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如来蔵思想とは何か

如
来
蔵
思
想
と
は
何
か

常
盤　

義
伸

一
『
楞
伽
経
』
と
『
如
来
蔵
経
』

二
「
如
来
蔵
」
の
語
の
由
来

三
『
仏
華
厳
経
入
法
界
品
』
と
『
勝
鬘
経
』
と
の
「
如
来
蔵
」

四
『
如
来
蔵
経
』
の
「
如
来
蔵
」

五  

大
乗
『
大
般
泥
洹
経
』
の
「
如
来
蔵
」

六
『
宝
性
論
』
に
お
け
る
「
如
来
蔵
」
理
解

七
『
宝
性
論
』
の
『
如
来
蔵
経
』
解
釈

八
『
大
乗
起
信
論
』
の
「
如
来
蔵
」

一
『
楞
伽
経
』
と
『
如
来
蔵
経
』

「
如
来
蔵
（
如
来
を
蔵
す
る
も
の
）」
の
原
梵
語tathāgatagarbha
（
如
来
を
産
む
母
胎
）
が
「
衆
生
」
を
指
す
言
葉
だ
と
い

う
こ
と
は
、
こ
の
語
の
定
義
と
し
て
研
究
者
の
間
で
は
充
分
了
解
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
は
、
仏
教
史
上
こ

の
語
を
紹
介
し
た
最
初
期
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
『
如
来
蔵
経
』
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
も
、
研
究
者
の
間
に
共
通
し
て
見
ら
れ
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る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
そ
の
先
に
あ
る
。「
如
来
」tathāgata

と
は
、
生
老
病
死
に
苦
し
む
「
衆
生
」sattva

が
自

己
と
世
界
と
の
如
実
の
相
、
真
如tathatā

と
し
て
の
不
生
不
死
を
悟
っ
た
覚
者buddha

ブ
ッ
ダ
、
す
な
わ
ち
如
の
到
来
、

と
解
さ
れ
る
が
、「
如
来
蔵
」
の
語
は
、
衆
生
が
そ
の
目
覚
め
て
い
な
い
本
来
の
あ
り
方
と
し
て
の
如
来
そ
の
も
の
だ
、
あ

る
い
は
、
そ
こ
ま
で
言
わ
な
く
て
も
、
少
な
く
と
も
、
如
来
の
本
性
を
衆
生
自
身
の
中
に
隠
し
持
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す

る
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
仏
教
思
想
と
し
て
は
ど
う
い
う
根
拠
に
立
っ
て
言
う
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
呈
せ
ら
れ
て
来
る
。

こ
の
疑
問
は
、
実
際
に
仏
教
史
上
に
現
れ
て
い
る
。
紀
元
四
三
五
年
に
イ
ン
ド
僧
グ
ナ
バ
ド
ラ
が
ラ
ン
カ
ー
か
ら
中

国
に
齎
し
四
四
三
年
に
漢
訳
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
四
巻
本
『
楞
伽
経
』
の
巻
二
冒
頭
に
、
次
の
問
答
が
見
ら
れ
る
。
拙
訳

（『
ラ
ン
カ
ー
に
入
る
―
す
べ
て
の
ブ
ッ
ダ
の
教
え
の
核
心
―
』〈
禅
文
化
研
究
所
、
二
〇
一
八
年 

第
38
段
〉
で
そ
れ
を
紹
介

す
る
。

さ
て
そ
こ
で
マ
ハ
ー
マ
テ
ィ
・
ボ
サ
ツ
大
士
は
、
世
尊
に
こ
う
言
っ
た
、「
世
尊
は
経
文
の
中
で
如
来
の
母
胎
の
こ

と
を
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
世
尊
は
、
如
来
の
母
胎
と
は[

如
来
の
法
性
の
こ
と
と
し
て]

衆
生

の
本
来
の
清
浄
さ
を
言
う
と
さ
れ
、
そ
れ
が
如
来
の
三
十
二
相
を
具
え
た
ま
ま
す
べ
て
の
衆
生
の
肉
体
に
隠
れ
て
あ
る

様
子
は
、
あ
た
か
も
極
め
て
貴
重
で
高
価
な
宝
石
が
汚
れ
た
衣
類
に
包
ま
れ
て
あ
る
か
の
よ
う
に
五
蘊
十
二
処
十
八
界

に
包
ま
れ
て
あ
り
、
欲
望
と
憎
し
み
と
無
知
と
虚
妄
な
妄
想
の
垢
に
汚
さ
れ
て
あ
る
、
し
か
も
平
常
で
安
定
し
て
至
福

で
恒
常
だ
と
諸
仏
が
説
か
れ
て
い
る
、
と
さ
れ
ま
す
。
世
尊
よ
、
こ
の
如
来
の
母
胎
と
い
う
こ
と
は
異
教
の
自
我
論
と

ど
う
し
て
同
類
で
は
な
い
の
で
す
か
。
異
教
者
た
ち
も
、
常
住
の
創
造
者
が
属
性
を
離
れ
て
遍
在
で
不
滅
だ
と
い
う
自

我
論
の
教
説
を
表
明
し
ま
す
」
と
。

世
尊
が
言
わ
れ
た
、「
私
が
説
く
如
来
の
母
胎
は
異
教
者
の
説
く
自
我
と
同
類
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
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て
、
如
来
た
ち
は
空
・
無
相
・
無
願
、
真
如
、
真
実
際
、
法
性
、
法
身
、
涅
槃
、
無
自
性
、
不
生
、
不
滅
、
本
来
寂

静
、
本
来
涅
槃
な
ど
の
語
の
意
味
を
も
つ
如
来
の
母
胎
と
い
う
教
説
を
作
っ
て
い
る
の
で
す
。
如
来
・
応
供
・
正
覚
者

た
ち
は
、
無
知
な
人
々
に
対
し
て
、
彼
ら
が
恐
れ
る
無
我
と
い
う
語
を
避
け
る
た
め
に
、
妄
想
を
離
れ
現
象
に
捉
わ
れ

な
い
境
地
を
如
来
の
母
胎
と
い
う
教
説
で
示
す
の
で
す
。
未
来
と
現
在
と
の
ボ
サ
ツ
大
士
た
ち
は
、
こ
の
教
え
に
つ
い

て
不
滅
の
霊
魂
的
な
自
我
説
と
し
て
捉
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

例
え
ば
陶
芸
家
は
、
極
微
の
集
ま
り
で
あ
る
一
塊
の
粘
土
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
の
容
器
を
手
と
技
術
と
木
片
と
水
、
轆

轤
、
紐
、
そ
し
て
大
変
な
労
力
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
り
出
し
ま
す
。
同
様
に
如
来
た
ち
は
何
ら
か
の
特
徴
を

持
つ
も
の
が
無
我
で
あ
る
こ
と
、
あ
ら
ゆ
る
分
別
の
特
徴
を
離
れ
て
い
る
こ
と
を
、
空
性
を
知
る
智
慧
、
空
慧
、
と
方

便
に
巧
み
な
こ
と
が
合
わ
さ
っ
て
、
時
に
は
如
来
の
母
胎
説
に
よ
り
、
時
に
は
無
我
説
に
よ
っ
て
、
陶
芸
家
の
よ
う
に

さ
ま
ざ
ま
の
同
義
の
語
や
比
喩
を
用
い
て
示
し
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
如
来
の
母
胎
の
教
説
が
異
教
の
自
我
論
と
同
類
で
あ

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
如
来
の
母
胎
と
い
う
教
説
と
は
、
そ
う
い
う
も
の
で
す
。

自
我
説
に
捉
わ
れ
て
い
る
異
教
者
た
ち
の
関
心
を
ひ
き
つ
け
る
た
め
に
如
来
た
ち
は
、
如
来
の
母
胎
の
教
説
で
も
っ

て
宣
言
し
ま
す
、
あ
あ
、
ど
う
す
れ
ば
虚
妄
な
自
我
を
分
別
す
る
固
定
し
た
見
解
に
陥
っ
た
人
た
ち
が
空
、
無
相
、
無

願
の
三
解
脱
の
領
域
に
属
す
る
考
え
方
に
達
し
て
速
や
か
に
無
上
の
正
覚
を
得
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
、
と
。
こ
の

目
的
を
も
っ
て
如
来
・
応
供
・
正
覚
者
た
ち
は
如
来
の
母
胎
と
い
う
教
説
を
作
る
の
で
す
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
こ
れ
は

異
教
の
自
我
論
と
同
類
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
異
教
の
固
定
し
た
見
解
が
終
息
す
る
た
め
に
君
は
如
来
の
母
胎
の

無
我
説
に
徹
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。」

そ
も
そ
も
「
如
来
の
母
胎
」
の
語
の
由
来
は
何
か
。
こ
の
質
問
者
が
言
及
す
る
教
説
の
出
典
は
、
紛
れ
も
な
く
『
如
来
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蔵
経
』
で
あ
る
。
そ
れ
の
現
存
す
る
テ
キ
ス
ト
は
漢
訳
二
点
（
ブ
ッ
ダ
バ
ド
ラ
四
二
〇
年
訳
と
ア
モ
ー
ガ
ヴ
ァ
ジ
ュ
ラ
＝
不
空

〈
七
〇
五
～
七
七
四
年
〉
訳
）
と
（
八
世
紀
末
の
）
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
と
で
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
バ
ド
ラ
の
漢
訳
（
大
正
蔵
十
六
、
六
六

六
番
）
で
そ
の
「
如
来
蔵
」
の
語
の
由
来
を
確
か
め
て
み
る
。

大
正
蔵
の
一
頁
三
段
、
全
体
で
四
頁
十
一
段
と
い
う
短
い
こ
の
経
の
終
わ
り
三
段
に
そ
の
由
来
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

世
尊
が
金
剛
慧
ボ
サ
ツ
に
言
う
。
過
去
久
遠
無
量
劫
に
常
放
光
明
王
と
い
う
名
の
如
来
が
お
ら
れ
た
。
何
故
そ
の
名
が
あ
っ

た
か
。
こ
の
ブ
ッ
ダ
が
ボ
サ
ツ
の
時
、
神
々
の
世
界
か
ら
人
間
界
に
降
り
て
こ
ら
れ
、
母
胎
に
入
っ
て
（
降
神
母
胎
）
常
に

光
明
を
放
た
れ
、
そ
の
光
は
十
方
の
世
界
に
徹
し
て
照
ら
し
た
。
そ
の
光
を
見
た
も
の
は
す
べ
て
歓
喜
し
、
長
く
悪
道
を
離

れ
た
。
こ
の
ボ
サ
ツ
が
母
胎
に
い
る
間
（
処
胎
）
も
母
胎
を
出
て
誕
生
（
出
生
）
し
た
時
も
、
な
い
し
は
ブ
ッ
ダ
と
な
ら
れ

た
時
、
涅
槃
に
入
ら
れ
た
時
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
、
そ
の
お
骨
を
収
め
た
塔
廟
か
ら
さ
え
も
、
常
に
光
を
放
た
れ
た
。
そ
れ

で
世
人
は
こ
の
ブ
ッ
ダ
を
常
放
光
明
王
と
お
呼
び
し
た
の
だ
。
こ
の
方
が
初
め
て
ブ
ッ
ダ
と
な
ら
れ
た
時
、
無
辺
光
と
い
う

名
の
ボ
サ
ツ
が
進
み
出
て
「
如
来
蔵
」
の
教
え
（「
如
来
蔵
経
」）
の
内
容
を
問
う
た
と
こ
ろ
、
す
べ
て
の
ボ
サ
ツ
た
ち
の
修

行
に
役
立
つ
こ
と
を
考
え
て
、
無
数
の
比
喩
か
ら
な
る
如
来
蔵
大
乗
経
典
を
説
か
れ
た
。
一
座
を
終
え
る
の
に
五
十
大
劫
の

時
間
を
か
け
ら
れ
た
。
こ
の
と
き
の
質
問
者
、
無
辺
光
ボ
サ
ツ
こ
そ
は
誰
あ
ろ
う
、
こ
の
私
な
の
だ
、
と
。

二
「
如
来
蔵
」
の
語
の
由
来

言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
ボ
サ
ツ
の
「
降
神
母
胎
」
あ
る
い
は
「
処
胎
」「
出
生
」
な
ど
の
語
は
、
我
々
に

例
え
ば
『
普
曜
経
』（
大
正
蔵
三
、
一
八
六
番
、
竺
法
護
〈
二
三
九
～
三
一
六
年
〉
訳
）
の
初
め
に
延
々
と
シ
ャ
カ
ム
ニ
の
出

生
の
由
来
を
述
べ
る
箇
所
を
思
い
浮
か
べ
さ
せ
て
く
れ
る
。
シ
ャ
カ
ム
ニ
は
今
生
以
前
、
ト
ソ
ツ
天
と
い
う
神
々
の
世
界
に

ボ
サ
ツ
と
し
て
住
し
、
あ
ら
ゆ
る
ブ
ッ
ダ
の
法
蔵
を
悟
り
自
在
の
境
地
に
あ
り
、
さ
ら
に
人
間
の
世
界
に
入
っ
て
自
他
の
救
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い
を
実
現
し
た
い
と
決
意
し
、
神
々
に
別
れ
の
説
法
を
し
た
後
、
シ
ャ
カ
族
の
王
妃
、
マ
ー
ヤ
ー
を
母
と
し
て
選
び
、
神
々

の
世
界
か
ら
降
っ
て
夫
人
の
胎
に
入
っ
た
（
降
神
処
於
母
胎
）。
夫
人
は
夢
に
六
本
の
牙
の
白
象
が
胎
内
に
入
る
の
を
見
、

今
ま
で
見
た
こ
と
も
聞
い
た
こ
と
も
な
い
思
い
で
身
心
の
安
穏
を
覚
え
た
。
胎
内
の
ボ
サ
ツ
は
集
ま
っ
て
き
た
神
々
に
無
言

の
説
法
を
片
手
の
指
で
行
い
（
挙
一
手
指
）、
喜
ば
せ
た
、
な
ど
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
ボ
サ
ツ
が
在
胎
十
箇
月
で
出
生
し

た
七
日
後
に
夫
人
は
命
を
終
え
て
ト
ー
リ
天
と
い
う
神
々
の
世
界
に
昇
っ
た
と
さ
れ
る
。

以
上
に
略
述
し
た
『
普
曜
経
』
の
初
め
の
箇
所
の
内
容
か
ら
、
我
々
は
「
如
来
蔵
」
の
語
の
由
来
を
的
確
に
読
み
取
る

こ
と
が
出
来
る
。
如
来
の
母
胎
と
は
、
ボ
サ
ツ
と
し
て
の
如
来
を
胎
内
に
宿
し
た
マ
ー
ヤ
ー
に
代
表
さ
れ
る
衆
生
を
指
す
。

衆
生
の
胎
内
に
宿
っ
た
こ
の
「
ボ
サ
ツ
と
し
て
の
如
来
」
は
、
生
物
学
的
に
は
胎
児
だ
が
そ
の
境
涯
は
如
来
で
あ
る
ボ
サ
ツ

と
解
さ
れ
て
い
る
。
如
来
の
母
胎
で
あ
る
衆
生
は
、
そ
の
限
り
で
は
衆
生
で
あ
っ
て
衆
生
で
は
な
い
、
同
じ
く
ボ
サ
ツ
で
あ

る
。「
如
来
蔵
」
の
語
の
本
義
は
こ
の
後
者
、
衆
生
で
は
な
い
衆
生
を
指
す
。
し
か
し
『
如
来
蔵
経
』
は
、
衆
生
の
胎
内
に

宿
っ
た
ボ
サ
ツ
と
し
て
の
如
来
、
な
い
し
衆
生
の
な
か
に
隠
さ
れ
て
い
る
如
来
の
本
性
こ
そ
が
「
如
来
蔵
」
の
本
義
だ
と
主

張
す
る
一
方
で
、
胎
の
役
割
を
果
た
す
衆
生
の
存
在
意
義
を
認
め
る
こ
と
に
は
極
め
て
消
極
的
、
否
定
的
で
あ
る
。
そ
の
詳

細
は
後
で
触
れ
る
。

こ
の
『
如
来
蔵
経
』
の
考
え
方
へ
の
批
判
に
言
及
す
る
『
楞
伽
経
』
の
如
来
蔵
理
解
は
、
こ
れ
と
は
極
め
て
対
蹠
的
に
、

如
来
の
た
め
の
胎
の
役
割
を
果
た
す
衆
生
に
積
極
的
な
意
義
付
け
を
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
四
巻
本
『
楞
伽
経
』
巻
四

（
拙
訳
第
１
1
２
段
）
に
次
の
説
明
が
あ
る
。

（
質
問
）「
世
尊
よ
、
お
教
え
願
い
ま
す
、
五
蘊
・
十
二
処
・
十
八
界
と
い
う
人
間
存
在
の
構
成
要
素
の
集
ま
り
が
生

滅
し
ま
す
が
、
自
己
が
存
在
し
な
い
の
に
何
が
生
じ
滅
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
無
知
者
た
ち
は
生
じ
滅
す
る
こ
と
を
頼
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り
に
し
て
生
滅
の
苦
を
除
く
こ
と
を
必
要
と
も
思
わ
ず
、
従
っ
て
苦
の
滅
で
あ
る
涅
槃
の
こ
と
を
知
り
ま
せ
ん
。」

（
答
え
）「
如
来
の
母
胎
が
、
善
と
不
善
と
の
因
と
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
趣
（
進
入
す
る
存
在
の
様
態
）
の
生
命
を
出
生

す
る
も
の
と
し
て
、
舞
台
上
の
演
技
者
の
よ
う
に
諸
趣
の
危
機
的
状
況
の
中
に
現
れ
ま
す
。
自
身
は
自
己
と
自
己
の
所

有
と
い
う
こ
と
を
離
れ
て
い
る
の
に
悟
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
無
知
と
欲
望
と
業
と
の
三
縁
が
具
体
化
し
た
生
老

病
死
と
し
て
現
れ
ま
す
。
異
教
者
た
ち
は
悟
ら
ず
に
こ
れ
を
創
造
の
因
と
す
る
考
え
に
固
執
し
ま
す
。
そ
れ
は
無
始
時

来
の
さ
ま
ざ
ま
に
拡
充
す
る
幻
想
の
粗
悪
な
習
性
を
も
つ
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
呼
ば
れ
、
無
明
の
住
地
に
生
ず
る
七
識
と
と

も
に
あ
り
、
大
海
の
波
浪
の
よ
う
に
常
恒
で
中
絶
す
る
こ
と
の
な
い
当
体
と
し
て
、
無
常
の
過
失
を
離
れ
て
い
ま
す

が
、
自
我
を
宇
宙
生
成
の
根
本
と
す
る
主
張
と
は
関
わ
り
が
な
く
、
本
性
は
徹
底
し
て
無
垢
清
浄
で
す
。」

「
如
来
の
母
胎
の
名
で
呼
ば
れ
る
ア
ー
ラ
ヤ
識
が
働
き
を
止
め
そ
の
本
来
の
在
り
方
に
転
じ
な
い
限
り
、
現
に
働
い

て
い
る
七
識
が
消
滅
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
理
由
は
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
因
と
し
対
象
と
し
て
七
識

が
働
く
か
ら
で
す
。」

「
も
し
も
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
呼
ば
れ
る
如
来
の
母
胎
が
な
い
と
仮
定
す
れ
ば
、
生
も
滅
も
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か

し
生
と
滅
と
は
、
無
知
者
と
聖
者
と
の
両
方
に
あ
る
の
で
す
。
修
行
者
は
、
自
内
証
の
聖
智
の
境
涯
で
あ
る
現
在
の
安

楽
に
住
し
な
が
ら
方
便
と
し
て
の
重
荷[

で
あ
る
生
滅]
を
捨
て
ま
せ
ん
。
こ
の
、
如
来
の
母
胎
・
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
い

う
境
界
は
、
声
聞
・
独
覚
の
憶
測
か
ら
な
る
見
解
を
も
つ
も
の
に
は
、
本
来
清
浄
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
不
浄
で
あ
る
か

の
よ
う
に
偶
来
の
煩
悩
に
汚
さ
れ
た
も
の
と
し
て
彼
ら
に
は
見
え
ま
す
が
、
如
来
た
ち
に
は
全
く
違
い
ま
す
。
如
来
た
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ち
に
は
、
掌
中
の
ア
ー
マ
ラ
カ
果
実
の
よ
う
に
現
前
の
境
界
で
あ
る
の
で
す
。」

引
用
文
中
、
如
来
の
母
胎
と
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
が
別
物
で
は
な
く
、
呼
び
名
が
違
う
だ
け
だ
と
す
る
こ
と
は
読
む
も
の
に

違
和
感
を
与
え
る
が
、『
楞
伽
経
』
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
不
自
然
な
こ
と
は
全
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
は

衆
生
性
そ
の
も
の
を
表
す
あ
り
方
で
あ
り
、
時
に
は
「
対
象
と
見
ら
れ
る
も
の
は
自
心
に
他
な
ら
な
い
」
と
い
う
と
き
の

「
自
心
」
の
語
で
も
表
さ
れ
る
、
現
実
の
根
本
的
な
概
念
で
あ
る
。
そ
う
い
う
、
い
わ
ば
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
本
来
の
あ
り
方
で

あ
る
「
如
来
の
母
胎
」
の
語
を
「
ア
ー
ラ
ヤ
識
」
の
代
わ
り
に
用
い
た
と
こ
ろ
に
、
本
経
の
特
別
の
意
図
が
看
取
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
異
教
の
一
つ
、
サ
ー
ン
キ
ャ
思
想
の
身
心
二
元
論
へ
の
批
判
で
あ
る
。

彼
ら
の
聖
典
『
サ
ー
ン
キ
ャ
・
カ
ー
リ
カ
ー
』
に
よ
る
と
、
純
粋
知
を
意
味
す
る
男
性
原
理
プ
ル
シ
ャ
と
原
自
然
を
意

味
す
る
女
性
原
理
プ
ラ
ク
リ
テ
ィ
と
が
お
互
い
に
相
反
す
る
意
図
の
下
に
共
同
作
業
を
す
る
中
か
ら
迷
妄
の
世
界
が
展
開
す

る
が
、
プ
ル
シ
ャ
が
プ
ラ
ク
リ
テ
ィ
を
離
れ
て
独
立
す
る
こ
と
で
目
的
の
解
脱
を
果
た
す
一
方
で
、
プ
ラ
ク
リ
テ
ィ
は
迷
妄

世
界
展
開
の
作
業
を
別
の
プ
ル
シ
ャ
と
共
に
繰
り
返
す
、
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
楞
伽
経
』
が
如
来
の
母
胎
と
ア
ー

ラ
ヤ
識
と
が
別
物
で
は
な
く
呼
び
名
が
違
う
だ
け
だ
と
す
る
の
は
、
一
方
が
他
方
を
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
と
す
る
こ
と
、
違
い

は
覚
の
現
前
・
不
現
前
に
あ
る
こ
と
、
を
意
味
す
る
。
如
来
の
母
胎
が
現
前
し
て
い
な
い
と
き
は
、
煩
悩
と
業
と
の
も
と
と

し
て
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
、
つ
ま
り
衆
生
が
自
心
の
本
来
に
目
覚
め
て
い
な
い
と
き
で
あ
り
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
が
ア
ー
ラ
ヤ
識
で
な

い
と
き
は
、
如
来
の
母
胎
が
現
前
し
、
衆
生
が
自
心
の
本
来
に
目
覚
め
て
い
る
と
き
、
で
あ
る
。
両
者
は
、
サ
ー
ン
キ
ャ
派

の
二
原
理
の
よ
う
に
は
別
物
で
な
く
、
従
っ
て
、
一
方
が
他
方
か
ら
離
れ
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
一
体
で
あ
る
。

こ
こ
で
働
く
覚
と
は
、
空
性
の
覚
で
あ
る
。『
楞
伽
経
』
の
ブ
ッ
ダ
が
『
如
来
蔵
経
』
の
如
来
蔵
思
想
を
批
判
す
る
要
点
も
、

こ
こ
に
あ
る
。
如
来
の
母
胎
が
現
前
す
る
と
き
に
「
如
来
の
母
胎
・
そ
の
核
心
」
と
い
う
特
別
の
表
現
が
な
さ
れ
る
こ
と
が



8

あ
る
。
そ
の
と
き
そ
れ
は
、
三
種
の
自
性
の
第
三
、
真
実
性
を
指
す
。

三
『
仏
華
厳
経
入
法
界
品
』
と
『
勝
鬘
経
』
の
「
如
来
蔵
」

『
楞
伽
経
』
の
如
来
の
母
胎
は
、
サ
ー
ン
キ
ャ
思
想
の
こ
の
女
性
原
理
プ
ラ
ク
リ
テ
ィ
と
対
比
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
本
来
の
あ
り
方
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
そ
の
も
の
の
別
名
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
先
の
『
如
来
蔵
経
』
の
場
合
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
だ
が
、
そ
の
違
い
は
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う

に
、
文
字
通
り
「
如
来
の
母
胎
」
で
あ
っ
た
マ
ー
ヤ
ー
夫
人
の
役
割
を
重
視
す
る
所
に
あ
る
。『
楞
伽
経
』
巻
四
か
ら
の
先

ほ
ど
の
引
用
文
の
少
し
後
に
挙
げ
ら
れ
る
四
偈
の
う
ち
の
最
初
の
偈
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

如
来
た
ち
を
産
む
胎
が
、
七
識
と
結
び
つ
い
て
生
ず
る
の
は
二
の
把
握
の
故
で
、
そ
れ
が
止
む
の
は
了
知
し
た
と
き

の
こ
と
。（
第
52
偈
）

こ
の
偈
の
冒
頭garbhas tathāgatānāṃ
は
単
数
主
格
の
「
胎
」
を
複
数
属
格
の
「
如
来
た
ち
の
」
が
修
飾
す
る
形
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
表
現
を
端
的
に
示
す
の
が
、『
仏
華
厳
経
』
入
法
界
品
の
マ
ー
ヤ
ー
夫
人
の
項
で
あ
る
。
大
正
蔵
九
、

二
七
八
番
、
ブ
ッ
ダ
バ
ド
ラ
訳
に
よ
っ
て
、
梵
本Vaidya– ed.G

aṇḍavyūhasūtram
,1960

と
そ
の
日
本
語
訳
、
梶
山
雄
一
監

修
、『
さ
と
り
へ
の
遍
歴
』
下
（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
四
年
）
を
参
照
し
て
、
要
点
だ
け
を
略
述
す
る
。

ボ
サ
ツ
の
行
を
学
び
ボ
サ
ツ
の
道
を
修
す
る
仕
方
を
求
め
て
遍
歴
す
る
な
か
で
青
年
ス
ダ
ナ
（
善
財
）
は
、
ト
ー
リ
天
か

ら
姿
を
現
し
た
マ
ー
ヤ
ー
夫
人
に
会
い
、
そ
の
こ
と
を
訊
ね
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
夫
人
は
こ
う
応
え
た
。
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私
は
超
自
然
的
な
智
力
を
得
た
い
と
い
う
大
願
を
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
シ
ャ
カ
如
来
の
母
と
な
っ
た
の

で
す
。
私
は
、
人
間
世
界
の
カ
ピ
ラ
城
シ
ュ
ッ
ド
ー
ダ
ナ
王
宮
で
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
太
子
を
生
み
ま
し
た
。
ボ
サ
ツ
が
ト

ソ
ツ
天
で
の
命
を
終
え
、
人
間
世
界
に
降
り
て
来
ら
れ
た
の
で
す
。
現
在
・
過
去
の
十
方
の
無
量
無
辺
の
ブ
ッ
ダ
た
ち

が
ボ
サ
ツ
と
し
て
の
最
後
の
生
を
迎
え
る
時
の
母
と
な
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
は
私
の
誓
願
で
あ
っ
た
の
で
す
。
実
際
私

は
、
現
・
賢
劫
に
現
れ
こ
の
世
界
に
お
い
て
正
覚
者
・
ブ
ッ
ダ
と
な
ら
れ
る
す
べ
て
方
々
の
母
と
な
っ
た
の
で
す
。
私

の
誓
願
は
そ
こ
ま
で
で
す
。
勝
れ
た
ボ
サ
ツ
方
が
自
ら
大
悲
の
母
胎
を
具
え
、
衆
生
を
教
化
す
る
心
に
飽
き
る
こ
と
な

く
、
自
在
の
真
理
を
悟
り
身
体
中
に
ブ
ッ
ダ
の
自
在
な
神
力
を
発
揮
さ
れ
る
勝
れ
た
行
為
が
ど
の
よ
う
に
し
て
出
来
る

よ
う
に
な
る
か
は
、
私
の
知
る
能
力
を
超
え
て
い
ま
す
、
と
。

こ
の
最
後
に
挙
げ
た
言
葉
の
意
味
は
、
私
に
は
当
初
分
か
り
に
く
か
っ
た
が
、
今
は
こ
う
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
自
分

は
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
太
子
の
出
生
を
通
し
て
過
去
・
現
在
の
す
べ
て
の
ブ
ッ
ダ
の
母
と
な
る
こ
と
が
出
来
た
。
出
生
か
ら
七
日

の
短
命
で
終
わ
っ
た
自
分
は
、
ブ
ッ
ダ
の
母
で
あ
っ
た
と
い
う
功
徳
の
お
か
げ
で
死
後
ト
ー
リ
天
に
住
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
ブ
ッ
ダ
の
母
で
あ
る
こ
と
は
大
悲
の
母
胎
を
具
え
た
ボ
サ
ツ
の
行
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
自
分
は
短
命
で
、
衆
生
を

教
化
す
る
こ
と
に
飽
き
る
こ
と
な
く
努
め
る
ボ
サ
ツ
の
行
と
道
と
を
究
め
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
ボ
サ
ツ
の
行
と
道
と

を
お
訊
ね
の
あ
な
た
に
私
が
お
教
え
で
き
る
こ
と
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
、
と
。
ト
ー
リ
天
の
マ
ー
ヤ
ー
夫
人
の
こ
の
思
い
を

受
け
継
い
で
そ
れ
を
見
事
に
体
現
す
る
女
性
が
現
れ
た
。
そ
れ
が
、
許
し
を
得
て
ブ
ッ
ダ
の
前
で
如
来
蔵
の
真
理
を
獅
子
吼

し
た
と
さ
れ
る
シ
ュ
リ
ー
・
マ
ー
ラ
ー
（
勝
鬘
）
夫
人
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。（
現
代
語
版　

高
崎
直
道
訳
『
勝
鬘
経
』、『
大

乗
仏
典
12
如
来
蔵
系
経
典
』〈
中
央
公
論
社
、
一
九
七
五
年
〉
所
収
）

そ
れ
は
と
も
か
く
、『
楞
伽
経
』
の
ブ
ッ
ダ
が
用
い
た
「
如
来
た
ち
の
母
胎
」
の
語
は
、
死
後
ト
ー
リ
天
に
住
し
た
マ
ー
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ヤ
ー
夫
人
の
言
葉
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
『
仏
華
厳
経
』
入
法
界
品
の
表
現
に
明
ら
か
に
見
ら
れ
る
。

『
勝
鬘
経
』（
大
正
蔵
十
二
、
三
五
三
番
、
グ
ナ
バ
ド
ラ
四
三
六
年
訳
）
の
如
来
蔵
思
想
は
、『
楞
伽
経
』
で
は
、
ブ
ッ
ダ
が

影
響
を
与
え
て
シ
ュ
リ
ー
・
マ
ー
ラ
ー
夫
人
に
、
如
来
の
境
地
と
同
じ
内
容
の
こ
と
を
説
い
て
も
ら
っ
た
と
ま
で
言
っ
て
い

る
く
ら
い
で
、
そ
の
理
解
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
煩
悩
蔵
」
の
語
が
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
相
当
す
る
も
の
の
よ

う
で
あ
る
。
四
諦
の
第
三
、
苦
滅
は
自
性
清
浄
で
如
来
の
法
身
と
も
言
わ
れ
、
一
切
の
煩
悩
の
殻
、
煩
悩
蔵
を
離
れ
て
い

る
。
如
来
蔵
と
は
、
法
身
が
煩
悩
蔵
と
離
れ
な
い
状
態
と
さ
れ
る
。

こ
の
如
来
蔵
の
実
相
を
知
る
も
の
は
、
如
来
の
空
智
で
あ
る
。
如
来
の
空
智
に
よ
れ
ば
、
煩
悩
に
覆
わ
れ
て
い
る
如
来

蔵
は
煩
悩
を
離
れ
て
い
て
、
煩
悩
は
な
い
。
そ
れ
が
不
可
思
議
な
ブ
ッ
ダ
の
諸
特
性
と
別
で
は
な
い
と
い
う
点
で
、
如
来
蔵

は
空
で
は
な
い
。
同
じ
こ
と
は
生
死
に
つ
い
て
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
生
死
は
如
来
蔵
に
よ
る
。
如
来
蔵
は
生
死
の
真
の

根
拠
で
あ
る
。
生
も
死
も
如
来
蔵
で
あ
る
。
し
か
し
如
来
蔵
に
は
生
も
死
も
な
い
。
如
来
蔵
は
有
為
の
相
を
離
れ
て
い
る
。

如
来
蔵
は
常
住
不
変
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
現
実
の
実
相
を
獅
子
吼
す
る
王
妃
シ
ュ
リ
ー
・
マ
ー
ラ
ー
は
、
し
か
し
「
如
来
の
母
胎
」
の
語
の
由
来
を

説
明
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
人
が
ト
ソ
ツ
天
の
マ
ー
ヤ
ー
夫
人
の
思
い
を
継
承
す
る
か
に
見
え
る

こ
と
に
不
自
然
さ
は
全
く
な
い
。
む
し
ろ
「
如
来
の
母
胎
」
を
説
く
も
の
と
し
て
は
、
彼
女
は
最
高
に
適
切
な
役
割
を
果
た

し
た
と
言
っ
て
よ
い
。

四
『
如
来
蔵
経
』
の
「
如
来
蔵
」

『
如
来
蔵
経
』
の
ブ
ッ
ダ
は
、「
ボ
サ
ツ
処
胎
出
生
」
の
意
義
を
九
種
の
比
喩
で
も
っ
て
説
明
し
、
そ
の
内
容
を
「
如
来

蔵
大
乗
経
典
」
と
称
す
る
。
そ
れ
ら
の
比
喩
に
共
通
し
て
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
、
衆
生
の
煩
悩
の
殻
に
隠
さ
れ
て
い
る
如
来
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の
本
性
、
法
性
、
を
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
隠
す
衆
生
性
で
あ
る
煩
悩
の
殻
は
捨
て
ら
れ
る
べ
き
余
計
な
も
の
、

