さ
せ
て
古
典
禅
を
形
成
し
、
北
宗
・
牛
頭
・
荷
沢
等
の
世
系
は
会
昌
の
廃
仏
後
に

は
既
に
記
録
の
中
に
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
り
�
、
ま
た
一
方
で
は
伝
承
の
面
で
洪
州
宗
の
晩
唐
に
お
け
る
分
化
と
石
頭

系
及
び
さ
ら
に
多
く
の
家
系
の
勃
興
を
も
た
ら
し
た
。

　

第
九
章
で
は
綿
密
な
考
証
を
通
し
て
、
伝
統
の
両
系
五
宗
法
系
図
を
脱
構
築
し
、
以
下
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
す

な
わ
ち
、
咸
通
年
間
の
初
め
か
ら
、
薬
山
惟
儼
、
天
皇
道
悟
、
丹
霞
天
然
の
後
裔
で
あ
る
洞
山
良
价
（
八
〇
七
～
八
六
九
）、

徳
山
宣
鑑
（
七
八
二
～
八
六
五
）、
石
霜
慶
諸
（
八
〇
七
～
八
八
八
）、
投
子
大
同
（
八
一
九
～
九
一
四
）
等
が
陸
続
と
石
頭
系

に
帰
入
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
三
人
の
祖
が
か
つ
て
馬
祖
に
師
事
し
た
と
い
う
史
実
を
隠
し
、
恵
能
系
禅
宗
に
お
け

る
発
展
の
構
図
を
、
中
唐
期
の
洪
州
と
荷
沢
の
二
系
の
拮
抗
か
ら
、
南
岳
と
青
原
の
二
系
の
対
峙
へ
と
変
化
さ
せ
、
南
岳
と

青
原
の
二
大
系
統
か
ら
は
、
さ
ら
に
多
く
の
異
な
っ
た
家
系
が
分
化
し
た
。

　

五
代
末
か
ら
北
宋
初
の
禅
林
の
論
評
に
よ
る
と
、
そ
の
頃
比
較
的
広
く
認
め
ら
れ
て
い
た
晩
唐
五
代
の
家
系
は
潙
仰
・
曹

洞
・
徳
山
・
臨
済
・
石
霜
・
雪
峰
・
雲
門
・
法
眼
の
八
家
で
あ
り
、
五
宗
に
関
す
る
一
定
し
た
名
称
は
、
北
宋
中
葉
以
後
に

な
っ
て
や
っ
と
現
れ
た
。
多
く
の
家
系
が
晩
唐
五
代
に
大
量
に
出
現
し
た
原
因
に
は
、
主
に
三
つ
の
側
面
が
あ
る
。
ま
ず
、

彼
ら
の
中
唐
の
先
人
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
多
く
の
禅
僧
は
実
際
に
は
数
人
の
禅
師
に
師
事
し
た
こ
と
が
あ
っ
て
、

所
謂
南
岳
・
青
原
二
系
の
間
を
行
き
来
し
て
い
た
が
、
派
閥
の
最
終
的
な
選
択
と
そ
の
こ
と
の
宣
言
は
、
禅
師
た
ち
が
そ
の

独
立
し
た
家
系
を
成
立
さ
せ
際
立
た
せ
た
い
と
い
う
願
望
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
多
く
の
家
系
が
次
々
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と
湧
き
起
こ
っ
た
と
い
う
現
象
に
は
、
南
宗
の
正
統
を
競
う
と
い
う
強
い
動
機
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
機
縁

問
答
は
こ
の
頃
に
高
度
な
成
熟
に
到
り
、
多
く
の
著
名
な
禅
師
が
特
有
の
機
縁
問
答
の
修
辞
法
と
教
学
ス
タ
イ
ル
、
す
な
わ

ち
い
わ
ゆ
る
「
禅
師
そ
れ
ぞ
れ
の
指
導
法
（
門
庭
施
設
）」
を
始
め
た
が
、
そ
れ
は
代
々
継
承
発
展
さ
れ
、
独
自
色
を
備
え

た
「
家
曲
」
と
「
門
風
」
を
形
成
し
、
家
系
を
見
分
け
る
た
め
の
重
要
な
特
徴
と
な
っ
た
。
第
三
に
、
会
昌
の
廃
仏
が
大
量

の
仏
教
寺
院
を
壊
滅
さ
せ
、
こ
の
大
き
な
災
厄
の
後
、
晩
唐
の
統
治
者
は
あ
る
種
の
寛
大
な
政
策
を
採
り
、
世
俗
の
庶
民
に

無
制
限
に
そ
の
地
の
村
で
寺
院
を
建
造
し
、
僧
尼
が
出
家
得
度
す
る
の
を
援
助
す
る
こ
と
を
許
し
た
。
そ
し
て
唐
王
朝
の
衰

退
に
つ
れ
て
生
ま
れ
た
益
々
大
き
く
な
っ
て
い
く
遠
心
力
と
、
そ
の
後
相
次
い
で
築
か
れ
た
五
代
十
国
は
、
さ
ら
に
地
方
の

有
力
者
が
自
由
に
仏
教
寺
院
を
創
建
も
し
く
は
援
助
す
る
こ
と
を
許
し
た
。
多
く
の
禅
僧
が
こ
の
チ
ャ
ン
ス
を
掴
ん
で
、
馬

祖
及
び
そ
の
弟
子
と
い
う
手
本
に
追
随
し
、
大
量
の
禅
寺
禅
院
を
建
立
し
て
お
り
、
考
証
し
う
る
も
の
と
し
て
は
三
百
二
十

箇
所
余
り
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
寺
院
は
禅
宗
の
発
展
繁
栄
の
重
要
な
土
台
と
な
り
、
一
つ
に
は
数
多
の
信
徒
を
集
め
、
ま
た

一
つ
に
は
代
々
継
承
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
あ
る
種
の
「
世
代
」
と
称
さ
れ
る
寺
院
の
世
系
と
い
う
新
た
な
観
念
を
出
現
さ
せ
、

代
々
受
け
継
ぐ
住
持
は
「
一
世
」、「
二
世
」、「
三
世
」
等
の
「
世
代
」
に
よ
っ
て
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
晩
唐
五
代
に

お
け
る
禅
寺
禅
院
の
大
量
の
出
現
と
盛
ん
な
発
展
は
、
多
く
の
家
系
の
出
現
を
も
た
ら
し
た
の
み
な
ら
ず
、
徐
々
に
強
大
な

勢
力
を
形
成
し
、
最
後
に
は
禅
宗
寺
院
の
北
宋
に
お
け
る
正
式
な
官
化
と
体
制
化
を
促
し
た
。

　

最
後
の
一
章
で
は
、
一
歩
進
ん
で
晩
唐
五
代
期
の
禅
宗
に
お
け
る
八
つ
の
主
な
家
系
、
潙
仰
・
曹
洞
・
徳
山
・
臨
済
・
石

霜
・
雪
峰
・
雲
門
・
法
眼
を
検
討
す
る
。
こ
の
頃
の
禅
宗
は
宗
旨
の
面
で
既
に
古
典
禅
思
想
の
基
礎
に
融
合
し
て
お
り
、
そ

の
上
で
各
家
各
系
が
標
榜
す
る
の
は
主
に
各
々
の
機
縁
問
答
の
手
立
て
と
門
風
家
曲
で
あ
る
。
本
章
は
試
み
に
比
較
的
信
頼

し
う
る
文
献
資
料
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
八
つ
の
派
閥
の
禅
法
と
門
風
を
分
析
す
る
。
晩
唐
五
代
の
頃
の
機
縁
問

答
は
成
熟
に
到
り
、
禅
門
の
師
弟
の
授
受
に
お
け
る
重
要
な
実
践
と
な
っ
て
い
た
が
、
し
か
し
禅
僧
た
ち
は
話
に
尾
鰭
を
付
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け
る
こ
と
を
好
み
、
自
分
た
ち
の
祖
師
の
た
め
に
絶
え
間
な
く
新
た
な
資
料
を
捏
造
・
増
補
し
て
お
り
、
特
に
顕
著
な
の
が

機
縁
問
答
の
短
語
、
偈
頌
及
び
こ
れ
に
伴
う
物
語
で
あ
る
。『
祖
堂
集
』
と
『
伝
灯
録
』
の
中
の
機
縁
問
答
も
、
既
に
全
て