と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
漢
訳
で
、
第
一
の
比
喩
で
衆
生
が
そ
う
い
う
捨
て
ら
れ
る
べ
き
煩
悩
の
殻
に
隠
さ
れ
た
如
来
蔵
を
持

つ
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
に
よ
れ
ば
、
如
来
の
法
性
を
も
つ
と
な
っ
て
い
る
。
漢
訳
で
「
如
来
蔵
」
と
い
っ
て

い
る
箇
所
の
ど
こ
に
も
如
来
の
母
胎
と
い
う
理
解
は
見
ら
れ
な
い
。
一
々
の
比
喩
を
要
約
し
て
見
よ
う
。（
現
代
語
版　

高

崎
直
道
訳
『
如
来
蔵
経
』、
上
記
『
如
来
蔵
系
経
典
』
所
収
、
参
照
）

（
１
）
ブ
ッ
ダ
は
成
道
後
十
年
の
一
時
、
王
舎
城
近
く
の
山
中
の
建
物
内
に
い
て
、
聴
衆
を
前
に
し
て
奇
跡
を
見
せ

ら
れ
た
後
、
説
法
さ
れ
た
。
即
ち
、
眼
前
に
無
数
の
蓮
華
が
現
出
し
、
未
開
の
華
中
に
各
々
ブ
ッ
ダ
の
姿
が
あ
り
、
そ

れ
ら
が
空
中
に
一
杯
に
広
が
っ
た
。
一
々
の
華
は
無
量
の
光
を
発
し
て
い
っ
せ
い
に
開
花
し
、
忽
ち
萎
ん
で
、
中
に

ブ
ッ
ダ
の
座
禅
す
る
姿
が
現
れ
た
。
そ
れ
を
見
て
怪
し
む
聴
衆
の
代
表
者
の
質
問
に
答
え
て
な
さ
れ
た
の
が
、
次
の
説

法
で
あ
る
。「
私
は
『
如
来
蔵
』
と
い
う
名
の
教
説
を
紹
介
す
る
た
め
に
こ
の
よ
う
な
場
面
を
見
せ
た
。
私
の
眼
で
見

る
と
、
す
べ
て
の
衆
生
が
自
ら
を
悩
ま
す
貪
欲
、
怒
り
、
無
知
と
い
う
煩
悩
の
只
中
に
如
来
の
智
、
如
来
の
眼
を
も
つ

如
来
が
落
ち
着
い
て
、
動
揺
を
離
れ
て
あ
る
。
そ
れ
は
私
と
同
じ
特
徴
を
持
つ
如
来
の
法
性
だ
。
そ
の
意
味
で
衆
生

に
は
常
に
如
来
の
法
性
が
あ
る
。
こ
れ
は
諸
法
の
法
性
な
の
だ
、
如
来
が
世
に
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
拘
り
な
い
真
実

な
の
だ
。
し
か
し
如
来
は
世
に
現
れ
て
こ
の
真
実
を
説
く
。
も
し
も
ボ
サ
ツ
が
こ
の
真
実
を
信
じ
て
専
心
に
修
学
す
れ

ば
、
必
ず
解
脱
で
き
て
ブ
ッ
ダ
と
な
り
、
如
来
の
働
き
を
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
。

（
２
）「
蜜
蜂
の
巣
が
樹
に
ぶ
ら
下
が
り
、
無
数
の
蜜
蜂
が
そ
の
巣
を
護
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
蜂
を
取
り
除
い
て
人

が
そ
の
蜜
を
取
る
。
人
々
が
煩
悩
の
殻
に
覆
わ
れ
て
い
る
様
子
は
蜜
蜂
が
巣
を
護
る
の
に
似
る
。
煩
悩
の
真
っ
只
中
に
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如
来
が
座
す
る
の
を
見
て
、
私
は
煩
悩
の
蜂
を
追
い
払
っ
て
如
来
を
清
め
る
た
め
に
、
人
々
に
教
え
を
説
く
。」

（
３
）「
穀
物
の
実
が
籾
殻
に
包
ま
れ
て
い
る
間
は
、
実
が
人
の
食
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
籾
殻
は
取
り

除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
」

（
３
）
は
（
２
）
と
同
じ
趣
向
な
の
で
途
中
か
ら
後
は
省
略
し
た
。
萎
ん
だ
蓮
華
、
蜜
蜂
、
籾
殻
は
そ
れ
ぞ
れ
の
中
身
を

生
み
出
し
た
、
い
わ
ば
母
胎
だ
が
、
そ
れ
ら
は
余
計
な
も
の
排
除
す
べ
き
も
の
、
必
要
な
の
は
中
身
だ
け
、
と
は
余
り
に
も

利
己
的
で
貧
し
い
発
想
で
は
な
い
か
。

（
４
）「
金
塊
が
誤
っ
て
糞
便
の
堆
積
の
中
に
落
と
さ
れ
て
か
ら
何
十
年
も
放
置
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
ま
ま
で
は
人
の

用
に
役
立
た
な
い
の
で
、
何
と
か
し
て
そ
の
汚
物
を
除
い
て
取
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
汚
物
は
煩

悩
で
あ
り
、
金
塊
は
如
来
の
法
性
に
比
せ
ら
れ
る
。」

こ
の
比
喩
の
ど
こ
に
「
如
来
の
母
胎
」
の
意
味
が
あ
る
の
か
。

（
５
）「
貧
者
の
家
の
敷
地
の
下
に
宝
蔵
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
終
わ
る
場
合
に
比
せ
ら
れ
る
の
が
、
衆
生
の
内
に

あ
る
如
来
の
法
蔵
を
知
ら
ず
に
終
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
私
は
ぜ
ひ
衆
生
に
こ
の
大
法
蔵
が
自
身
の
中
に
あ
る
こ
と
を
知

ら
せ
、
衆
生
が
自
ら
そ
の
倉
を
開
い
て
、
人
々
に
如
来
の
法
の
大
施
主
と
な
っ
て
も
ら
い
た
い
。
そ
れ
で
私
が
ボ
サ
ツ

た
ち
に
説
く
の
だ
、
ブ
ッ
ダ
の
眼
を
以
て
観
れ
ば
、
す
べ
て
の
衆
生
に
は
如
来
の[

法]

蔵
が
あ
る
の
だ
と
。」
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こ
の
箇
所
の
比
喩
と
説
明
と
は
大
乗
の
『
涅
槃
経
』
に
引
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
発
想
が
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
そ
こ
に
用
い
ら
れ
る
「
如
来
蔵
」
の
訳
語
は
、
如
来
の
勝
れ
た
法
の
宝
庫
の
意
味
で
あ
る
。

（
６
）「
ア
ー
ム
ラ
樹
の
実
は
、
皮
殻
の
内
部
の
種
が
腐
ら
な
い
か
ぎ
り
、
地
中
に
入
れ
ば
大
樹
に
成
長
す
る
。
同
様

に
、
衆
生
の
煩
悩
の
殻
の
内
に
は
如
来
の
宝
蔵
が
あ
る
。
私
は
ボ
サ
ツ
た
ち
に
そ
の
こ
と
を
説
き
示
し
て
、
果
樹
の
実

が
大
樹
に
な
る
よ
う
に
、
速
や
か
に
無
上
覚
を
成
就
す
る
よ
う
に
願
う
。」

文
中
の
漢
訳
語
「
如
来
の
宝
蔵
」
は
、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
で
は
「
胎
児
と
な
っ
た
如
来
の
法
性
」（
梵
語
に
還
元
す
れ
ば
、

garbhabhūta-tathāgatadharm
atā

）
で
あ
る
。
こ
の
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
は
こ
の
経
全
体
の
文
脈
を
踏
ま
え
る
も
の
で
あ
る
。

（
７
）「
例
え
ば
、
純
金
の
仏
像
を
携
え
て
旅
を
す
る
人
が
い
て
、
そ
の
人
が
奪
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
仏
像
を
悪
臭

の
す
る
襤
褸
切
れ
に
包
ん
で
所
持
し
て
い
た
が
、
行
路
で
命
を
終
え
た
た
め
に
仏
像
は
路
上
に
放
置
さ
れ
た
が
悪
臭
の

す
る
襤
褸
切
れ
に
包
ま
れ
て
い
た
た
め
に
誰
に
も
気
付
か
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
襤
褸
切
れ
が
除
か
れ
た
と
き
、
人
々
は

み
な
仏
像
を
尊
敬
の
思
い
で
礼
拝
し
た
、
と
い
う
場
合
を
考
え
る
。
私
は
、
衆
生
が
さ
ま
ざ
ま
の
煩
悩
の
た
め
に
生
死

流
転
を
繰
り
返
す
が
彼
ら
の
内
に
私
と
よ
く
似
た
如
来
の
清
浄
な
身
が
あ
る
の
を
見
る
。
そ
れ
で
私
は
衆
生
に
説
法
し

て
煩
悩
を
除
き
如
来
の
智
を
清
め
る
よ
う
に
さ
せ
る
の
だ
。」

私
の
紹
介
で
は
、
漢
訳
で
「
如
来
の
妙
蔵
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
「
如
来
の
身
」
と
す
る
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
に
従
っ
た
。
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（
８
）「
孤
独
な
女
が
身
分
の
高
い
人
の
子
を
身
ご
も
っ
て
、
ゆ
く
ゆ
く
は
そ
の
子
が
世
界
を
制
覇
す
る
王
者
と
な
る

と
思
わ
れ
る
が
、
当
の
女
は
そ
の
よ
う
な
事
情
を
知
ら
ず
に
自
分
が
惨
め
な
人
間
だ
と
の
思
い
に
終
始
す
る.

。
同
様

に
、
衆
生
は
煩
悩
の
殻
の
中
に
如
来
の
宝
蔵
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
自
分
を
軽
ん
じ
て
い
る
。
私
は
彼
ら
に
自
分
を

卑
下
せ
ず
に
各
自
に
仏
性
の
あ
る
こ
と
を
信
じ
さ
せ
、
自
覚
・
覚
他
の
ブ
ッ
ダ
と
な
る
よ
う
に
促
し
た
い
。」

文
中
の
漢
訳
語
「
如
来
の
宝
蔵
」
と
「
仏
性
」
と
は
、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
か
ら
の
還
元
梵
語
で
はtathāgatagotra

「
如
来
の

種
性
（
如
来
と
な
る
可
能
性
）」
と
な
っ
て
い
る
。

（
９
）「
鋳
型
の
中
の
純
金
の
像
の
場
合
、
外
殻
は
煩
悩
に
喩
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
金
剛
の
智
慧
の
槌
で
叩
き
割
っ
て

衆
生
の
中
に
あ
る
ブ
ッ
ダ
の
身
を
開
く
。」

以
上
に
略
述
し
た
九
喩
で
漢
訳
が
「
如
来
蔵
」
と
な
っ
て
い
て
そ
れ
を
経
の
編
者
が
「
如
来
の
母
胎
」
の
意
味
に
解
し

て
い
る
と
見
ら
れ
る
箇
所
は
な
く
、
す
べ
て
「
如
来
の
法
性
」
の
意
味
に
解
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

五　

大
乗
『
大
般
泥
洹
経
』
の
「
如
来
蔵
」

『
如
来
蔵
経
』
の
九
喩
の
第
五
、
貧
者
の
家
の
敷
地
の
地
下
の
宝
庫
の
喩
を
引
用
す
る
大
乗
の
『
涅
槃
経
』
の
現
存
テ
キ

ス
ト
と
し
て
は
、
漢
訳
二
つ
と
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
と
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
漢
訳
は
、
だ
い
た
い
同
時
期
に
別
々
に
訳
出
さ
れ
た

が
、
一
方
は
他
方
と
同
じ
範
囲
以
上
に
遙
か
に
増
広
さ
れ
た
部
分
を
含
ん
で
い
る
。
即
ち
、
ダ
ル
マ
ク
シ
ェ
ー
マ
四
二
一
年

訳
『
大
般
涅
槃
経
』
四
十
巻
（
大
正
蔵
十
二
、
三
七
四
番
）
と
法
顕
が
ブ
ッ
ダ
バ
ド
ラ
と
四
一
八
年
に
共
訳
し
た
『
大
般
泥
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洹
経
』
六
巻
（
大
正
蔵
十
二
、
三
七
六
番
）
と
で
あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
は
前
者
四
十
巻
本
に
近
い
。
こ
こ
で
は
原
初
の
形

を
も
つ
と
見
ら
れ
る
法
顕
訳
六
巻
本
を
用
い
る
。

六
巻
、
十
八
品
の
第
八
、
四
法
品
に
ブ
ッ
ダ
の
次
の
表
現
が
あ
る
。
拙
訳
で
示
す
（
８
７
０
下
―
８
７
１
上
）。

「
私
は
こ
の
大
涅
槃
に
住
し
て
積
極
的
に
大
事
を
実
現
す
る
。
…
…
涅
槃
の
姿
を
示
し
て
し
か
も
涅
槃
し
て
し
ま
う

こ
と
は
な
い
。
再
び
人
間
世
界
の
五
欲
の
中
に
受
胎
し
て
生
ま
れ
る
姿
を
現
し
、
父
母
た
ち
は
私
を
わ
が
子
と
み
な

す
。
し
か
も
私
は
過
去
無
数
劫
か
ら
こ
の
か
た
愛
欲
は
永
く
尽
き
、
穢
れ
の
な
い
身
、
穢
れ
た
食
事
を
し
な
い
身
、
清

浄
な
法
身
で
、
諸
種
の
生
を
断
っ
て
い
る
が
、
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
方
便
の
智
で
も
っ
て
世
間
に
従
い
、
人
間
世

界
に
生
ま
れ
て
幼
児
の
姿
を
現
し
、
北
に
向
っ
て
七
歩
行
き
、
我
は
天
・
人･

ア
シ
ュ
ラ
た
ち
の
間
で
こ
の
上
な
い
も

の
と
し
て
尊
敬
さ
れ
る
と
宣
言
し
、
歓
喜
、
賛
嘆
し
た
父
母
は
、
私
た
ち
の
息
子
は
こ
の
世
に
未
曾
有
の
存
在
だ
と
言

い
、
人
々
は
奇
特
な
こ
と
よ
と
言
っ
た
が
、
私
は
い
ま
だ
嘗
て
幼
児
で
あ
っ
た
こ
と
は
な
く
、
無
数
劫
か
ら
こ
の
か
た

赤
子
の
行
動
を
離
れ
て
い
る
。」

上
に
如
来
蔵
思
想
の
由
来
を
辿
っ
て
、
衆
生
の
胎
内
に
宿
っ
た
ボ
サ
ツ
と
し
て
の
如
来
は
単
な
る
胎
児
に
は
止
ま
ら
な

い
と
す
る
発
想
に
出
会
っ
た
が
、
こ
れ
は
そ
の
徹
底
し
た
一
例
で
あ
る
。
同
じ
四
法
品
の
、
も
う
少
し
あ
と
の
箇
所
に
次
の

発
言
が
あ
る
（
８
７
４
下
）。

「
そ
の
解
脱
が
他
な
ら
ぬ
如
来
な
の
だ
。
諸
々
の
欺
き
・
た
ぶ
ら
か
し
を
離
れ
解
脱
で
あ
る
私
が
入
る
処
が
如
来
の

母
胎
だ
。」
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こ
こ
で
は
、
漢
訳
「
如
来
蔵
」
と
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
原
語tathāgatagarbha

と
が
一
致
し
て
い
る
。

第
十
三
、
如
来
性
品
冒
頭
で
ブ
ッ
ダ
は
『
如
来
蔵
経
』
第
五
喩
を
、
そ
れ
と
は
言
わ
ず
に
展
開
し
て
見
せ
る
。
そ
の
箇

所
（
８
８
３
中
）
の
拙
訳
を
示
す
。

「
真
実
の
自
己
が
如
来
性
な
の
だ
。
こ
れ
が
す
べ
て
の
衆
生
に
あ
る
こ
と
を
知
る
べ
き
だ
が
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
衆

生
の
無
量
の
煩
悩
に
覆
わ
れ
隠
さ
れ
て
い
る
た
め
に
現
前
し
な
い
。
例
え
ば
、
貧
者
の
屋
内
に
貴
重
な
宝
を
納
め
た
倉

が
あ
る
こ
と
を
家
の
主
が
知
ら
な
い
で
い
る
時
に
、
宝
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
を
よ
く
知
る
男
が
そ
の
貧
者
に
、『
お

前
、
こ
の
家
を
出
て
わ
し
の
と
こ
ろ
で
働
か
な
い
か
。
そ
う
す
れ
ば
、
わ
し
は
お
前
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
金
銭

財
宝
を
お
前
に
与
え
て
や
る
』、
と
言
う
。
貧
者
は
言
う
、『
お
ら
は
こ
こ
を
出
て
ゆ
く
わ
け
に
い
か
ん
。
わ
し
の
う
ち

の
ど
こ
か
に
あ
る
宝
の
倉
を
捨
て
る
こ
と
は
で
き
ん
か
ら
』、
と
。
男
は
言
う
、『
お
前
の
智
慧
で
は
宝
の
あ
り
か
は
分

か
ら
ん
。
と
に
か
く
わ
し
の
と
こ
ろ
へ
来
て
働
け
ば
、
お
前
に
使
い
切
れ
な
い
ほ
ど
の
宝
を
与
え
て
や
る
』、
と
。
貧

者
は
承
知
し
た
。
男
が
貧
者
の
屋
内
か
ら
財
宝
を
取
り
出
し
て
与
え
た
と
こ
ろ
、
貧
者
は
歓
喜
し
感
謝
し
て
、
あ
の
人

は
本
当
に
頼
り
に
な
る
人
と
知
っ
た
、
と
い
う
。
衆
生
は
す
べ
て
こ
の
貧
者
と
同
じ
こ
と
。
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ひ
と
り
に

如
来
の
本
性
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
無
量
の
煩
悩
に
覆
い
隠
さ
れ
て
そ
の
こ
と
を
全
く
知
ら
な
い
で
い
る
、
そ
う
い
う

衆
生
を
如
来
は
誘
導
し
開
化
し
て
自
身
に
如
来
の
本
性
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
歓
喜
し
信
受
さ
せ
る
の
だ
。」

私
が
「
如
来
の
本
性
」
と
訳
し
た
漢
訳
「
如
来
性
」
に
対
応
す
る
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
原
梵
語
は
二
語
、tathāgatagarbha; 

buddhadhātu

即
ち
「
如
来
の
母
胎
」
と
「
ブ
ッ
ダ
の
本
性
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
前
者
は
、
こ
の
経
の
文
脈
か
ら
す
れ
ば

間
違
い
で
、
後
者
、
す
な
わ
ち
「
仏
性
」
と
も
訳
さ
れ
る
方
が
正
し
い
。
し
か
し
、
こ
の
後
に
続
く
多
く
の
偈
の
な
か
で
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ブ
ッ
ダ
は
、
如
来
性
と
如
来
蔵
と
が
別
で
は
な
く
同
じ
こ
と
だ
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
漢
訳
テ
キ
ス
ト
は
チ
ベ
ッ

ト
語
訳
と
の
対
応
も
悪
く
分
か
り
に
く
い
が
、
本
経
の
立
場
を
よ
く
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
一
箇
所
を
拙
訳
で
掲
げ

る
（
８
８
６
上
は
じ
め
四
行
八
句
）。

「
良
医
の
適
切
な
処
方
・
治
療
で
人
は
平
等
性
に
落
ち
着
く

そ
の
平
等
性
は
こ
れ
を
如
来
蔵
と
名
付
け
る

如
来
性
を
聞
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
一
切
の
界
を
離
れ

常
住
・
不
変
易
で　

有
に
も
無
に
も
執
着
し
な
い
」

「
平
等
性
」
の
語
の
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
か
ら
の
還
元
梵
語tattvadhātu

（
真
実
性
）
は
「
如
来
性
」tathāgatadhātu

と
同
義
に

思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
偈
は
『
涅
槃
経
』
の
ブ
ッ
ダ
が
如
来
性
と
如
来
蔵tathāgatagarbha

と
の
同
一
視
と
そ
れ
ら
の
語
に

対
す
る
究
極
の
立
場
を
宣
言
す
る
も
の
だ
と
私
は
解
す
る
。
漢
訳
「
離
於
一
切
界
」
に
対
応
す
る
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
還
元
梵
語

はsarvadhātūn prahāya

「
一
切
の
性
を
捨
て
て
」
で
あ
る
。
界
、
性
な
ど
と
訳
さ
れ
る
梵
語dhātuḥ

は
、「
本
質
的
な
構

成
要
素
」
を
意
味
し
、
そ
れ
を
捨
て
る
、
と
言
う
。

六
『
宝
性
論
』
に
お
け
る
「
如
来
蔵
」
理
解

上
に
紹
介
し
た
『
如
来
蔵
経
』
の
「
九
喩
」
を
本
格
的
に
取
り
上
げ
て
独
自
の
如
来
蔵
思
想
と
い
う
宗
教
論
を
展
開
し

た
テ
キ
ス
ト
が
現
れ
た
。
ラ
ト
ナ
マ
テ
ィ
〈
五
一
一
～
一
五
年
〉
漢
訳
『
究
竟
一
乗
宝
性
論
』（
大
正
三
十
一
、
一
六
一
一

番
）
の
梵
本R

atnagotravibhāga M
ahāyānottaratantraśāstra,ed.by E.H

.Johnston and T.C
how

dhury,Patna,1950.

は
チ
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ベ
ッ
ト
語
訳
と
と
も
に
漢
訳
よ
り
後
代
の
も
の
で
、
原
テ
キ
ス
ト
（
以
下
、『
宝
性
論
』
と
呼
ぶ
）
の
成
立
年
代
は
著
者
名
と

共
に
不
明
だ
が
、
大
乗
の
『
涅
槃
経
』
か
ら
の
引
用
を
含
み
、『
楞
伽
経
』
へ
の
言
及
は
な
く
、『
楞
伽
経
』
に
も
本
論
へ
の

言
及
は
な
い
の
で
、
そ
の
成
立
は
『
楞
伽
経
』
と
同
時
代
、
五
世
紀
の
初
め
、
ま
た
は
そ
の
後
、
と
考
え
て
よ
い
。（
参
照

文
献
：
和
訳
＝
宇
井
伯
寿
著
『
宝
性
論
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
。
梵
文
・
漢
文
テ
キ
ス
ト
＝
中
村
瑞
隆
著
『
梵
漢
対
照

究
竟
一
乗
宝
性
論
研
究
』
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
六
一
年
。
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
＝
中
村
瑞
隆
著
『
蔵
和
対
訳
究
竟
一
乗
宝
性
論
研
究
』

鈴
木
学
術
財
団
、
一
九
六
七
年
。
英
訳　

高
崎
直
道
著A
 Study on the R

atnagotravibhaga( U
ttaratantra)B

eing a Treatise on the 

Tathagatagarbha Theory of M
ahayana B

uddhism
,R

om
a 1966.

）

梵
文
本
論
は
、
中
村
瑞
隆
編
注
の
梵
漢
テ
キ
ス
ト
奇
数
ペ
ー
ジ
と
偈
番
号
に
よ
れ
ば
、
次
の
五
部
か
ら
な
る
（
偶
数
ペ
ー

ジ
は
漢
訳
を
載
せ
る
）。
同
じ
著
者
編
注
の
蔵
和
テ
キ
ス
ト
も
同
じ
構
成
で
あ
る
。

（
１
）
如
来
蔵
品
（p.1~155
）　

偈
１
～
167

（
２
）
菩
提
品
（p.155~173

）　

偈
１
～
73

（
３
）
功
徳
品
（p.173~185

）　

偈
１
～
39

（
４
）
仏
業
品
（p.185~211

）　

偈
１
～
98

（
５
）
賞
讃
品
（p.211~219

）　

偈
１
～
28

以
下
、『
宝
性
論
』
が
自
身
の
中
心
テ
ー
マ
を
提
起
す
る
様
子
を
な
る
べ
く
簡
潔
に
見
て
ゆ
き
た
い
。

「
本
論
全
体
を
解
説
す
る
た
め
に
論
の
初
め
に
提
起
す
る
論
の
骨
組
み
は
七
種
の
金
剛
句
、
ブ
ッ
ダ
、
ダ
ル
マ
、
ガ
ナ
、

ダ
ー
ト
ゥ
、
ボ
ー
デ
ィ
、
グ
ナ
、
ブ
ッ
ダ
カ
ル
マ
で
あ
る
。」（（
１
）
偈
１
）

す
な
わ
ち
仏
、
法
、
僧
、
如
来
の
本
性
、
覚
、
覚
の
特
性
、
覚
者
の
働
き
、
の
七
句
の
こ
と
だ
が
、「
世
尊
は
あ
ら
ゆ
る

現
象
の
平
等
性
を
覚
了
し
て
法
輪
を
巧
み
に
展
開
さ
れ
、
果
て
し
な
い
弟
子
衆
を
教
化
さ
れ
た
」
と
い
う
経
（『
大
集
経
』
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第
一
品
初
め
と
第
二
品
末
と
の
要
略
）
の
表
現
（
大
正
十
三
、
三
九
七
番
）
に
上
の
七
種
の
句
の
う
ち
の
六
句
が
含
ま
れ
て
い

る
と
し
て
（p.5

）、
本
論
は
残
り
の
第
四
句
「
如
来
の
本
性
」
を
「
如
来
蔵
」
を
説
明
す
る
た
め
に
用
い
る
（（
１
）
偈
16
と

そ
の
下
の
説
明
文
、p.27

）。

「[
存
在
が
存
す
る
限
り
の
範
囲]

と
は
、
知
ら
れ
る
限
り
の
範
囲
に
及
ぶ
智
が
す
べ
て
の
衆
生
に
ブ
ッ
ダ
の
智
の
本
性
が

あ
る
の
を
見
抜
く
の
で
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。」（（
１
）
偈
16
）

「
出
世
間
智
で
あ
る
空
慧
（prajṇā

）
は
、
知
ら
れ
る
限
り
の
あ
ら
ゆ
る
対
象
に
及
ぶ
が
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
衆
生
に
、
畜

生
に
至
る
ま
で
如
来
蔵
が
あ
る
こ
と
を
見
抜
く
。
こ
の
洞
察
は
ボ
サ
ツ
の
修
行
の
初
地
に
生
ず
る
。
そ
れ
が
遍
在
す
る
と
い

う
仕
方
で
現
象
世
界
を
徹
見
す
る
か
ら
で
あ
る
。」（p.27

）

ブ
ッ
ダ
の
智
の
本
性
、
如
来
の
本
性
は
、
そ
こ
か
ら
仏
・
法
・
僧
の
三
宝
を
生
ず
る
因
と
し
て
「
種
性
（gotra

）」
と
呼

ば
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
「
有
垢
の
真
如
」
と
し
て
如
来
蔵
と
も
言
わ
れ
る
。

「
有
垢
の
真
如
、
無
垢
の
真
如
、
離
垢
の
ブ
ッ
ダ
の
特
質
、
ブ
ッ
ダ
の
働
き
、
こ
れ
ら
は
勝
義
を
見
る
ブ
ッ
ダ
た
ち
の
知

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
清
浄
な
三
宝
が
生
ま
れ
る
本
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。」（（
１
）
偈
23
）

「
そ
の
う
ち
有
垢
の
真
如
は
、
煩
悩
の
殻
を
離
れ
な
い
真
如
の
こ
と
で
、
そ
れ
が
如
来
蔵
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
無

垢
の
真
如
は
、
ブ
ッ
ダ
の
境
地
に
住
す
る
姿
で
あ
り
、
法
身
（dharm

akāya

）
と
も
言
わ
れ
る
。」（（
１
）
偈
24
下
）

◎
「
如
来
蔵
」
の
意
味

「
先
に
有
垢
の
真
如
に
つ
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
は
如
来
蔵
だ
と
言
っ
た
が
、
そ
の
意
味
は
何
か
。

『
ブ
ッ
ダ
の
智
が
衆
生
た
ち
の
中
に
隠
れ
て
あ
る
の
と
、
か
の
無
垢
の
真
如
が
本
来
不
二
で
あ
る
の
と
の
理
由
で
、

ブ
ッ
ダ
の
種
性
に
そ
れ
が
果
と
な
っ
た
時
を
仮
定
し
て
、
す
べ
て
の
人
間
は
如
来
蔵
（
ブ
ッ
ダ
を
胎
児
と
し
て
も
つ
母
胎
）
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だ
と
言
わ
れ
る
。』（（
１
）
偈
27
）

『
す
べ
て
の
人
間
に
ブ
ッ
ダ
の
身
体
が
行
き
亘
っ
て
い
る
か
ら
と
、
真
如
に
差
別
は
な
い
か
ら
と
、
ブ
ッ
ダ
の
種
性
で
あ

る
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
す
べ
て
の
人
間
は
常
に
如
来
蔵
だ
。』（（
１
）
偈
28
）

こ
れ
ら
三
つ
の
理
由
の
説
明
は
、
こ
の
後
、
本
論
で
は
『
如
来
蔵
経
』
に
従
っ
て
な
さ
れ
よ
う
。」（p.49)

◎
金
剛
句
第
四
と
第
五
、
六
、
七
句
と
の
関
係

「
覚
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
、
覚
、
覚
の
支
分
、
目
覚
め
さ
せ
る
働
き
は
、
こ
の
順
に
初
句
は
因
、
後
の
三
句
は
因
が
完
全

な
智
に
な
る
た
め
の
縁
で
あ
る
。」(

（
１
）
偈
26
）

本
論
の
第
四
句
に
対
す
る
考
察
は
、
次
の
十
種
の
意
義
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
。

１
．
自
性
。
２
．
因
。
３
．
果
。
４
．
働
き
。
５
．
結
合
。
６
．
有
る
。
７
．
位
。
８
．
遍
在
性
。
９
．
不
変
性
。
10
．

無
差
別
。（（
１
）
偈
29
、
下
）(pp.49,51)

〈
１
．
自
性
、
２
．
因
〉

◎
衆
生
の
な
か
に
隠
れ
て
あ
る
如
来
の
本
性
が
現
前
す
る
に
至
る
た
め
の
四
条
件

「
そ
の
自
性
が
常
に
汚
れ
を
離
れ
て
い
る
こ
と
は
清
浄
な
宝
石
、
虚
空
、
水
の
よ
う
。
そ
の
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
は
、
覚

の
真
理
へ
の
信
頼( dharm

ādhim
ukti)

、
勝
れ
た
空
慧( adhiprajñā)

、
三
昧( sam

ādhi)

、
慈
悲( karuṇā)

に
よ
る
。」

( (

１)

偈
30
）

◎
如
来
の
本
性
の
特
性

「
そ
れ
は
如
意
宝
珠
の
よ
う
に
思
い
を
実
現
す
る
力
、
虚
空
の
よ
う
に
不
変
異
で
あ
る
こ
と
、
水
の
よ
う
に
潤
い
が
あ
る

こ
と
を
自
性
と
す
る
。」( (

１)

偈
31
）
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「
如
来
の
法
身
に
は
如
意
宝
珠
の
よ
う
な
力
が
あ
る
。
真
如
は
虚
空
の
不
変
異
性
に
似
る
。
如
来
の
種
性
は
衆
生
へ
の
慈

悲
に
お
い
て
水
の
潤
い
に
似
る
。」（
同
下
）

◎
如
来
の
本
性
が
隠
れ
て
現
前
し
な
い
よ
う
に
す
る
障
碍
を
な
す
も
の

「
1
．
覚
の
真
理
へ
の
妨
害
、
２
．
我
見
、
３
．
生
死
の
苦
し
み
へ
の
恐
怖
、
４
．
衆
生
へ
の
潤
い
の
欠
如
が
四
つ
の
障

碍
で
あ
る
。
そ
の
具
体
例
は
、
生
死
の
有
を
欲
求
し
仏
教
者
で
あ
り
な
が
ら
大
乗
の
教
え
を
憎
み
否
定
す
る
イ
ッ
チ
ャ
ン

テ
ィ
カ
。
２
は
、
空
性
を
知
ら
な
い
異
教
者
と
空
性
に
有
見
を
抱
く
仏
教
者
。
３
は
、
声
聞
乗
。
４
は
、
独
覚
乗
。」( (

１)

偈
32
、
下
）

◎
如
来
の
本
性
を
証
得
し
現
前
さ
せ
る
因

「
最
上
乗
へ
の
信
頼
が
種
子( bīja)

、
空
慧
が
ブ
ッ
ダ
の
覚
の
真
理
を
生
む
母( m

ātā)

、
禅
定
の
喜
び
は
母
胎
に
あ
る
こ

と( garbhasthānam
)

、
慈
悲
を
乳
母( dhātrī)

と
し
て
育
て
ら
れ
る
、
息
子
と
し
て
生
ま
れ
た
人
々
こ
そ
は
ム
ニ
た
ち
の

若
い
弟
た
ち
で
あ
る
。」( (

１)

偈
33
、
34
）

こ
こ
に
は
「
如
来
蔵
」
の
語
の
由
来
を
示
す
ブ
ッ
ダ
生
誕
の
奇
跡
を
伝
え
る
語
の
大
乗
的
解
釈
が
あ
る
。

〈
３
．
果
、
４
．
働
き
〉

◎
如
来
の
本
性
が
現
前
す
る
果
、
如
来
の
本
性
の
働
き

「
果
は
、
清
浄
、
自
己
、
楽
、
常
住
の
究
極
を
究
め
る
こ
と( pāram

itā)

で
あ
り
、
働
き
は
、
生
死
の
苦
し
み
に
絶
望
し

て
生
死
を
離
れ
た
寂
静
を
達
成
し
た
い
と
欲
し
深
く
願
う
こ
と
で
あ
る
。」( (

１)

偈
35
）

「
ボ
サ
ツ
が
大
乗
の
覚
の
真
理
へ
の
信
を
修
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ッ
チ
ャ
ン
テ
ィ
カ
た
ち
が
大
乗
の
教
え
を
妨
げ
生

死
に
抱
く
不
浄
な
喜
び
を
覆
し
清
め
る
。」( (

１)

偈
36
下
）（p.59)

「
空
慧
の
究
極
を
究
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
身
心
に
自
己
あ
り
と
観
る
他
の
異
教
者
た
ち
が
非
真
実
の
自
己
に
執
し
喜
ぶ
の
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を
覆
し
て
真
の
自
己
の
究
極
を
究
め
る
。」(pp.59,61)

「
生
死
の
苦
し
み
を
恐
れ
る
声
聞
乗
の
人
た
ち
が
生
死
の
苦
の
止
む
こ
と
だ
け
を
喜
ぶ
の
を
覆
し
、
虚
空
が
宝
庫
と
な
る

三
昧
な
ど
を
修
す
る
人
々
が
世
間
・
出
世
間
の
あ
ら
ゆ
る
安
楽
の
極
み
を
究
め
る
こ
と
に
な
る
。」(p.61)

「
衆
生
の
利
益
に
全
く
関
心
を
も
た
な
い
独
覚
乗
の
人
々
が
社
会
と
交
わ
ら
ず
に
い
る
こ
と
を
喜
ぶ
の
を
覆
し
、
大
悲
を

修
す
る
人
々
が
絶
え
間
な
く
常
に
生
死
の
世
界
の
初
め
か
ら
衆
生
に
対
す
る
利
益
を
浄
化
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
常
住
の

究
極
が
究
め
ら
れ
る
に
至
る
。」(pp.61,63)

「
も
し
も
衆
生
に
ブ
ッ
ダ
の
本
性( buddhadhātuḥ)

が
な
い
と
す
れ
ば
、
生
死
の
苦
に
絶
望
す
る
こ
と
も
、
そ
し
て
涅
槃

を
求
め
強
く
あ
こ
が
れ
て
深
く
願
う
こ
と
も
な
か
ろ
う
。」(p.69)

(

『
勝
鬘
経
』
で
は
こ
の
偈
の
「
ブ
ッ
ダ
の
本
性
」
の
代
わ
り
に
「
如
来
蔵
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。)

〈
５
．
結
合
〉

◎
衆
生
の
内
に
隠
さ
れ
て
あ
る
如
来
の
本
性
は
三
種
の
因
を
伴
う
（（
１
）
偈
42
・
43
下
）

１
．
法
身
の
汚
れ
を
清
め
る
因
＝
大
乗
へ
の
信
頼
を
修
す
る
こ
と

２
．
ブ
ッ
ダ
の
智
を
伴
う
因
＝
空
慧
と
三
昧
と
を
修
す
る
こ
と

３
．
如
来
の
大
悲
が
起
き
る
因
＝
ボ
サ
ツ
の
慈
悲
を
修
す
る
こ
と

◎
如
来
の
本
性
は
三
種
の
果
を
伴
い
光
り
輝
く
（（
１
）
偈
44
下
）

１
．
五
神
通
―
対
立
す
る
黒
闇
を
破
る
こ
と
に
関
わ
る

２
．
漏(

煩
悩)

が
尽
き
た
と
知
る
智
―
業
・
煩
悩
を
徹
底
し
て
焼
き
尽
く
す
こ
と
に
関
わ
る

３
．
漏
の
尽
き
る
こ
と
―
徹
底
し
て
煩
悩
障
の
垢
を
離
れ
、
所
知
障
の
疑
い
が
晴
れ
る
。
二
障
と
も
根
拠
の
な
い
偶
然

性
の
も
の
、
非
本
来
性
の
も
の
と
し
て
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如来蔵思想とは何か

〈
６
．
有
る
〉

◎
如
来
の
本
性
は
衆
生
に
も
有
る

「
凡
夫
と
聖
者
と
ブ
ッ
ダ
と
は
真
如
と
離
れ
て
は
い
な
い
か
ら
、
衆
生
た
ち
に
如
来
の
母
胎
が
あ
る
と
見
真
者
た
ち
は
説

く
。」（（
１
）
偈
45
）

（「
如
来
の
母
胎
」
と
「
如
来
の
本
性
」
と
を
区
別
し
な
い
こ
の
見
真
者
の
説
は
『
如
来
蔵
経
』
を
意
識
す
る
も
の
と
見
て
よ
い
。

本
論
は
初
め
か
ら
そ
の
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。）

「
顛
倒
し
て
い
る
の
は
凡
夫
た
ち
、
そ
れ
の
逆
で
あ
る
か
ら
真
理
を
見
る
も
の
。
如
実
に
無
顛
倒
で
戯
論
を
離
れ
て
い
る

の
は
如
来
た
ち
。」（（
１
）
偈
46
）

「
如
来
の
本
性
が
一
切
の
現
象
の
真
如
と
等
し
く
清
浄
性
を
特
徴
と
す
る
こ
と
は
、
般
若
経
な
ど
、
無
分
別
智
を
教
え
る

経
典
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。」（
同
下
）

(

偈
で
「
如
来
の
母
胎
」
と
言
わ
れ
た
も
の
は
釈
文
中
で
「
如
来
の
本
性
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。）

〈
７
．
位
〉

◎
如
来
の
本
性
は
凡
夫
、
ボ
サ
ツ
、
ブ
ッ
ダ
の
三
位
に
そ
れ
ぞ
れ
別
名
で
知
ら
れ
る
（（
１
）
偈
47
、
48
）

〈
８
．
遍
在
性
〉（（
１
）
偈
49
、
50
）

◎
如
来
の
本
性
は
虚
空
の
よ
う
に
遍
在
し
、
分
別
す
る
こ
と
が
な
い

〈
９
．
不
変
性
〉（（
１
）
偈
51
）

◎
如
来
の
本
性
は
凡
夫
の
過
失
を
偶
来
の
も
の
非
本
来
性
の
も
の
と
し
て
結
び
つ
き
（（
１
）
偈
52
～
65
）、
ボ
サ
ツ
の
徳

と
結
び
つ
き
（（
１
）
偈
66
～
78
）、
ブ
ッ
ダ
の
究
極
性
と
結
び
つ
く
（（
１
）
偈
79
～
83
）
も
の
と
し
て
本
質
は
不
変
で
あ
る

「
心
の
本
来
は
明
浄
で
あ
り
、
虚
空
の
如
く
、
虚
妄
な
分
別
か
ら
生
ず
る
偶
来
の
貪
欲
な
ど
の
垢
に
よ
っ
て
煩
悩
を
被
っ
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て
も
、
決
し
て
変
質
す
る
こ
と
は
な
い
。」（（
１
）
偈
63
）

「
生
と
死
、
病
と
老
と
か
ら
解
脱
し
て
如
来
の
本
性
た
る
自
性
を
誤
り
な
く
知
っ
た
ボ
サ
ツ
た
ち
は
生
な
ど
へ
の
執
着
が

な
い
が
、
世
間
へ
の
慈
悲
が
生
ず
る
の
で
生
な
ど
の
存
在
に
関
わ
っ
て
ゆ
く
。」（（
１
）
偈
66
）

「
こ
の
如
来
の
本
性
は
、
ブ
ッ
ダ
の
境
地
に
あ
っ
て
徹
底
し
て
離
垢
、
清
浄
、
明
浄
な
本
来
性
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。」

( (

１)
偈
82
下
）

〈
10
．
無
差
別
〉

「
こ
の
清
浄
位
に
お
い
て
徹
底
し
た
浄
化
が
究
極
に
達
し
た
如
来
蔵
が
無
差
別
で
あ
る
こ
と
の
偈
。

そ
れ
は
法
身
、
如
来
、
聖
諦
、
第
一
義
の
涅
槃
で
あ
る
。
従
っ
て
ブ
ッ
ダ
で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
に
涅
槃
は
存
し
な
い
。

太
陽
と
光
明
と
の
よ
う
に
両
者
の
特
質
は
分
け
ら
れ
な
い
か
ら
。」（（
１
）
偈
84
）

「
要
す
る
に
無
漏
の
法
界
で
あ
る
如
来
蔵
に
四
つ
の
意
味
を
表
す
四
つ
の
名
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ブ
ッ
ダ
と
そ
の
特

質
と
は
分
か
ち
得
な
い
。
ブ
ッ
ダ
の
種
性
は
如
に
達
し
て
如
来
と
な
る
。
間
違
い
な
く
稔
り
豊
か
で
本
来
寂
静
で
あ
る
。」

（（
１
）
偈
86
）

七
『
宝
性
論
』
の
『
如
来
蔵
経
』
解
釈

本
論
は
以
上
に
十
項
目
に
分
け
て
考
察
し
た
「
如
来
の
本
性
」
を
、
次
に
そ
れ
が
煩
悩
の
殻
に
隠
さ
れ
た
状
況
か
ら

「
如
来
蔵
」
と
称
す
る
。

「
無
始
時
来
存
在
し
な
が
ら
結
び
つ
く
こ
と
の
な
い
煩
悩
の
殻
と
、
無
始
以
来
存
在
し
て
結
合
し
て
い
る
自
性
の
清
浄
な

法
性
と
に
関
し
て
、
九
種
の
比
喩
で
以
て
無
辺
の
煩
悩
の
殻
に
隠
さ
れ
た
如
来
蔵
と
い
う
も
の
の
こ
と
を
経
典
に
よ
っ
て
理

解
す
べ
き
で
あ
る
。」



25

如来蔵思想とは何か

「
萎
ん
だ
蓮
華
の
な
か
に
ブ
ッ
ダ
の
姿
、
蜂
た
ち
の
間
に
蜜
、
籾
の
な
か
に
穀
物
、
汚
物
の
中
に
黄
金
、
地
中
に
宝
庫
、

小
粒
の
実
の
中
に
大
樹
の
芽
、
腐
敗
し
た
布
の
中
に
黄
金
の
仏
像
が
」（（
１
）
偈
96
）

「
低
い
身
分
の
女
の
腹
に
王
者
と
な
る
人
が
、
泥
中
に
ブ
ッ
ダ
の
宝
像
が
あ
る
よ
う
に
、
偶
然
的
な
煩
悩
の
殻
に
覆
わ
れ

た
衆
生
に
こ
の
如
来
の
本
性
が
具
わ
っ
て
い
る
。」(

（
１
）
偈
97
）

「
蓮
華
、
生
き
物
、
籾
殻
、
汚
物
、
地
面
，
臭
布
、
低
い
身
分
の
女
、
苦
悩
の
火
に
焼
か
れ
た
地
界
、
に
似
る
の
が
煩
悩

の
垢
。
ブ
ッ
ダ
の
姿
、
蜜
、
よ
く
詰
ま
っ
た
実
、
黄
金
、
宝
庫
、
イ
ン
ド
イ
チ
ジ
ク
の
樹
、
宝
像
、
イ
ン
ド
世
界
の
支
配

者
、
垢
を
離
れ
た
宝
像
、
に
似
る
の
が
最
高
の
如
来
性
。」（（
１
）
偈
98
）

「
諸
々
の
煩
悩
は
卑
し
む
べ
き
蓮
華
の
萼
に
似
、
如
来
の
本
性
は
そ
の
中
の
ブ
ッ
ダ
の
姿
に
似
る
と
し
て
言
う
、
例
え
ば

変
色
し
た
蓮
華
の
萼
に
囲
ま
れ
た
如
来
の
輝
く
千
の
姿
を
無
垢
の
神
の
眼
を
も
つ
人
が
花
び
ら
の
萼
の
中
か
ら
解
放
す
る
よ

う
な
も
の
。」（（
１
）
偈
99
）

◎
本
論
が
『
如
来
蔵
経
』
の
九
喩
か
ら
導
き
出
す
独
自
の
宗
教
論

〈
１
．
法
身
、
２
．
真
如
、
３
．
如
来
性
〉

「
自
性
は
法
身
、
そ
の
真
如
、
お
よ
び
種
性
で
あ
る
。
即
ち
順
に
三
喩
、
一
喩
、
五
喩
と
知
れ
。」（（
１
）
偈
１
４
４
）

「
即
ち
ブ
ッ
ダ
の
姿
と
蜂
蜜
と
穀
物
の
実
と
の
三
喩
は
ブ
ッ
ダ
の
法
身
そ
の
も
の
と
し
て
如
来
の
本
性
が
理
解
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
黄
金
の
一
喩
は
真
如
そ
の
も
の
と
し
て
の
如
来
の
本
性
。
宝
庫
、
樹
木
、
宝
像
、
イ
ン
ド
世
界
の
支
配
者
、
黄

金
像
の
五
喩
は
ブ
ッ
ダ
の
三
身
を
生
ず
る
種
性
そ
の
も
の
で
あ
る
。」(

同
下)

〈
１
．
法
身
〉

「
以
上
の
三
喩
、
即
ち
蓮
華
中
の
ブ
ッ
ダ
の
姿
、
蜜
蜂
の
巣
の
中
の
蜜
、
穀
物
の
殻
の
中
の
実
は
、
如
来
の
法
身
が
衆
生

界
に
完
全
に
行
き
亘
っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
表
す
も
の
だ
と
言
う
こ
と
で
、
一
切
の
衆
生
た
ち
が
皆
如
来
の
母
胎
だ
と
い
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う
こ
と
に
な
る( tathāgatasyem

e garbhāḥ sarvasattvā iti)

。」（（
１
）
偈
１
４
７
下
）

（
宇
井
伯
寿
氏
訳
「
一
切
衆
生
は
如
来
の
こ
の
諸
々
の
胎
児
（
蔵
）
で
あ
る
」。(p.582)

高
崎
直
道
氏
訳
“these, all living beings, are the M

atrix (interio) of the T
ath āgata, ( i.e. the M

atrix in w
hichi 

the Tathāgata penetrates) ʼʼp.286. Footnote 140: 

…
”the com

pound has the sense of ̒
one w

ho is w
ithin the 

Tathāgataʼʼʼ (

常
盤
訳
「
注　

こ
の
複
合
語
は
、
衆
生
は
如
来
の
内
部
に
い
る
も
の
、
と
言
う
意
味
を
表
す
」)

〈
２
．
真
如
〉

「
自
性
が
変
化
で
き
ず
優
れ
て
美
し
く
清
浄
な
の
で
、
黄
金
の
塊
の
喩
が
真
如
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
た
。」（（
１
）
偈
１
４
８
）

「
こ
の
よ
う
に
一
個
の
黄
金
の
喩
が
真
如
の
遍
満
性
を
示
す
と
す
れ
ば
、
真
如
は
こ
の
一
切
の
衆
生
に
と
っ
て
は
胎
児

と
し
て
の
如
来
の
ま
ま
（
即
ち
自
身
が
如
来
の
母
胎
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
ま
ま
だ
）
と
い
う
こ
と
に
な
る( tathāgatas 

tathatāiṣā ṃ
 garbhaḥ sarvasattvānām

 iti)

。」(

同
下)

「
如
性
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
対
し
て
無
差
別
で
は
あ
る
が
、
清
浄
に
な
っ
た
と
き
は
（
そ
れ
が
）
如
来
た
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
そ
れ
故
に
、
身
体
あ
る
も
の
す
べ
て
は
そ
れ(

如
来
性
を
産
み
出
す
と
こ
ろ)

の
胎
蔵
で
あ
る
。」（
同
下
引
用
偈
）

（『
大
乗
荘
厳
経
論
』
第
９
章
第
37
偈
、
長
尾
雅
人
訳
）

（『『
大
乗
荘
厳
経
論
』
和
訳
と
註
解　

長
尾
雅
人
研
究
ノ
ー
ト
１
』
長
尾
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
三
月
。
同
偈
下
注
「
こ
の
偈
に
は

甚
だ
疑
惑
が
多
く
、
い
わ
ゆ
る
如
来
蔵
思
想
の
興
起
に
応
じ
て
何
人
か
が
こ
れ
を
付
加
し
た
と
考
え
る
の
が
最
も
妥
当
な
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。」）

〈
３
．
如
来
性
〉

「
残
り
の
五
喩
、
即
ち
地
下
の
宝
庫
、
地
中
の
果
実
、
悪
臭
の
す
る
襤
褸
切
れ
に
包
ま
れ
て
路
上
に
捨
て
ら
れ
た
宝
像
、

低
い
身
分
の
女
が
懐
胎
す
る
世
界
の
支
配
者
の
胎
児
、
焼
か
れ
る
前
の
泥
土
中
の
金
像
は
、
ブ
ッ
ダ
の
三
身
が
生
ず
る
因
と
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如来蔵思想とは何か

し
て
の
如
来
性
の
意
味
を
持
つ
。
一
身
は
清
浄
な
自
性
身
、
次
の
二
身
は
、
受
用
身
と
化
身
と
で
あ
る
。」( (

１)

偈
１
４

９
～
１
５
２)

「
こ
の
よ
う
に
五
喩
は
衆
生
の
中
の
ブ
ッ
ダ
と
な
る
因
と
し
て
の
本
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
い
わ
ば
、
こ
れ

ら
の
一
切
の
衆
生
を
そ
の
母
胎
と
す
る
も
の
が
如
来
の
本
性
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る( tathāgatadhātur eṣāṃ

 garbhaḥ 

sarvasattvānām
 iti)

。」（
同
下
）

「
如
来
で
あ
る
こ
と
と
は
、
三
種
の
仏
身
と
し
て
展
開
し
た
と
い
う
こ
と
。
従
っ
て
如
来
の
本
性
と
は
三
種
の
仏
身
を

得
る
た
め
の
因
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
本
性
と
は
因
と
い
う
意
味
だ
。
従
っ
て
、
こ
う
言
わ
れ
た
わ
け
で
あ

る
。
一
人
ひ
と
り
の
衆
生
に
如
来
の
本
性
が
現
れ
て
胎
児
と
し
て
存
在
す
る
が
、
か
れ
ら
衆
生
は
そ
の
こ
と
を
悟
ら
な
い 

( sattve sattve tathāgatadhātur utpanno garbhagtaḥ saṃ
vidyate na ca te sattvā budhyanta iti)

、
と
。」(

同
下)

「
こ
う
も
言
わ
れ
て
い
る
。
本
来
の
性
は
無
始
時
の
も
の
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
拠
り
所
。
そ
れ
が
あ
る
と
き
一
切
の

生
死
の
趣
が
あ
り
、
さ
ら
に
涅
槃
の
証
得
も
あ
る( anādikāliko dhātuḥ sarvadharm

asam
āśrayaḥ/tasm

in sati gatiḥ sarvā 

nirvāṇādhigam
o`pi ca //)

、
と
。」(

同
下
引
用
偈)

最
後
の
引
用
偈
は
無
着
の
『
摂
大
乗
論
』
本
文
初
め
に
由
来
す
る
も
の
。
そ
の
「
性
」
は
『
宝
性
論
』
で
は
「
如
来
の

本
性
」、『
摂
大
乗
論
』
で
は
「
ア
ー
ラ
ヤ
識
」。

『
宝
性
論
』
の
如
来
蔵
思
想
の
本
質
的
な
特
徴
は
以
上
の
考
察
で
明
ら
か
に
な
っ
た
と
私
は
考
え
る
。
即
ち
そ
れ
は
、

『
宝
性
論
』
自
身
が
設
定
す
る
よ
う
に
凡
夫
、
ボ
サ
ツ
、
ブ
ッ
ダ
の
三
位
の
う
ち
凡
夫
の
位
に
お
い
て
他
の
二
位
に
お
け
る

と
同
様
に
「
如
来
の
本
性
」
が
「
有
る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
力
を
尽
く
し
、『
如
来
蔵
経
』
の
単
純
な
九
喩
の

議
論
を
自
性
の
三
要
素
、
法
身
・
真
如
・
如
来
性
に
分
け
て
組
織
化
し
、
経
末
に
言
及
さ
れ
る
「
降
神
処
胎
」
の
神
話
に
戻
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し
て
如
来
蔵
の
定
義
を
試
み
る
と
い
う
緻
密
な
宗
教
論
に
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
度
な
学
術
上
の
水
準
を
誇
示
し

た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
基
本
的
に
は
『
宝
性
論
』
は
、『
如
来
蔵
経
』
の
如
来
蔵
の
有
的
理
解
の
延
長
線
上
に
あ

る
。

八
『
大
乗
起
信
論
』
の
「
如
来
蔵
」

六
世
紀
半
ば
に
招
か
れ
て
中
国
・
梁
に
来
て
ま
も
な
く
戦
乱
の
渦
中
に
置
か
れ
た
パ
ラ
マ
ー
ル
タ
・
真
諦
三
蔵
が
難
を

避
け
て
旅
す
る
途
上
、
伴
侶
の
衆
僧
と
護
衛
の
役
人
た
ち
に
請
わ
れ
て
行
っ
た
講
義
か
ら
作
ら
れ
た
『
大
乗
起
信
論
』
が
紹

介
す
る
如
来
蔵
思
想
は
、『
宝
性
論
』
の
そ
れ
ら
三
位
の
別
は
承
知
し
な
が
ら
、
一
つ
の
「
衆
生
心
」
に
よ
っ
て
大
乗
の
意

味
を
明
ら
か
に
す
る
な
か
で
、『
宝
性
論
』
と
は
対
蹠
的
に
、
衆
生
心
そ
の
も
の
の
中
で
い
か
に
も
生
き
て
働
く
真
如
と
い

う
も
の
を
感
得
さ
せ
る
全
く
趣
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
世
親
造
・
真
諦
訳
『
仏
性
論
』
の
存
在
は
、『
大
乗
起
信
論
』
が

『
宝
性
論
』
の
内
容
を
知
悉
し
た
真
諦
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。（『
起
信
論
』
が
「
馬
鳴
菩
薩
造
」
真
諦

訳
と
さ
れ
る
の
は
、『
仏
性
論
』
が
「
天
親
菩
薩
造
」
真
諦
訳
と
さ
れ
る
の
と
同
工
異
曲
で
あ
り
、
と
も
に
真
諦
自
身
の
考
え
に
由

来
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
と
も
に
後
代
の
読
者
に
余
計
な
誤
解
を
与
え
る
行
為
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
り
わ

け
「
馬
鳴
菩
薩
造
」
の
方
は
、
時
代
錯
誤
の
問
題
を
は
ら
む
だ
け
に
、
本
論
を
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
思
想
を
代
表
す
る
究
極
の
論
書

と
し
て
中
国
社
会
に
紹
介
し
た
と
思
わ
れ
る
真
諦
の
意
図
に
反
し
て
、
逆
効
果
を
も
た
ら
す
恐
れ
が
あ
り
、
残
念
で
あ
る
。）

（『
仏
性
論
』
に
は
、『
宝
性
論
』
の
ご
自
身
に
よ
る
優
れ
た
研
究
成
果
を
縦
横
に
駆
使
し
た
高
崎
直
道
氏
の
解
説
が
あ
る
。『
新

国
訳
大
蔵
経　

論
集
部
２　

仏
性
論
・
大
乗
起
信
論
（
旧
・
新
二
訳
）』
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）

『
大
乗
起
信
論
』（
大
正
三
十
二
、
一
六
六
六
番
）
が
冒
頭
の
帰
敬
偈
に
、
ブ
ッ
ダ
、
ダ
ル
マ
、
ガ
ナ
の
三
宝
に
帰
依
し
、
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人
々
に
疑
い
を
除
き
邪
執
を
捨
て
て
大
乗
の
正
信
を
起
こ
し
て
も
ら
う
こ
と
を
願
っ
た
の
と
同
趣
旨
の
表
現
は
『
宝
性
論
』

に
も
見
ら
れ
、
論
中
に
共
通
す
る
引
用
語
や
術
語
を
用
い
る
こ
と
も
少
な
く
な
く
、
そ
の
た
め
に
現
代
の
『
起
信
論
』
研
究

書
に
は
そ
の
解
説
に
『
宝
性
論
』
を
参
考
に
す
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
少
な
く
と
も
「
如
来
蔵
」
の
理
解
に

は
、
こ
れ
は
注
意
を
要
す
る
。
こ
の
点
を
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
、
私
の
意
訳
を
通
し
て
見
て
ゆ
き
た
い
。

『
起
信
論
』
は
先
ず
、
大
乗
の
中
心
概
念
「
衆
生
心
」
が
世
間
と
出
世
間
と
の
両
方
の
真
理
を
含
み
そ
れ
に
よ
っ
て
大
乗

の
意
味
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
と
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
心
の
真
如
こ
そ
は
大
乗
の
主
体
で
あ
り
、
こ
の
心
の
生
滅
の
因

縁
が
大
乗
の
主
体
の
特
徴
を
示
す
こ
と
が
出
来
る
か
ら
だ
、
と
。
そ
こ
で
、
大
乗
の
意
味
内
容
と
は
、
優
れ
た
主
体
で
あ
る

心
の
真
如
が
一
切
の
現
象
の
平
等
で
増
減
が
な
い
と
い
う
真
如
で
も
あ
る
こ
と
、
こ
の
真
如
が
無
量
の
功
徳
を
具
え
て
如
来

蔵
と
言
わ
れ
る
優
れ
た
特
徴
を
持
つ
こ
と
、
そ
こ
か
ら
一
切
の
世
間
・
出
世
間
の
善
の
因
果
を
生
ず
る
優
れ
た
働
き
を
も
つ

こ
と
、
な
ぜ
な
ら
こ
れ
こ
そ
一
切
の
ブ
ッ
ダ
の
乗
り
物
で
あ
り
一
切
の
ボ
サ
ツ
が
如
来
の
境
地
に
達
す
る
乗
り
物
だ
か
ら

だ
、
と
。(

５
７
５
下)

こ
こ
で
「
如
来
蔵
」
は
衆
生
心
の
真
如
が
無
量
の
功
徳
を
具
え
て
い
る
こ
と
だ
と
定
義
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も

こ
の
定
義
が
こ
の
後
も
一
貫
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
即
ち
、
衆
生
心
の
真
如
は
不
生
で
不

滅
、
い
か
な
る
対
象
性
を
も
離
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の
現
象
は
も
と
も
と
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
対
象
性
、
そ
れ

が
不
生
だ
不
滅
だ
と
表
現
す
る
可
能
性
を
も
離
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
真
如
の
あ
り
方
自
体
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
点

で
一
切
の
現
象
は
み
な
真
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
そ
れ
が
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
一
切
の
現
象

が
同
じ
く
如
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
切
の
現
象
が
言
葉
で
表
す
こ
と
も
心
で
思
う
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
真
如
な
の
だ
、
と
。

し
か
し
、
言
葉
で
分
別
す
る
立
場
か
ら
言
え
ば
、
究
極
的
に
真
実
を
表
現
す
る
点
で
真
如
は
如
実
空
で
あ
る
。
同
時
に

そ
れ
自
体
に
無
漏
の
功
徳
を
具
え
て
い
る
点
で
真
如
は
如
実
不
空
で
あ
る
（
５
７
６
上
）。
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こ
の
後
、
不
生
不
滅
の
如
来
蔵
が
生
滅
の
根
拠
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
即
ち
、
如
来
蔵
を
拠
り
所
と
し
て
生
滅
の

心
が
あ
る
、
と
。
生
滅
の
心
は
一
切
の
現
象
が
生
滅
を
離
れ
て
い
る
こ
と
に
無
自
覚
だ
か
ら
起
る
の
で
、
そ
れ
が
起
る
こ
と

は
実
は
不
生
不
滅
で
あ
る
真
如
の
自
覚
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
、
不
生
不
滅
の
真
如
の
覚
が
な
い
と
こ
ろ
に
不
覚
で
あ

る
生
滅
が
起
る
こ
と
を
、
本
論
は
「
不
生
不
滅
と
生
滅
と
が
和
合
し
て
一
体
で
も
別
々
で
も
な
い
」
と
、
謎
め
い
た
言
い
方

を
し
、
さ
ら
に
こ
れ
を
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
称
し
、
そ
し
て
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
覚
と
不
覚
と
が
あ
る
、
と
言
う
。
そ
の
覚
は
、
思
い

を
離
れ
、
虚
空
に
等
し
く
、
如
来
の
平
等
を
究
め
た
法
身
と
し
て
本
覚
、
始
覚
に
対
し
て
本
来
の
覚
だ
と
。
そ
し
て
前
と
同

じ
表
現
、
本
覚
に
依
っ
て
不
覚
が
あ
る
と
言
い
、
し
か
し
そ
こ
、
先
に
言
う
「
和
合
」、
に
留
ま
ら
ず
、
不
覚
に
依
っ
て
始

覚
が
あ
る
と
言
う
。（
同
中
）

そ
の
「
和
合
」
は
ど
う
し
て
破
ら
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
「
不
覚
」
が
「
覚
」
と
離
れ
た
別
物
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

不
覚
は
「
本
覚
が
汚
染
に
随
っ
て
い
る
姿
」
で
あ
り
、「
智
が
汚
染
を
浄
化
す
る
姿
」「
不
思
議
な
働
き
の
姿
」
で
あ
る
。
不

覚
・
無
明
の
姿
は
覚
の
本
性
を
離
れ
ず
、
そ
の
限
り
で
は
そ
れ
は
破
壊
で
き
な
い
も
の
だ
が
、
本
来
の
も
の
で
は
な
く
、
真

に
破
壊
で
き
な
い
も
の
は
覚
の
智
性
で
あ
る
。
本
覚
の
「
不
思
議
な
働
き
の
姿
」
は
「
智
の
浄
化
す
る
姿
」
に
依
っ
て
あ
ら

ゆ
る
優
れ
た
境
界
を
作
り
出
し
、
こ
う
し
て
無
量
の
功
徳
の
姿
が
絶
え
る
こ
と
な
く
続
き
、
人
々
の
能
力
に
自
然
に
応
じ
て

さ
ま
ざ
ま
に
利
益
を
齎
す
、
と
言
う
。（
同
下
）

ま
た
言
う
、
真
如
自
体
の
姿
は
凡
夫
、
声
聞
、
縁
覚
、
ボ
サ
ツ
、
ブ
ッ
ダ
と
い
う
す
べ
て
の
区
別
に
お
い
て
増
減
が
な

く
、
過
去
に
生
じ
た
の
で
な
く
、
未
来
に
滅
す
る
の
で
な
く
、
徹
底
し
て
常
恒
で
、
本
来
あ
ら
ゆ
る
功
徳
を
満
た
し
、
優
れ

た
智
慧
の
光
明
が
あ
り
、
現
象
世
界
を
遍
く
照
ら
し
、
真
実
を
識
知
し
、
自
性
清
浄
な
心
で
あ
り
、
常
住
・
安
楽
・
自
己
・

清
浄
で
あ
り
、
清
涼
不
変
自
在
で
あ
る
な
ど
、
思
議
を
越
え
た
無
数
の
覚
の
内
容
を
具
え
て
欠
け
る
と
こ
ろ
が
な
い
、
そ
れ

で
こ
れ
を
如
来
蔵
と
も
名
付
け
、
如
来
の
法
身
と
も
名
付
け
る
、
と
言
う
。（
５
７
９
上
）
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「
邪
執
を
斥
け
る
」
と
い
う
項
目
の
下
で
本
論
が
如
来
蔵
に
対
す
る
誤
っ
た
見
解
を
指
摘
し
て
訂
正
す
る
姿
勢
を
見
る

と
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
以
上
に
考
察
し
て
き
た
本
論
の
立
場
を
確
認
す
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。（
５
８
０
上
）

『
起
信
論
』
の
「
如
来
蔵
」
は
、
そ
れ
が
一
方
で
「
真
如
・
如
来
法
身
」
と
さ
れ
他
方
で
「
ア
ー
ラ
ヤ
識
」
と
同
一
視
さ

れ
る
点
で
明
ら
か
に
『
楞
伽
経
』
の
理
解
を
受
け
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
遡
っ
て
は
『
仏
華
厳
経
入
法
界
品
』
の
「
大
悲
の

母
胎
」
に
辿
り
つ
く
理
解
を
示
す
も
の
と
私
は
考
え
る
。
真
諦
訳
『
仏
性
論
』
は
、
高
崎
直
道
氏
の
詳
細
な
ご
研
究
で
明
ら

か
な
よ
う
に
、
訳
者
が
『
宝
性
論
』
の
論
理
に
三
性
説
を
加
え
る
な
ど
し
て
、「
世
親
造
」
の
大
乗
の
一
論
書
と
し
て
敬
意

を
も
っ
て
紹
介
す
る
姿
勢
を
示
し
た
も
の
だ
が
、
例
え
ば
そ
の
如
来
蔵
説
に
訳
者
・
真
諦
が
そ
の
ま
ま
同
調
し
た
と
は
見
え

な
い
。
む
し
ろ
そ
の
内
容
を
確
認
す
る
た
め
に
訳
出
し
、
大
乗
論
と
し
て
必
要
な
再
編
を
試
み
た
、
と
見
る
べ
き
で
は
な
い

か
。『
起
信
論
』
造
論
の
意
図
が
、
広
大
な
論
の
文
の
多
さ
を
煩
わ
し
く
思
い
、
要
点
を
少
な
い
文
に
捉
え
て
し
か
も
そ
こ

に
含
ま
れ
る
豊
か
な
内
容
か
ら
充
分
な
理
解
が
で
き
る
こ
と
を
心
に
願
う
人
に
応
え
る
こ
と
に
あ
る
と
し
、
目
的
が
如
来
の

根
本
の
義
を
誤
り
な
く
解
釈
し
て
能
力
の
あ
る
人
を
大
乗
の
真
理
に
耐
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
、
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
な
い
人
々

に
も
大
乗
の
信
を
修
す
る
よ
う
に
案
内
す
る
と
い
う
実
践
的
な
表
現
で
終
始
し
、
い
か
に
も
『
究
竟
一
乗
宝
性[

分
別]

論
』
の
存
在
を
意
識
し
た
様
子
が
そ
こ
に
窺
わ
れ
る
。
論
主
が
題
名
を
「
大
乗
に
信
を
起
こ
す
論
」
と
し
た
と
こ
ろ
に
も
、

力
点
の
置
き
所
の
違
い
が
鮮
明
で
あ
る
。 

 
 

 
  　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 （
二
〇
二
〇
年
五
月
十
八
日
）

付
言二

〇
一
八
年
七
月
三
十
日
に
本
研
究
所
か
ら
発
行
し
て
い
た
だ
い
た
研
究
報
告
『
大
乗
仏
教
経
典
・
楞
伽
経
四
巻
本
・

ラ
ン
カ
ー
に
入
る
―
―
す
べ
て
の
ブ
ッ
ダ
の
教
え
の
核
心
―
―
復
元
梵
文
原
典
・
日
本
語
訳
と
研
究
』
初
版
本
に
、
八
月
初

め
、
急
遽
梵
文
と
日
本
語
訳
と
の
正
誤
表
（p.1

）
を
添
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
同
年
九
月
、
正
誤
表
続
を
作
成
し
て
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発
表
の
機
会
を
待
っ
て
お
り
ま
し
た
。
今
回
、
拙
稿
発
表
の
折
に
こ
れ
ら
二
つ
の
正
誤
表
を
一
つ
に
ま
と
め
て
発
表
す
る
便

宜
を
図
っ
て
い
た
だ
き
喜
ん
で
お
り
ま
す
。
な
お
、
本
研
究
所
紀
要
前
号
、
第
三
十
四
号
所
載
の
拙
稿
「
宝
経
と
し
て
の

『
楞
伽
経
』」
で
、
漢
訳
四
巻
本
が
「
宝
経
」
の
名
で
呼
ば
れ
た
理
由
を
尋
ね
て
パ
ー
リ
本
『
ラ
タ
ナ
・
ス
ッ
タ
』
の
内
容
を