信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、『
臨
済
語
録
』、『
雲
門
広
録
』
等
の
現
行
の
語
録
集
は
、
い
ず
れ
も
宋
代
か
さ
ら
に
遅
く
に

編
集
・
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
増
補
部
分
が
一
層
多
く
、
直
に
引
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
紙
幅
の
制
限
に
よ
り
、
本
書
で

は
あ
ら
ゆ
る
現
行
の
晩
唐
五
代
の
語
録
を
逐
一
考
証
す
る
す
べ
は
な
く
、
そ
の
た
め
慎
重
を
期
し
て
、
本
章
が
主
に
採
用
し

た
の
は
、『
祖
堂
集
』、『
宗
鏡
録
』、『
伝
灯
録
』
中
に
載
せ
ら
れ
た
上
堂
語
、
金
石
碑
誌
及
び
『
宋
高
僧
伝
』
等
の
書
中
の

伝
記
資
料
、
及
び
例
え
ば
敦
煌
写
本
等
の
、
そ
の
他
幾
つ
か
の
比
較
的
信
頼
し
う
る
と
は
っ
き
り
分
か
っ
て
い
る
テ
キ
ス
ト

で
あ
る
。

　

考
察
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
仰
山
慧
寂
は
恐
ら
く
密
教
の
曼
荼
羅
の
啓
発
を
受
け
て
、
円
相
を
描
く
と
い
う
門
風
を
創
始
し

た
。
洞
山
良
价
と
曹
山
本
寂
（
八
四
〇
～
九
〇
一
）
の
系
統
は
偈
頌
を
得
意
と
し
、
所
謂
偏
正
五
位
等
の
曹
洞
宗
の
指
導
方

法
は
、
主
に
曹
山
と
洞
山
の
後
裔
に
よ
る
五
代
か
ら
北
宋
初
の
漸
次
の
発
展
で
あ
る
。
徳
山
宣
鑑
の
系
統
は
恐
ら
く
棒
で
打

つ
門
風
を
創
始
し
た
。
臨
済
義
玄
（
？
～
八
六
七
）
の
系
統
は
恐
ら
く
喝
を
叫
ぶ
門
風
を
創
始
し
た
が
、
し
か
し
所
謂
三
玄

三
要
、
四
賓
主
、
四
料
揀
、
四
照
用
等
の
門
庭
施
設
は
、
臨
済
の
後
裔
で
あ
る
首
山
省
念
（
九
二
六
～
九
九
四
）、
谷
隠
蘊

聡
（
九
六
五
～
一
〇
三
二
）、
汾
陽
善
昭
（
九
四
七
～
一
〇
二
四
）
等
に
よ
る
五
代
後
期
か
ら
北
宋
初
の
発
展
で
あ
る
。
石
霜

慶
諸
（
八
〇
七
～
八
八
八
）
の
系
統
は
本
来
は
坐
禅
を
際
立
っ
た
特
徴
と
し
て
お
り
、
所
謂
君
臣
和
合
の
門
庭
施
設
等
は
、

石
霜
の
後
裔
に
よ
る
さ
ら
な
る
発
展
で
あ
る
。
雪
峰
義
存
（
八
二
二
～
九
〇
八
）
の
系
統
は
恐
ら
く
挙
・
徴
・
拈
・
代
・
別

と
い
う
機
縁
問
答
の
方
策
を
創
始
し
、
宋
代
公
案
禅
、
文
字
禅
、
看
話
禅
の
先
駆
け
と
な
っ
た
。
雲
門
文
偃
（
八
六
四
～

九
四
九
）
の
系
統
は
卑
俗
、
罵
倒
、
単
刀
直
入
と
い
う
言
語
ス
タ
イ
ル
を
特
徴
と
し
、
所
謂
雲
門
三
句
と
一
字
関
は
、
そ
の

後
裔
の
徳
山
縁
密
等
に
よ
る
五
代
末
か
ら
北
宋
初
の
発
展
で
あ
る
。
法
眼
文
益
の
系
統
は
師
祖
で
あ
る
玄
沙
師
備
の
遺
風
を
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発
揚
し
、
経
論
の
重
視
と
禅
と
教
と
の
融
合
を
主
な
特
徴
と
す
る
。

　

晩
唐
五
代
の
禅
宗
の
派
閥
に
関
す
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
発
展
は
、
各
方
鎮
・
王
国
の
大
き
な
援
助
の
下
で
、
禅
寺
禅
院

を
積
極
的
に
拡
大
・
建
立
し
た
こ
と
で
あ
る
。
重
要
な
家
系
は
ほ
ぼ
全
て
自
分
た
ち
の
寺
院
を
建
立
し
て
お
り
、
自
身
の
系

統
も
し
く
は
他
の
系
統
の
禅
師
に
よ
っ
て
代
々
住
持
さ
れ
た
。
そ
し
て
潙
山
、
雪
峰
、
雲
門
等
の
諸
家
の
宗
師
は
、
み
な
仏

教
の
戒
律
に
従
っ
て
寺
規
を
設
け
、
寺
院
を
厳
し
く
管
理
し
、
禅
宗
教
団
と
世
俗
の
民
衆
の
境
目
を
明
確
に
区
別
し
、
寺
院

中
の
禅
衆
が
仏
教
信
仰
を
確
固
と
さ
せ
、
遥
か
高
い
目
標
を
打
ち
立
て
、
道
徳
に
よ
る
自
律
を
行
う
よ
う
要
求
し
た
。
こ
の

類
の
寺
院
の
建
立
は
、
禅
宗
の
伝
承
を
法
系
と
宗
旨
の
面
で
具
現
化
し
た
の
み
な
ら
ず
、
実
際
の
宗
教
機
構
と
経
済
体
制
の

面
で
も
具
現
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
禅
宗
の
繁
栄
・
発
展
を
直
に
促
し
、
北
宋
に
お
け
る
禅
寺
の
正
式
な
官
化
と
制
度
化
の

た
め
に
基
礎
を
築
い
た
�
。

　

本
書
に
は
三
つ
の
附
録
が
あ
る
。
附
録
一
で
は
馬
祖
の
語
録
の
中
に
あ
る
考
証
を
経
て
比
較
的
信
頼
し
う
る
と
確
定
し
た

部
分
を
校
注
し
て
お
り
、
六
則
の
示
衆
語
と
三
則
の
対
話
か
ら
な
る
。
注
釈
は
仏
典
の
出
典
を
注
記
し
、
名
称
・
事
物
の
語

句
を
解
釈
す
る
以
外
に
、
比
較
的
信
頼
で
き
ほ
ぼ
年
代
を
定
め
う
る
大
量
の
資
料
を
引
用
し
て
馬
祖
の
禅
思
想
の
傍
証
と
し

て
お
り
、
そ
こ
に
は
馬
祖
の
弟
子
の
言
葉
及
び
宗
密
と
そ
の
他
同
時
代
人
の
批
評
等
を
含
む
。

　

附
録
二
で
は
仏
教
大
蔵
経
・
碑
誌
・
文
集
・
史
書
・
筆
記
・
地
方
志
等
の
各
種
の
史
料
を
全
面
的
に
収
集
し
て
、
晩
唐
五

代
の
禅
寺
禅
院
を
考
証
し
、
合
計
三
百
二
十
箇
所
余
り
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
寺
院
は
、
あ
る
も
の
は
禅
僧
が
独
力
で
開
山

建
立
し
た
も
の
で
、
あ
る
も
の
は
財
力
と
権
勢
の
あ
る
賛
助
者
の
援
助
を
得
て
建
立
さ
れ
て
お
り
、
多
く
が
明
確
に
「
禅

寺
」
も
し
く
は
「
禅
院
」
と
称
さ
れ
、
大
多
数
は
禅
僧
に
よ
っ
て
代
々
住
持
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
他
に
も
以
前
か
ら
存

在
し
た
寺
院
が
、
こ
の
頃
に
額
を
改
め
て
禅
寺
禅
院
と
な
っ
た
り
、
禅
僧
を
招
い
て
代
々
住
持
さ
せ
た
場
合
が
幾
つ
か
あ
る

の
で
、
こ
れ
も
本
附
録
の
考
証
対
象
と
し
て
収
録
し
た
。
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附
録
三
で
は
現
行
の
寒
山
詩
集
の
中
に
お
け
る
禅
詩
の
作
者
を
考
証
し
た
。
現
行
『
寒
山
詩
集
』
所
収
の
三
百
首
余
り
の