検
討
し
た
上
で
『
楞
伽
経
』
梵
本
も
「
ラ
ト
ナ
・
ス
ー
ト
ラ
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
だ
、
と
論
じ
ま
し
た
が
、

今
は
、「
宝
経
」
の
名
は
飽
く
ま
で
第
三
者
に
よ
る
敬
称
で
あ
る
べ
き
だ
と
し
て
、
改
称
の
考
え
を
放
棄
し
た
こ
と
を
付
言

し
ま
す
。
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ャ
カ
ム
ニ
が
ラ
ン
カ
ー
の
地
に
出
む
い
て
一
切
の
ブ
ッ
ダ
の
教
え
の
核
心
を
説
い
た
と
胸
を
張
っ

て
主
張
す
る
経
典
製
作
者
が
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
教
え
を
「
宝
経
」
と
持
ち
上
げ
る
必
要
は
な
い
、
こ
れ
は
飽
く
ま
で
漢
訳
者
が

原
典
に
敬
意
を
こ
め
て
添
え
た
形
容
語
だ
と
私
は
考
え
る
に
到
り
ま
し
た
。
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一切
処
解
脱
―
―
『
大
乗
無
生
方
便
門
』
と
対
境
止
観
―
―

中
島　

志
郎

１
『
大
乗
無
生
方
便
門
』
第
一
総
彰
仏
体

２
『
大
乗
無
生
方
便
門
』
の
思
想
的
背
景

３
『
大
乗
無
生
方
便
門
』
の
影
響
関
係

４  

結
論１

『
大
乗
無
生
方
便
門
』
第
一
総
彰
仏
体

『
大
乗
無
生
方
便
門
』（
以
下
『
無
生
方
便
門
』）
は
、
初
期
禅
宗
の
い
わ
ゆ
る
北
宗
で
依
用
さ
れ
た
「
大
乗
五
方
便
」
と
総

称
さ
れ
る
一
群
の
文
献
の
う
ち
、
最
古
層
に
目
さ
れ
、
か
つ
最
大
の
分
量
が
残
さ
れ
る

①
。

　

本
稿
は
、
韓
伝
強
『
禅
宗
北
宗
敦
煌
文
献
録
校
与
研
究
』
に
収
め
る
六
本
の
「
五
方
便
」
校
訂
本
（
一
『
大
乗
無
生
方
便

門
』、
二
『
通
一
切
経
要
義
集
』、
三
『
大
乗
五
方
便
北
宗
』
之
一
、
四
『
大
乗
五
方
便
北
宗
』
之
二
、
五
『
五
方
便
之
無
題
』、
六
『
五
方
便
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之
諸
経
要
抄
』）
の
う
ち
、
一
『
大
乗
無
生
方
便
門
』（S.0735V

, S.2503, S.7961,

北1351V

の
校
訂
本
） 

を
基
準
に
、
余
の
五
本
を

適
宜
参
照
し
て
『
無
生
方
便
門
』
の
論
理
、
特
に
禅
定
、
解
脱
を
め
ぐ
る
論
理
の
特
徴
に
焦
点
を
当
て
て
、
少
し
く
分
析
を

加
え
た
い
。
も
と
よ
り
『
無
生
方
便
門
』
を
含
む
「
五
方
便
」
諸
本
に
は
複
雑
な
成
立
過
程
と
種
々
の
変
遷
が
指
摘
さ
れ
て

い
る

②
が
、
今
は
最
も
古
層
と
考
え
ら
れ
る
第
一
本
の
う
ち
に
、
神
秀
と
普
寂
周
辺
の
思
想
的
特
徴
を
考
え
て
見
た
い
。

『
無
生
方
便
門
』
は
全
体
と
し
て
五
門
体
系
と
し
て
理
解
す
る
の
が
宗
密
以
来
の
通
説
で
あ
る
。

第
一
総
彰
仏
体
（『
大
乗
起
信
論
』）。

第
二
開
智
慧
門
（『
法
華
経
』）。

第
三
顕
示
不
思
議
法
（『
維
摩
経
』）。

第
四
明
諸
法
正
性
（『
思
益
経
』）。

第
五
自
然
無
礙
解
脱
道
（『
華
厳
経
』）。

の
五
門
（
五
方
便
）
か
ら
な
る

③
。（
以
下
、
韓
本
校
訂
の
六
本
と
各
本
の
五
門
そ
れ
ぞ
れ
を
数
字
で
表
記
す
る
。
例
、
1
‐
1
は
第
一
『
無

生
方
便
門
』
の
第
一
総
彰
仏
体
の
意
味
）

『
無
生
方
便
門
』
第
一　

総
彰
仏
体
の
授
菩
薩
戒
儀
以
後
の
所
説
の
基
本
的
な
枠
組
み
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
第
一　

総
彰
仏
体
で
は
、
菩
薩
戒
授
受
の
受
戒
儀
を
経
て
、
問
答
と
説
法
が
始
ま
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
が
、
先
ず
、

第
一
総
彰
仏
体
（
離
念
門
）
冒
頭
の
「
授
菩
薩
戒
儀
」
と
は
、
発
願
、
請
聖
、
受
三
帰
、
問
五
能
、
懺
悔
、
正
受
、
坐
禅

の
七
項
目
で
、
在
家
信
者
に
対
す
る
開
法
儀
軌
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
次
第
は
、

各
胡
跪
合
掌
、
当
教
、
次
請
十
方
諸
仏
、
次
教
受
三
帰
、
次
問
五
能
、
次
各
称
已
名
、
懺
悔
罪
言
、
汝
等
懺
悔
竟

と
授
戒
儀
が
続
き
、
受
戒
者
へ
の
宣
言
が
告
げ
ら
れ
る
。
即
ち
、
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1
‐
1⑴

三
業
清
浄
、
如
浄
瑠
璃
、
内
外
明
徹
、
堪
受
浄
戒
。
菩
薩
戒
是
持
心
戒
、
以
仏
性
為
戒
性
。
心
瞥
起
即
違
仏
性
、
是

破
菩
薩
戒
。
護
持
心
不
起
、
即
順
仏
性
、
是
持
菩
薩
戒
。（
韓
（2018

）p114

）

冒
頭
に
初
期
禅
宗
に
広
く
浸
透
し
て
い
た
菩
薩
戒
定
義
と
授
戒
儀
が
明
か
さ
れ
る
。
菩
薩
戒
は
持
心
戒
で
あ
り
、
仏
性

を
戒
性
と
す
る
。『
梵
網
経
』
巻
下
冒
頭
、
序
に
い
う
「
一
切
衆
生
、
皆
有
仏
性
。
一
切
意
識
色
心
、
是
情
是
心
、
皆
入
仏

性
戒
中
」（T

24-1003c

）
を
承
け
た
、
菩
薩
戒
の
定
義
と
云
え
る
。「
菩
薩
戒
」
自
体
は
『
無
生
方
便
門
』
の
主
題
と
は
な
ら

な
い
が
、
持
心
戒
と
し
て
の
仏
性
（
戒
性
）
は
、『
無
生
方
便
門
』
全
体
の
論
理
的
源
基
と
云
え
る
。
即
ち
、
心
が
瞥
起
す
れ

ば
仏
性
に
違
う
、
こ
れ
は
破
菩
薩
戒
で
あ
り
、
心
不
起
の
処
を
護
持
す
れ
ば
仏
性
に
適
う
、
そ
れ
が
菩
薩
戒
を
護
持
す
る
こ

と
で
あ
る
。
菩
薩
戒
は
持
心
戒
で
あ
る
以
上
、
単
に
受
戒
の
戒
体
獲
得
で
は
終
わ
ら
ず
、
戒
性
は
持
心
を
要
す
る
。
そ
れ
は

心
瞥
起
、
心
不
起
と
し
て
、
以
後
の
論
理
を
一
貫
す
る
基
本
原
理
で
あ
る
（
後
述
）
④

。

次
い
で
、
各
令
結
跏
趺
坐
以
下
は
、
授
菩
薩
戒
儀
と
懺
悔
に
続
く
、
和
と
子
の
呼
応
と
唱
和
の
一
段
と
さ
れ
る
。

1
‐
1
の
続
き

⑵
諸
仏
如
来
有
入
道
大
方
便
。
一
念
浄
心
、
頓
超
仏
地
。
和
撃
木
、
一
時
念
仏
。
和
言
、
一
切
相
惣
不
得
取
。
所
以

『
金
剛
経
』
云
、
凡
所
有
相
、
皆
是
虚
妄
。
看
心
若
浄
、
名
浄
心
地
。〈
中
略
〉

和
言
三
点
是
何
。
子
云
是
仏
。
身
心
得
離
念
。
不
見
心
、
心
如
、
心
得
解
脱
、
不
見
身
、
色
如
、
身
解
脱
。
…
…
略

⑤
。

眼
根
清
浄
、
眼
根
離
障
、
耳
根
清
浄
、
耳
離
根
障
。
如
是
乃
至
六
根
清
浄
、
六
根
離
障
。
一
切
無
礙
是
即
解
脱
。
不
見

六
根
相
、
清
浄
無
有
相
。
常
不
間
断
、
即
是
仏
。（
韓
（2018

）p115
）

「
一
切
相
惣
不
得
取
」
と
い
う
の
も
、
第
一
総
彰
仏
体
の
特
徴
で
あ
り
、
有
相
虚
妄
を
『
金
剛
経
』
で
証
し
て
い
る
。

六
根
清
浄
と
は
六
根
離
障
で
あ
り
、
一
切
無
礙
な
れ
ば
そ
れ
が
解
脱
で
あ
る
。
六
根
の
相
を
見
ず
、
清
浄
と
は
相
が
な
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い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
間
断
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
仏
で
あ
る
。

こ
こ
に
引
く
『
金
剛
経
』
を
印
順
は
「
無
相
」
の
意
に
と
っ
て
「
看
浄
」
の
経
証
と
す
る
（
邦p202

）。
し
か
し
、
そ
れ

で
は
「
解
脱
」
を
導
出
で
き
な
い
こ
と
は
後
述
す
る
。
身
心
得
離
念
は
身
心
不
見
、
身
心
如
、
身
心
解
脱
ま
で
、
結
論
的
な

提
示
で
あ
る
が
、
解
脱
は
別
所
で
は
、
解
脱
是
自
在
義
。…
…
若
随
六
塵
境
、
不
名
自
在
、
不
随
六
塵
境
、
属
是
自
在
。（
韓

（2018
）p205
）
と
、
自
在
を
義
と
す
る
な
ど
、
解
脱
の
義
は
、
種
々
の
同
義
語
に
翻
転
し
て
論
理
が
展
開
し
て
行
く
。

※
参
考　

諸
本
の
類
似
箇
所

1
‐
３　

問
、
是
没
是
不
思
不
議
。
答
、
心
不
思
、
口
不
議
。
心
不
思
、
心
如
、
心
離
系
縛
、
心
得
解
脱
、
口
不
議
、
色
如
、
色
離
繫

縛
、
色
得
解
脱
。
心
色
倶
離
繫
縛
、
是
名
不
可
思
議
解
脱
。（
韓
（2018

）p134

）

1
‐
３　

心
不
思
、
則
不
見
須
弥
芥
子
大
小
相
、
亦
不
見
有
入
不
見
不
有
入
。
作
如
是
見
乃
名
真
見
。
…
…
問
是
没
是
住
不
可
思
議
解
脱

法
門
。
起
心
思
議
是
縛
。
不
起
心
思
議
、
則
離
繫
縛
、
即
得
解
脱
。
心
不
思
、
心
如
是
智
、
口
不
議
色
如
是
恵
、
是
名
不
思
議
智
恵
解

脱
法
門
。（
韓
（2018

）pp135-6

）

３
‐
1　

離
心
心
如
、
離
身
身
如
、
身
心
如
如
、
随
境
不
起
、
即
是
如
来
平
等
法
身
。（
韓
（2018

）p165

）

４
‐
1　

不
見
身
、
身
解
脱
。
不
見
心
、
心
得
解
脱
。
身
心
惣
不
見
、
身
心
惣
解
脱
。
即
是
菩
提
心
。
若
存
身
心
相
、
身
心
不
得
解
脱
。

解
脱
是
自
在
義
。（
韓
（2018

）p205

）

1
‐
1
の
続
き

⑶
是
没
是
仏
？ 

仏
心
清
浄
、
離
有
離
無
。
身
心
不
起
、
常
守
真
如
。（
韓
（2018

）p115

）

仏
と
は
何
か
と
い
え
ば
、 

仏
心
清
浄
で
あ
っ
て
身
心
不
起
の
と
こ
ろ
に
常
に
真
如
を
守
る
、
六
根
清
浄
六
根
離
障
に
し
て
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一
切
無
礙
な
ら
ば
、
そ
れ
が
解
脱
な
の
で
あ
る
。
六
根
の
相
を
見
ず
、
清
浄
に
し
て
相
無
く
、
間
断
な
き
が
仏
で
あ
る
。
以

下
、
身
心
と
離
念
か
ら
解
脱
に
至
る
論
理
が
詳
説
さ
れ
る
。
で
は
真
如
と
は
何
か
、

1
‐
1
の
続
き

⑷
是
没
是
真
如
？ 

心
不
起
、
心
真
如
。
色
不
起
、
色
真
如
。
心
真
如
故
心
解
脱
。
色
真
如
故
、
色
解
脱
。
心
色
倶
離
、

即
無
一
物
、
是
大
菩
提
樹
。（
韓
（2018

）p115-6

）

真
如
と
は
何
か
。
身
心
不
起
に
し
て
、
常
に
真
如
を
守
る
、
真
如
と
は
不
起
、
心
色
不
起
が
心
色
真
如
で
あ
る
、
心
色

不
起
な
ら
ば
心
色
真
如
で
、
そ
れ
ぞ
れ
心
解
脱
、
色
解
脱
で
あ
る
。
心
色
の
倶
離
（
不
起
）
が
無
一
物
、
大
菩
提
樹
で
あ
る
。

こ
の
心
色
の
論
理
展
開
は
心
色
二
項
と
そ
の
統
合
（
心
色
倶
離
）
と
い
う
論
理
で
随
所
に
展
開
さ
れ
、
無
一
物
、
大
菩
提
樹

は
、
覚
性
円
満
、
如
来
平
等
法
身
（
同p116

）
と
も
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
覚
の
三
義
（
自
覚
覚
他
覚
満
）
に
対
応
す
る
。

覚
三
義
と
は
自
覚
覚
他
覚
満
の
三
義
だ
が
、
心
、
色
か
ら
心
色
倶
に
は
覚
三
義
は
心
（
自
覚
）
色
（
他
覚
）、
心
色
倶
離

（
覚
満
）
が
基
本
的
な
構
図
で
対
応
す
る
。（
後
述
）

伊
吹
氏
は
、
こ
の
心
色
を
起
信
論
の
用
例
に
よ
る
と
推
測
し
て
い
る
（
伊
吹
（2016

）p91

）。
即
ち
、「
顕
示
従
生
滅
門
入
真

如
門
、
所
謂
推
求
五
陰
、
色
之
与
心
。
六
塵
境
界
畢
竟
無
念
、
以
心
無
形
相
」（T

32 -579c ,

大
竹
（2018

）p222

）
の
一
段
を
提

示
す
る
。『
無
生
方
便
門
』
は
確
か
に
『
起
信
論
』
の
心
色
の
構
図
を
前
提
に
し
て
い
る
が
、
直
ち
に
五
陰
の
色
心
（
受
想
行

識
）
関
係
に
は
還
元
で
き
な
い
。『
起
信
論
』
の
六
塵
境
界
を
畢
竟
無
念
と
す
る
心
は
、
こ
の
直
前
に
も
、

所
謂
従
本
已
来
色
心
不
二
と
い
う
の
だ
が
、『
無
生
方
便
門
』
で
は
浄
法
界
の
心
（
一
切
境
界
本
来
一
心
、
離
於
想
念
）
に
対

し
て
十
八
界
も
ま
た
浄
法
界
の
色
真
如
で
あ
る
よ
う
な
心
色
関
係
で
あ
り
、『
起
信
論
』
の
「
離
心
則
無
六
塵
境
界
」
と
の

決
定
的
相
違
点
で
あ
ろ
う
。
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次
に
問
題
と
し
た
い
の
が
、
続
く
一
段
に
引
か
れ
る
、『
無
生
方
便
門
』
の
基
本
原
理
を
な
す
『
起
信
論
』
の
一
節
で
あ

る
。『
起
信
論
』
の
覚
義
に
始
ま
る
心
体
離
念
の
一
段
を
そ
の
ま
ま
敷
衍
し
て
、
法
界
一
相
以
下
の
諸
定
義
を
枚
挙
す
る
一

段
で
あ
る
。『
無
生
方
便
門
』
に
い
う
、

1
‐
1
の
続
き

⑸
仏
是
西
国
梵
語
、
此
地
往
翻
名
為
覚
。「
所
言
覚
義
者
、
為
心
体
離
念
。
離
念
相
者
、
等
虚
空
界
、
无
所
不
遍
。
法

界
一
相
、
即
是
如
来
平
等
法
身
。
於
此
法
身
、
説
名
本
覚
。」
覚
心
初
起
、
心
无
初
相
、
遠
離
微
細
念
、
了
見
心
性
、

性
常
住
、
名
究
竟
覚
。（
韓
（2018

）p116

）

語
は
『
起
信
論
』
心
生
滅
門
の
阿
梨
耶
識
の
定
義
に
続
く
一
段
「
所
言
覚
義
者
以
下
、
説
名
本
覚
。」「
覚
心
初
起
、
…
…

名
究
竟
覚
」
で
あ
る
。
覚
義
を
心
体
離
念
、
離
念
相
は
虚
空
界
に
等
し
く
、
無
所
不
遍
、
以
下
の
法
界
一
相
、
平
等
法
身
、

法
身
を
説
い
て
本
覚
と
為
す
ま
で
は
、
基
本
原
理
を
明
か
し
た
決
定
的
な
一
段
で
あ
る
。

『
起
信
論
』

⑥
に
い
う
、

心
生
滅
者
。
依
如
来
藏
、
故
有
生
滅
心
。
所
謂
不
生
不
滅
与
生
滅
和
合
、
非
一
非
異
、
名
為
阿
梨
耶
識
。

此
識
有
二
種
義
、
能
摂
一
切
法
、
生
一
切
法
。
云
何
為
二
。
一
者
覚
義
。
二
者
不
覚
義
。

所
言
覚
義
者
、
謂
心
体
離
念
。

離
念
相
者
、
等
虚
空
界
、
無
所
不
遍
、
法
界
一
相
、
即
是
如
来
平
等
法
身
。
依
此
法
身
、
説
名
本
覚
。
…
…

覚
心
初
起
、
心
無
初
相
。
以
遠
離
微
細
念
故
。
得
見
心
性
。
心
即
常
住
名
究
竟
覚
。
是
故
修
多
羅
説
。
若
有
衆
生
能
観

無
念
者
。
則
為
向
仏
智
故
。
又
心
起
者
。（T

32-576b,

大
竹
（2018

）p34/p112

）

阿
梨
耶
識
の
二
義
が
、
能
摂
一
切
法
、
生
一
切
法
、
と
い
う
能
摂
能
生
の
義
で
、
す
な
わ
ち
覚
、
不
覚
に
対
応
す
る
。

た
だ
了
見
心
性
、
性
常
住
、
名
究
竟
覚
は
『
起
信
論
』
の
ま
ま
で
は
な
い
。
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※
参
考　

諸
本
の
類
似
箇
所

2
‐
1　

和
言　

仏
是
西
国
梵
語
、
此
土
名
覚
。
釈
所
言
覚
者
、
謂
心
体
離
念
。
離
念
相
者
、
等
虚
空
界
、
无
所
不
遍
。
已
上
為
覚
義
。

法
界
一
相
、
已
上
為
覚
他
。
即
是
如
来
平
等
法
身
。
是
名
覚
満
。
依
此
法
身
、
説
名
本
覚
。
名
三
覚
。
…
…
覚
有
三
種
。（
韓
（2018

）

p142
）

3
‐
1　

仏
是
西
国
梵
語
、
此
地
往
翻
名
為
覚
。
覚
在
何
没
処
。
覚
在
心
裏
。
心
在
阿
没
処
。
心
在
身
裏
。
…
…
所
言
覚
者
為
身
心
離

念
。
離
念
是
仏
道
。（
韓
（2018

）p163

）

4
‐
1　

答
仏
西
方
梵
語
、
此
云
覚
。
所
言
覚
者
、
心
体
離
念
。
離
念
相
者
、
等
虚
空
界
、
无
所
不
遍
。
法
界
一
相
、
即
是
如
来
平
等

法
身
。
法
身
有
三
義
、
体
、
依
、
聚
。
離
念
是
体
、
依
体
修
行
不
間
断
故
、
由
不
間
断
、
恒
沙
煩
悩
成
無
漏
功
徳
聚
。
聚
是
不
散
義
。

問
云
何
是
三
覚
義
、
答
自
覚
覚
他
覚
満
。
自
覚
覚
心
、
覚
他
覚
色
、
心
色
倶
覚
、
名
為
覚
満
。
意
根
不
起
自
覚
、
五
根
不
起
覚
他
、
六

根
惣
不
起
名
為
覚
満
。（
韓
（2018
）p206

）

5
‐
1　

和
言　

仏
是
西
国
梵
語
、
此
土
名
為
覚
。
所
言
覚
者
、
離
念
相
看
、
等
虚
空
界
、
无
所
不
遍
。
法
界
一
相
、
即
是
如
来
平
等

法
身
。
法
身
有
三
義
、
体
、
依
、
聚
。
和
言　

解
時
来
、
離
念
是
体
、
依
体
修
行
、
由
修
行
故
、
得
不
間
断
、
煩
悩
恒
沙
得
。
…
…
（
韓

（2018

）p218

）

『
無
生
方
便
門
』
第
一
総
彰
仏
体
は
『
起
信
論
』「
為
心
体
離
念
」
を
以
て
根
本
原
理
「
離
念
（
と
し
て
の
体
）」
を
定
礎
す

る
。
こ
の
体
（
浄
心
、
心
不
起
）
か
ら
心
生
滅
門
の
覚
義
の
一
段
「
等
虚
空
界
、
无
所
不
遍
。
法
界
一
相
、
即
是
如
来
平
等
法

身
。
於
此
法
身
、
説
名
本
覚
。」（T

32-576b

）
に
連
な
る
の
で
あ
り
、
冒
頭
に
掲
げ
た
「
心
瞥
起
、
即
違
仏
性
、
是
破
菩
薩

戒
。
護
持
心
不
起
、
即
順
仏
性
、
是
持
菩
薩
戒
。」
と
い
う
二
項
の
構
図
の
上
で
、
離
念
之
体
、
心
不
起
、
無
心
に
対
す
る

心
瞥
起
の
諸
相
が
有
相
虚
妄
（『
金
剛
経
』
に
い
う
）
以
下
の
否
定
対
象
に
配
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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1
‐
1
の
続
き

⑹
仏
是
西
国
梵
語
、
此
地
往
翻
名
為
覚
。
所
言
覚
義
者
、
心
体
離
念
。
離
念
是
仏
義
、
覚
義
。
略
釈
仏
義
、
具
含
三

義
、
亦
名
即
心
方
便
。（
韓
（2018

）p116

）

さ
ら
に
仏
即
覚
義
に
つ
い
て
、
続
く
一
段
で
は
上
段
と
ほ
ぼ
同
文
が
引
か
れ
る
。
離
念
が
仏
義
と
す
る
が
、
元
来
の

『
起
信
論
』
心
生
滅
門
の
阿
梨
耶
識
の
覚
不
覚
を
め
ぐ
る
論
理
を
離
れ
、
た
だ
覚
の
一
義
を
摂
り
仏
即
覚
に
収
斂
さ
せ
て
い

る
⑦

。そ
の
仏
を
覚
義
に
釈
す
る
と
き
、
三
義
が
含
ま
れ
、
即
心
方
便
と
名
づ
け
る
。
以
下
『
起
信
論
』（
所
言
覚
義
者
、
心
体
離

念
）
か
ら
は
離
れ
て
、
仏
即
覚
義
に
覚
の
三
義
（
自
覚
、
覚
他
、
覚
満
）
を
立
て
、
心
色
、
主
客
と
云
っ
た
二
項
と
そ
れ
を
統

合
す
る
「
倶
」
を
覚
満
に
当
て
る
と
い
う
独
自
の
解
釈
を
展
開
す
る
。

1
‐
1
の
続
き

⑺
問
、
是
没
是
三
義
？ 

自
覚
、
覚
他
、
覚
満
。
離
心
自
覚
、
不
縁
五
根
。
離
色
覚
他
、
不
縁
五
塵
。
心
色
倶
離
、
覚

性
（
行
）
円
満
、
即
是
如
来
平
等
法
身
。
離
念
相
者
、
等
虚
空
界
、
无
所
不
遍
。（
韓
（2018

）p116

）

仏
の
三
義
と
は
自
覚
、
覚
他
、
覚
満
で
あ
る
。
離
心
が
自
覚
で
あ
り
、
五
根
に
縁
ら
ず
、
離
色
が
覚
他
で
あ
り
、
五
塵

を
縁
ぜ
ず
、
心
色
を
共
に
離
れ
れ
ば
覚
性
円
満
、
そ
れ
が
如
来
平
等
法
身
で
あ
る
。
離
念
の
相
は
虚
空
界
に
等
し
く
、
遍
か

ざ
る
所
無
し
。
心
色
が
と
も
に
五
根
五
塵
と
関
わ
ら
な
い
心
色
俱
離
は
浄
法
界
の
根
本
的
性
格
で
あ
り
、
離
念
之
体
と
い

う
べ
き
を
離
念
相
と
し
て
い
る
が
、
次
段
で
は
離
念
無
心
と
い
う
よ
う
に
、
離
念
に
意
味
が
あ
る
。『
起
信
論
』
に
諸
仏
如

来
法
身
平
等
、
遍
一
切
処
。（T

32-581c

大
竹
（2018

）p277

）
と
あ
る
を
承
け
る
が
、『
起
信
論
』
で
は
諸
仏
如
来
離
於
見
想
、

無
所
不
遍
と
い
い
、
衆
生
妄
見
に
対
す
る
如
来
の
力
能
の
意
だ
が
、『
無
生
方
便
門
』
で
は
離
念
之
体
に
等
し
い
。
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※
参
考　

諸
本
の
類
似
箇
所

2
‐
1　

仏
是
覚
。
覚
有
三
種
、
一
自
覚
、
二
覚
他
、
三
覚
満
。
釈
言
、
離
心
名
自
覚
、
離
色
名
覚
他
、
心
色
倶
離
、
名
覚
満
。
満
者
、

謂
一
念
離
、
一
切
離
、
無
離
無
不
離
、
即
是
満
浄
如
来
。（
韓
（2018

）p143

）

４
‐
1　

問
、
云
何
是
三
覚
義
。
答
自
覚
覚
他
覚
満
。
自
覚
覚
心
、
覚
他
覚
色
、
心
色
倶
覚
名
為
覚
満
。
意
根
不
起
自
覚
、
五
根
不
起

覚
他
、
六
根
惣
不
起
名
為
覚
満
。
問
云
、
何
自
利
利
他
、
悉
円
満
。
答
、
意
根
不
起
自
利
、
五
根
不
起
利
他
、
六
根
惣
不
起
、
名
自
利

利
他
悉
自
円
満
。（
韓
（2018

）p206

）

覚
の
三
義
を
立
て
、
自
覚
は
離
心
で
あ
り
五
根
に
縁
ぜ
ず
、
覚
他
は
離
色
で
あ
り
五
塵
を
縁
ぜ
ず
、
心
色
倶
離
す
る
の
が

覚
性
円
満
、
如
来
平
等
法
身
で
あ
る
。
三
義
を
問
う
て
以
降
、
諸
語
義
の
定
義
が
提
示
さ
れ
る
。
曰
く
等
虚
空
界
、
法
界
、

浄
法
界
、
仏
界
、
再
度
、
浄
法
界
、
如
来
、
三
身
仏
、
法
身
体
、
最
後
に
聚
義
を
問
う
て
第
一
総
彰
仏
体
は
閉
じ
る

⑧
。

1
‐
1
の
続
き

⑻
問
、
是
没
是
等
虚
空
界
、
无
所
不
遍
。
是
没
是
遍
不
遍
。
答
、
虚
空
无
心
、
離
念
无
心
、
无
心
則
等
虚
空
界
、
无
所

不
遍
。
有
念
則
不
遍
、
離
念
即
遍
、
法
界
一
相
、
則
是
如
来
平
等
法
身
。（
韓
（2018

）p116

）

無
心
な
れ
ば
虚
空
に
等
し
く
、
有
念
は
不
遍
で
あ
る
。
離
念
が
遍
で
あ
り
、
法
界
一
相
で
あ
る
、
こ
れ
が
如
来
平
等
法

身
で
あ
る
。

身
心
離
念
が
心
身
解
脱
で
あ
る
と
し
て
、
清
浄
即
離
障
に
説
き
及
び
、
六
根
清
浄
は
六
根
離
障
、
一
切
無
礙
が
即
ち
解

脱
（
韓
（2018

）p115

）
を
受
け
て
、「
離
心
自
覚
、
不
縁
五
根
、
離
色
覚
他
、
不
縁
五
塵
」
と
、
心
色
（
自
覚
、
覚
他
）
が
根
塵

に
不
縁
で
あ
る
こ
と
を
染
浄
、
凡
聖
と
い
っ
た
二
項
の
不
可
分
の
論
理
と
し
て
示
し
、
あ
ら
た
め
て
、
法
界
を
十
八
界
と
し
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て
展
開
す
る
の
が
、
以
下
の
一
段
で
あ
る
。

1
‐
1
の
続
き

⑼
問
、
是
没
是
法
界
。
意
知
是
法
界
、
是
十
八
界
。
眼
見
意
知
、
念
起
、
多
想
生
、
隔
障
不
通
。
是
染
法
界
、
是
衆
生
界
。

（
韓
（2018

）p117

）

法
界
一
相
、
則
是
如
来
平
等
法
身
と
い
う
『
起
信
論
』
由
来
の
語
を
承
け
て
、
で
は
法
界
と
は
何
か
が
問
わ
れ
る
。

法
界
以
後
、
浄
法
界
、
仏
界
の
諸
定
義
が
提
示
さ
れ
た
が
、
再
度
、
浄
法
界
の
義
が
問
わ
れ
、
十
八
界
の
染
浄
を
め
ぐ
っ
て

展
開
す
る
。
つ
ま
り
法
界
一
相
に
対
し
、
意
が
働
き
だ
す
と
、
法
界
は
十
八
界
だ
と
展
開
す
る
。
こ
の
十
八
界
は
眼
根
以
下

諸
根
の
作
用
が
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
『
無
生
方
便
門
』
の
論
理
は
、
意
に
意
知
念
起
と
意
知
離
念
を
分
か
っ
て
、
前
者
を

染
法
界
、
是
衆
生
界
、
後
者
を
浄
法
界
、
是
仏
界
に
区
分
す
る
。

『
起
信
論
』
の
阿
梨
耶
識
に
準
じ
て
云
え
ば
、
法
界
一
相
を
摂
一
切
法
の
体
と
し
て
、
十
八
界
を
阿
梨
耶
識
の
生
一
切
法
の

用
と
し
て
理
解
で
き
る
が
、『
無
生
方
便
門
』
の
関
心
は
意
知
念
起
（
染
法
界
衆
生
界
）
と
意
知
離
念
（
浄
法
界
仏
界
）
の
二
分
に

あ
る
。
法
界
と
は
何
か
、
法
界
一
相
の
一
方
で
、
意
が
対
境
の
法
に
作
用
し
て
、
直
ち
に
十
八
界
に
展
開
す
る
。
そ
の
法
界

が
、
十
八
界
を
構
成
要
素
と
し
つ
つ
も
、
六
根
六
識
六
塵
が
作
用
（
念
起
）
す
れ
ば
、
想
を
生
じ
て
障
害
と
な
る
。
眼
に
見
て

意
が
知
る
、
念
が
起
き
て
多
想
が
生
ま
れ
、
障
と
な
っ
て
通
じ
な
い
、
こ
れ
が
染
法
界
、
衆
生
界
（
に
堕
す
）
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
十
八
界
の
一
々
は
そ
の
ま
ま
で
も
逆
に
離
念
で
あ
れ
ば
隔
障
が
な
い
、
そ
れ
は
浄
法
界
、
仏
界
で
あ
る
。

即
ち
1
‐
1
の
続
き

⑽
是
没
是
浄
法
界
？ 

眼
見
意
知
離
念
、
即
無
隔
障
、
是
浄
法
界
、
是
仏
界
。（
韓
（2018

）p117

）

浄
法
界
と
は
何
か
、
眼
に
見
て
意
が
知
る
も
離
念
な
ら
ば
隔
障
が
無
い
、
こ
れ
が
浄
法
界
、
仏
界
で
あ
る
。
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法
界
一
相
と
十
八
界
は
舒
巻
関
係
で
あ
り
、
体
用
関
係
と
も
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
基
本
構
図
に
、
十
八
界
を
用
の
場
面

と
し
て
、
意
の
作
用
の
有
無
、
離
念
と
念
起
が
分
か
た
れ
、
そ
の
ま
ま
染
法
界
と
浄
法
界
の
二
種
に
対
置
さ
れ
る
。

こ
の
染
浄
関
係
に
も
依
然
と
し
て
、
冒
頭
の
心
起
心
不
起
、
瞥
起
不
起
を
仏
性
違
順
、
あ
る
い
は
体
用
関
係
に
配
し
た

基
本
論
理
が
働
い
て
い
る
。

次
の
問
い
で
は
そ
の
浄
法
界
、
仏
界
を
問
う
、

1
‐
1
の
続
き

⑾
是
没
是
仏
界
。
法
界
一
相
、
意
知
処
是
法
、
是
（
法
）
界
。
眼
見
色
、
耳
聞
声
、
鼻
覚
香
、
舌
知
味
、
身
覚
触
、
意

知
法
、
意
通
知
上
五
種
法
。
若
心
起
同
縁
、
即
是
染
法
界
。
是
衆
生
界
。
若
不
起
心
同
縁
、
即
是
浄
法
界
、
是
仏
界
。

（
韓
（2018

）p117

）

仏
界
と
は
何
か
、
法
界
は
一
相
で
あ
り
、
意
の
知
る
処
と
は
、
法
で
あ
り
界
で
あ
る
。
眼
見
色
等
々
、
六
根
六
識
六
境