詩
に
お
い
て
、
そ
の
風
格
と
内
容
が
雑
駁
な
の
は
、
つ
と
に
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
学
者
が
前
後
し
て
こ
れ
ら
の
詩

が
同
一
の
作
者
の
手
に
な
る
か
否
か
に
つ
い
て
疑
問
を
提
起
し
た
が
、
資
料
の
乏
し
さ
故
に
、
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
可
能
性
の

あ
る
作
者
を
説
得
力
を
持
っ
て
考
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
本
附
録
で
は
『
寒
山
詩
集
』
の
中
の
五
十
首
余
り
の
禅

詩
を
考
察
対
象
と
し
、
こ
れ
に
関
す
る
学
者
た
ち
の
研
究
の
基
礎
の
上
に
、
内
容
と
形
式
の
両
面
に
お
い
て
対
比
分
析
し
、

か
つ
大
量
の
原
資
料
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
厳
密
な
考
証
を
行
う
。
そ
し
て
、
比
較
的
十
分
な
証
拠
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の

禅
詩
は
主
に
古
典
禅
の
思
想
を
具
現
し
て
お
り
、
か
つ
機
縁
問
答
の
慣
用
語
を
大
量
に
採
用
し
て
、
そ
の
字
音
と
押
韻
方
法

も
晩
唐
の
人
に
か
な
り
近
い
こ
と
を
論
証
す
る
。
そ
の
本
当
の
作
者
は
寒
山
で
は
な
く
、
曹
山
本
寂
で
あ
る
。
曹
山
は
か
つ

て
「
対
寒
山
子
詩
」
を
撰
述
し
て
お
り
、
詩
に
よ
っ
て
詩
に
注
す
る
と
い
う
形
式
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
注
釈
と
し
て
の
詩

が
後
に
本
来
の
詩
と
混
じ
り
合
い
、
我
々
が
今
日
『
寒
山
詩
集
』
の
中
で
目
に
す
る
こ
の
独
特
な
禅
詩
の
部
分
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
禅
詩
は
本
章
の
第
十
章
に
お
い
て
曹
洞
系
の
禅
法
門
風
を
研
究
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

　

本
書
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
古
典
禅
と
は
「
反
伝
統
」
の
伝
統
で
は
な
く
、
ま
た
宋
代
禅
僧
が
創
造
し
た
「
神
話
」
で
も
な

い
。
こ
の
禅
宗
発
展
史
上
に
聳
え
立
つ
一
つ
の
重
要
な
段
階
は
、
活
力
と
創
造
性
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
伝
統
で
あ
り
、
一
方
で

は
イ
ン
ド
仏
教
、
中
国
仏
教
、
初
期
禅
宗
の
豊
か
な
遺
産
を
継
承
発
展
さ
せ
、
ま
た
一
方
で
は
宋
代
以
降
の
禅
宗
発
展
の
た

め
に
宗
旨
、
実
践
、
祖
統
、
寺
院
建
立
の
手
本
を
提
供
し
、
極
め
て
重
大
で
深
い
影
響
を
生
み
出
し
た
。
事
実
と
し
て
、
中

国
・
朝
鮮
・
日
本
・
ベ
ト
ナ
ム
等
の
禅
宗
の
伝
統
を
含
め
て
、
あ
ら
ゆ
る
後
代
の
禅
宗
の
家
系
・
派
閥
は
、
ほ
ぼ
全
て
古
典

禅
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

中
唐
か
ら
五
代
を
禅
宗
の
伝
統
が
発
展
し
た
古
典
時
代
も
し
く
は
黄
金
時
代
だ
と
認
め
る
こ
と
は
、
宋
代
が
禅
宗
の
衰
退
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期
だ
と
絶
対
に
言
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
し
、
あ
る
い
は
そ
の
反
対
な
の
で
あ
る
。
も
し
我
々
が

公
平
な
視
点
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
二
つ
の
時
代
を
観
察
し
た
ら
、
二
者
が
い
ず
れ
も
禅
の
黄
金
時
代
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
だ

ろ
う
。
一
方
で
は
、
唐
か
ら
宋
ま
で
の
禅
宗
の
伝
統
に
お
い
て
、
宗
旨
・
実
践
の
発
展
及
び
祖
統
世
系
の
構
築
は
連
綿
と
続

き
、
代
々
受
け
継
が
れ
た
。
ま
た
一
方
で
は
、
唐
宋
禅
宗
の
発
展
の
様
々
な
段
階
に
は
各
々
に
重
要
な
特
色
と
成
果
が
あ

る
。

　

唐
中
葉
以
前
の
初
期
禅
の
段
階
で
は
、
禅
運
動
の
各
支
系
は
、
衆
生
は
み
な
仏
性
を
持
つ
と
い
う
信
仰
、
及
び
禅
定
の
伝

統
か
ら
発
展
し
た
各
種
の
宗
教
的
実
践
へ
と
緩
や
か
に
統
一
さ
れ
、
か
つ
祖
統
に
つ
い
て
の
継
続
的
な
構
築
を
通
し
て
一
定

の
特
性
と
正
当
性
を
手
に
入
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
初
期
の
段
階
に
お
い
て
は
、「
禅
宗
」
と
い
う
語
は
ま
だ
現
れ

て
お
ら
ず
�
、「
東
山
法
門
」、「
大
乗
頓
教
」
�
、「
達
摩
宗
」
�
、「
禅
門
」
�
等
の
、
様
々
な
呼
称
に
よ
っ
て
こ
の
伝
統
を
指

し
示
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
様
々
な
呼
称
は
、
禅
門
の
各
系
統
が
自
己
の
地
位
・
特
徴
に
つ
い
て
一
致
し
た
認
識
を
持
つ
に

到
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

唐
中
葉
か
ら
五
代
の
古
典
禅
の
段
階
で
は
、
如
来
蔵
思
想
と
般
若
の
中
観
理
論
を
融
合
し
た
「
心
こ
そ
が
仏
、
無
心
が

道
（
即
心
是
仏
、
無
心
是
道
）」
が
、
次
第
に
禅
の
伝
統
的
な
基
本
の
宗
旨
と
な
っ
て
い
き
、
機
縁
問
答
の
教
学
の
実
践
と
啓

悟
の
手
段
が
出
現
・
成
熟
し
始
め
、
禅
宗
の
祖
統
の
構
築
が
最
終
的
に
完
成
し
、
禅
宗
寺
院
の
建
立
も
お
お
よ
そ
の
形
が
備

わ
っ
た
。
こ
の
段
階
に
は
、
禅
宗
の
呼
称
は
既
に
幅
広
く
用
い
ら
れ
て
お
り
�
、
こ
の
こ
と
は
禅
宗
が
一
つ
の
独
立
・
発
展

成
熟
し
た
宗
派
と
し
て
、
既
に
普
遍
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
宋
代
に
な
る
と
、
禅
宗
は
高
度
な
成

熟
に
到
り
、
そ
の
祖
統
世
系
、
宗
旨
・
思
想
、
宗
教
的
実
践
、
寺
院
の
体
制
は
み
な
十
全
に
発
展
さ
せ
ら
れ
、
大
量
の
禅
文

献
が
編
集
・
刊
行
・
解
釈
・
経
典
化
さ
れ
て
、
禅
宗
は
中
国
仏
教
の
伝
統
の
中
で
主
流
の
地
位
を
占
め
、
禅
思
想
と
実
践
は

世
俗
の
社
会
・
文
化
・
思
想
の
各
方
面
に
浸
透
し
た
。
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本
書
の
執
筆
は
作
者
が
一
九
九
九
年
に
完
成
さ
せ
た
博
士
論
文
『
洪
州
禅
と
唐
代
の
文
人
』
に
端
を
発
す
る
�
。
論
文
の

前
半
部
分
は
修
訂
増
補
を
経
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
立
大
学
出
版
社
に
よ
っ
て
二
〇
〇
六
年
に
英
語
に
よ
る
専
著
『
八
世
紀

か
ら
十
世
紀
の
洪
州
禅
の
研
究
』
と
し
て
出
版
さ
れ
た
�
。
そ
の
後
、
作
者
は
英
語
版
を
基
礎
と
し
て
さ
ら
に
増
訂
し
、
研

究
の
範
囲
を
馬
祖
の
師
弟
を
代
表
と
す
る
洪
州
禅
か
ら
、
中
唐
か
ら
五
代
の
古
典
禅
全
体
の
発
展
過
程
へ
と
拡
大
し
、
か
つ

幸
い
に
も
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
に
よ
っ
て
二
〇
一
〇
年
に
繁
体
字
中
国
語
版
『
古
典
禅
研
究
：
中
唐
至
五
代
禅
宗
発
展

新
探
』
と
し
て
出
版
し
て
い
た
だ
い
た
�
。
こ
の
た
び
は
幸
い
に
も
上
海
人
民
出
版
社
に
よ
り
簡
体
字
中
国
語
版
を
出
版
し

て
い
た
だ
け
る
こ
と
に
な
り
、
筆
者
は
ま
た
か
な
り
の
程
度
の
重
要
な
増
訂
を
行
っ
た
。

【
付
記
】
本
稿
の
底
本
は
、『
古
典
禅
研
究
：
中
唐
至
五
代
禅
宗
発
展
新
探
（
修
訂
版
）』（
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
三
）

に
も
と
づ
く
、
著
者
自
身
に
よ
る
再
修
訂
版
（
未
発
表
）
で
あ
る
。
今
後
、
全
訳
を
出
版
す
る
予
定
で
あ
る
。
本
稿
翻
訳
の

際
に
は
、
東
北
大
学
准
教
授
・
齋
藤
智
寛
氏
か
ら
多
く
の
ご
教
示
を
賜
っ
た
。

⑴
一
部
の
学
者
は
こ
の
古
典
時
期
を
宋
景
徳
元
年
（
一
〇
〇
四
）、
つ
ま
り
『
景
徳
伝
灯
録
』
編
纂
時
ま
で
延
ば
す
。
こ
の
時
代
区
分

は
恐
ら
く
『
祖
堂
集
』、『
伝
灯
録
』
等
が
禅
宗
の
古
典
テ
キ
ス
ト
と
な
っ
た
過
程
を
よ
り
正
確
に
反
映
し
て
い
る
。U

rs A
pp,

“The 

M
aking of a Chan Record: Reflections on the H

istory of the Records of Y
unm

en 

雲
門
広
録
” 

、『
禅
文
化
研
究
所
紀
要
』

第
一
七
号
（
一
九
九
一
）、
注
三
、二
頁
を
参
照
。

⑵
例
え
ば
、
呉
経
熊
（
一
八
九
九
～
一
九
八
六
）『
禅
学
的
黄
金
時
代
』（
台
北
：
中
華
大
典
編
印
会
、
一
九
六
七
）。

⑶
例
え
ば
、D

ale S. W
right, 

“Em
ancipation from

 W
hat? T

he Concept of Freedom
 in Classical Chʼan Buddhism

,

” Asian 

Philosophy 3.2 (1993): 124; 

“The D
iscourse of A

w
akening: Rhetorical Practice in Classical Chʼan Buddhism

,

” Journal of 
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Am

erican Academ
y of Religion 61.1 (1993): 23; John M

cRae, Seeing through Zen: Encounter, Transform
ation, and G

enealogy 

in C
hinese C

han Buddhism (Berkeley: U
niversity of California Press, 2003), 19.

（
訳
者
付
記
：
ジ
ョ
ン
・
Ｒ
・
マ
ク
レ
ー
著
、

小
川
隆
訳
『
虚
構
ゆ
え
の
真
実
―
新
中
国
禅
宗
史
』、
東
京
：
大
蔵
出
版
、
二
〇
一
二
）。

⑷
胡
適
「
神
会
和
尚
遺
集
序
」、
黄
夏
年
編
『
胡
適
集
』
所
収
（
北
京
：
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
九
五
）、
四
〇
頁
（
訳
者
付
記
：

小
川
隆
訳
、『
駒
澤
大
学
禅
研
究
所
年
報
』
第
一
号
、
一
九
九
〇
、
第
二
号
、
一
九
九
一
。

⑸
胡
適
「
禅
宗
史
的
真
歴
史
与
假
歴
史
」、『
胡
適
集
』、
三
二
二
～
二
六
頁
。

⑹
主
に
以
下
を
参
照
。
宇
井
伯
寿
（
一
八
八
二
～
一
九
六
三
）『
禅
宗
史
研
究
』（
一
九
三
九
、
再
版
、
東
京
：
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
）、

柳
田
聖
山
（
一
九
二
二
～
二
〇
〇
六
）『
初
期
禅
宗
史
書
の
研
究
』、
一
九
六
七
、『
柳
田
聖
山
集
』
第
六
巻
（
京
都
：
法
蔵
館
、

二
〇
〇
〇
）
に
再
版
収
録
、
篠
原
寿
雄
、
田
中
良
昭
『
敦
煌
仏
典
と
禅
』（
東
京
：
大
東
出
版
社
、
一
九
八
〇
）、
田
中
良
昭
『
敦

煌
禅
宗
文
献
の
研
究
』（
東
京
：
大
東
出
版
社
、
一
九
八
三
）、John M

cRae, The N
orthern School and the Form

ation of Early 

C
hʼan Buddhism (H

onolulu: U
niversity of H

aw
aii Press, 1986); 

洪
修
平
『
禅
宗
思
想
的
形
成
与
発
展
』（
高
雄
：
仏
光
出
版

社
、
一
九
九
一
）、
潘
桂
明
『
中
国
禅
宗
思
想
歴
程
』（
北
京
：
今
日
中
国
出
版
社
、
一
九
九
二
）、
杜
継
文
、
魏
道
儒
『
中
国
禅
宗
通

史
』（
南
京
：
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
三
）、H

einrich D
um

oulin, Zen Buddhism
: A H

istory,India and C
hina,vol. 1, trans. 

Jam
es W

. H
eisig and Paul K

nitter (Rev. ed., N
ew

 Y
ork: M

acm
illan,1994); Bernard Faure, The W

ill to O
rthodoxy: A 

C
ritical G

enealogy of N
orthern C

han Buddhism (Stanford: Stanford U
niversity Press, 1997); 

楊
曽
文
『
唐
五
代
禅
宗
史
』（
北

京
：
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
一
九
九
九
）、
葛
兆
光
『
増
訂
本
中
国
禅
思
想
史
：
従
六
世
紀
到
十
世
紀
』（
上
海
：
上
海
古
籍
出
版
社
、

二
〇
〇
八
）。

⑺
簡
潔
に
言
え
ば
、
胡
適
は
、
禅
は
た
だ
歴
史
的
背
景
の
中
に
置
く
こ
と
で
の
み
理
解
で
き
、
現
代
史
学
家
は
こ
の
歴
史
を
再
度
構
築
す

る
こ
と
に
努
め
る
べ
き
だ
と
強
調
し
た
。
鈴
木
は
論
駁
し
て
、
も
し
禅
の
中
か
ら
歴
史
を
探
す
な
ら
、
要
点
を
見
落
と
す
こ
と
に
な
っ
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て
し
ま
う
、
な
ぜ
な
ら
禅
の
根
本
と
は
時
間
を
超
越
し
た
真
理
で
あ
り
、
歴
史
と
形
而
上
学
を
超
越
し
た
体
験
だ
か
ら
で
あ
る
、
と
述

べ
た
。
胡
適,

“Chʼan/Zen Buddhism
 in China: Its H

istory and M
ethod,

” Philosophy East and W
est 3.1 (1953): 3-24

（
訳
者

付
記
：
小
川
隆
訳
「
胡
適
『
中
国
に
お
け
る
禅
―
そ
の
歴
史
と
方
法
論
―
』、『
駒
澤
大
学
禅
研
究
所
年
報
』
第
一
一
号
、
二
〇
〇
〇
）、

鈴
木
大
拙(Suzuki D

aisetsu),

“Zen: A
 Reply to H

u Shih,

” Philosophy East and W
est 3.1 (1953): 25-46.

⑻
主
に
以
下
を
参
照
。
柳
田
聖
山
『
初
期
禅
宗
史
書
の
研
究
』、
一
七
～
一
八
頁
、
“The, D

iscourse Recordsʼ T
exts of Chinese 

Chʼan Buddhism
,

” in W
halen Lai and Levis R. Lancaster, eds., Early C

han in C
hina and Tibet (Berkeley: A

sian 

H
um

anities Press, 1983), 193-94, 198; John C. M
araldo, 

“Is T
here H

istorical Consciousness w
ithin Chʼan?