の
作
用
を
意
が
通
じ
て
五
種
法
を
知
る
。
も
し
心
が
同
様
に
起
こ
れ
ば
（
心
起
同
縁
）、
染
法
界
、
衆
生
界
で
あ
る
。

も
し
心
が
同
縁
に
起
き
な
け
れ
ば
（
不
起
心
同
縁
）、
そ
れ
が
浄
法
界
、
仏
界
で
あ
る
。
再
度
、
染
法
界
が
心
起
に
替
わ
っ

て
意
識
の
同
縁
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。

1
‐
1
の
続
き　

⑿
法
界
一
相　

於
十
八
界
中
有
二
、
一
染
一
浄
。
先
染
後
浄
。
眼
見
色
、
意
識
同
縁
知
、
眼
等
五
根
依
塵
、
五
処
起

染
。（
即
）
一
切
処
染
、
即
是
染
法
界
、
是
衆
生
界
。（
韓
（2018

）p117
）

か
く
し
て
法
界
一
相
を
展
開
し
た
十
八
界
に
は
染
浄
の
二
あ
り
。
眼
見
色
（
眼
処
）
に
こ
こ
で
は
意
識
が
働
け
ば
（
意
識
同
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縁
知
）、
眼
等
五
根
は
皆
な
同
様
に
塵
に
よ
っ
て
五
処
起
染
、
一
切
処
染
と
な
る
、
そ
れ
が
染
法
界
、
衆
生
界
で
あ
る
。

そ
し
て
上
に
続
く
一
段
、
再
度
、
浄
法
界
の
定
義
で
あ
る
。

1
‐
1
の
続
き　

⒀
問
、
是
没
是
浄
法
界
。
浄
法
界
者
、
於
離
念
中
、
眼
見
色
、
不
分
別
、
即
於
眼
処
得
解
脱
。
余
四
亦
同
。
五
処
解

脱
、
即
一
切
処
解
脱
、
一
切
処
解
脱
、
即
一
切
処
浄
、
即
是
浄
法
界
、
是
仏
界
。

離
念
相
者
、
等
虚
空
界
、
無
所
不
遍
、
属
自
、
法
界
一
相
、
属
他
。（
韓
（2018

）p116-7

）

※
参
考　

諸
本
の
類
似
箇
所

２
‐
1　

眼
見
色
、
意
同
知
、
染
法
界
、
心
不
起
、
不
同
知
浄
法
界
。
余
根
准
上
。（
韓
（2018

）p145

）

６
‐
５
？
所
以
言
大
空
者
、
五
根
与
塵
合
時
、
意
識
不
以
五
識
同
縁
、
五
識
無
分
別
、
則
是
空
。
空
則
是
智
、
智
則
是
成
所
作
智
。
智

中
含
恵
、
故
名
大
恵
。
…
…
塵
不
見
根
、
根
離
染
、
則
是
大
恵
。
…
…
（
韓
（2018

）p223

）

浄
法
界
と
は
、
離
念
中
に
あ
っ
て
は
、
眼
が
色
を
見
る
も
、
分
別
し
な
い
こ
と
、
そ
れ
が
眼
処
に
解
脱
を
得
る
こ
と
（
眼

処
解
脱
）
で
あ
る
。
余
の
四
処
も
同
様
で
あ
る
。
念
不
起
の
処
（
根
識
は
色
に
作
用
し
て
も
意
の
分
別
は
働
か
な
い
）、
離
念
中
で

は
五
根
に
対
し
意
が
不
分
別
で
あ
る
、
そ
れ
が
五
根
の
五
処
解
脱
で
あ
り
、
一
切
処
解
脱
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
一
切
処
浄
で

あ
り
、
浄
法
界
、
仏
界
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
五
処
起
染
、
一
切
処
染
、
即
染
法
界
、
衆
生
界
と
五
処
解
脱
、
一
切
処
解
脱
、
浄
法
界
、
仏
界
と
、
染
浄
（
解

脱
）
が
端
的
に
対
比
さ
れ
る
が
、
染
浄
の
二
種
法
界
の
相
違
は
、
意
根
と
五
根
の
関
係
（
意
知
法
）
に
対
し
心
の
起
不
起
が
、
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あ
る
い
は
前
五
識
（
眼
耳
鼻
舌
身
）
と
意
識
の
合
相
に
お
い
て
、
意
識
の
作
用
有
無
（
分
別
不
分
別
）
が
染
浄
、
生
仏
を
分
け
る
。

離
念
中
「
意
不
起
（
不
分
別
）」
の
眼
見
色
不
分
別
、
延
い
て
は
五
根
不
分
別
が
五
処
解
脱
、
一
切
処
解
脱
で
あ
り
、
一
切

処
浄
、
浄
法
界
、
仏
界
で
あ
る

⑨
。

※
参
考　

諸
本
の
類
似
箇
所

1
‐
２　

同
形
の
論
理　

心
不
起
是
根
本
智
と
知
見
自
在
、
則
不
染
六
塵
は
後
得
智
、
浄
法
界
、
仏
界
は
根
本
智
、

知
見
自
在
即
不
染
六
塵
。
明
知
知
見
自
在
於
証
後
得
、
為
諸
（
証
）
後
得
智
。
根
本
後
得
、
処
処
分
明
、
処
処
解
脱
、
処
処
修
行
。
眼
見

色
、
心
不
起
是
根
本
智
、
見
自
在
是
後
得
智
。
耳
聞
声
、
心
不
起
是
根
本
智
、
聞
自
在
是
後
得
智
。（
韓
（2018

）p125

）

1
‐
３　

心
不
思
、
口
不
議
。（
韓
（2018

）p134

）

於
空
無
相
無
作
法
中
、
以
自
調
伏
、
名
之
為
慧
。
五
陰
空
、
空
解
脱
、
六
塵
無
思
、
無
相
解
脱
、
心
無
所
縁
、
無
作
解
脱
、
是
名
三
解

脱
門
。（
宇
井
（1935

）p364

）

２
‐
1　

通　

法
界
一
相　

和
問
、
法
是
麼
。
子
言
意
知
名
法
、
意
知
五
根
法
所
到
、
名
界
。
眼
見
色
、
意
同
知
、
染
法
界
。
心
不
起
、

不
同
知
、
浄
法
界
。
余
根
准
上
。
以
通
六
根
陀
羅
尼
。
出
『
仏
名
経
』
第
六
巻
、
若
自
在
並
名
仏
。

問
仏
是
何
。
子
云
、
是
覚
、
覚
是
離
。
眼
離
一
切
色
、
是
名
眼
陀
羅
尼
自
在
仏
。
余
准
上
。（
韓
（2018

）p144

）

２
‐
1　

眼
見
色
、
意
同
知
、
染
法
界
、
心
不
起
、
不
同
知
、
浄
法
界
。
悉
摂
一
切
色
塵
、
是
名
惣
持
度
門
、
是
名
自
在
。
余
准
上
、

眼
界
色
界
眼
識
界
、
余
根
准
上
。（
韓
（2018

）p145

）

２
‐
1　

法
界
一
相
者
。
意
知
是
法
界
、
是
十
八
界
。
眼
見
意
知
、
念
起
、
多
想
生
、
隔
障
不
通
。
是
染
法
界
、
是
衆
生
界
。
眼
見
意

知
、
離
念
、
即
無
隔
障
、
法
界
一
相
者
。（
韓
（2018

）p165

）

３
‐
1　

法
界
一
相
…
…
同
文
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法
界
一
相
者
、
意
知
是
法
界
、
是
十
八
界
。
眼
見
意
知
、
念
起
、
多
想
生
、
隔
障
不
通
。
即
是
染
法
界
、
是
衆
生
界
。
眼
見
意
知
離
念
、

即
無
隔
障
、
即
是
浄
法
界
、
是
仏
界
。（
韓
（2018

）p165

）

３
‐
２　

明
知
知
見
自
在
、
於
証
後
得
、
名
後
得
智
。
眼
見
色
、
心
不
起
是
根
本
智
、
見
自
在
是
後
得
智
。
…
…
根
本
後
得
、
処
処
分

明
、
処
処
解
脱
、
処
処
修
行
。
根
根
不
起
証
証
浄
、
心
心
不
起
根
根
聖
。（
韓
（2018

）p173

）

３
‐
３　

心
不
思
、
口
不
議
。
心
不
思
心
如
、
口
不
議
身
如
、
身
心
如
如
、
即
是
不
思
議
如
如
解
脱
。（
韓
（2018

）p185

）

３
‐
５　

意
根
是
智
門
、
五
根
是
恵
門
。（
韓
（2018

）p202

）

３
‐
５　

眼
見
色
、
心
不
起
是
真
空
、
色
不
染
根
、
見
自
在　

是
妙
有
（
韓
（2018

）p198

）、
心
不
起
是
真
空
、
見
聞
覚
知
是
妙
有
（
韓

（2018

）p207

）

４
‐
1　

問
云
何
法
界
一
相
。
答
法
界
一
相
即
是
無
相
、
無
相
即
実
相
、
実
相
是
法
身
体
。
問
云
何
浄
法
界
、
答
心
起
是
染
法
界
、
不

起
心
是
浄
法
界
。
問
云
何
開
閉
一
切
悪
趣
門
、
十
八
不
共
法
。
答
眼
耳
鼻
舌
身
意
内
有
六
根
、
外
有
六
塵
、
中
間
六
識
、
三
六
十
八
界
。

六
根
不
起
六
道
不
生
、
六
道
不
生
即
是
開
閉
、
一
切
諸
悪
趣
門
、
常
在
於
彼
無
為
安
楽
。
…
…
（
韓
（2018

）p206-7,p208

）

４
‐
1　

六
根
不
動
是
開
方
便
門
。
…
…
心
不
起
是
体
、
見
聞
覚
知
是
用
。（
韓
（2018

）p210

）

印
順
『
中
国
禅
宗
史
』
で
強
調
す
る
「
不
動
」

⑩
に
つ
い
て
、
若
干
言
及
し
て
お
き
た
い
。
即
ち
、『
無
生
方
便
門
』
第

一
総
彰
仏
体
に
続
く
第
二
開
智
慧
門
は
、『
法
華
経
』
を
依
用
し
て
開
智
慧
、
開
仏
知
見
の
修
行
を
明
か
す
。
第
二
開
智
慧

門
は
、
本
稿
の
範
囲
外
で
あ
る
の
で
、
最
小
限
の
言
及
に
留
め
る
が
、
同
章
に
つ
い
て
印
順
は
「
不
動
」
の
語
に
注
目
す

る
。
即
ち
、
第
二
冒
頭

和
尚
打
木
、
問
言
、
聞
声
不
？ 

聞
、
不
動
。
此
不
動
是
従
定
発
恵
方
便
、
是
開
恵
門
。
聞
是
恵
、
此
方
便
非
但
能
発

恵
、
亦
能
正
定
、
是
開
智
門
。
即
得
智
是
名
開
智
門
（
韓
（2018

）p120
）
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に
始
ま
る
一
段
、
印
順
も
、
聞
に
し
て
不
動
こ
そ
定
か
ら
恵
を
起
こ
す
方
法
で
あ
る
と
い
う
が
、
次
の
開
恵
門
（
能
発
恵
）、

開
智
門
（
能
正
定
）
の
弁
別
が
曖
昧
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

是
没
是
不
動
。
答
心
不
動
。
心
不
動
是
定
、
是
智
、
是
理
。
耳
根
不
動
是
色
、
是
事
、
是
恵
。
此
不
動
是
従
定
発
恵
方

便
開
恵
門
。（
韓
（2018

）p121

）

心
不
動
は
定
、
智
、
理
、
耳
根
不
動
は
色
、
事
、
恵
の
関
係
で
あ
り
、「
五
根
惣
是
恵
門
」
に
対
し
「
非
但
能
発
恵
、
亦

能
正
定
、
是
開
智
門
」
に
続
け
て
、「
意
根
為
智
門
」「
意
根
不
動
是
開
智
門
」
と
い
っ
て
、
意
の
不
動
こ
そ
開
智
の
定
義
な

の
で
あ
る
。
印
順
が
次
に
引
く
一
段
、

菩
薩
開
得
恵
門
、
聞
是
恵
、
於
耳
根
辺
証
得
聞
恵
、
知
六
根
本
来
不
動
、
有
声
無
声
声
落
謝
、
常
聞
。（
韓
（2018

）p122

）

こ
の
一
段
に
つ
い
て
印
順
は
以
悟
入
六
根
本
来
不
動
―
―
耳
等
見
聞
覚
知
性
常
在
為
方
便
、
開
発
智
慧
（
印
順
（1971

）

p145/184

）
と
い
う
が
、
六
根
本
来
不
動
を
知
る
の
は
意
の
能
力
で
あ
っ
て
、
意
根
不
動
が
智
、
六
根
不
動
が
恵
の
関
係
は

第
一
総
彰
仏
体
で
見
た
「
意
不
起
」
の
論
理
に
等
し
い
の
で
あ
る
。
本
来
、
第
二
開
智
門
の
課
題
は
根
本
智
を
明
か
す
に
あ

る
。
即
ち
、

1
‐
２　

眼
見
色
心
不
起
、
是
根
本
智
。
見
自
在
是
後
得
智
。
…
…
意
知
法
心
不
起
、
是
根
本
智
。
知
自
在
、
是
後
得

智
。（
韓
（2018

）p125

）

こ
の
根
本
智
と
後
得
智
の
関
係
は
、
眼
以
下
の
四
根
も
同
様
で
あ
る
。
意
根
不
動
も
心
不
起
も
根
本
智
で
あ
り
、
そ
れ

は
解
脱
根
本
無
分
別
智
に
収
斂
す
る
の
で
あ
る
。

第
二
開
智
慧
門
で
は
、
心
色
の
不
動
が
定
（
智
、
理
）
と
慧
（
事
）
に
配
さ
れ
従
定
発
慧
の
開
慧
門
と
な
る
。「
意
根
不
動

是
開
智
門
」
と
「
聞
声
耳
根
不
動
、
是
開
慧
門
」（
韓
（2018

）p120

）
の
関
係
が
「
六
根
本
来
不
動
」
を
導
く
等
々
、
第
一
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総
彰
仏
体
の
論
理
を
想
起
さ
せ
る
説
示
が
頻
出
す
る
の
は
容
易
に
看
取
で
き
る
。
第
二
で
も
、
智
恵
、
根
本
智
と
後
得
智
、

六
根
不
動
、
と
云
っ
た
論
理
が
展
開
す
る
が
、
そ
の
基
本
構
図
は
、
二
項
対
立
と
そ
の
総
合
（
覚
三
義
の
よ
う
に
）
と
、
共
通

点
と
一
貫
性
が
あ
る
。

つ
ま
り
不
動
は
『
無
生
方
便
門
』
の
離
念
之
体
に
通
じ
る
根
本
義
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
唐
突
に
使
用
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
。
今
は
『
随
自
意
三
昧
』
や
『
法
華
経
安
楽
行
義
』
に
も
説
か
れ
る
不
動
を
確
認
し
て
お
く

⑪
。

慧
思
『
随
自
意
三
昧
』
中
に
、

名
檀
波
羅
蜜
。
於
諸
衆
生
無
所
損
傷
、
離
罪
福
想
、
名
尸
波
羅
蜜
。
菩
薩
行
時
、
心
想
不
起
、
亦
不
動
搖
、
無
有
住

処
、
十
八
界
一
切
法
不
動
、
故
名
為
羼
提
波
羅
蜜
、
…
…
念
念
具
足
六
波
羅
蜜
。（Z98-688b

）

あ
る
い
は
慧
思
『
法
華
経
安
楽
行
義
』
に
、

観
此
妄
念
、
畢
竟
無
心
、
無
我
無
人
…
無
所
得
故
、
是
名
不
動
。
如
随
自
意
三
昧
中
説
。
菩
薩
自
於
十
八
界
中
、
心
無

生
滅
。
亦
教
衆
生
無
生
滅
。
始
従
生
死
、
終
至
菩
提
、
一
切
法
性
畢
竟
不
動
。
所
謂
眼
性
色
性
識
性
、
耳
鼻
舌
身
意

性
、
乃
至
声
香
味
触
法
性
、
耳
識
因
縁
生
諸
受
性
、
鼻
舌
身
意
識
因
縁
生
諸
受
性
、
無
自
無
他
、
畢
竟
空
故
、
是
名
不

動
。（T

46-700c

）

等
々
、『
随
自
意
三
昧
』
は
そ
も
そ
も
六
威
儀
禅
定
に
お
い
て
六
波
羅
蜜
を
行
じ
る
の
で
あ
り
、
歴
縁
対
境
止
観
の
原
形

を
提
供
し
て
い
る
の
だ
が
、
菩
薩
行
威
儀
に
お
い
て
心
想
不
起
、
十
八
界
一
切
法
不
動
と
い
い
、『
法
華
経
安
楽
行
義
』
の

一
切
法
性
畢
竟
不
動
、
畢
竟
空
故
、
是
名
不
動
等
は
智
顗
の
対
境
止
観
に
忠
実
に
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
後
述
）
⑫

。

十
八
界
に
問
題
を
戻
す
と
、『
起
信
論
』
の
文
脈
で
は
推
求
五
陰
、
六
塵
境
界
、
一
切
色
法
、
一
切
境
界
と
い
っ
た
語
句

は
散
見
で
き
る
が
、
法
界
一
相
が
十
八
界
（
陰
入
界
）
に
展
開
す
る
論
理
は
直
接
に
は
見
ら
れ
な
い
。
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し
か
し
、『
無
生
方
便
門
』
は
法
界
一
相
に
意
が
介
在
す
る
こ
と
（
意
知
法
）
で
十
八
界
に
論
理
を
展
開
さ
せ
た
。

法
界
一
相
と
十
八
界
（
陰
入
界
）
は
、
体
用
関
係
と
も
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
（
法
界
一
相
と
法
界
十
八
界
の
体
用
、
展
摂
関
係
は

『
起
信
論
』
の
関
心
外
で
あ
る
）、
こ
の
体
用
も
離
念
、
心
不
起
、
浄
と
有
念
、
心
瞥
起
、
染
の
二
項
対
立
的
配
置
と
し
て
冒
頭
の

仏
性
違
順
に
遡
る
基
本
論
理
で
あ
る
。
眼
見
色
心
不
起
、
是
根
本
智
。（
韓
（2018

）p173

）

こ
の
法
界
一
相
と
十
八
界
の
架
橋
は
、『
起
信
論
』
に
依
り
な
が
ら
根
塵
識
、
十
八
界
を
浄
法
界
と
し
て
「
一
切
処
解

脱
」
を
導
出
す
る
論
理
に
展
開
し
た
の
は
『
無
生
方
便
門
』
の
独
自
性
と
云
え
る
。
問
題
は
意
と
五
根
と
の
関
係
、
特
に
意

根
の
分
別
の
有
無
が
、
染
浄
の
分
岐
点
、
五
処
起
染
と
五
処
解
脱
の
分
岐
点
で
あ
る
。
十
八
陰
入
界
の
論
理
の
追
跡
が
必
要

な
の
で
あ
る
。（
大
竹
（2018
）pp109-111

参
照
、
後
述
）

す
で
に
宇
井
（1935

）
が
宗
密
『
圓
覚
経
大
疏
釈
義
鈔
』
巻
三
之
下
（Z14-554a

）
の
地
文
に
沿
っ
て
『
五
方
便
』
の
全
体

を
分
析
し
て
い
る

⑬
。
宗
密
『
大
疏
鈔
』
に
引
く
「
第
一
総
彰
仏
体
」
の
一
段
で
は
、

眼
見
色
、
意
同
知
染
法
界
、
意
不
同
知
浄
法
界
と
い
う
だ
け
で
眼
処
得
解
脱
や
、
五
処
解
脱
に
言
及
し
な
い
。
宗
密
の

引
く
第
二
開
智
慧
門
に
は
、
眼
見
色
、
不
被
色
塵
礙
、
眼
菩
提
云
々
（
宇
井
（1935

）p361

）
の
文
も
見
え
る
が
、
そ
れ
を
円

満
大
菩
提
、
根
本
智
と
分
類
す
る
だ
け
で
あ
る
。
宇
井
の
解
説
も
『
大
疏
鈔
』
の
逐
語
解
説
で
あ
っ
て
、「
十
八
界
分
は
常

に
空
寂
で
あ
り
、
細
か
に
い
へ
ば
、
根
根
凡
て
空
、
塵
塵
皆
静
、
更
に
無
心
聖
正
で
あ
る
」「
眼
が
色
を
見
れ
ば
、
こ
れ
色

心
対
立
で
あ
る
か
ら
、
妄
念
の
現
は
れ
で
あ
り
、
従
っ
て
意
は
、
眼
と
同
じ
く
、
染
法
界
を
知
り
、
浄
法
界
を
知
る
こ
と
は

な
い
」

⑭
と
染
法
界
、
浄
法
界
を
心
瞥
起
即
十
八
界
、
無
心
即
一
相
で
整
理
す
る
だ
け
で
あ
る
（
同
書
の
「
北
宗
残
巻
」
で
は
五

処
解
脱
即
一
切
処
解
脱
の
件
を
採
録
し
て
い
る
（
同
書p452

）。
ま
た
第
二
門
で
「
意
と
五
根
と
の
不
動
で
、
智
慧
門
が
開
い
て
、
知
見
が
明

か
と
な
る
」
と
か
「
眼
が
色
を
見
て
、
其
色
塵
に
障
礙
せ
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
眼
は
菩
提
で
あ
る
」（
同
書p362

）
と
解
説
し
て
い
る
が
、
宗

密
同
様
、
そ
れ
以
上
の
分
析
で
は
な
い
）。
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※
参
考　

諸
本
の
類
似
箇
所

２
‐
1　

覚
三
義
、
染
浄
法
界
。
…
…
六
根
解
脱
門
云
、
眼
空
無
我
、
無
我
所
性
自
空
。
余
准
上
。
耳
根
無
我
、
無
我
所
性
自
空
、
余
准

上
。
如
来
平
等
法
身
。（
韓
（2018

）p143-146

）

４
‐
1　

問
見
身
不
、
答
不
見
。
問
見
心
不
、
答
不
見
。
不
見
身
、
身
解
脱
、
不
見
心
、
心
解
脱
。
身
心
惣
不
見
、
身
心
惣
解
脱
、
即

是
菩
提
心
。
若
存
身
心
相
、
身
心
不
得
解
脱
。
解
脱
是
自
在
義
。
不
見
身
心
相
、
無
去
亦
無
来
。
蕩
然
無
一
物
、
菩
提
門
自
開
。
…
…
解

脱
是
自
在
義
。
若
随
貪
嗔
痴
、
不
名
自
在
義
。
不
随
貪
嗔
痴
、
是
則
自
在
義
。
若
随
六
塵
境
、
不
名
自
在
、
不
随
六
塵
境
、
即
是
自
在
。

（
韓
（2018

）p205
）

５
‐
1　

不
見
身
、
身
解
脱
、
不
見
心
、
心
解
脱
。
身
心
惣
不
見
、
身
心
相
為
、
其
大
之
在
心
、
無
去
亦
無
来
。
蕩
然
無
一
物
、
菩
提

門
自
開
。（
韓
（2018

）p217
）

か
く
し
て
十
八
界
の
分
析
は
、
染
法
界
が
衆
生
界
、
浄
法
界
は
仏
界
の
二
法
界
（
法
界
一
相
、
於
十
八
界
中
有
二
、
一
染
一

浄
）
に
分
か
ち
、
衆
生
（
染
）、
仏
（
浄
）
が
対
比
さ
れ
る
。

で
は
な
ぜ
染
浄
の
二
が
あ
る
の
か
と
云
え
ば
、『
起
信
論
』
の
染
浄
の
二
分
法
が
想
起
さ
れ
る
が
、『
起
信
論
』
が
心
生

滅
門
、
四
種
の
法
薫
習

⑮
と
し
て
理
解
す
る
の
に
対
し
、『
無
生
方
便
門
』
で
は
冒
頭
に
掲
げ
る
心
体
離
念
の
「
体
」
の
根

本
定
義
に
よ
る
。
体
は
不
動
に
し
て
寂
静
、
浄
に
し
て
能
摂
、
本
覚
の
故
に
覚
は
仏
義
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
二
項
対
立
的
に

染
浄
は
区
分
さ
れ
、
特
徴
的
な
種
々
の
同
義
語
に
よ
る
二
項
対
立
の
分
類
の
構
図
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

先
に
は
、
覚
の
三
義
を
め
ぐ
っ
て
、

⑺
自
覚
、
覚
他
、
覚
満
。
離
心
自
覚
、
不
縁
五
根
。
離
色
覚
他
、
不
縁
五
塵
。
心
色
倶
離
、
覚
性
（
行
）
円
満
、
即
是



51

一切処解脱――『大乗無生方便門』と対境止観――

如
来
平
等
法
身
。（
韓
（2018

）p116

）

離
心
は
五
根
を
縁
ぜ
ず
、
離
色
は
五
塵
を
縁
ぜ
ず
、
心
色
倶
離
、
覚
性
円
満
と
、
離
心
離
身
の
論
理
を
展
開
し
て
い
る
。

そ
の
前
段
で
は
、
染
浄
の
別
が
説
か
れ
、
染
浄
は
衆
生
界
と
仏
界
に
も
配
当
さ
れ
、
心
色
等
二
項
の
倶
離
が
、
自
覚
覚
他
か

ら
覚
満
の
覚
三
義
に
も
、
配
当
で
き
る
。

そ
れ
は
冒
頭
の
心
瞥
起
と
心
不
起
の
関
係
で
も
あ
る
が
、
同
じ
く
覚
の
三
義
の
次
の
段
で
法
界
を
問
い
、

意
知
是
法
界
、
是
十
八
界
。
眼
見
意
知
、
念
起
、
多
想
生
、
隔
障
不
通
。
是
染
法
界
是
衆
生
界
。（
韓
（2018

）p116

）

意
が
働
い
て
念
起
す
れ
ば
、
そ
れ
は
染
法
界
、
衆
生
界
で
あ
る
。
不
縁
五
根
不
縁
五
塵
も
、
六
根
六
境
を
自
覚
覚
他
に
配
し

た
だ
け
で
、
別
の
論
理
で
は
な
い
。

1
‐
1
の
続
き

浄
法
界
を
問
う
最
後
に
、

⒁
離
念
相
者
、
等
虚
空
界
、
無
所
不
遍
、
属
自
、
法
界
一
相
、
属
他
。（
韓
（2018

）p117

）

と
い
う
の
も
、
２
‐
1
に
「
無
所
不
遍
。
已
上
為
覚
義
。
法
界
一
相
、
已
上
為
覚
他
」
と
も
云
い
、
属
自
は
自
覚
、
属
他
は

他
覚
の
意
味
で
あ
る

⑯
。

こ
の
直
後
に　

如
来
の
義
を
問
う
て
、

⒂
離
心
心
如　

離
色
色
如
、
心
色
倶
如　

即
覚
満　

覚
満
即
是
如
来
。
又
意
根
不
起
、
心
如
、
五
根
不
起
、
色
如
。
心

色
如
如
、
不
随
境
起
、
即
是
如
来
平
等
法
身
。
於
此
法
身
、
説
名
本
覚
。
覚
心
初
起
、
心
無
初
相
、
遠
離
微
細
念
、
了

見
心
性
。
性
常
住
、
名
究
竟
覚
、
是
法
身
仏
。（
韓
（2018

）p117

）

以
下
、
三
身
仏
の
提
示
。
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こ
の
一
段
も
、
す
で
に　

最
初
に
仏
を
問
い　

身
心
不
起
、
常
守
真
如
と
云
い
、
そ
の
真
如
を
問
う
た
答
え
、

⒃
是
没
是
真
如
？ 

心
不
起
心
真
如
。
色
不
起
色
真
如
。
心
真
如
故
心
解
脱
。
色
真
如
故
色
解
脱
。
心
色
倶
離
、
即
無

一
物
、
是
大
菩
提
樹
。（
韓
（2018

）pp115-6

）

こ
の
心
色
の
論
理
展
開
は
心
色
二
項
と
そ
の
統
合
揚
棄
（
心
色
倶
離
）
と
い
う
論
理
で
随
所
に
展
開
さ
れ
、
無
一
物
、
大

菩
提
樹
は
、
覚
性
円
満
、
如
来
平
等
法
身
（
韓
（2018

）p116

）
と
も
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
覚
の
三
義
（
自
覚
覚
他
覚
満
）
に
対
応

す
る
。
上
来
、
身
心
、
心
色
は
法
界
一
相
と
十
八
法
界
、
あ
る
い
は
体
用
関
係
に
収
斂
す
る
二
項
論
理
で
あ
る
。

心
起
心
不
起
、
念
起
念
不
起
、
意
の
同
知
不
同
知
、
染
浄
の
二
別
が
あ
り
、
こ
れ
ら
心
色
の
各
解
脱
か
ら
そ
の
心
色
を

合
わ
せ
て
倶
離
し
て
「
離
心
之
体
」
に
帰
す
る
こ
と
心
色
倶
離
、
覚
性
（
行
）
円
満
、
即
是
如
来
平
等
法
身
と
い
う
二
項
揚

棄
の
論
理
と
、
自
覚
覚
他
を
統
合
す
る
覚
満
と
い
う
覚
三
義
を
重
ね
て
理
解
し
て
い
る
。
そ
の
論
理
の
必
然
性
は
必
ず
し
も

説
得
的
で
は
な
い
が
、
二
項
や
三
義
を
駆
使
し
な
が
ら
、
そ
の
根
本
は
心
不
起
、
法
界
一
相
に
し
て
無
相
と
い
う
不
動
の
心

真
如
本
覚
に
あ
る
。
そ
れ
は
『
起
信
論
』
の
結
構
同
様
、
二
項
図
式
で
展
開
す
る
。

二
項
図
式
は
、
冒
頭
の
授
戒
儀
に
、
心
瞥
起
即
違
仏
性
、
是
破
菩
薩
戒
。
護
持
心
不
起
即
順
仏
性
、
是
持
菩
薩
戒
（
韓

（2018

）p114

）
と
定
礎
さ
れ
て
以
来
、
体
用
関
係
他
の
二
項
関
係
を
表
す
『
無
生
方
便
門
』
の
基
本
構
図
で
あ
る
。『
無
生

方
便
門
』
に
頻
出
す
る
同
義
語
の
枚
挙
と
し
て
、
結
局
は
離
念
之
体
（
真
如
・
仏
性
・
戒
性
）
を
常
守
す
る
こ
と
に
帰
着
す
る

の
だ
が
、

順
仏
性
（
心
不
起
）。
離
念　

無
隔
障　

体　

法
界
一
相　

六
根
不
動　

根
本
智　

無
分
別
智　

浄
法
界　

仏
界

違
仏
性
（
心
瞥
起
）。
念
起　

隔
障　

用　

十
八
界
（
見
聞
覚
知
）　

六
根
動　

後
得
智　

分
別
智　

染
法
界　

衆
生
界

と
い
っ
た
仏
性
違
順
の
二
項
の
構
図
は
体
用
関
係
自
身
も
含
む
、
本
質
的
な
区
分
の
図
式
で
あ
る
。
二
項
の
基
本
構
図
と

は
、
韓
（2018

）
に
も
体
用
関
係
を
軸
に
二
項
図
式
で
理
解
し
て
い
る
が

⑰
、
こ
れ
は
第
一
総
彰
仏
体
に
限
ら
ず
、
全
体
を
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一
貫
す
る
論
理
の
基
本
構
図
だ
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
二
項
対
立
図
式
か
ら
十
八
界
の
一
切
処
解
脱
が
ど
の
よ
う
な
論
理
で
説
か
れ
る
の
か
。
染
浄
二
法
界
は
、

五
処
起
染
と
五
処
解
脱
に
分
か
た
れ
、
六
根
解
脱
と
も
一
切
処
解
脱
と
も
表
さ
れ
る
解
脱
と
は
、
い
か
な
る
定
義
を
得
ら
れ

る
か
。

心
不
起
は
法
界
一
相
を
起
点
と
し
て
、
一
相
が
十
八
界
に
展
開
し
た
。
そ
こ
に
心
色
、
身
心
、
体
用
、
意
と
五
根
の
二

項
図
式
が
分
か
た
れ
た
、
し
か
し
、
浄
法
界
仏
界
、
真
如
、
離
念
之
体
は
、
法
界
一
相
、
一
相
無
相
、
根
本
無
分
別
智
（
本

智
）
の
二
項
図
式
に
帰
着
す
る
。
そ
れ
は
二
項
の
統
合
揚
棄
と
い
う
の
も
妥
当
で
は
な
く
、
染
浄
、
衆
生
仏
等
々
、
二
項
を

分
立
し
て
も
、
順
仏
性
、
心
不
起
に
連
な
る
一
相
に
し
て
無
相
の
根
本
無
分
別
智
が
、
十
八
界
の
当
処
（
五
処
・
一
切
処
）
に

顕
現
す
る
と
了
解
す
る
の
が
『
無
生
方
便
門
』
の
一
貫
し
た
真
理
で
あ
る
。

ま
と
め

1
‐
1　

覚
満
即
如
来
。
又
意
根
不
起
、
心
如
、
五
根
不
起
、
色
如
、
心
色
如
如
、
不
随
境
起
、
是
如
来
平
等
法
身
。

（
韓
（2018

）p119

）

あ
ら
た
め
て
三
身
仏
（
報
身
、
法
身
、
化
身
）
の
定
義
が
提
示
さ
れ
（
省
略
）、
体
用
分
明
で
第
一
総
彰
仏
体
は
結
ば
れ
る
。

即
ち
、1

‐
1　

体
用
分
明
？ 

離
念
名
体
、
見
聞
覚
知
是
用
、
寂
而
常
用
、
用
而
常
寂
、
即
用
即
寂
。（
韓
（2018

）p119

）

こ
こ
は
体
用
関
係
が
常
寂
常
用
の
一
如
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
印
順
は
「
寂
照
者
因
性
起
相
、
照
寂
者
摂
相
帰
性
」
と

一
挙
に
性
相
一
如
へ
論
理
を
進
め
る
（
印
順
（1971

）p143/

邦p181

）
が
、
上
来
考
え
た
よ
う
に
、『
無
生
方
便
門
』
の
離
念

（
体
）
に
対
し
見
聞
覚
知
（
用
）
は
染
浄
、
衆
生
界
仏
界
で
二
分
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
性
相
一
如
も
印
順
の
解
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す
る
よ
う
な
染
浄
不
問
の
一
如
で
は
な
く
、
直
前
の
「
意
根
不
起
、
心
如
、
五
根
不
起
、
色
如
、
心
色
如
如
」
を
承
け
て
必