” Japanese 

Journal of Religious Studies 12.2-3 (1985): 141-72; Bernard Faure, C
han Insights and O

versights: An Epistem
ological 

C
ritique of the C

han Tradition (Princeton: Princeton U
niversity Press, 1993), 122; H

einrich D
um

oulin, Zen Buddhism
: A 

H
istory,India and C

hina,vol. 1 , trans. Jam
es W

. H
eisig and Paul K

nitter (Rev. ed., N
ew

 Y
ork: M

acm
illan, 1994), xvii-

xxiii.

⑼
主
に
以
下
を
参
照
。T
. Griffi

th Foulk, 

“Myth, Ritual, and M
onastic Practice in Sung Chʼan Buddhism

,

” in Patricia B. 

Ebrey and Peter N
. Gregory, eds., Religion and Society in Tʼang and Sung C

hina (H
onolulu: U

niversity of H
aw

aii Press, 

1993), 149-50.

⑽M
ario Poceski, 

“Mazu yulu and the Creation of the Chan Records of Sayings,

” in Steven H
eine and D

ales S. W
right, 

eds., The Zen C
anon: U

nderstanding the C
lassic Texts (N

ew
 Y

ork: O
xford U

niversity Press, 2004), 72-75. 

⑾
そ
の
な
か
の
一
部
の
例
外
と
し
て
、
例
え
ば
柳
田
聖
山
が
百
丈
懐
海
（
七
四
九
～
八
一
四
）
に
帰
さ
れ
る
数
則
の
機
縁
問
答
の
添
加
・

混
合
と
捏
造
の
過
程
、
及
び
『
鎮
州
臨
済
慧
照
禅
師
語
録
』
の
増
補
・
変
化
の
過
程
を
丹
念
に
考
証
し
た
こ
と
は
、「
語
録
の
歴
史
：

禅
文
献
の
成
立
史
的
研
究
」、『
禅
文
献
の
研
究
』
上
冊
所
収
、『
柳
田
聖
山
集
』
第
二
巻
（
京
都
：
法
蔵
館
、
二
〇
〇
一
）、
三
五
二
～
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六
四
頁
。
沖
本
克
己
も
「
臨
済
録
に
お
け
る
虚
構
と
真
実
」（『
禅
学
研
究
』
第
七
三
号
、
一
九
九
五
、一
七
～
五
〇
頁
）
の
一
文
に
お
い

て
、
現
行
の
臨
済
語
録
は
真
偽
が
混
交
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
中
の
数
則
の
対
話
に
お
け
る
書
き
換
え
の
過
程
を
考
察
し
た
。

そ
の
後 A

lbert W
elter 

は
さ
ら
に
『
臨
済
録
』
の
編
集
過
程
に
つ
い
て
詳
し
い
考
察
を
行
っ
て
お
り
、 The Linji lu and the C

reation 

of C
han O

rthodoxy (N
ew

 Y
ork: O

xford U
niversity Press, 2008),81-163

に
見
え
る
。U

rs A
pp 

は
“The M

aking of a Chan 

Record
” （
一
～
九
〇
頁
）
の
中
で
『
雲
門
匡
真
禅
師
広
録
』
形
成
の
三
段
階
を
詳
し
く
考
察
し
、
北
宋
初
以
前
の
テ
キ
ス
ト
は
僅
か
に

全
体
の
二
七
％
を
構
成
す
る
の
み
だ
と
証
明
し
て
い
る
。
し
か
し
全
体
的
に
言
え
ば
、
禅
宗
歴
史
文
献
学
の
研
究
は
既
に
完
成
し
て
い

て
時
代
遅
れ
だ
と
声
高
に
言
う
学
者
も
い
る
が
、
古
典
禅
の
文
献
研
究
は
実
際
に
は
ま
だ
本
当
に
は
繰
り
広
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
時
代

遅
れ
な
ど
と
は
な
お
さ
ら
言
え
な
い
。

⑿
陳
寅
恪
「
梁
訳
大
乗
起
信
論
偽
智
愷
序
中
之
真
史
料
」、『
金
明
館
叢
稿
二
編
』（
北
京
：
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
一
）、
一
四
七
～
五
二
頁
。

⒀
賛
寧
『
宋
高
僧
伝
』（
北
京
：
中
華
書
局
、
一
九
八
七
）、
二
頁
。

⒁
志
磐
『
仏
祖
統
紀
』、『
大
正
蔵
』、
第
四
九
冊
、
巻
四
三
、四
〇
〇
ａ
頁
。

⒂
『
宋
高
僧
伝
』、
巻
一
〇
、二
三
六
頁
。

⒃
周
紹
良
、
趙
超
等
編
『
唐
代
墓
誌
彙
編
続
集
』（
上
海
：
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
一
）、
九
一
三
頁
。

⒄
董
誥
（
一
七
四
〇
～
一
八
一
八
）
等
編
『
全
唐
文
』（
北
京
：
中
華
書
局
、
一
九
八
三
）、
巻
九
一
九
、一
〇
ｂ
～
一
一
ａ
頁
。

⒅
『
唐
黄
御
史
公
集
』（『
四
部
叢
刊
』
本
）、
巻
五
、三
二
ｂ
～
三
七
ｂ
頁
。

⒆
『
宋
高
僧
伝
』、
巻
二
六
、六
六
四
～
六
五
頁
、
皎
然
「
唐
湖
州
仏
川
寺
故
大
師
塔
銘
並
序
」、『
昼
上
人
集
』（『
四
部
叢
刊
』
本
）
巻
八
、

五
一
ｂ
～
五
三
ａ
頁
。

⒇
『
宋
高
僧
伝
』、
巻
二
六
、六
六
五
～
六
六
頁
、
皎
然
「
唐
湖
州
大
雲
寺
故
禅
師
瑀
公
碑
銘
並
序
」、
巻
九
、五
八
ｂ
～
六
〇
ａ
頁
。

㉑
『
宋
高
僧
伝
』、
巻
二
七
、六
七
七
～
七
八
頁
、
皎
然
「
蘇
州
支
硎
山
報
恩
寺
法
華
院
故
大
和
尚
碑
並
序
」、
巻
九
、五
七
ａ
～
五
八
ｂ
頁
。
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㉒
こ
れ
は
歴
代
の
高
僧
伝
の
慣
例
で
あ
り
、A

rthur F. W
right

が
半
世
紀
あ
ま
り
前
に
慧
皎
（
四
九
七
～
五
五
四
）
の
『
高
僧
伝
』
を

研
究
し
た
際
、
既
に
こ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
“Biography and H

agiography: H
ui-chiaoʼs Lives of Em

inent M
onks,

” 

京
都
大

学
人
文
科
学
研
究
所
編
『
創
立
廿
五
周
年
記
念
論
文
集
』
所
収
（
京
都
：
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
五
四
）、
四
二
七
頁
。

㉓
『
全
唐
文
』、
巻
三
一
九
、一
四
ｂ
～
一
九
ｂ
頁
。

㉔Chou Y
i-liang (1913-2001),  

“Tantrism
 in China,

” Harvard Journal of Asiatic Studies 8.3-4 (1945): 248-51

（
訳
者
付
記
： 

銭

文
忠
訳
『
唐
代
密
宗
』、
上
海
：
上
海
遠
東
出
版
社
、
一
九
九
六
、九
～
一
二
頁
）。 

歴
代
の
高
僧
伝
の
編
者
た
ち
が
碑
銘
と
神
異
譚
の

二
種
類
の
資
料
を
総
合
的
に
利
用
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
篠
原
孝
市
に
詳
細
か
つ
深
く
掘
り
下
げ
た
分
析
が
あ
り
、
次
に
見
え
る
。

K
oichi Shinohara 

“Tw
o Sources of Chinese Buddhist Biographies: Stupa Inscriptions and M

iracle Stories,

” in Phyllis 

Granoff and K
oichi Shinohara, eds., M

onks and M
agicians: Religious Biographies in Asia (O

akville, O
nt.: M

osaic Press, 

1988), 119-229.

㉕T
im

othy H
. Barrett, 

“Review
,

” Bulletin of the School of O
riental and African Studies, 20.2 (2007): 437-38.

㉖
詳
し
い
考
証
は
『
古
典
禅
研
究
』
の
附
録
二
、「
晩
唐
五
代
禅
寺
考
」
参
照
。

㉗Barrett, 

“Review
,

” 437-38 

に
見
え
る
。

㉘
主
に
以
下
を
参
照
。H

ippolyte D
elehaye, The Legends of the Saints, trans. D

onald A
ttw

ater (N
ew

 Y
ork: Fordham

 U
niversity 

Press, 1962); Peter Brow
n, 

“The Saint as Exem
plar in Late A

ntiquity,

” Representations 1.2 (1983): 1-25; Reginald Ray, 

Buddhist Saints in India: A Study in Buddhist Values and O
rientations (N

ew
 Y

ork: O
xford U

niversity Press, 1994), 220-30; M
u-

chou Poo, 

“The Im
ages of Im

m
ortals and Em

inent M
onks: Religious M

entality in Early M
edieval China,

” Num
en 42 (1995): 

172-96; John K
ieschnick, The Em

inent M
onk: Buddhist Ideals in M

edieval Chinese H
agiography (H

onolulu: U
niversity of H

aw
aii 

Press, 1997), 1-2; John Jorgensen, 

“Hagiography: Buddhist Perspectives,
” in W

illiam
 M

. Johnston, ed., Encyclopedia of 
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M

onasticism
, 2 vols (Chicago: Fitzroy D

earborn, 2000), 1: 563-64.

㉙Jinhua Chen, Philosopher, Practitioner, Politician: The M
any Lives of Fazang (643-712) (Leiden: Brill, 2007), 1-12.

㉚
権
徳
輿
（
七
六
一
～
八
一
八
）「
唐
故
洪
州
開
元
寺
石
門
道
一
禅
師
塔
銘
並
序
」、『
権
載
之
文
集
』（『
四
部
叢
刊
』
本
）、
巻
二
八
、一
ａ

～
三
ａ
頁
。

㉛M
ario Poceski, O

rdinary M
ind as the W

ay: The H
ongzhou School  and the G

row
th of C

han Buddhism
 (O

xford: O
xford 

U
niversity Press, 2007), 22.

㉜
詳
し
い
考
察
は
『
古
典
禅
研
究
』
第
二
章
参
照
。

㉝
例
え
ば
、Y

ün-hua Jan, 
“Tsung-m

i: H
is A

nalysis of Chʼan Buddhism
,

” Tʼoung Pao 8 (1972): 2-3; 

呂
澂
『
中
国
仏
学
源
流
略

講
』（
北
京
：
中
華
書
局
、
一
九
七
九
）、
二
三
六
～
三
七
頁
、M

araldo, 

“Is T
here H

istorical Consciousness w
ithin Chʼan?,

” 

156-58; Peter Gregory, Tsung-m
i and the Sinification of Buddhism (Princeton: Princeton U

niversity Press, 1991), 15-16; 

Jeffrey Lyle Broughton, Zongm
i on C

han (N
ew

 Y
ork: Colum

bia U
niversity, 2009), 9-39.

㉞
こ
れ
に
関
す
る
詳
し
い
検
討
と
考
証
は
、『
古
典
禅
研
究
』
第
五
章
と
附
録
一
参
照
。

㉟D
ales W

right, Philosophical M
editations on Zen Buddhism (Cam

bridge: Cam
bridge U

niversity Press, 1998), 1-19 

参
照
。

も
う
一
つ
の
黄
檗
語
録
を
記
録
し
た
テ
キ
ス
ト
『
宛
陵
録
』（『
大
正
蔵
』、
第
四
八
冊
）
も
、
裴
休
編
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
裴

休
は
「
伝
心
法
要
序
」
の
中
で
、
こ
の
編
纂
物
は
黄
檗
の
洪
州
と
宛
陵
の
両
地
に
お
け
る
法
要
を
含
む
と
既
に
明
確
に
述
べ
て
い
る
。

（『
大
正
蔵
』、
第
四
八
冊
、
三
七
九
ｂ
～
ｃ
頁
）。
そ
の
他
、『
宛
陵
録
』
は
い
く
つ
か
の
晩
唐
以
後
に
初
め
て
現
れ
る
成
熟
し
た
機
縁
問

答
を
含
ん
で
お
り
、『
伝
心
法
要
』
の
対
話
ス
タ
イ
ル
と
は
類
似
し
な
い
。
柳
田
聖
山
は
、
こ
の
録
は
黄
檗
の
弟
子
に
編
纂
さ
れ
た
は
ず

だ
と
考
え
て
い
る
が
（「
語
録
の
歴
史
」、
三
七
三
頁
）、
し
か
し
黄
檗
の
直
弟
子
よ
り
後
の
増
補
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

㊱
許
慎
（
五
八
？
～
一
四
七
？
）『
説
文
解
字
』（
北
京
：
中
華
書
局
、
一
九
六
三
）、
一
五
一
頁
、 

于
省
吾
、
姚
孝
遂
等
編
『
甲
骨
文
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字
詁
林
』（
北
京
：
中
華
書
局
、
一
九
九
六
）、
第
二
〇
四
一
号
、
一
九
八
七
～
九
二
頁
。A

lbert W
elter,

“The Problem
 w

ith 

O
rthodoxy in Zen Buddhism

: Y
ongm

ing Y
anshou, s N

otion of zong in the Zongjing lu (Records of the Source 

M
irror),

” Studies in Religion 31.1 (2002): 7-8 

参
照
。

㊲
湯
用
彤
「
論
中
国
仏
教
無
十
宗
」、『
哲
学
研
究
』
第
三
輯
（
一
九
六
二
）、
四
七
～
五
四
頁
、「
中
国
仏
教
宗
派
問
題
補
論
」、『
北

京
大
学
学
報
』
第
五
輯
（
一
九
六
三
）、
一
～
一
八
頁
、
真
野
正
順
『
仏
教
に
お
け
る
宗
観
念
の
成
立
』（
東
京
：
理
想
社
、

一
九
六
四
）、
二
三
四
～
九
六
頁
、
平
井
俊
栄
『
中
国
般
若
思
想
史
研
究
：
吉
蔵
と
三
論
学
派
』（
東
京
：
春
秋
社
、
一
九
七
六
）、
二
七

～
五
七
頁
、 Stanley W

einstein, 

“Schools of Buddhism
: Chinese Buddhism

,

” in M
ircea Eliade, ed., Encyclopedia of 

Religion (N
ew

 Y
ork: M

acm
illan, 1987), 2: 482-87. 

㊳
真
野
正
順
『
仏
教
に
お
け
る
宗
観
念
の
成
立
』、
二
〇
九
～
一
一
頁
、 John Jorgensen, 

“The ʼIm
perialʼ Lineage of Chʼan 

Buddhism
: T

he Role of Confucian Ritual and A
ncestor W

orship in Chʼanʼs Search for Legitim
ation in the M

id-T
ʼang 

D
ynasty,

” Papers on Far Eastern H
istory 35 (1987): 89-133; and T

. Griffi
th Foulk, 

“The Chʼan Tsung in M
edieval China: 

School, Lineage, or W
hat?

” The Pacific W
orld, N

ew
 Series 8 (1992): 18-31.

㊴Jorgensen, 

“ ʻT
he Im

perialʼ Lineage of Chʼan Buddhism
,

” 89-133

参
照
。

㊵H
irakaw

a A
kira, A H

istory of Indian Buddhism
: From

 Śākyam
uni to Early M

ahāyāna, trans. &
 ed. Paul Groner (H

onolulu: 

U
niversity of H

aw
aii Press, 1990), 83-86

参
照
。

㊶Étienne Lam
otte, H

istory of Indian Buddhism
: From

 the O
rigins to the Śaka Era, trans. Sara W

ebb-Boin and Jean 

D
antinne (Louvain-Paris: Peeters Press, 1988), 517-23

参
照
。

㊷
智
顗
（
五
三
八
～
五
九
七
）
述
、
灌
頂
（
五
六
一
～
六
三
二
）
記
『
摩
訶
止
観
』、『
大
正
蔵
』、
第
四
六
冊
、
一
ａ
～
ｂ
頁
。
胡
適
「
荷
沢

大
師
神
会
伝
」、『
胡
適
集
』、
七
三
頁
、
安
藤
俊
雄
『
天
台
学
：
根
本
思
想
と
そ
の
展
開
』（
京
都: 

平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
八
）、
七
頁
。
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㊸Bernard Faure, The W
ill to O

rthodoxy, 9.