ず
離
念
、
心
不
起
の
浄
法
界
、
仏
界
の
義
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
舒
則
弥
淪
法
界　

巻
則
惣
在
於
毛
端
」
は
冒
頭
以
来
の

法
界
一
相
と
十
八
界
の
展
摂
（
舒
巻
）
関
係
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
浄
法
界
で
の
み
可
能
な
関
係
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ

ば
第
一
総
彰
仏
体
（
３
‐
1
）
の
結
句
「
由
離
念
故　

万
境
皆
真
」
は
浄
法
界
仏
界
の
「
由
離
念
故　

一
切
処
解
脱
」
の
義

で
あ
る
の
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
「
已
上
第
一
了
」、
第
一
総
彰
仏
体
は
閉
じ
ら
れ
る
。

菩
薩
戒
受
戒
儀
に
始
ま
っ
て
、
仏
性
へ
の
違
順
が
、
心
瞥
起
、
不
起
と
い
う
根
本
姿
勢
に
定
礎
さ
れ
る
と
、
以
下
、
染

浄
を
始
め
と
す
る
概
念
の
二
項
対
立
が
図
式
的
に
反
復
さ
れ
る
。
念
起
、
多
想
生
、
隔
障
不
通
、
染
（
法
界
）、
衆
生
界
と

離
念
、
即
無
隔
障
、
浄
（
法
界
）、
仏
界
で
、
十
八
界
の
染
浄
二
法
界
に
も
な
り
、
心
色
（
身
）
は
体
用
、
法
界
一
相
（
摂
）

と
十
八
界
（
展
）
の
関
係
で
も
あ
る
。　

法
界
（
法
界
一
相
）
意
知
是
法
界
、
是
十
八
界
、
意
知
念
起　

染
法
界　

衆
生
界
と
、
意
知
離
念　

浄
法
界　

仏
界
に
定
式

化
さ
れ
た
法
界
一
相
と
十
八
界
（
陰
入
界
）
に
は
、
体
用
関
係
他
の
二
項
図
式
が
伏
在
す
る
が
、『
起
信
論
』
自
身
の
論
理
か

ら
は
、
法
界
一
相
と
十
八
界
（
陰
入
界
）
に
は
論
理
的
な
関
連
は
な
い
。
従
っ
て
『
起
信
論
』
は
十
八
界
（
陰
入
界
）
を
分
析

対
象
と
も
し
て
い
な
い
。
し
か
し
『
無
生
方
便
門
』
は
、
仏
即
覚
義
に
覚
三
義
（
自
覚
覚
他
覚
満
）
を
加
え
、
自
覚
（
不
縁
五

根
）
覚
他
（
不
縁
五
塵
）
と
配
す
る
こ
と
で
、
そ
の
他
の
二
項
図
式
と
共
に
法
界
一
相
と
十
八
界
（
陰
入
界
）
を
二
項
対
比
の

構
図
に
設
定
し
た
。

『
無
生
方
便
門
』
の
最
大
の
関
心
は
、
や
は
り
眼
処
得
解
脱
に
始
ま
る
、
五
処
解
脱
、
一
切
処
解
脱
に
あ
る
。
な
ぜ
そ
れ

は
解
脱
と
呼
ば
れ
る
の
か
。
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２　
『
大
乗
無
生
方
便
門
』
の
思
想
的
背
景

天
台
智
顗
『
小
止
観
』
歴
縁
対
境
止
観
の
影
響
⑱

六
根
六
境
十
八
界
を
観
察
対
象
と
し
て
取
り
あ
げ
る
の
は
、
天
台
智
顗
（
五
三
八~

五
九
七
）
の
止
観
体
系
を
想
起
す
る
。

止
観
体
系
の
う
ち
、
慧
思
の
「
随
自
意
三
昧
」
を
継
承
す
る
歴
縁
対
境
止
観
を
中
心
に
考
え
て
み
た
い
。

天
台
教
学
で
云
え
ば
『
摩
訶
止
観
』
の
四
種
三
昧
の
非
行
非
坐
三
昧
が
随
自
意
三
昧
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
だ
が
、

『
覚
意
三
昧
』『
小
止
観
』（
歴
縁
対
境
止
観
）
も
同
義
で
あ
る
と
す
る
。『
摩
訶
止
観
』
十
乗
観
法
の
陰
入
界
が
端
坐
と
歴
縁
対

境
止
観
の
二
門
を
立
て
る
が
、
特
に
『
小
止
観
』（
歴
縁
対
境
止
観
）
が
、
歴
縁
対
境
止
観
を
詳
説
し
て
お
り
、
特
に
対
境
止

観
が
注
目
さ
れ
る
。

そ
れ
は
い
わ
ば
十
八
界
の
随
自
意
三
昧
（
六
威
儀
禅
定
、
非
行
非
坐
、
歴
縁
対
境
止
観
）
の
実
践
で
あ
る
が
智
顗
「
止
観
法
門
」

は
、
止
観
双
運
を
歴
縁
対
境
止
観
と
し
て
体
系
化
し
た
。
そ
の
歴
縁
対
境
止
観
は
、
一
切
処
一
切
行
を
依
と
し
た
、
不
可
得

空
、
一
切
空
寂
の
観
取
を
目
的
と
し
て
い
る
。

た
だ
『
摩
訶
止
観
』
第
一
大
意
で
は
陰
入
界
の
分
析
は
簡
略
で
あ
り
（T

46-15c

）
因
縁
和
合
生
眼
識
眼
識
因
縁
生
意
識
、

第
七
正
修
、
十
乗
観
法
の
第
一
観
陰
入
界
境
で
も
端
坐
の
教
説
が
圧
倒
的
で
、
巻
第
七
下
に
い
た
っ
て
歴
縁
対
境
（T

46-

100b

）
が
説
か
れ
る
が
、
慧
思
の
『
随
自
意
三
昧
』
を
指
示
す
る
だ
け
で
、
対
境
止
観
は
三
諦
円
融
や
五
限
の
論
理
の
概
説

に
止
ま
る
（T

46- 100c-101c

）。
む
し
ろ
六
根
六
境
を
空
寂
、
不
可
得
の
論
理
で
整
理
し
た
の
は
『
小
止
観
』
で
あ
る

⑲
。
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『
小
止
観
』（
歴
縁
対
境
止
観
）
第
二
明
歴
縁
対
境
止
観
者
（T

46-467c

）
は
端
身
常
坐
に
対
し
て
「
若
於
一
切
時
中
、
恒
修

定
慧
方
便
、
当
知
是
人
必
能
通
達
、
一
切
仏
法
」
と
し
て
歴
縁
対
境
止
観
（
歴
縁
修
止
観
と
対
境
修
止
観
）
が
明
か
さ
れ
る
。

こ
の
対
境
止
観
（
六
根
門
中
修
止
観
）
で
六
根
六
境
十
二
事
の
対
治
法
と
し
て
止
観
倶
行
が
説
か
れ
る
。
今
、「
眼
見
色
」
を

例
に
取
る
と
、

次
六
根
門
中
修
止
観
者
。
一
眼
見
色
時
修
止
者
。
随
見
色
時
、
如
水
中
月
、
無
有
定
實
、
若
見
順
情
之
色
、
不
起
貪

愛
。
若
見
違
情
之
色
、
不
起
瞋
悩
、
若
見
非
違
非
順
之
色
、
不
起
無
明
及
諸
乱
想
。
是
名
修
止
。

云
何
名
眼
見
色
時
修
観
。
応
作
是
念
。
随
有
所
見
即
相
空
寂
。
所
以
者
何
。
於
彼
根
塵
、
空
明
之
中
、
各
無
所
見
亦
無

分
別
。
和
合
因
縁
、
出
生
眼
識
。
次
生
意
識
、
即
能
分
別
種
種
諸
色
。
因
此
則
有
、
一
切
煩
悩
、
善
悪
等
法
。
即
当
反

観
、
念
色
之
心
、
不
見
相
貌
。
当
知
、
見
者
及
一
切
法
、
畢
竟
空
寂
、
是
名
修
観
。（T

46-468c

）
⑳

眼
根
を
止
と
観
で
対
治
す
る
と
は
、
眼
が
色
を
見
る
と
き
に
、
も
の
を
見
て
も
水
中
の
月
の
如
く
、
定
ま
っ
た
も
の
で

は
な
い
と
知
り
、
貪
愛
を
起
こ
さ
な
い
。
瞋
悩
も
起
こ
さ
ず
、
ほ
か
の
様
々
な
こ
と
に
接
し
て
も
、
無
明
、
乱
想
を
起
こ
さ

な
い
、
そ
れ
が
止
の
修
行
で
あ
る
。

眼
が
色
を
見
る
と
き
に
観
を
修
す
る
と
は
、
も
の
を
見
て
も
、
そ
の
姿
は
空
寂
で
あ
る
。
根
も
境
も
空
で
あ
っ
て
、
見

る
も
の
も
そ
の
判
断
も
無
い
。
因
縁
が
和
合
し
て
、
眼
識
が
生
じ
、
次
に
意
識
が
生
ま
れ
て
種
々
の
分
別
を
働
か
せ
る
。
そ

れ
に
よ
っ
て
煩
悩
や
善
悪
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
ら
を
思
う
心
を
観
察
す
る
と
、
そ
の
姿
か
た
ち
は
見
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に

見
る
も
の
も
一
切
の
法
も
、
結
局
、
空
寂
で
あ
る
、
こ
れ
を
観
を
修
す
る
と
い
う
。

こ
の
対
境
止
観
は
六
根
六
境
に
わ
た
っ
て
観
察
が
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

「
一
切
法
皆
不
可
得
。
則
妄
念
心
息
（
不
起
）
是
名
修
止
」「
一
切
法
畢
竟
空
寂
、
是
名
修
観
」（T

46-467c-468a

）
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と
い
う
、
高
度
な
空
観
の
了
解
を
目
指
す
止
観
倶
行
の
論
理
で
一
貫
す
る

㉑
。「
若
見
非
違
非
順
之
色
、
不
起
無
明
、
及
諸

乱
想
」
と
い
う
修
止
は
『
無
生
方
便
門
』
に
照
ら
し
て
云
え
ば
、「
心
不
起
」
に
同
義
で
あ
り
、「
当
知
見
者
及
一
切
法
、
畢

竟
空
寂
」
と
い
う
修
観
は
、
一
切
法
畢
竟
空
寂
と
い
う
「
法
界
一
相
」
に
重
な
る
。
ま
た
上
に
、
智
顗
が
止
観
に
よ
る
対
治

を
明
か
し
て
、

於
彼
根
塵
、…
…
和
合
因
縁
、
出
生
眼
識
。
次
生
意
識
、
即
能
分
別
種
種
諸
色
。
因
此
則
有
、
一
切
煩
悩
、
善
悪
等
法
。

（T
46-468c

）

と
い
う
の
も
、『
無
生
方
便
門
』
が
眼
等
六
根
（
五
根
）
に
対
し
て
、
意
識
の
分
別
作
用
（
心
起
）
を
無
明
、
一
切
煩
悩
の
因

と
し
て
、
離
念
之
体
、
心
不
起
、
念
不
起
で
あ
る
浄
法
界
の
根
塵
の
論
理
に
対
す
る
に
等
し
い
。

た
だ
そ
の
性
は
浄
法
界
、
仏
界
の
真
如
仏
性
で
あ
る
。
ま
た
心
不
起
の
根
本
智
で
あ
っ
て
、
染
法
界
と
い
う
意
同
縁
の

根
塵
界
で
は
な
い
。
智
顗
の
対
境
止
観
の
到
達
点
（
一
切
法
皆
不
可
得
、
畢
竟
空
寂
）『
無
生
方
便
門
』
に
継
承
さ
れ
て
、
十
八

界
の
浄
法
界
、
仏
界
に
展
開
さ
れ
た
。
た
だ
天
台
止
観
が
あ
く
ま
で
止
観
に
よ
る
六
根
対
治
に
終
止
す
る
に
、『
無
生
方
便

門
』
の
所
説
は
、
心
不
起
、
六
根
不
動
が
解
脱
で
あ
る
と
い
う
、
止
観
の
対
治
を
五
処
解
脱
、
一
切
処
解
脱
に
新
た
に
発
展

さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
　

そ
の
智
顗
の
思
想
的
淵
源
と
い
え
る
の
が
、
南
嶽
慧
思
（
五
一
四
～
五
七
七
）『
随
自
意
三
昧
』
で
あ
る
。
智
顗
「
非
行

非
坐
三
昧
」
や
「
歴
縁
対
境
止
観
」
が
所
依
と
し
た
南
嶽
慧
思
『
随
自
意
三
昧
』
と
の
接
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

『
随
自
意
三
昧
』
坐
威
儀
品
第
三
で
は
特
に
六
根
六
境
（
塵
）、
六
受
を
観
心
の
対
象
と
し
て
挙
げ
、
微
細
な
観
察
を
詳
説

し
て
い
る
。

答
曰
、
内
観
者
是
内
六
根
、
眼
耳
鼻
舌
身
意
。
外
観
者
、
是
外
六
塵
、
色
声
香
味
触
法
、
内
外
観
者
、
中
間
六
識
眼
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識
、
…
…
衆
生
十
八
界
、
内
有
六
根
界
、
外
有
六
塵
界
、
中
有
六
識
界　
（Z98-695b-696a

）

菩
薩
爾
時
、
観
此
眼
根
、
作
是
念
、
何
者
是
眼
、
云
何
名
根
。…
…
無
眼
名
字
是
為
眼
無
作
解
脱
門
、
亦
得
名
為
無
縛
。

（Z98-697b

）
㉒

以
下
に
眼
耳
鼻
舌
身
の
（
無
作
）
解
脱
門
が
続
く
が
、

新
学
菩
薩
、
応
先
観
察
、
意
触
諸
法
。
問
曰
、
余
五
根
皆
有
処
所
、
眼
耳
鼻
舌
身
、
有
可
見
処
。
今
此
意
識
、
相
貌
何

似
、
住
在
何
処
、
為
当
在
内
、
為
当
在
外
、
為
在
中
間
、
為
在
五
蔵
、
為
何
所
似
名
意
識
。

答
曰
、
非
五
根
非
五
識
、
非
内
外
非
中
間
、
亦
不
在
余
処
。
何
以
故
、
五
蔵
対
五
根
、
五
根
対
五
塵
、
根
塵
合
生
五

識
、
今
此
意
根
、
都
無
処
所
。（Z98-699a

）

こ
れ
に
対
し
て
、
眠
威
儀
臥
品
第
四
で
は
、

如
大
集
経
中
、
仏
告
舍
利
弗
、
因
眼
見
色
生
貪
愛
者
、
即
是
無
明
、
為
愛
造
業
、
名
之
為
行
（Z98 -702a

）

と
、『
大
集
経
』（
因
眼
見
色
而
生
愛
心
。
愛
心
者
即
是
無
明
。（T

13-164a

））
を
引
い
て
六
根
六
塵
の
作
用
を
無
明
と
認
識
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
同
じ
く
慧
思
の
『
法
華
経
安
楽
行
義
』
の
対
応
箇
所
は
、　

是
名
不
動
。
如
随
自
意
三
昧
中
説
。
…
…
一
切
法
性
畢
竟
不
動
。
所
謂
眼
性
色
性
識
性
、
耳
鼻
舌
身
意
性
。
乃
至
声
香

味
触
法
性
。
耳
識
因
縁
生
諸
受
性
。
鼻
舌
身
意
識
因
縁
生
諸
受
性
。
無
自
無
他
畢
竟
空
故
。
是
名
不
動
。
自
覚
覚
他
、

故
名
曰
安
。
自
断
三
受
不
生
。
畢
竟
空
寂
、
無
三
受
故
。
諸
受
畢
竟
不
生
。
是
名
為
楽
。
一
切
法
中
、
心
無
行
処
。
亦

教
衆
生
一
切
法
中
、
心
無
所
行
、
修
禅
不
息
并
持
法
華
。
故
名
為
行
。（T

46-700c

）

心
不
驚
者
。
驚
之
曰
動
。
卒
暴
怱
怱
、
即
是
驚
動
。
善
声
悪
声
、
乃
至
霹
靂
。
諸
悪
境
界
、
及
善
色
像
。
耳
聞
眼
見
、

心
皆
不
動
。
解
空
法
故
。
畢
竟
無
心
。
故
言
不
驚
。（T

46-702b

）
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等
々
、
無
自
無
他
畢
竟
空
が
不
動
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
、『
無
生
方
便
門
』
の｢

不
動
」
の
原
義
と
見
て
も
よ
い
一
段
で
あ

る
。第

一
総
彰
仏
体
（
離
念
門
）
も
冒
頭
に
『
金
剛
経
』
の
「
無
相
（
有
相
虚
妄
）」
を
掲
げ
て
経
証
と
す
る
が
、
し
か
し
、
そ

こ
か
ら
心
起
、
念
起
、
染
法
界
、
衆
生
界
と
心
不
起
、
離
念
、
浄
法
界
、
仏
界
の
対
比
に
展
開
す
る
、
十
二
処
十
八
界
の
染

浄
対
比
が
修
道
の
原
理
と
な
っ
て
い
る
が
、
で
は
離
念
や
心
不
起
、『
小
止
観
』
に
い
う
一
切
法
皆
不
可
得
、
一
切
法
畢
竟

空
寂
の
対
治
が
、
な
ぜ
解
脱
と
理
解
で
き
る
の
か
。
対
治
の
止
観
か
ら
解
脱
へ
の
発
展
が
、
可
能
に
な
っ
た
根
本
原
理
と
は

何
か
。『
涅
槃
経
』
の
次
の
一
段
を
見
て
お
き
た
い
。

『
南
本
涅
槃
経
』
巻
第
五
「
四
相
品
下
」　

い
わ
ゆ
る
百
句
解
脱

善
男
子
。
真
解
脱
者
名
曰
遠
離
一
切
繋
縛
。
若
真
解
脱
、
離
諸
繋
縛
、
則
無
有
生
、
亦
無
和
合
。（T

12-392a

）

又
解
脱
者
、
断
諸
有
貪
、
断
一
切
相
一
切
繋
縛
、
一
切
煩
悩
一
切
生
死
、
一
切
因
縁
一
切
果
報
。
如
是
解
脱
即
是
如

来
。
如
来
即
是
涅
槃
。（T

12-395c
）

真
解
脱
は
遠
離
一
切
繋
縛
で
あ
り
、
一
切
相
一
切
繋
縛
以
下
、
煩
悩
生
死
、
因
縁
果
報
を
断
つ
こ
と
で
、
解
脱
は
如
来
と

も
呼
ば
れ
る
。『
涅
槃
経
』
の
解
脱
の
定
義
か
ら
云
っ
て
、「
遠
離
一
切
繋
縛
」
と
は
心
不
起
、
前
五
識
に
対
す
る
意
識
の
不

起
（
無
分
別
）
で
あ
る
。『
無
生
方
便
門
』
に
も
見
え
る
根
本
智
と
後
得
智
で
云
え
ば
、
根
本
智
は
根
本
無
分
別
智
（
不
空
訳

『
摂
大
乗
論
釈
』
等
）、
根
本
無
分
別
（
智
）
こ
そ
法
界
一
相
、
等
虚
空
界
、
如
来
清
浄
法
身
に
重
な
る
離
念
、
心
不
起
の
当
体
で

あ
る
。

先
に
見
た
六
根
不
動
と
い
う
も
同
様
で
あ
る
。

３
‐
５　

意
根
是
智
門
、
五
根
是
恵
門
、
…
…
六
根
不
起
。
由
六
根
不
起
故
、
一
切
法
不
取
捨
。（
韓
（2018

）p202

）

不
可
得
空
、
空
寂
は
智
顗
の
「
一
切
法
皆
不
可
得
。
則
妄
念
心
息
（
不
起
）
是
名
修
止
、
一
切
法
畢
竟
空
寂
、
是
名
修
観
」
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の
対
境
止
観
を
承
け
つ
つ
、
そ
の
内
実
を
対
治
法
か
ら
『
涅
槃
経
』
の
解
脱
定
義
に
根
拠
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
、
一
切

処
解
脱
に
展
開
で
き
た
。「
遠
離
一
切
繋
縛
」
を
介
し
て
解
脱
の
意
義
を
獲
得
し
た
の
で
あ
り
、
浄
法
界
、
仏
界
の
実
践
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

３　
『
大
乗
無
生
方
便
門
』
の
影
響
関
係

以
下
、
禅
宗
文
献
に
見
い
だ
せ
る
『
無
生
方
便
門
』
の
十
八
界
や
五
処
解
脱
に
関
連
す
る
教
説
を
検
討
し
た
い
。

ま
ず
浄
覚
撰
『
楞
伽
師
資
記
』
道
信
章
（『
入
道
安
心
要
方
便
門
』）
に
も
六
根
六
境
の
空
（
本
来
空
、
常
空
寂
）
を
解
脱
門
と
呼
ぶ

教
説
が
展
開
さ
れ
て
い
る

㉓
。

道
信
の
仏
即
是
心
に
略
言
し
て
五
種
あ
り
、
知
心
体
、
知
心
用
、
常
覚
不
停
、
常
観
身
空
寂
、
守
一
不
移　

動
静
常
住
、

明
見
仏
性
云
々
に
続
く
一
段
で
、
こ
こ
で
は
十
八
界
の
根
塵
識
の
分
析
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

１　
『
楞
伽
師
資
記
』
道
信
章
（
七
）

知
眼
本
来
空
、
凡
所
見
色
者
、
須
知
是
他
色
。
耳
聞
声
時
、
知
是
他
声
。
鼻
聞
香
時
、
知
是
他
香
。
舌
別
味
時
、
知
是

他
味
。
意
対
法
時
、
知
是
他
法
。
身
受
触
時
、
知
是
他
触
。
如
此
観
察
、
知
是
為
観
空
寂
、
見
色
知
是
不
受
。
不
受

色
、
色
即
是
空
、「
空
即
無
相
、
無
相
即
無
作
、
此
是
解
脱
門
」。
学
者
得
解
脱
、
諸
根
例
如
此
。
復
重
言
説
、
常
念
六

根
空
、
寂
爾
無
聞
見
。『
遺
教
経
』
云
、
是
時
中
夜
、
寂
然
無
声
。
当
知
如
来
説
法
、
以
空
寂
為
本
。
常
念
六
根
空
寂
、

恒
如
中
夜
時
。
昼
日
所
見
聞
、
皆
是
身
外
事
、
身
中
常
空
浄
（
柳
田
（1972

）p225

）
㉔

道
信
章
（
七
）「
不
出
不
入
、
不
去
不
来
、
即
是
如
来
之
義
」
以
下
、
六
根
六
境
の
空
寂
を
観
じ
て
、
眼
の
本
来
空
と
共
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に
色
の
空
を
知
っ
て
動
じ
な
い
、『
維
摩
経
』
に
い
う
、
空
無
相
無
作
、
こ
れ
が
解
脱
門
で
あ
る
と
。
修
行
者
が
解
脱
を
得

る
と
は
、
諸
根
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
で
あ
る
、
常
に
六
根
の
空
を
観
察
せ
よ
、
云
々
。（
柳
田
（1972

）p227

）
㉕

上
来
、
見
た
よ
う
に
眼
見
色
以
下
、
諸
根
が
六
境
に
識
作
用
す
る
の
だ
が
、
知
る
の
は
意
識
で
あ
る
。
道
信
章
の
こ
の

一
段
に
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、
意
識
が
根
境
、
根
塵
合
同
を
承
け
て
「
知
」
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
染
浄
を
分
か
つ
の

が
『
無
生
方
便
門
』
で
あ
っ
た
が
、
道
信
章
の
云
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
、「
知
」
と
は
空
寂
を
観
ず
る
の
で
あ
り
、
見
色
す

る
も
意
が
不
起
（
不
受
）
で
あ
れ
ば
、
不
受
色
、
色
も
ま
た
空
に
帰
す
る
の
で
あ
る
。
次
い
で
、
六
根
六
塵
の
分
析
を
通
し

て
無
相
無
作
を
「
解
脱
門
」
と
呼
ぶ
に
到
る
。「
空
即
無
相
、
無
相
即
無
作
、
此
是
解
脱
門
」
の
語
は
『
維
摩
経
』
に
よ
る

が
、
上
来
か
ら
の
文
意
は
独
自
の
解
釈
で
あ
る
。「
学
者
得
解
脱
、
諸
根
例
如
此
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
心
不
起
、
念

不
起
、
六
根
不
起
、
六
根
不
動
の
五
処
解
脱
に
外
な
ら
な
い
。

同　

道
信
章
（
九
）（
初
学
坐
禅
の
第
一
）

若
初
学
坐
禅
時

㉖
、
於
一
静
処
、
真
観
身
心
。
四
大
五
蔭
、
眼
耳
鼻
舌
身
意
、
及
貪
嗔
癡
、
為
善
若
悪
、
若
怨
若
親
、
若

凡
若
聖
、
及
至
一
切
諸
法
、
応
当
観
察
。
従
本
以
来
空
寂
、
不
生
不
滅
、
平
等
無
二
、
従
本
以
来
、
無
所
有
、
究
竟
寂

滅
、
従
本
以
来
、
清
浄
解
脱
。
不
問
昼
夜
、
行
住
坐
臥
、
常
作
此
観
、（T

85-1288c

）

（
中
略
）

復
次
、
若
心
縁
異
境
覚
起
時
、
即
観
起
処
、
畢
竟
不
起
。
此
心
縁
生
時
、
不
従
十
方
来
、
去
亦
無
所
至
。
常
観
攀
縁
、

覚
観
妄
識
、
思
想
雜
念
、
乱
心
不
起
、
即
得
麁
住
。
若
得
住
心
、
更
無
縁
慮
、
即
随
分
寂
定
、
亦
得
随
分
息
、
諸
煩
悩

畢
、
故
不
造
新
、
名
為
解
脱
。
看
心
結
煩
熱
、
悶
乱
昏
沈
、
亦
即
且
自
散
適
、
徐
徐
安
置
、
令
其
得
便
、
心
自
安
浄
。

唯
須
猛
利
、（T

85-1289a,

柳
田
（1972

）pp249-50,

韓
（2018

）p325

）
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２　
『
六
祖
壇
経
』
の
無
念

『
六
祖
壇
経
』

㉗

善
知
識
、
我
自
法
門
、
従
上
已
来
、
頓
漸
皆
立
、
無
念
為
宗
、
無
相
為
体
、
無
住
為
本
。
何
名
為
相
無
相
、
於
相
而
離

相
。
無
念
者
、
於
念
而
不
念
。
無
住
者
、
為
人
本
性
、
念
念
不
住
。

前
念
今
念
後
念
、
念
念
相
続
、
無
有
断
絶
。
若
一
念
断
絶
、
法
身
即
離
色
身
。
念
念
時
中
、
於
一
切
法
上
無
住 

。
一

念
若
住
、
念
念
即
住
、
名
執
縛
。
於
一
切
法
上
、
念
念
不
住
、
即
無
縛
也
。
以
無
住
為
本
。

善
知
識
、
外
離
一
切
相
、
是
無
相
。
但
能
離
相
、
性
体
清
浄
是
。
是
以
無
相
為
体
、
於
一
切
境
上
不
染
、
名
為
無
念
。

於
自
念
上
離
境
、
不
於
法
上
念
生
。
莫
百
物
不
思
、
念
尽
除
却
、
一
念
断
。
即
無
。
別
処
受
生
。

学
道
者
用
心
、
莫
不
識
法
意
。
自
錯
尚
可
、
更
勧
他
人
迷
。
不
自
見
迷
、
又
謗
経
法
。
是
以
立
無
念
為
宗
、
即
縁
迷
人

於
境
上
有
念
、
念
上
便
起
（
邪
）
見
、
一
切
塵
労
妄
念
、
従
此
而
生
。
然
此
教
門
、
立
無
念
為
宗
。
世
人
離
境
、
不
起

於
念
。
若
無
有
念
、
無
念
亦
不
立
。
無
者
無
何
事
、
念
者
念
何
物
。
無
者
離
二
相
諸
塵
労
。

真
如
是
念
之
体
、
念
是
真
如
之
用
。
性
起
念
、
雖
即
見
聞
覚
知
、
不
染
万
境
、
而
常
自
在
。
維
摩
経
云
、
外
能
善
分
別

諸
法
相
、
内
於
第
一
義
而
不
動
。（『
旅
順
博
物
館
蔵
敦
煌
本
六
祖
壇
経
』
上
海
古
籍
出
版 2010 pp21-24

）

「
無
念
者
、
於
念
而
不
念
」、
無
念
と
は
、
何
も
思
わ
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
人
間
の
本
性
は
念
念
不
住
（
無
住
為
本
）
で

あ
り
、
念
は
人
間
の
本
性
で
あ
り
、
真
如
の
起
こ
す
作
用
で
あ
る
（
真
如
是
念
之
体
、
念
是
真
如
之
用
）。
眼
耳
鼻
舌
な
ど
の
知

覚
器
官
に
は
、「
思
う
」
と
い
う
能
力
は
な
い
。
こ
れ
ら
六
つ
の
器
官
は
、
た
だ
知
覚
を
行
う
だ
け
だ
が
、
そ
れ
は
実
は
自

性
、
即
ち
真
如
の
作
用
で
あ
る
。…
…「
外
界
の
ど
ん
な
影
響
も
受
け
な
い
」
と
い
う
状
態
で
い
ら
れ
る
な
ら
、
そ
れ
が
「
無

念
」
で
あ
り
、「
自
由
」
な
る
解
脱
で
あ
る
（
真
如
是
念
之
体
、
念
是
真
如
之
用
、
性
起
念
、
雖
即
見
聞
覚
知
、
不
染
万
境
、
而
常
自

在
）（
印
順
（1971

）p150/

邦p190,pp262-3/

邦pp324-5

）
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『
壇
経
』
は
「
無
相
」「
無
念
」
と
呼
ぶ
が
、
印
順
も
無
念
と
は
何
も
思
わ
な
い
こ
と
で
は
な
く
、「
於
一
切
境
上
不
染
、

名
為
無
念
。
於
自
念
上
離
境
、
不
於
法
上
念
生
」
を
無
念
の
定
義
と
し
て
い
る
（
印
順
（1971

）p359/

邦p443

）。
同
じ
く

「
自
性
起
念
、
雖
即
見
聞
覚
知
、
不
染
万
境
、
而
常
自
在
」
と
い
う
も
無
念
の
作
用
に
同
義
で
あ
る
（
前
同
）。
そ
れ
は
「
真

如
是
念
之
体
、
念
是
真
如
之
用
」
と
い
う
真
如
と
念
の
体
用
関
係
に
導
か
れ
る
の
だ
が
、
自
性
の
作
用
と
し
て
の
念
（
無

念
）
は
、
見
聞
覚
知
と
共
に
外
境
に
染
ま
る
こ
と
は
な
い
（
不
受
外
境
所
染
）。「
立
無
念
為
宗
、
世
人
離
境
不
起
於
念
」
も
端

的
に
念
不
起
を
明
言
し
て
い
る
。

『
無
生
方
便
門
』
の
根
本
原
理
、
離
念
之
体
に
対
し
て
心
（
念
）
の
起
不
起
を
十
八
界
の
染
浄
に
配
す
る
『
無
生
方
便
門
』

と
共
通
の
論
理
で
あ
る
。
離
念
之
体
に
対
す
る
見
聞
覚
知
の
展
開
（
対
境
）
が
意
識
の
不
分
別
（
不
染
）
に
よ
っ
て
五
処
解

脱
、
一
切
処
解
脱
に
至
る
過
程
（
浄
法
界
）
は
、「
不
染
万
境
、
而
常
自
在
」
と
別
で
は
な
い
。

「
南
方
宗
旨
」
は
東
山
法
門
に
伝
わ
っ
た
禅
の
基
礎
（
東
山
所
伝
禅
門
隠
義
）
と
し
て
南
北
共
通
の
宗
旨
で
あ
っ
た
と
指
摘
す

る
（
印
順p264/

邦p326 

）
の
で
あ
り
、
別
所
で
は
あ
る
が
、

1
‐
２　

知
見
自
在
即
不
染
六
塵
。
明
知
知
見
自
在
於
証
後
得
、
為
諸
後
得
智
。
…
…
眼
見
色
、
心
不
起
是
根
本
智
、
見

自
在
是
後
得
智
。（
韓
（2018

）p125

）
あ
る
い
は
、

４
‐
1　

問
、
云
何
是
解
脱
義
。
答
解
脱
是
自
在
義
（
韓
（2018

）p205

）
等
と
い
う
の
も
、
強
い
共
通
性
を
窺
わ
せ
る
。

し
か
し
、『
無
生
方
便
門
』
の
静
態
的
な
二
項
対
立
図
式
は
見
聞
覚
知
、
五
処
解
脱
、
一
切
処
解
脱
の
場
面
で
も
維
持
さ
れ

続
け
る
が
、「
離
念
之
体
」「
心
不
起
」
に
帰
着
す
る
守
心
の
論
理
を
南
宗
は
批
判
的
に
克
服
す
る
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
離

念
か
ら
無
念
へ
の
展
開
と
評
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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３　
『
悟
性
論
』　

『
悟
性
論
』
は
『
破
相
論
』『
血
脈
論
』
と
共
に
一
括
し
て
、「
少
林
三
論
」「
達
磨
三
論
」
な
ど
と
呼
ば
れ
、
そ
の
来
歴

の
古
さ
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
成
立
事
情
は
不
明
な
点
が
多
い
。

㉘

そ
の
『
悟
性
論
』
に
い
う
、

衆
生
心
生
、
則
仏
法
滅
。
衆
生
心
滅
、
則
仏
法
生
。
心
生
則
真
法
滅
、
心
滅
則
真
法
生
。…
…
眼
見
色
時
、
不
染
於
色
。

耳
聞
声
時
、
不
染
於
声
。
皆
解
脱
也
。
眼
不
著
色
、
眼
為
禅
門
。
耳
不
著
声
、
耳
為
禅
門
。
総
而
言
之
。
見
色
性
者
常

解
脱
。
見
色
相
者
常
繋
縛
。
不
為
煩
悩
繋
縛
者
、
即
名
解
脱
。
更
無
別
解
脱
。（T

48-371c

）

こ
の
一
段
を
『
無
生
方
便
門
』
に
対
応
箇
所
を
求
め
る
な
ら
、
冒
頭
の
「
衆
生
心
生
、
則
仏
法
滅
」
以
下
も
、
染
浄
、

衆
生
界
仏
界
、
念
起
念
不
起
の
二
項
対
立
を
取
意
的
に
提
起
し
た
と
云
え
る
。
ま
た
、『
無
生
方
便
門
』
が
、