（
訳
者
付
記
：
蒋
海
怒
訳
『
正
統
性
的
意
欲
：
北
宗
禅
之
批
判
系
譜
』（
上
海
：
上
海
古

籍
出
版
社
、
二
〇
一
〇
）
一
一
頁
）。

㊹
そ
の
他
の
五
つ
の
教
団
の
代
表
は
僧
稠
（
四
八
〇
～
五
六
〇
）、
僧
実
（
四
七
六
～
五
六
三
）、
智
璀
（
？
～
五
七
七
？
）、
慧
思

（
五
一
五
～
五
七
七
）、
智
顗
、
慧
瓚
（
五
三
六
～
六
〇
七
）。Jinhua Chen, 

“An A
lternative V

iew
 of the M

editation T
radition 

in China: M
editation in the Life and W

orks of D
aoxuan (596-667),

” Tʼoung Pao 88.4-5 (2002): 345-67, 384-85; M
onks and 

M
onarchs, K

inship and K
ingship: Tanqian in Sui Buddhism

 and Politics (K
yoto: Scuola Italiana di Studi sullʼA

sia O
rientale, 

2002),149-80 
参
照
。

㊺
張
説
（
六
六
七
～
七
三
一
）「
唐
玉
泉
寺
大
通
禅
師
碑
銘
並
序
」、
姚
鉉
（
九
六
八
～
一
〇
二
〇
）
編
、『
唐
文
粋
』（『
四
部
叢
刊
』
本
）、

巻
六
四
、一
ａ
～
三
ａ
頁
。

㊻
仏
教
史
上
の
家
系
と
正
統
の
関
係
に
つ
い
て
は
、 A

lbert W
elter, 

“Lineage,

” in Robert E. Busw
ell, Jr., ed., Encyclopedia of 

Buddhism (N
ew

 Y
ork: M

acm
illan, 2004), 461-65

参
照
。

㊼W
einstein 

は
「
十
分
に
発
展
成
熟
し
た
宗
派
」
に
よ
っ
て
第
一
タ
イ
プ
の
伝
統
と
家
系
を
指
し
て
い
る
。 

“Schools of Buddhism
,

” 

484

に
見
え
る
。

㊽Foulk

は
本
当
の
人
物
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
教
団
で
あ
っ
て
こ
そ
初
め
て
宗
派
と
称
し
う
る
と
考
え
て
い
る
。
“The Chʼan Tsung 

in M
edieval China,

”19

参
照
。
し
か
し
な
が
ら
、
北
宗
や
荷
沢
と
い
っ
た
、Foulk

に
よ
っ
て
宗
派
と
確
認
さ
れ
た
も
の
を
含
め
、

ほ
と
ん
ど
全
て
の
禅
宗
の
派
閥
が
虚
構
と
真
実
の
人
物
の
二
つ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
定
義
は
決
し
て
重
要
で
は
な

い
。
こ
の
見
解
の
本
当
の
価
値
は
用
語
の
用
い
方
で
は
な
く
、
方
法
論
上
の
示
唆
に
在
る
。
あ
る
家
系
も
し
く
は
宗
派
を
研
究
す
る
際
、

我
々
は
ま
ず
そ
の
世
系
の
中
の
本
当
の
成
員
と
虚
構
の
祖
師
を
区
分
し
、
そ
れ
か
ら
異
な
っ
た
角
度
か
ら
こ
の
二
組
の
人
物
を
論
じ
て
、

第
一
組
の
実
際
の
構
成
、
宗
旨
、
実
践
を
検
討
し
、
第
二
組
が
包
含
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
権
威
と
正
統
の
象
徴
と
し
て
の
意
義
を
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指
摘
す
べ
き
で
あ
る
。 

㊾
関
連
の
批
判
は
柳
田
聖
山
・
梅
原
猛
『
無
の
探
求
：
中
国
禅
』（
東
京
：
角
川
書
店
、
一
九
六
九
）、
二
〇
～
二
五
頁
、Bernard 

Faure, C
han Insights and O

versights, 52-88; 

龔
雋
『
禅
史
鉤
沈
：
以
問
題
為
中
心
的
思
想
史
論
述
』（
北
京
：
三
聯
書
店
、

二
〇
〇
六
）、
一
六
～
二
四
頁
を
参
照
。

㊿Robert E. Busw
ell, The K

orean Approach to Zen: The C
ollected W

orks of C
hinul (H

onolulu: U
niversity of H

aw
aii Press, 

1983), 213

参
照
。

�
詳
し
い
論
述
は
『
古
典
禅
研
究
』
第
六
章
「
古
典
禅
の
宗
旨
及
び
実
践
」
を
参
照
。

�
例
え
ば
、Bernard Faure
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
た
と
え
胡
適
と
鈴
木
大
拙
の
禅
史
研
究
に
関
連
す
る
考
え
方
に
相
違
が
あ
っ
て
も
、

彼
ら
は
い
ず
れ
も
単
純
化
し
て
禅
を
中
国
の
智
恵
の
産
物
、
及
び
神
通
力
の
迷
信
あ
る
い
は
抽
象
的
な
論
理
的
思
考
で
あ
る
イ
ン
ド
仏

教
か
ら
の
解
放
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
は
、 C

han Insights and O
versights, 64, 97-98

に
見
え
る
。 John Jorgensen

も
范
文
瀾
が

単
純
に
「
恵
能
思
想
」
／
禅
思
想
の
淵
源
を
荘
子
思
想
と
説
明
し
中
国
思
想
を
根
本
と
し
た
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。Inventing H

ui-

neng, the Sixth Patriarch: H
agiography and Biography in Early C

hʼan (Leidon: Brill, 2005), Preface, xii 

参
照
。

�
詳
し
い
論
述
は
『
古
典
禅
研
究
』
第
六
章
、「
古
典
禅
宗
旨
和
実
践
」
を
参
照
。

�
頼
賢
宗
『
仏
教
詮
釈
学
』（
北
京
：
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
九
）、
二
五
～
五
八
頁
参
照
。

�
他
に
一
人
が
新
羅
へ
戻
り
、
二
人
は
居
士
で
、
二
十
九
人
は
所
在
不
明
で
あ
る
。
仏
光
如
満
は
湖
南
省
と
河
南
省
に
住
し
た
こ
と
が
あ

る
が
、
彼
は
湖
南
省
で
寺
院
を
創
建
し
た
た
め
、
こ
こ
で
は
湖
南
省
に
含
め
る
。

�
胡
適
「
与
柳
田
聖
山
論
禅
宗
史
書
」、『
胡
適
集
』、
三
三
六
～
三
七
頁
。

�M
cRae, The N

orthern School, 7-8, 252-53;  Seeing through Zen, 9-21

（
訳
者
付
記
：
小
川
隆
訳
『
虚
構
ゆ
え
の
真
実
―
新
中
国
禅
宗

史
』、
一
三
～
三
六
頁
）。
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�
そ
の
う
ち
幾
つ
か
の
例
外
が
あ
る
。
例
え
ば
宇
井
伯
寿
は
記
録
に
見
え
る
数
名
の
北
宗
、
荷
沢
の
後
裔
に
つ
い
て
、
そ
の
卒
年
が
唐
末

で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。『
禅
宗
史
研
究
』、
三
二
九
～
三
〇
頁
。
そ
の
他
、K
. J. Solonin 

は
、
宗
密
の
禅
学
著
作
数
種
の
漢
文
原
文

と
そ
の
西
夏
語
に
よ
る
訳
注
、
及
び
西
夏
テ
キ
ス
ト
『
鏡
』（T

ang. 412, N
o. 113

）、『
洪
州
宗
師
教
儀
』（T

ang. 1111, N
o. 2529

）、

『
洪
州
宗
趣
注
解
明
護
記
』（『
洪
州
宗
師
趣
注
開
明
要
記
』
と
も
訳
す
。T

ang. 112, N
o. 2540

）
等
を
含
め
て
、
黒
水
城
（
カ
ラ
ホ
ト
）

で
発
見
さ
れ
た
西
夏
の
禅
文
献
を
分
析
し
、
こ
れ
ら
の
文
献
が
宗
密
の
禅
思
想
を
具
現
し
、
宗
密
の
華
厳
禅
に
よ
っ
て
洪
州
禅
を
取
り

込
む
と
い
う
傾
向
を
表
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
か
つ
こ
れ
に
よ
っ
て
宗
密
の
禅
系
（
す
な
わ
ち
荷
沢
系
）
が
会
昌
の
廃
仏
後
に

一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
消
失
し
た
り
し
て
は
お
ら
ず
、
西
北
地
域
で
継
続
し
、
さ
ら
に
西
夏
に
伝
わ
っ
て
、
十
二
世
紀
中
葉

ま
で
発
展
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
推
測
す
る
。K. J. Solonin, 

“Tangut Chan Buddhism
 and Guifeng Zongm

i,

” 『
中
華
仏
学
学
報
』

第
一
一 

期
（
一
九
九
八
年
七
月
）、
三
六
五
～
四
二
四
頁
、 

“Hongzhou Buddhism
 in X

ixia and the H
eritage of Zongm

i (780-

841):A
 T

angut Source.