問
、
是
没
是
浄
法
界
。
…
…
離
念
中
、
眼
見
色
、
不
分
別
、
即
於
眼
処
得
解
脱
。（
韓
（2018

）p117

）

浄
法
界
と
は
、
離
念
に
お
い
て
眼
見
色
は
不
分
別
で
あ
る
、
そ
れ
は
眼
処
に
お
い
て
解
脱
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
六
根

六
境
に
離
念
の
体
が
不
動
で
あ
る
と
き
色
性
を
見
て
色
相
を
見
な
い
、
性
相
が
解
脱
と
繋
縛
の
分
岐
点
と
な
る
の
で
あ
る
。

『
壇
経
』
の
「
性
起
念
、
雖
即
見
聞
覚
知
、
不
染
万
境
、
而
常
自
在
」
の
「
性
」
理
解
と
共
に
、『
無
生
方
便
門
』
に
同

様
の
所
説
が
あ
る
。

『
無
生
方
便
門
』
の
浄
法
界
が
、
一
貫
し
て
離
念
の
体
を
清
浄
の
体
と
し
て
、
用
で
あ
る
十
八
界
に
不
染
で
あ
る
こ
と
、

に
つ
き
る
。『
悟
性
論
』
の
六
塵
不
染
も
、
別
の
論
理
で
は
な
い
。
不
染
が
解
脱
で
あ
り
、
不
著
が
禅
門
と
な
る
。

『
悟
性
論
』
の
「
見
色
性
者
常
解
脱
。
見
色
相
者
常
繋
縛
」、
性
を
見
る
は
解
脱
、
相
を
見
は
繋
縛
と
い
う
の
も

1
‐
1
で
は
、
仏
性
を
戒
性
と
呼
び
、

了
見
心
性
、
性
常
住
、
名
究
竟
覚
。（
韓
（2018

）p116

）
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北
宗
文
献
と
し
て
『
修
心
要
論
』
と
『
観
心
論
』
の
分
析
は
不
可
避
で
あ
る
が
、
今
は
論
点
の
確
認
に
留
め
る
。

４　
『
観
心
論
』
の
性
格
㉙

『
観
心
論
』
の
論
理
は
、
志
求
仏
道
、
当
修
何
法
と
い
う
問
い
に
、
唯
観
心
一
法
、
総
摂
諸
行
、
名
為
最
要
。

心
者
万
法
之
根
本
也
。
一
切
諸
法
、
唯
心
所
生
。
若
能
了
心
、
則
万
行
倶
備
。（
韓
（2018

）P66

）

と
い
う
唯
心
の
原
理
を
立
て
、
自
心
に
浄
心
、
染
心
の
二
を
見
る
。

其
浄
心
者
、
即
是
無
漏
真
如
之
心
、
其
染
心
者
、
即
是
有
漏
無
明
之
心
。（
同
右P67

）

そ
の
無
明
之
心
は
、

取
要
言
之
、
皆
因
三
毒　

以
為
其
本
。
若
応
現
六
根
、
亦
名
六
賊
。
其
六
賊
者
、
則
名
六
識
也
。（
同
右P69

）

三
毒
を
本
と
し
、
そ
れ
は
六
根
に
現
わ
れ
て
は
六
賊
、
即
ち
六
識
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
解
脱
を
求
め
る
者
は
、
除
其
三

毒
、
及
以
六
趣
、
自
然
永
離
一
切
諸
苦
。

解
脱
の
定
義
は
「
仏
性
者
即
覚
性
也
。
但
自
覚
覚
他
、
智
恵
明
了
、
離
其
所
覆
、
即
名
解
脱
」
と
、
唯
心
の
原
理
か
ら
三

毒
、
六
賊
と
い
う
無
明
煩
悩
の
蓋
覆
を
払
う
客
塵
煩
悩
説
に
立
つ
。

こ
れ
は
唯
心
説
に
は
立
た
な
い
『
無
生
方
便
門
』
の
心
色
、
体
用
関
係
か
ら
五
根
解
脱
、
五
処
解
脱
と
い
う
展
開
と
対

照
的
で
あ
る
。

『
観
心
論
』
は
唯
心
と
坐
禅
正
道
を
基
本
と
す
る
意
味
で
、
天
台
止
観
法
門
の
教
理
的
中
心
を
承
け
て
い
る
と
も
見
ら
れ

る
。『
観
心
論
』
と
『
無
生
方
便
門
』
の
相
違
の
思
想
背
景
は
容
易
に
推
測
で
き
な
い
が
、
そ
も
そ
も
天
台
止
観
（『
天
台
小

止
観
』）
が
、
端
坐
と
歴
縁
対
境
止
観
の
二
門
体
系
で
あ
り
、
前
者
の
唯
心
主
義
と
後
者
の
陰
入
界
観
中
心
と
、
そ
の
後
の

継
承
の
力
点
の
差
と
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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※　

付
記　

伊
吹
氏
論
文
（
伊
吹
（1997

）p316

）
が
、『
無
生
方
便
門
』
の
二
乗
批
判
と
神
会
の
北
宗
批
判
の
類
似(

影
響
関

係)

を
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
神
会
『
壇
語
』（
十
六
）（
禅
文
化
研
究
所p93

）
は
『
無
生
方
便
門
』
五
処
解
脱
の
影

響
を
明
言
で
き
る
が
、
別
稿
を
期
す
。

４　
結
論

『
無
生
方
便
門
』
第
一
総
彰
仏
体
の
特
異
な
論
理
、
五
処
解
脱
、
一
切
処
解
脱
に
注
目
し
て
、
そ
の
特
徴
の
論
理
の
一
端

を
考
え
た
。

念
不
起
、
心
不
起
の
離
念
之
体
（
真
如
）
を
墨
守
す
る
、
そ
の
こ
と
が
仏
性
（
戒
性
）
に
適
う
こ
と
で
あ
り
、
心
不
起
、
念

不
起
が
清
浄
の
原
理
と
な
っ
て
、
五
根
五
境
の
五
処
に
対
し
て
意
根
の
作
用
の
「
不
起
」
を
実
現
す
る
こ
と
が
、
解
脱
の
力

動
性
を
生
む
。
心
不
起
に
は
じ
ま
り
識
不
生
に
終
わ
る
識
心
不
起
の
主
張
に
終
始
す
る
の
で
あ
る
。
柳
田
聖
山
は
、『
無
生

方
便
門
』
の
一
節
を
引
い
て
、「
知
覚
の
独
存
と
無
碍
解
脱
は
、
実
は
南
宗
の
も
の
で
あ
る
。
知
見
の
独
存
と
は
、
要
す
る

に
心
体
自
か
ら
知
を
具
す
る
意
で
あ
る
。
…
…
心
不
起
そ
の
ま
ま
知
で
あ
る
と
い
う
意
で
あ
る
。」（
柳
田
（1999

）pp260-3

）

印
順
に
も
継
承
さ
れ
る
「
作
用
即
性
説
」
の
源
流
で
あ
る
。
し
か
し
、
知
覚
の
独
存
と
無
碍
解
脱
は
、
明
ら
か
に
『
無
生
方

便
門
』
の
立
場
で
あ
り
、
対
境
止
観
が
源
流
で
あ
る
。

『
無
生
方
便
門
』
は
心
不
起
、
離
念
に
尽
き
る
の
で
あ
っ
て
、「
心
体
自
か
ら
知
を
具
す
る
」
本
智
と
い
っ
て
も
、
第
二

開
智
慧
門
の
本
智
は
根
本
無
分
別
智
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
に
は
逆
に
南
宗
の
影
響
が
あ
る
と
い
う
の
が
柳
田
の
含
意
で
あ

ろ
う
が
、
知
覚
の
独
存
と
無
碍
解
脱
は
意
の
不
起
、
不
縁
五
根
に
よ
る
無
礙
解
脱
の
根
本
無
分
別
智
と
別
で
は
な
い
。

そ
こ
に
は
体
用
関
係
、
心
色
関
係
、
展
摂
関
係
な
ど
の
二
項
関
係
が
幾
重
に
も
重
な
る
が
、
根
塵
識
十
八
界
の
展
開
で
あ
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る
五
処
、
さ
ら
に
一
切
処
に
解
脱
を
見
る
浄
法
界
の
論
理
は
、
対
境
の
空
寂
、
不
可
得
を
「
看
取
」
す
る
こ
と
に
尽
き
る
。

で
は
五
処
に
意
根
が
働
か
な
い
こ
と
が
な
ぜ
解
脱
（
菩
提
）
と
呼
ば
れ
る
の
か
。
こ
の
十
八
界
と
解
脱
の
関
係
は
、
禅
思

想
と
し
て
は
従
来
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
智
顗
の
止
観
法
門
の
歴
縁
対
境
止
観
、
特
に
対
境
止
観
を
重
要
な
手
掛
か

り
と
す
る
こ
と
で
、
解
脱
を
導
出
す
る
道
筋
が
見
え
た
。

そ
れ
は
慧
思
『
随
自
意
三
昧
』
以
来
、
智
顗
の
『
覚
意
三
昧
』『
小
止
観
』『
摩
訶
止
観
』
の
内
で
明
確
に
継
承
さ
れ
て

き
た
陰
入
界
の
観
察
法
だ
が
、
さ
ら
に
そ
の
延
長
線
上
に
道
信
に
始
ま
る
初
期
禅
宗
に
継
承
さ
れ
、
独
自
の
解
脱
思
想
へ
、

あ
る
い
は
も
っ
と
成
熟
し
た
頓
悟
解
脱
の
経
験
的
事
実
の
確
証
へ
展
開
し
て
ゆ
く
。

確
か
に
、
随
自
意
三
昧
や
非
行
非
坐
、
覚
意
三
昧
、
歴
縁
対
境
止
観
と
い
っ
た
天
台
教
学
の
概
念
は
禅
宗
文
献
に
見
出

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
ず
か
に
一
行
三
昧
の
言
及
が
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
一
行
三
昧
も
そ
の
語
義
は
転
変
し
て
行
く
（
韓

（2018

）
北
宗
）。
い
ず
れ
も
そ
の
後
の
禅
宗
で
詳
説
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
概
念
だ
が
、
し
か
し
四
威
儀
、
六
威
儀
、
十
八
界
を

禅
定
の
対
象
、
あ
る
い
は
実
践
そ
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
思
想
系
譜
は
道
信
以
来
、
確
実
に
継
承
さ
れ
て
い
た

㉚
。

『
無
生
方
便
門
』
も
例
外
で
は
な
く
、
随
自
意
三
昧
や
歴
縁
対
境
止
観
の
対
境
止
観
か
ら
、
一
歩
進
ん
で
菩
薩
戒
や
『
起

信
論
』、『
涅
槃
経
』
を
摂
取
し
て
十
八
界
の
染
浄
法
界
を
経
て
五
処
解
脱
、
一
切
処
解
脱
の
宣
言
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
い
か

な
る
思
想
展
開
な
の
か
。

禅
定
が
坐
禅
に
止
ま
ら
な
い
こ
と
は
、
智
顗
は
い
う
ま
で
も
な
く
後
世
、
禅
宗
自
身
が
身
を
以
て
体
現
し
て
き
た
。
し

か
し
従
来
、
諸
氏
の
見
解
は
、
馬
祖
道
一
に
代
表
さ
れ
る
南
宗
禅
の
特
徴
を
、
日
常
生
活
や
世
俗
化
に
禅
を
拡
大
さ
せ
た
と

見
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
つ
ま
り
鈴
木
大
拙

㉛
や
柳
田
聖
山
以
来
の
「
真
の
坐
禅
」（
柳
田
（1967

）pp451-2

）
は
坐
禅
に
あ
ら
ず
、

と
い
う
理
解
を
敷
衍
し
た
も
の
で
あ
る
。

禅
定
を
坐
禅
中
心
で
理
解
し
て
き
た
従
来
説
は
、
坐
禅
の
克
服
を
上
記
の
よ
う
に
理
解
す
る
ほ
か
無
い
の
だ
が
、
坐
禅
の
批
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判
と
克
服
に
目
を
奪
わ
れ
た
結
果
、
二
人
に
代
表
さ
れ
る
近
代
の
禅
学
は
一
挙
に
日
常
性
や
世
俗
の
宣
揚
に
踏
み
込
ん
だ
。

神
会
以
来
『
頓
悟
入
道
要
門
論
』
そ
し
て
『
大
乗
心
行
論
』
に
至
る
ま
で
、
行
住
坐
臥
を
禅
定
と
し
て
理
解
す
る
教
説

は
禅
宗
の
内
で
も
古
層
に
属
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
慧
思
や
智
顗
の
非
坐
の
禅
定
（
随
自
意
三
昧
、
歴
縁
対
境
止
観
）
が
、
そ

の
後
の
北
宗
に
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
た
と
考
え
れ
ば
、
坐
禅
の
痕
跡
も
な
い
も
う
一
つ
の
禅
定
観
が
働
い
て
い
る
の
は
当
然

で
あ
る
。

本
稿
で
は
北
宗
と
南
宗
の
思
想
的
連
続
性
が
強
調
さ
れ
る
か
に
見
え
る
が
、
南
宗
禅
の
特
異
性
と
は
北
宗
の
到
達
点
が

か
え
っ
て
北
宗
の
教
理
的
蓄
積
を
自
己
批
判
す
る
禅
思
想
の
発
展
だ
か
ら
で
あ
る
。

む
し
ろ
普
寂
と
浄
覚
『
楞
伽
師
資
記
』
の
時
代
を
転
機
と
し
て
、
北
宗
は
端
坐
正
道
（
坐
禅
為
主
）
に
転
換
す
る
と
見
る

べ
き
で
、『
楞
伽
師
資
記
』
に
は
坐
禅
中
心
の
意
図
が
、
そ
の
破
綻
と
共
に
伺
え
る

㉜
。

し
ば
し
ば
、
禅
の
日
常
底
へ
の
解
放
と
し
て
語
ら
れ
る
禅
者
の
修
行
や
証
悟
の
機
縁
の
問
題
は
、
軌
範
通
り
の
坐
禅
修

行
や
戒
律
の
克
服
と
し
て
理
解
さ
れ
、
つ
い
に
は
禅
宗
は
三
昧
と
い
う
概
念
か
ら
も
解
放
さ
れ
る
。
だ
が
「
日
常
生
活
中
」

と
い
う
日
常
生
活
一
般
や
世
俗
化
に
飛
躍
す
る
以
前
に
、
出
家
修
行
者
の
六
威
儀
（
日
常
底
）
を
、
一
切
処
一
切
行
即
禅
定

と
理
解
す
る
慧
思
、
智
顗
以
来
の
随
自
意
三
昧
、
歴
縁
対
境
止
観
の
思
想
的
脈
絡
が
検
証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

後
世
、
南
宗
禅
の
頓
悟
が
馬
祖
禅
「
不
出
法
性
三
昧
」（『
景
徳
伝
燈
録
』
巻
28
）
㉝

を
経
て
、
志
閑
桃
華
や
香
厳
撃
竹
と

い
っ
た
成
熟
し
た
唐
禅
に
至
る
過
程
は
単
純
で
は
な
い
が
、
桃
花
、
撃
竹
と
い
っ
た
一
見
、
偶
然
と
も
見
え
る
機
縁
が
も
た

ら
す
悟
り
の
光
景
は
、
し
か
し
な
ぜ
桃
花
や
撃
竹
で
悟
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
ど
ん
な
偶
然
な
の
か
。

そ
も
そ
も
時
節
若
至
見
仏
性
と
い
う
と
き
、
時
節
因
縁
と
い
う
機
縁
は
単
な
る
偶
然
（
時
節
若
至
）
で
は
な
い
。
本
覚
門

の
立
場
か
ら
は
、
本
覚
（
既
至
）
故
に
始
覚
の
偶
然
的
顕
現
が
あ
る
の
で
あ
り
、「
時
節
因
縁
」
は
必
然
の
偶
然
、
偶
然
の
必

然
な
の
で
あ
る
。
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桃
花
や
撃
竹
の
「
偶
然
」
は
、
眼
処
解
脱
、
耳
処
解
脱
そ
し
て
五
処
解
脱
、
一
切
処
解
脱
と
い
っ
た
随
自
意
三
昧
や
対

境
止
観
を
淵
源
と
し
た
『
無
生
方
便
門
』
の
禅
定
思
想
に
醸
成
さ
れ
た
必
然
の
偶
然
で
あ
る
。
随
自
意
三
昧
、
歴
縁
対
境
止

観
を
道
信
以
来
の
南
宗
禅
の
思
想
的
淵
源
と
し
て
、
五
処
解
脱
、
一
切
処
解
脱
の
禅
定
か
ら
先
一
歩
の
と
こ
ろ
に
、
そ
の
否

定
的
克
服
と
し
て
南
宗
禅
の
日
常
底
が
よ
う
や
く
成
立
す
る
の
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。

慧
思
『
随
自
意
三
昧
』
に
端
を
発
す
る
六
威
儀
禅
定
、
あ
る
い
は
智
顗
「
歴
縁
対
境
止
観
」
を
承
け
る
『
無
生
方
便
門
』

の
五
処
解
脱
、
一
切
処
解
脱
は
、
普
寂
や
浄
覚
世
代
の
北
宗
の
修
道
観
（
端
坐
正
道
）
の
従
来
的
理
解
と
矛
盾
す
る
結
論
と
な

る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
智
顗
の
止
観
体
系
は
元
来
が
端
坐
と
歴
縁
対
境
止
観
の
二
門
体
系
に
拠
る
人
間
の
一
切
行
を

観
察
す
る
と
云
っ
て
よ
い
。
東
山
法
門
の
禅
定
に
は
坐
禅
に
対
す
る
歴
縁
対
境
止
観
が
も
う
一
方
の
禅
定
観
と
し
て
継
承
さ

れ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
特
に
対
境
止
観
を
考
察
し
た
。

注①
宇
井
伯
寿
『
禅
宗
史
研
究
』（
岩
波
書
店1935
）
鈴
木
大
拙
『
禅
思
想
史
研
究
第
三
』（
岩
波
書
店1968 pp167-72

）
田
中
良
昭
・
程
正
『
敦

煌
禅
宗
文
献
』（
大
東
出
版
社2006 pp94-101

）、
伊
吹
敦
「
大
乗
五
方
便
の
成
立
と
展
開
」2012

」
で
は
『
大
乗
無
生
方
便
門
』
は
、
神
秀

と
普
寂
系
で
ま
と
め
ら
れ
た
と
し
、
変
遷
を
図
示
し
て
い
る
（p54

）。
同
氏
に
は
特
に
普
寂
（
六
五
一
～
七
三
九
）
晩
年
の
説
法
と
見
ら
れ

る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
（
伊
吹
「
戒
律
と
禅
宗
」p104

）、
韓
（2018
）p226

の
五
方
便
系
統
図
も
参
照
。

②
『
大
乗
無
生
方
便
門
』
他
、五
方
便
（『
起
信
論
』『
法
華
経
』『
維
摩
経
』『
思
益
経
』『
華
厳
経
』）
を
称
す
る
諸
本
が
あ
る
『
大
乗
無
生
方
便
門
』

の
体
系
は
、
宗
密
『
円
覚
経
大
疏
鈔
』
三
之
下
に
、
五
門
の
体
系
で
紹
介
し
て
い
る
。

③
印
順
の
見
解
は「
離
念
門
」（
第
一
総
彰
仏
体
）
で
完
結
し
て
い
る
と
云
い
、一
方
「
第
二
不
動
門
」（
第
二
開
智
慧
門
）
と
二
門
を
本
質
、作
用
（
体

用
具
足
）関
係
に
対
応
さ
せ
て
理
解
し
て
い
る
。（
印
順1970 p146/

邦p185,

同p165/p208
）
ま
た
伊
吹
敦
は
、原
形
で
あ
る『
大
乗
無
生
方
便
門
』
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は
五
章
五
方
便
と
い
う
理
解
は
認
め
ら
れ
な
い
と
指
摘
す
る
。
伊
吹
（2016

）p71

及
び
同
氏
（2012

）、
田
中
（1983

）p462-7

等
参
照

④
柳
田
（2001

）p226 

印
順
（1971

）p142/

邦p178

等
参
照
。
伊
吹
は
冒
頭
の
授
戒
儀
が
「
五
方
便
」
の
変
遷
過
程
で
次
第
に
生
滅
し
て

行
く
こ
と
を
指
摘
し
て
、
そ
こ
に
北
宗
の
変
貌
過
程
を
見
て
い
る
（
伊
吹
（2012

）pp43-50

）。
私
見
で
は
こ
の
菩
薩
戒
受
戒
は
、
仏
性･

戒
体
獲
得
の
事
実
と
し
て
道
信
以
来
む
し
ろ
原
理
的
な
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

⑤
印
順
（1971

）p142/

邦p178

参
照
。
和
言
三
点
是
何
以
下
、
心
色
倶
離
、
即
無
一
物
、
是
大
菩
提
樹
ま
で
、
印
順
の
独
自
解
釈
、
即
ち
、

尽
虚
空
看
而
一
物
不
可
得
、
就
是
看
浄
。
離
念
就
是
浄
心
、
浄
心
就
是
仏
。
所
以
和
尚
又
問
三
点
是
什
麽
。
離
念
就
是
身
心
不
起
、
身

心
不
起
就
是
一
切
不
可
得
。
所
以
、「
看
心
」「
看
浄
」
是
「
離
念
門
」。
離
念
就
是
身
心
不
起
、
身
心
不
起
就
是
真
如
、
就
是
解
脱
、
所

以
「
無
一
物
是
大
菩
提
樹
」
云
々
。
し
か
し
こ
れ
は
離
念
が
身
心
不
起
、
身
心
不
起
は
即
ち
真
如
で
あ
り
、
そ
れ
が
解
脱
で
あ
る
と
い

う
本
文
の
追
認
で
あ
り
、
そ
の
論
理
展
開
の
意
味
は
理
解
で
き
な
い
。
伊
吹
（2016

）p179

も
参
照
。

⑥
『
起
信
論
』
の
染
浄
の
二
分
法
と
は
、　

　

是
心
従
本
已
来
、
自
性
清
浄
。
而
有
無
明
。
為
無
明
所
染
。
有
其
染
心
。
雖
有
染
心
而
常
恒
不
変
。
是
故
此
義
唯
仏
能
知
。
所
謂
心

　

性
常
無
念
。
故
名
為
不
変
。（T

32-577c
）

　
『
起
信
論
』
の
心
生
滅
門
に
は
、
四
種
の
法
薫
習
、
浄
法
（
真
如
）
と
染
法
（
無
明
業
識
六
塵
）
を
説
く
。

　

復
次
有
四
種
法
薫
習
義
故
。
染
法
浄
法
、
起
不
断
絶
。
云
何
為
四
。
一
者
浄
法
名
為
真
如
。
二
者
一
切
染
因
名
為
無
明
。
三
者
妄
心

　

名
為
業
識
。
四
者
妄
境
界
所
謂
六
塵
。（T

32-578a

）

　

南
岳
慧
思
『
大
乗
止
観
法
門
』、

　
　

是
故
論
云
。
阿
梨
耶
識
有
二
分
。
一
者
覚
。
二
者
不
覚
。
覚
即
是
浄
心
。
不
覚
即
是
無
明
。
此
二
和
合
説
為
本
識
。（T

46-653c-654a

）

⑦
『
起
信
論
』
の
論
理
構
成
で
は
、

　

心
生
滅
者
。
依
如
来
藏
、故
有
生
滅
心
。
所
謂
不
生
不
滅
與
生
滅
和
合
、非
一
非
異
、名
為
阿
梨
耶
識
。
此
識
有
二
種
義
、能
攝
一
切
法
、
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生
一
切
法
。
云
何
為
二
。
一
者
覚
義
。
二
者
不
覚
義
。（T

32-576b

）

「
心
生
滅
門
」
冒
頭
の
阿
梨
耶
識
の
二
種
義
と
し
て
、
能
攝
一
切
法
、
生
一
切
法
の
義
が
あ
り
、
つ
い
で
覚
不
覚
の
二
義
を
立
て
、
そ
の

覚
義
の
下
に
心
体
離
念
、
離
念
相
者
、
等
虚
空
界
が
説
か
れ
る
。

⑧
こ
れ
ら
一
連
の
語
義
解
釈
の
方
法
を
柳
田
は
「
一
種
の
観
心
釈
」（「
北
宗
禅
の
思
想
」
柳
田
（1999

）p259

）
と
呼
び
、
同
様
の
問
題
を
天
台

教
学「
観
心
釈
」
と
は
距
離
を
置
く
意
味
で
伊
吹
敦
は
「
心
観
釈
」
と
呼
ぶ
（
伊
吹（2012

）他
）。
そ
も
そ
も
「
通
」
の
立
場
を
表
明
す
る
『
無

生
方
便
門
』
に
と
っ
て
、
同
義
語
の
枚
挙
は
通
経
（
教
）
の
個
別
局
面
で
の
概
念
操
作
と
云
え
る
。
そ
れ
は
通
仏
教
と
し
て
の
禅
宗
の
特

徴
と
も
な
ろ
う
。
ち
な
み
に
柳
田
の
依
拠
す
る
『
北
宗
五
方
便
第
一
号
本（
無
生
方
便
門
）』（
鈴
木
三pp161-70

）
は
、２『
通
一
切
経
要
義
集
』

（
韓
（2018

）p147

）
で
あ
る
が
、
諸
本
の
成
立
年
代
の
考
証
は
重
要
だ
が
、
本
稿
の
課
題
と
は
直
ち
に
関
連
し
な
い
。

⑨
宗
密
『
圓
覚
経
大
疏
釈
義
鈔
』
巻
三
之
下　

第
二
開
智
慧
門
に
引
く
、

　

菩
提
者
不
可
以
身
心
得
、
寂
滅
是
菩
提
、
滅
諸
相
故
。
眼
見
色
、
不
被
色
塵
礙
、
眼
菩
提
、
云
々
。
耳
鼻
舌
身
意
亦
然
。（Z14-555a

）

こ
こ
で
宗
密
は
眼
解
脱
を
眼
菩
提
と
呼
ぶ
。
宇
井
（1935

）pp361-362

参
照

⑩
印
順
（1971

）p145

邦p185

は
『
無
生
方
便
門
』
第
二
開
智
慧
門
（
１
‐
２
）
に
依
っ
て
「
不
動
」
を
論
じ
る
が
、し
か
し
次
い
で
『
無
題
』

（
3
）
本
（
宇
井
『
禅
宗
史
』
第
八
『
北
宗
残
巻
』
第
七
（
甲
）
が
該
当
す
る
）
に
依
っ
て
不
動
を
評
す
る
の
だ
が
、原
文
は
『
大
乗
五
方
便
北
宗
』

之
一
の
第
五
自
然
無
礙
解
脱
門
の
節
要
（
韓3-5 pp200-2
）
で
あ
る
。
二
本
は
厳
密
に
は
別
本
で
あ
り
説
相
の
相
違
も
看
取
さ
れ
る
。

⑪
菅
野
博
史
『
新
国
訳
大
蔵
経　

法
華
経
安
楽
行
義
』
大
蔵
出
版
（2018

）p281

注
91
、
塩
入
「
考
察
」p34

等
参
照
。

⑫
拙
稿
「「
随
自
意
三
昧
」
研
究
ノ
ー
ト
」『
禅
学
研
究
』
第
九
七
号
（2019
）。

⑬
宇
井
（1935

）pp356-361

に
お
い
て
宗
密
『
圓
覚
経
大
疏
釈
義
鈔
』
巻
三
之
下
（Z14-554a

）
の
地
文
に
沿
っ
て
『
五
方
便
』
の
全
体
を

分
析
し
て
い
る
。
宗
密
「
第
一
総
彰
仏
体
」
に
引
く

　

瞥
起
心
即
有
心
色
、破
壊
法
身
。
色
是
色
蘊
、謂
五
根
六
塵
。
心
即
四
蘊
、蘊
是
積
聚
義
、亦
名
為
陰
。
陰
是
覆
蓋
義
、謂
、離
念
故
無
心
、
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無
心
即
無
色
。
色
心
清
浄
、
五
蘊
常
空
、
故
名
一
相
。
十
二
処
十
八
界
例
知
、
謂
、
若
離
根
塵
識
、
即
界
分
常
空
寂
、
根
根
空
、
塵
塵
静
、

　

根
根
無
心
、塵
塵
是
聖
。
聖
者
正
也
。
眼
見
色
、意
同
知
染
法
界
、意
不
同
知
浄
法
界
。
耳
等
皆
然
。
瞥
起
心
即
十
八
界
、無
心
即
一
相
。

　

一
相
者
無
相
、
対
境
不
動
名
如
、
不
随
応
是
来
。（Z14-554a

）

⑭
宇
井
（1935

）pp359,p362,p452

等
。

⑮
『
起
信
論
』　

前
掲
注
⑥
参
照

⑯
『
無
生
方
便
門
』
2
‐
1

　

離
念
相
者
、
等
虚
空
界
、
無
所
不
遍
。
已
上
為
覚
義
。
法
界
一
相
、
已
上
為
覚
他
。
即
是
如
来
平
等
法
身
。
是
名
覚
満
、
依
此
法
身
、

　

説
名
本
覚
、
名
三
覚
。（
韓
（2018

）p143

）

⑰
韓
（2013

）p336

参
照
。
体
用
及
其
関
係
と
し
て
、
①
離
念
是
体
、
見
聞
覚
知
是
用
。
寂
是
体
、
照
是
用
。
②
寂
而
常
用
、
用
而
常
寂
。

寂
而
常
用
、
則
事
則
理
、
寂
而
常
用
、
用
而
常
寂
。
則
空
則
色
、
用
而
常
寂
、
則
色
則
空
を
提
示
し
て
い
る
。

⑱
関
口
真
大
『
天
台
小
止
観
の
研
究
』
山
喜
房
仏
書
林1954,p49

天
台
小
止
観
の
正
修
第
六
の
章
の
組
織
を
見
る
と
、最
初
に
、「
修
止
観
者
、

有
二
種
。
一
者
、
於
坐
中
修
、
二
者
、
歴
縁
対
境
修
」。
と
い
っ
て
、
二
門
に
大
分
し
て
い
る
。
…
即
ち
、
静
中
の
止
観
と
動
中
の
止
観
、

と
に
二
大
分
す
る
が
如
き
思
想
…
…
で
あ
り
、
湛
然
が
『
法
華
文
句
記
』
巻
第
一
に
於
い
て
、『
摩
訶
止
観
』
一
部
を
仏
説
経
典
の
三
分

法
に
擬
し
、「
二
十
五
方
便
為
序
、
入
観
坐
儀
為
正
、
行
住
歴
縁
為
流
通
」（T

34-158b

）
と
し
て
い
る
。　

⑲
『
摩
訶
止
観
』
卷
第
五
上 

第
七
正
修
、
十
境
の
第
一
陰
入
界
境
（
五
陰
十
二
入
十
八
界
）　

十
境
互
発　

法
修
発
の
法
と
歴
縁
対
境
止
観
と

の
比
較
。『
摩
訶
止
観
』「
陰
入
一
境
常
現
前
、
…
…
法
者
、
眼
耳
鼻
舌
陰
入
界
等
、
皆
是
寂
静
門
、
亦
是
法
界
」（T

46-49c

）（T
46-52b

）

第
一
観
陰
入
界
境
（
端
坐
の
十
乗
観
法
と
歴
縁
対
境
）　

若
迷
心
、
…
…
若
迷
色
、
…
…

⑳
大
野
（1994

）p409/p424　

新
田
雅
章
『
天
台
小
止
観
』p160

等
参
照
。

㉑
止
観
双
運
は
『
起
信
論
』
止
観
二
門
共
相
助
成
も
同
様
で
あ
る
、
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若
行
若
住
若
臥
若
起
。
皆
応
止
観
倶
行
。
所
謂
雖
念
諸
法
、
自
性
不
生
、
而
復
即
念
因
縁
和
合
、
善
悪
之
業
、
苦
樂
等
報
、
不
失
不
壞
。

　
　

雖
念
因
縁
、善
悪
業
報
、而
亦
即
念
性
不
可
得
。
若
修
止
者
、対
治
凡
夫
、住
著
世
間
。
能
捨
二
乘
怯
弱
之
見
。
若
修
観
者
、対
治
二
乘
、

　
　

不
起
大
悲
、
狹
劣
心
過
、
遠
離
凡
夫
、
不
修
善
根
。
以
此
義
故
。
是
止
観
二
門
。
共
相
助
成
不
相
捨
離
。
若
止
観
不
具
。
則
無
能
入

　
　

菩
提
之
道
。（T

32-583a

）

柳
田
聖
山
（1972

）p209

参
照
。

㉒
塩
入
（1989

）p38
。

㉓
す
で
に
印
順
に
も
道
信
『
入
道
安
心
要
方
便
門
』
と
五
門
体
系
の
比
較
検
討
が
あ
る
。
印
順
は
道
信
『
安
心
要
方
便
』
を
素
材
に
『
五
方

便
』
が
生
ま
れ
た
と
し
、
五
方
便
の
五
門
そ
れ
ぞ
れ
の
対
応
箇
所
を
指
摘
し
て
い
る
。
道
信
二
に
い
う
、

　

何
以
故
、一
切
諸
事
、皆
是
如
来
一
法
身
故
、住
是
心
中
、諸
結
煩
悩
、自
然
除
滅
。
於
一
塵
中
、具
無
量
世
界
、無
量
世
界
、集
一
毛
端
、

　

於
其
本
事
如
故
、
不
相
妨
礙
。『
花
嚴
経
』
云
、
有
一
経
卷
、
在
微
塵
中
、
見
三
千
大
千
世
界
事
…
…
。

を
引
い
て
五
方
便
の
第
三
、第
五
に
想
定
し
て
い
る
。印
順（1971

）p147/

邦pp186-7

。し
か
し
六
根
不
動
を
取
り
上
げ
つ
つ
、五
処
解
脱
、

一
切
処
解
脱
の
理
解
は
釈
然
と
し
な
い
。

㉔
韓
（2018

）p321,

柳
田
（1972

）p226

、韓
（2013

）p291
で
は
道
信
の
守
一
不
移
と
『
修
心
要
論
』
の
守
心
が
完
全
同
一
と
は
云
え
な
い
、

た
だ
道
信
の
守
一
不
移
が
『
修
心
要
論
』
守
心
の
理
論
的
根
拠
を
与
え
て
い
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

㉕
『
維
摩
経
』
深
慧
菩
薩
曰
、
是
空
是
無
相
是
無
作
、
為
二
。
空
即
無
相
、
無
相
即
無
作
。
若
空
無
相
無
作
、
則
無
心
意
識
。
於
一
解
脱
門
、