” Asia M
ajor 16.2 (2003): 57-103

参
照
。
ま
た Jeffrey Lyle Broughton, Z ongm

i on C
han, 45-50

を
参

照
。

�
説
明
し
て
お
く
べ
き
は
、
晩
唐
五
代
と
は
禅
宗
発
展
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
時
期
で
あ
る
が
、
し
か
し
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、
本
書
の
こ

の
時
期
に
つ
い
て
の
検
討
は
主
と
し
て
古
典
禅
発
展
の
主
な
流
れ
に
集
中
す
る
。
こ
の
時
期
の
多
く
の
家
系
の
勃
興
、
各
種
の
門
風
家

曲
の
発
明
と
展
開
、
大
量
の
禅
寺
禅
院
の
建
立
等
は
、
み
な
一
層
綿
密
で
全
面
的
な
考
証
と
分
析
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
さ
ら

な
る
研
究
を
待
つ
ほ
か
な
い
。

�
こ
の
語
は
道
宣
の
『
続
高
僧
伝
』
の
中
に
幾
度
か
現
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
い
ず
れ
も
禅
師
、
す
な
わ
ち
坐
禅
あ
る
い
は
苦
行
を
実
践

し
た
僧
侶
を
指
し
示
し
た
。
柳
田
聖
山
『
初
期
禅
宗
史
書
の
研
究
』、
四
四
七
～
四
九
頁
を
参
照
。

�
円
仁
『
入
唐
新
求
聖
教
目
録
』、『
大
正
蔵
』、
第
五
五
冊
、
一
〇
八
三
ｂ
頁
、
楊
曽
文
編
『
六
祖
壇
経
』（
北
京
：
中
華
書
局
、

二
〇
〇
一
）、
一
頁
。
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�
楊
曽
文
編
『
神
会
和
尚
禅
話
録
』（
北
京
：
中
華
書
局
、
一
九
九
六
）、
一
五
頁
。

�
例
え
ば
、
李
邕
（
六
七
八
～
七
四
七
）「
大
照
禅
師
塔
銘
」、『
全
唐
文
』、
巻
二
六
二
、三
ｂ
頁
、『
楞
伽
師
資
記
』、『
大
正
蔵
』、
第
八
五

冊
、
一
二
八
六
ｃ
頁
、『
神
会
和
尚
禅
話
録
』、
四
五
頁
。

�Foulk 
は
、
十
世
紀
中
葉
以
前
に
は
、
宗
密
が
「
禅
宗
」
の
語
を
用
い
た
こ
と
が
あ
る
だ
け
だ
と
断
定
し
た
（
“Chʼan Tsung in 

M
edieval China,

” 25

）。
こ
の
判
断
は
文
献
に
よ
る
証
明
が
不
足
し
て
い
る
。
澄
観
が
お
お
よ
そ
七
八
四
～
七
九
〇
年
に
『
華
厳

経
』
の
た
め
に
作
っ
た
二
つ
の
注
疏
の
中
で
、
彼
は
頻
繁
に
こ
の
語
を
用
い
て
お
り
、
幾
つ
か
の
部
分
で
は
「
禅
宗
六
祖
」
も
し
く

は
「
禅
宗
は
達
磨
よ
り
伝
わ
る
」
こ
と
を
明
示
し
て
す
ら
い
る
。『
大
方
広
仏
華
厳
経
疏
』、『
大
正
蔵
』、
第
三
五
冊
、
巻
二
、五
一
二

ｂ
～
ｃ
頁
、
巻
一
五
、六
〇
九
ｂ
頁
、『
大
方
広
仏
華
厳
経
随
疏
演
義
鈔
』、『
大
正
蔵
』、
第
三
六
冊
、
巻
八
、六
二
ａ
～
ｂ
頁
、
巻

二
〇
、一
五
六
ｃ
頁
、
巻
二
九
、二
二
四
ａ
頁
等
に
見
え
る
。
敦
煌
写
本
『
頓
悟
大
乗
正
理
訣
』（
ペ
リ
オ
四
六
四
六
、
ス
タ
イ
ン

二
六
七
二
）
の
中
に
は
、
七
九
二
～
七
九
四
年
（
一
部
の
学
者
は
七
八
〇
～
七
八
二
年
と
す
る
）
に
吐
蕃
で
発
生
し
た
仏
教
論
争

を
記
し
た
テ
キ
ス
ト
が
あ
り
、
そ
の
中
に
「
禅
宗
」
と
い
う
語
が
四
度
現
れ
る
。Paul D

em
iéville, Le concile de Lhasa (Paris: 

Press U
niversitaires de France, 1952), 24, 39,119, 177

（
訳
者
付
記
：
耿
昇
訳
『
吐
蕃
僧
諍
記
』、
北
京
：
西
蔵
人
民
出
版
社
、

二
〇
〇
一
、三
三
、五
六
、一
四
七
、一
五
三
頁
）、 

柳
田
聖
山
『
初
期
禅
宗
史
書
の
研
究
』、
四
五
四
～
五
五
頁
に
見
え
る
。
黄
檗
の
『
伝
心

法
要
』
で
は
、
こ
の
語
が
一
度
現
れ
る
。
中
唐
期
に
禅
師
の
た
め
に
撰
述
さ
れ
た
碑
文
で
も
、
こ
の
語
は
普
遍
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、

例
え
ば
権
徳
輿
が
七
九
一
年
に
馬
祖
の
た
め
に
撰
述
し
た
塔
銘
、
及
び
八
一
七
年
に
章
敬
懐
暉
の
た
め
に
撰
述
し
た
碑
文 

（『
権
載
之
文

集
』、『
四
部
叢
刊
』、
巻
二
八
、一
ａ
～
三
ａ
頁
、
巻
一
八
、一
三
ａ
～
四
ｂ
頁
）
で
あ
る
。
李
朝
正
が
八
一
七
年
に
撰
述
し
た
「
重
建
禅

門
第
一
祖
菩
提
達
摩
大
師
碑
陰
文
」
の
中
で
は
、
達
摩
は
「
禅
宗
第
一
祖
」
と
称
さ
れ
て
い
る
（『
全
唐
文
』、
巻
九
九
八
、一
ａ
～
三
ｂ

頁
）。
日
本
の
入
唐
僧
で
あ
る
円
行
、
円
仁
、
恵
運
、
円
珍
等
の
書
目
及
び
其
の
他
の
著
作
中
で
も
、
禅
宗
と
い
う
語
が
至
る
所
に
見
ら

れ
る
。
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�Jinhua Jia, 

“The H
ongzhou School of Chan Buddhism

 and the T
ang Literati

” (PhD
 diss., U

niversity of Colorado 

at Boulder, 1999). 

論
文
の
後
半
部
分
は
筆
者
の
中
国
語
の
専
著
『
唐
代
集
会
総
集
与
詩
人
群
研
究
』（
北
京
：
北
京
大
学
出
版
社
、

二
〇
〇
一
）
に
吸
収
さ
れ
た
。

�Jinhua Jia, The H
ongzhou School of C

han Buddhism
 in Eighth-through-Tenth C

entury C
hina (A

lbany: State U
niversity of 

N
ew

 Y
ork Press, 2006).

�
賈
晋
華
『
古
典
禅
研
究
：
中
唐
至
五
代
禅
宗
発
展
新
探
』（
香
港
：
牛
津
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
〇
）。