即
是
三
解
脱
門
者
、
是
為
入
不
二
法
門
（T

14-551b

）

㉖
道
信
の
「
若
初
学
坐
」
の
語
で
は
じ
ま
る
が
、
後
段
に
は
、
不
問
昼
夜
、
行
住
坐
臥
、
常
作
此
観
、
と
云
い
、
歴
縁
対
境
止
観
の
六
威
儀

禅
定
を
示
唆
す
る
語
句
も
見
え
る
。
坐
禅
は
編
者
浄
覚
等
の
加
筆
挿
入
の
可
能
性
を
考
え
た
い
一
段
で
、
同
書
の
坐
禅
へ
の
加
筆
改
訂

の
可
能
性
は
随
所
に
あ
る
。
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㉗
那
「
無
念
」
是
什
麼
意
義
呢
？
「
於
自
念
上
離
境
、
不
於
法
上
念
生
」、
就
是
無
念
。
念
是
心
、
心
所
対
的
是
境
（
法
）。
一
般
人
在
境
上

起
念
、
如
境
美
好
、
於
境
上
起
念
、
起
貪
。
境
相
悪
、
就
於
境
上
起
念
、
起
瞋
。
一
般
人
的
「
念
」、
是
依
境
而
起
、
随
境
而
転
的
。
這

様
的
念
、
是
妄
念
、
終
日
為
境
相
所
役
使
、
不
得
自
在
。
…
…
所
以
要
「
無
念
」
―
―
「
於
自
念
上
離
境
、
不
於
法
上
念
生
」。
也
就
是

不
依
境
起
、
不
逐
境
転
。
…
…
而
這
様
的
見
聞
覚
知
、
却
不
受
外
境
所
染
、
不
受
外
境
的
干
擾
、（
性
自
空
寂
）
而
念
念
解
脱
自
在
。（
印

順
（1971
）p359/

邦p444

）
印
順
は
「
直
従
見
聞
覚
知
性
去
悟
入
的
法
門
、
初
由
不
知
的
梵
僧
、
伝
来
広
州
」
と
達
磨
の
禅
が
楞
伽
禅
に

通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
南
宗
禅
を
先
取
り
す
る
も
の
と
見
、
広
州
一
帯
に
行
わ
れ
た
と
見
る
。
し
か
し
南
宗
禅
（
作
用
即
性
説
）
と
性
急

に
短
絡
し
て
、
念
不
起
が
解
脱
で
あ
る
こ
と
と
、
体
た
る
真
如
や
本
智
が
直
ち
に
用
に
転
じ
出
る
こ
と
を
混
同
し
た
短
絡
的
理
解
で
あ

り
、見
聞
覚
知
に
悟
入
の
機
縁
と
な
る
染
浄
の
別
は
弁
別
さ
れ
て
い
な
い
。
柳
田
聖
山
に
そ
の
先
例
は
あ
る
（
柳
田（1999

）「
北
宗
禅
の
思
想
」

p263

）
が
、
こ
こ
に
無
生
方
便
の
五
処
解
脱
一
切
処
解
脱
と
南
宗
の
一
切
行
一
切
処
「
機
縁
（
始
覚
）」
の
相
違
が
伺
え
る
。

㉘
柳
田
（1967

）p451,p458

注
⑬　

引
用
箇
所
に
見
ら
れ
る
『
無
生
方
便
門
』
と
の
類
似
や
『
禅
門
経
』
の
引
用
（
行
住
坐
臥
、
皆
是
禅
定
）

か
ら
も
、
私
見
で
は
歴
縁
対
境
止
観
を
承
け
て
、
解
脱
門
に
発
展
さ
せ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。

㉙
韓
（2018

）p66

『
観
心
論
』
参
照
。

㉚
賈
（2013

）p145/

邦p232

「
自
然
而
然
地
在
日
常
生
活
中
実
践
禅
、
獲
得
主
体
的
真
正
自
由
」
と
馬
祖
禅
を
評
価
し
、
潘
桂
明
「
日
常

生
活
的
一
切
方
面
」、
杜
継
文
、
魏
道
懦
「
馬
祖
着
力
把
禅
推
進
世
俗
生
活
之
中
、
使
禅
生
活
化
」（『
中
国
禅
宗
通
史
』p233

）
等
々
を
紹

介
し
て
い
る
。
伊
吹
敦
「
戒
律
と
禅
宗　

小
乗
戒
と
菩
薩
戒
、
都
市
仏
教
と
山
林
仏
教
、
国
家
と
宗
教
」
で
も
、「
日
常
生
活
の
全
て
が

そ
の
ま
ま
絶
対
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」。9/17

日
常
性
の
全
体
作
用
等
、
馬
祖
に
大
成
さ
れ
る
南
宗
禅
的
特
徴
は
、
古
く
は
柳
田

聖
山
以
来
の
南
宗
禅
理
解
「
日
常
性
」
に
遡
行
す
る
。
し
か
し
馬
祖
禅
の
到
達
点
が
そ
う
だ
と
し
て
、
坐
禅
の
否
定
が
直
ち
に
「
日
常
生

活
中
実
践
禅
」
で
は
な
い
こ
と
、
そ
れ
以
前
に
ま
ず
歴
縁
対
境
止
観
等
の
非
坐
禅
定
を
想
定
す
る
べ
き
で
、
慧
思
『
随
自
意
三
昧
』
は
、

そ
の
先
駆
形
態
で
あ
っ
た
。
韓
（2013

）p271

参
照
。
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㉛
鈴
木
大
拙
『
禅
の
思
想
』（
全
十
三p83

）
で
は
、
天
桂
『
正
法
眼
蔵
辨
註
』「
坐
禅
は
坐
臥
に
あ
ら
ず
」
を
承
け
て
、「
坐
禅
が
大
用
現
前

底
で
あ
る
」
と
い
う
道
元
の
独
自
解
釈
を
肯
い
つ
つ
、
鈴
木
も
ま
た
坐
禅
の
義
を
「
拡
大
解
釈
」
し
て
、
禅
の
本
義
に
重
ね
よ
う
と
す

る
。
し
か
し
坐
禅
は
単
な
る
坐
禅
で
は
な
い
「
真
の
坐
禅
（
は
坐
禅
に
非
ず
）」
と
い
う
坐
禅
の
意
義
づ
け
は
、「
禅
」
の
定
義
と
な
っ
て
も
、

坐
禅
の
根
拠
づ
け
と
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
禅
に
は
、
坐
禅
か
坐
禅
の
否
定
（
自
然
主
義
）
か
で
は
な
く
、
坐
禅
に
別
立
す
る
一
切
処
解

脱
（
五
処
解
脱
）
の
禅
定
が
伏
在
し
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
道
元
は
む
ろ
ん
禅
者
は
そ
も
そ
も
「
禅
は
坐
臥
に
あ
ら
ざ
る
」「
坐
」
を

超
え
た
一
切
処
解
脱
の
禅
定
に
達
し
て
い
た
。

㉜
拙
稿
「
随
自
意
三
昧
研
究
ノ
ー
ト
」『
禅
学
研
究
』
第
九
七
号 

禅
学
研
究
会
（2019

）　pp51-80　

拙
稿
「
随
自
意
三
昧
と
一
行
三
昧
」『
禅

学
研
究
』
第
九
五
号 

禅
学
研
究
会
（2017

）　pp109-12

㉝
晋
華
（2013

）p144/

邦p231
。
上
記
注
㉚
参
照
。

略
記
一
覧

伊
吹
（1997

）　

伊
吹
敦　

特
論
「
南
宗
禅
」
の
誕
生
（『
シ
リ
ー
ズ
・
東
ア
ジ
ア
仏
教
』
第
三
巻　

春
秋
社1997

）pp305
ｰ

324

伊
吹
（2009

）　

伊
吹
敦　
「「
戒
律
」
か
ら
「
清
規
」
へ
―
―
北
宗
の
禅
律
一
致
と
そ
の
克
服
と
し
て
の
清
規
の
誕
生
―
―
」『
日
本
仏
教

学
会
年
報
』
74　

2009　

pp49-90

伊
吹
（2012

）　

伊
吹
敦
「「
大
乗
五
方
便
」
の
成
立
と
展
開
」『
東
洋
学
論
叢
』
37 

東
洋
大
学2012

伊
吹
（2016

）　

伊
吹
敦
「
初
期
禅
宗
と
『
大
乗
起
信
論
』」『
東
ア
ジ
ア
仏
教
学
術
論
叢
』
巻
４ 

東
洋
大
学2016.02

印
順
（1971

）　

印
順
『
中
国
禅
宗
史
―
従
印
度
禅
到
中
華
禅
』
正
聞
出
版
社1971

、
伊
吹
敦
訳
、
山
喜
房
仏
書
林1997

大
竹
（2018

）　

大
竹
晋
『
大
乗
起
信
論
の
成
立
史
』
国
書
刊
行
会2018

大
野
（1994

）　

大
野
栄
人
『
天
台
止
観
成
立
史
の
研
究
』
法
蔵
館1994
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大
野
（2004

）　

大
野
栄
人
他
『
天
台
小
止
観
の
訳
注
研
究
』
山
喜
房
仏
書
林2004　

p184

注
79

賈
（2013

）　

賈
晋
華
『
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2013

、
邦
訳
、
汲
古
書
院2017

韓
（2013

）　

韓
伝
強
『
禅
宗
北
宗
研
究
』
宗
教
文
化
出
版
社2013

韓
（2018

）　

同　
『
禅
宗
北
宗
敦
煌
文
献
録
校
与
研
究
』
江
蘇
人
民
出
版
社2018　

塩
入
（1988

）　

塩
入
法
道1988

「
慧
思
・
智
顗
に
お
け
る
随
自
意
三
昧
に
つ
い
て
」（『
印
仏
研
究
』
36
（
2
）　p248

）

塩
入
（1989
）　

塩
入
法
道1989

「
南
岳
慧
思
に
お
け
る
随
自
意
三
昧
の
考
察
」『
大
正
大
学
綜
合
仏
教
研
究
所
年
報
』
11

塩
入
（1990

）　

塩
入
法
道
『
中
国
初
期
禅
観
思
想
に
お
け
る
首
楞
厳
三
昧
に
つ
い
て
』
印
度
学
仏
教
学
研
究
38
（
2
） 1990　

p677-680 

菅
野
（1994

）　

菅
野
博
史
『
中
国
法
華
思
想
の
研
究
』
春
秋
社 1994

菅
野
（2012

）　

菅
野
博
史
『
南
北
朝
・
隋
代
の
中
国
仏
教
思
想
研
究
』
大
蔵
出
版 2012

田
中
（1983

）　

田
中
良
昭
『
敦
煌
禅
宗
文
献
の
研
究
』
大
東
出
版
社1983　

p288

（「
道
信
研
究
」1964

）

柳
田
（1961

）　

柳
田
聖
山
「
禅
門
経
に
つ
い
て
」『
塚
本
善
隆
博
士
頌
寿
記
念　

仏
教
史
学
論
集
』
塚
本
博
士
頌
寿
記
念
会 1961　

pp877-881

柳
田
（1967

）　

柳
田
聖
山
『
初
期
禅
宗
史
書
の
研
究
』
法
蔵
館 1964

柳
田
（1972

）　

柳
田
聖
山
楞
伽
師
資
記
『
禅
の
語
録
２　

初
期
の
禅
史
Ⅰ
』
筑
摩
書
房 1971

柳
田
（1999

）　

柳
田
聖
山
『
禅
仏
教
の
研
究　

柳
田
聖
山
集　

第
一
巻
』
法
蔵
館 1999

柳
田
（2001

）　

柳
田
聖
山
『
禅
文
献
の
研
究
上　

柳
田
聖
山
集　

第
二
巻
』
法
蔵
館 2001

参
考
文
献

『
禅
思
想
史
研
究　

第
三
』170-171-12345
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関
口
真
大
『
達
磨
大
師
の
研
究
』p255.

関
口
『
達
磨
の
研
究
』

杜
継
文
・
魏
道
儒
『
中
国
禅
宗
通
史
』
江
蘇
人
民
出
版
社 2007 

第
二
章
第
二
節pp.84-87

徐
文
明
『
中
土
前
期
禅
学
史
』
北
京
師
範
大
学 2013

ベ
ル
ナ
ー
ル
・
フ
ォ
ー
ル
・
蒋
海
怒
訳
『
正
統
性
的
意
欲
―
北
宗
禅
之
批
判
系
譜
』
上
海
古
籍
出
版
社 2010　

pp66-7

（
原
著

Bernard Faure,T
he W

ill to O
rthodoxy,69.

）　

拙
稿
「
随
自
意
三
昧
と
一
行
三
昧
」『
禅
学
研
究
』
第
九
七
号 

禅
学
研
究
会 2017 

3
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『祖堂集』卷第一〇譯注（三）鏡清和尚章（二）

『
祖
堂
集
』
卷
第
一〇
譯
注
（
三
）
鏡
清
和
尚
章
（
二
）

禪
文
化
研
究
所
唐
代
語
錄
研
究
班

前
言

禪
文
化
研
究
所
唐
代
語
錄
研
究
班
の
『
祖
堂
集
』
研
究
會
は
二
〇
〇
九
年
一
一
月
か
ら
讀
解
を
開
始
し
、
す
で
に
一
〇

年
を
經
、
こ
の
間
、
二
〇
一
一
年
ま
で
に
卷
七
雪
峯
和
尚
章
の
譯
注
を
完
成
し
、『
禪
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
一
號
、
第

三
二
號
に
揭
載
、
こ
れ
を
補
訂
合
册
し
て
二
〇
一
四
年
一
一
月
に
「
唐
末
五
代
轉
型
期
の
禪
宗
―
九
、十
世
紀
福
建
禪
宗
の

思
想
史
的
動
向
（
一
）『
祖
堂
集
』
卷
七
雪
峯
和
尚
章
譯
注
」
を
作
成
（
私
家
版
）、
二
〇
一
六
年
三
月
に
「『
祖
堂
集
』
卷

十
譯
注
（
一
）」［
玄
沙
和
尚
章
、
長
生
和
尚
章
、
鵝
湖
和
尚
章
、
大
普
和
尚
章
］
を
『
禪
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
三
號
に

揭
載
し
、「『
祖
堂
集
』
卷
一
〇
譯
注
（
二
）」［
鏡
清
和
尚
章
（
一
～
一
〇
）］
を
『
禪
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
四
號
に
揭

載
し
た
。「
鏡
清
和
尚
章
」（
全
四
十
一
則
）
會
讀
は
二
〇
一
一
年
一
一
月
に
開
始
、
二
〇
一
四
年
四
月
に
終
了
し
た
。
こ
こ

に
「『
祖
堂
集
』
卷
一
〇
譯
注
（
三
）」
と
し
て
「
鏡
清
和
尚
章
」
の
後
半
譯
注
三
一
則
を
整
理
し
揭
載
す
る
。
會
讀
を
擔
當

し
て
譯
注
資
料
を
提
供
し
た
の
は
、
久
保
讓
、
メ
ル
ク
ー
リ
・
オ
ズ
ワ
ル
ド
、
鈴
木
洋
保
、
古
勝
亮
、
川
島
常
明
、
鈴
木
史

己
の
諸
氏
と
西
口
芳
男
、
衣
川
賢
次
で
あ
り
、
本
稿
は
當
日
の
資
料
と
討
論
の
結
果
を
ふ
ま
え
て
西
口
が
整
理
起
稿
し
、
衣

川
が
檢
討
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

中
唐
馬
祖
道
一
（
七
〇
九
～
七
八
八
）
に
始
ま
る
唐
代
禪
宗
は
、
そ
の
後
一
世
を
風
靡
し
、
晩
唐
期
に
な
る
と
、
禪
宗
の
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大
衆
化
現
象
を
背
景
に
庸
俗
的
理
解
が
瀰
漫
し
、
そ
の
教
説
の
再
檢
討
と
い
う
こ
と
が
禪
思
想
界
の
中
心
的
課
題
と
し
て
認

識
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
『
祖
堂
集
』
に
記
錄
さ
れ
た
雪
峯
章
（
卷
七
）、
そ
の
弟
子
た
ち
の
各
章
（
卷
一
〇
～
卷

一
二
）
を
閲
讀
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
確
に
看
取
で
き
る
。
一
〇
世
紀
福
建
で
資
料
收
集
、
編
纂
さ
れ
た
『
祖
堂
集
』
は

そ
の
具
體
相
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
重
要
資
料
で
あ
る
。
唐
宋
交
替
期
の
禪
宗
の
思
想
史
的
把
握
は
、『
祖
堂
集
』
と
い
う

資
料
を
細
心
に
讀
解
し
譯
注
を
作
成
す
る
こ
と
を
通
し
て
の
み
可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

研
究
會
は
現
在
『
祖
堂
集
』
卷
一
一
潮
山
和
尚
章
ま
で
を
會
讀
し
た
。
整
理
で
き
次
第
、『
禪
文
化
研
究
所
紀
要
』
に
順

次
揭
載
し
て
ゆ
く
豫
定
で
あ
る
。

二
〇
二
〇
年
七
月
三
〇
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
『
祖
堂
集
』
研
究
會
の
會
讀
成
果
で
あ
る
。『
祖
堂
集
』
卷
一
〇
鏡

清
和
尚
章
（
全
四
一
則
の
後
半
三
一
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
年
）
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
年
，
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
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
」
四
．

「
祖
堂
集
校
勘
擧
例
」（
九
三
八
頁
）
に
列
す
る
版
本
を
も
ち
い
る
。『
祖
堂
集
』
本
文
に
は
中
華
書
局
版
の
則
番
號

を
附
し
、
檢
索
に
便
な
ら
し
め
た
。

［
目
次
］

鏡
清
和
尚
章　

＊
印
は
本
書
に
の
み
收
錄
さ
れ
る
則

一
一
、
無
源
に
住
せ
ず

一
二
、
心
を
措
定
し
て
は
な
ら
ぬ

一
三
、
玄
中
玄

一
四
、〈
道
は
人
に
合か

な

う
心
無
し
〉
を
問
え

一
五
、
佛
國
よ
り
來き

た

る

＊
一
六
、
來
朝
更
に
楚
王
に
獻
じ
看
よ

＊
一
七
、
明
目
の
人
は
ぴ
た
り
と
出
逢
う

＊
一
八
、
伶り

ょ
う

俜び
ょ
う

辛し
ん

苦く

＊
一
九
、
皮
骨
髓
の
得
法

＊
二
〇
、
糞
掃
の
一
納
衣

＊
二
一
、
天
龍
の
一
句

＊
二
二
、
文
殊
の
劍

二
三
、
雨
滴
聲
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二
四
、
應
天
の
鰻
鯉

＊
二
五
、
好
晴
好
雨

＊
二
六
、
經
首
第
一
は
何
と
い
う
字
か

＊
二
七
、一
人
の
口
よ
り
出
で
、
千
人
の
耳
に
入
る

＊
二
八
、
行
脚
に
出
る
こ
と
と
は

＊
二
九
、
惺
惺
な
る
に
な
に
ゆ
え
苦
惱
を
受
け
る
の
か

＊
三
〇
、
現
象
の
な
か
の
眞
面
目
と
は

＊
三
一
、
な
ぜ
耳
で
見
、
眼
で
聞
け
な
い
の
か

＊
三
二
、
象
骨
山
頌

＊
三
三
、 

一
歩
も
動
く
な

＊
三
四
、
名
は
省
超

＊
三
五
、
徑
直
の
路

＊
三
六
、
良
久
の
檢
討

＊
三
七
、
金
剛
不
壞
の
體
と
牯
羊
角

＊
三
八
、
談
體
頌

＊
三
九
、
景
禪
を
哀
嘆
し
て
吟
ず

＊
四
〇
、
悟
玄
頌

＊
四
一
、
洞
山
の
過
水
偈
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〔
一
一
〕
無
源
に
住
せ
ず

問
‥
「
無
源
不
住
，
有
路
不
歸
時
如
何
？
」
師
曰
‥
「
這
个
師
僧
！ 

得
座
便
坐
！
」

【
訓
讀
】

問
う
、「
無む

源げ
ん

に
住
せ
ず
、
路み

ち

有
る
も
歸
ら
ざ
る
時
は
如
何
。」
師
曰
く
、「
這こ个
の
師
僧
！ 

座ざ

有
れ
ば
便
ち
坐
せ
！
」

【
日
譯
】

問
う
、「
わ
た
し
は
根
本
に
安
住
し
な
い
と
い
う
地
平
に
も
安
住
せ
ず
、
根
源
へ
の
道
が
あ
っ
て
も
そ
こ
を
通
っ
て
歸
ろ

う
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。」
師
は
答
え
た
、「
お
い
、
そ
こ
の
坊
さ
ん
、
席
が
あ
っ
た
ら
坐
れ
！
」

【
注
釋
】

○
本
則
は
『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
八
杭
州
龍
册
寺
道
怤
禪
師
章
に
も
收
め
る
が
、
金
藏
廣
勝
寺
本
、『
四
部
叢
刊
』
第
三
編

所
收
本
（
至
正
二
五
年
刊
本
）、
福
州
東
禪
寺
版
、
元
延
祐
本
み
な
「
無
源
有
路
不
歸
時
如
何
」
に
作
り
、「
不
住
」
二
字

を
脱
す
。（
高
麗
本
は
本
書
に
同
じ
）。

〇
無
源
不
住
，
有
路
不
歸　
「
無
源
」
と
は
根
源
へ
の
歸
還
（
返
本
還
源
）
を
拒
否
す
る
考
え
か
た
。
根
源
と
は
本
性
、
佛

性
。
い
か
に
も
「
人
人
悉
く
佛
性
有
り
」
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
う
い
う
佛
教
の
教
理
を
無
條
件
に
受
け
入
れ
る
の
で
は
な

く
、「
見
色
即
見
心
」
の
痛
切
な
體
驗
を
通
し
て
體
得
す
べ
き
も
の
だ
と
い
う
、
こ
の
時
代
の
禪
の
考
え
か
た
を
示
し
て

い
る
。
石
頭
希
遷
が
南
嶽
懷
讓
に
言
っ
た
「
諸
聖
を
慕
わ
ず
、
己こ

靈れ
い

を
重
ん
ぜ
ざ
る
時
は
如
何
？
」（
諸
佛
の
教
え
に
從

わ
ず
、
自
己
の
靈
性
を
も
重
ん
じ
な
い
。
本
書
卷
四
石
頭
和
尚
章
）
の
「
己
靈
を
重
ん
ぜ
ず
」、
ま
た
臨
濟
義
玄
が
言
っ
た

「
外
に
凡
聖
を
取も

と

め
ず
、
内
に
根
本
に
住
せ
ず
（
外
面
に
は
凡
聖
の
名
に
執
わ
れ
ず
、
内
面
に
は
本
體
に
依
り
か
か
ら
ぬ
）」

（
衣
川
賢
次
譯
注
『
臨
濟
錄
』【
五
一
】
示
衆
二
（
2
））
の
「
内
に
根
本
に
住
せ
ず
」
に
相
當
す
る
。
南
泉
普
願
も
言
う
、

「
我
れ
行
脚
せ
し
時
、
一ひ

と
り个

の
老
宿
有
り
て
某わ

た
し甲

に
教
え
て
道い

わ

く
、『
返へ

ん

本ぽ
ん

還げ
ん

源げ
ん

せ
よ
』
と
。
噫あ

あ

！ 

禍か

事じ

な
り
！
」（
わ
た
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し
が
む
か
し
行
脚
し
て
い
た
時
、
お
目
に
か
か
っ
た
老
師
は
わ
た
し
に
教
え
た
、『
根
本
に
歸
れ
』
と
。
お
お
！ 

う
っ
か
り
乘

せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
だ
！ 

）」（
本
書
卷
一
六
南
泉
和
尚
章
）。「
路
有
る
も
歸
ら
ず
」
も
同
じ
意
味
で
、「
無
源
（
平
）

不
住
（
仄
），
有
路
（
仄
）
不
歸
（
平
）」
と
し
て
修
辭
的
に
き
れ
い
な
對
句
仕
立
て
に
し
て
い
る
。
僧
は
こ
の
思
想
を
誇

ら
し
げ
に
示
し
て
、
鏡
清
和
尚
に
認
可
を
求
め
た
。

○
師
曰
‥
這
个
師
僧
！ 

得
座
便
坐
！
「
這
个
師
僧
」
は
目
の
前
に
い
る
僧
を
「
そ
こ
な
る
坊
さ
ん
よ
」
と
輕
蔑
し
て
呼
ぶ

言
い
か
た
。「
這
个
～
」
は
罵
る
口
調
で
あ
る
。「
師
僧
」
は
が
ん
ら
い
は
「
師
た
る
僧
」
の
意
味
で
あ
っ
た
が
、
も
と
の

敬
意
は
失
わ
れ
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
こ
う
呼
ぶ
の
は
自
分
の
弟
子
で
は
な
い
と
い
う
區
別
の
意
識
が
あ

る
。「
得
座
便
坐
」
は
「
得
座
被
衣
」
と
い
う
場
合
の
、
行
脚
を
終
え
て
一
寺
の
住
持
と
な
っ
て
接
化
す
る
意
。
つ
ま
り
、

「
行
脚
し
て
見
識
を
ひ
け
ら
か
し
て
ま
わ
る
の
は
い
い
か
げ
ん
に
止
め
て
、
そ
れ
を
實
踐
す
れ
ば
よ
か
ろ
う
」。「
無
源
不

住
，
有
路
不
歸
」
は
認
識
と
し
て
誤
り
で
は
な
い
が
、
高
次
の
實
踐
課
題
で
あ
り
、「
悉
有
佛
性
」
と
い
う
教
理
に
安
住

せ
ず
、
自
己
の
佛
性
を
信
じ
、
佛
と
し
て
生
き
る
要
請
な
の
で
あ
る
。

〔
一
二
〕
心
を
措
定
し
て
は
な
ら
ぬ

問
‥
「
如
何
是
心
？
」
師
云
‥
「
是
則
第
二
頭
。」
云
‥
「
不
是
如
何
？
」
師
云
‥
「
又
成
不
是
頭
。」
僧
曰
‥
「
是
不

是
惣
不
與
摩
時
作
摩
生
？
」
師
云
‥
「
更
多
饒
過
。」

【
訓
讀
】

問
う
、「
如
何
な
る
か
是
れ
心
。」
師
云
く
、「
是
な
れ
ば
則
ち
第
二
頭
。」
云
く
、「
不
是
は
如
何
。」
師
云
く
、「
又
た
不

是
頭
と
成
れ
り
。」
僧
曰
く
、「
是
も
不
是
も
惣
て
與
摩
な
ら
ざ
る
時
は
作い

か

ん
摩
生
。」
師
云
く
、「
更
に
多お

お
き饒

に
過す

ぐ
。」
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【
日
譯
】

　

問
う
、「
何
を
心
と
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。」
師
、「（
心
は
）
何
か
で
あ
る
と
い
え
ば
第
二
の
頭
に
な
る
。」
云
く
、「
何
か

で
な
い
な
ら
ど
う
で
す
か
。」
師
、「
何
か
で
な
い
第
三
の
頭
と
な
る
だ
け
だ
。」
僧
、「
そ
う
い
う
も
の
も
、
そ
う
い
う
も
の

で
な
い
も
の
も
、
す
べ
て
そ
う
で
な
い
場
合
は
ど
う
で
す
か
。」
師
、「
ま
す
ま
す
増
え
る
だ
け
だ
。」

【
注
釋
】

○
本
則
は
『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
八
杭
州
龍
册
寺
道
怤
禪
師
章
に
も
收
む
。

○
如
何
是
心
？　

本
書
卷
一
四
江
西
馬
祖
章
に
「
汝
今
各
信
自
心
是
佛
，
此
心
即
是
佛
心
」
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
佛
で
あ

る
自
ら
の
心
、
そ
の
心
と
は
何
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
禪
僧
と
し
て
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
大
問
題
で
あ
っ

た
。
達
摩
と
慧
可
の
安
心
問
答
に
あ
る
よ
う
に
、
心
は
不
可
得
、
こ
れ
こ
れ
だ
と
措
定
で
き
な
い
。
本
書
卷
二
菩
提
達
摩

和
尚
章
第
八
則
、「
問
‥『
請
和
尚
安
心
。』
師
曰
‥『
將
心
來
！ 

與
汝
安
心
。』
進
曰
‥『
覓
心
了
不
可
得
。』
師
曰
‥『
覓

得
豈
是
汝
心
？ 

與
汝
安
心
竟
。』
達
摩
語
慧
可
曰
‥『
爲
汝
安
心
竟
，
汝
今
見
不
？
』
慧
可
言
下
大
悟
。」（
問
う
、「
和
尚
、

ど
う
か
心
を
お
ち
つ
か
せ
て
く
だ
さ
い
。」
達
摩
、「
心
を
差
し
出
し
な
さ
い
、
君
を
安
心
さ
せ
て
あ
げ
よ
う
。」
慧
可
は
進
み
出

て
答
え
た
、「
心
を
い
く
ら
探
し
ま
し
て
も
、
ま
っ
た
く
見
つ
け
出
せ
ま
せ
ん
。」
達
摩
、「
探
し
出
せ
た
と
し
て
も
、
ど
う
し
て

そ
れ
が
君
の
心
で
あ
ろ
う
か
。
君
を
安
心
さ
せ
て
や
っ
た
ぞ
。」
達
摩
は
駄
目
押
し
を
し
て
慧
可
に
言
う
、「
君
を
安
心
さ
せ
て

や
っ
た
が
、
君
は
わ
か
っ
た
か
。」
慧
可
は
た
だ
ち
に
大
悟
し
た
。）

○
是
則
第
二
頭　

心
は
こ
れ
こ
れ
だ
と
措
定
で
き
な
い
。
も
し
「
心
は
何
か
で
あ
る
」
と
答
え
た
な
ら
、
そ
れ
は
自
分
の

心
に
、
妄
想
さ
れ
た
心
（
第
二
頭
）
を
付
け
加
え
た
よ
う
な
も
の
。「
第
二
頭
」
は
無
い
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
妄
想

さ
れ
た
も
の
、
第
二
義
に
落
ち
た
も
の
の
意
が
派
生
し
た
。『
中
論
』
卷
二
・
觀
三
相
品
の
第
三
二
偈
、「
若
法
是
無
者
，

是
即
無
有
滅
。
譬
如
第
二
頭
，
無
故
不
可
斷
。（
若
し
現
象
し
て
い
る
存
在
が
無
で
あ
る
な
ら
、
滅
す
る
こ
と
は
無
い
。
第
二
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の
頭
は
無
で
あ
る
が
故
に
斷
ち
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。）」（
Ｔ
三
〇・一
一
下
）。
本
書
卷
二
〇
米
和
尚
章
、

「
師
因
教
僧
問
仰
山
‥
『
今
時
還
假
悟
也
無
？
』
仰
山
云
‥
『
悟
則
不
無
，
爭
奈
落
第
二
頭
何
？
』
師
肯
之
。」（
米
和
尚

が
僧
に
「
現
今
で
は
悟
る
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
か
」
と
問
わ
せ
る
と
、
仰
山
は
「
悟
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
は
な
い
が
、
そ

の
悟
り
が
第
二
頭
に
成
り
下
が
っ
て
し
ま
う
の
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
」
と
言
っ
た
の
で
、
米
和
尚
は
そ
れ
を
認
め
た
。）

○
不
是
如
何
？　

鏡
清
に
「
是
則
第
二
頭
」
と
言
わ
れ
て
、「
心
は
何
か
で
な
い
」
と
言
え
ば
ど
う
か
と
問
い
な
お
し
た
。

○
又
成
不
是
頭　
「
そ
れ
も
“
不
是
頭
”
と
成
る
だ
け
だ
。」
そ
れ
も
ま
た
「
～
で
あ
る
と
措
定
し
な
い
（
不
是
）」
と
い
う

措
定
を
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。『
景
德
傳
燈
錄
』
は
「
又
不
成
是
頭
（
又
た
是
と
成
ら
ざ
る
頭
な
り
）」
に
作
り
、

意
は
同
じ
。
こ
こ
の
「
不
是
頭
」
は
「
不
是
と
い
う
も
の
」
の
意
。「
～
頭
」
は
名
詞
化
す
る
は
た
ら
き
を
も
つ
。「
第
二

頭
」
に
「
第
二
の
頭
」
と
「
第
二
の
も
の
」
の
兩
義
が
あ
り
、「
不
是
頭
」
は
後
者
の
類
化
で
あ
る
。

○
是
不
是
惣
不
與
摩
時
作
摩
生
？　
「
是
」
も
駄
目
、「
不
是
」
も
駄
目
だ
と
言
わ
れ
た
の
で
、「
是
で
も
不
是
で
も
な
い
な

ら
よ
い
の
か
」
と
問
う
。

○
更
多
饒
過　

そ
の
よ
う
に
前
の
措
定
を
否
定
す
る
措
定
を
い
く
ら
續
け
て
も
、
妄
想
の
頭
が
増
え
つ
づ
け
る
だ
け
で
あ

る
。「
多
饒
」
は
同
義
複
詞
。
そ
の
用
例
と
し
て
は
、『
法
苑
珠
林
』
卷
五
二
・
哀
戀
部
に
「
多
饒
財
寶
，
倉
庫
盈
溢
（
た

く
さ
ん
の
財
寶
が
倉
庫
に
滿
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
）」（
Ｔ
五
三
・
六
七
三
下
）
と
見
え
る
。「
過
」
は
多
く
な
っ
て
ゆ
く
と
い
う

動
向
を
表
わ
す
よ
う
で
あ
る
。

〔
一
三
〕
玄
中
玄

問
‥
「
如
何
是
〈
玄
中
玄
〉
？
」
師
云
‥
「
不
是
是
什
摩
？
」
僧
曰
‥
「
還
得
當
也
無
？
」
師
云
‥
「
木
頭
也
解
語
。」

因
此
頌
曰
‥
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「
一
向
隨
他
走
，
又
成
我
不
是
。

　
   

設
尒
不
與
摩
，
傷
著
他
牽
匱
。

　
   

欲
得
省
要
會
，
二
途
倶
不
綴
。」

【
訓
讀
】

問
う
、「
如
何
な
る
か
是
れ
〈
玄
中
玄
〉。」
師
云
く
、「
是
れ
な
ら
ざ
る
は
是
れ
什な

摩ん

ぞ
。」
僧
曰
く
、「
還は

た
當
を
得
た

る
や
。」
師
云
く
、「
木
頭
も
也ま

た
解よ

く
語
る
。」
此
れ
に
因
り
て
頌
し
て
曰
く
、

「
一
向
に
他
に
隨
い
て
走
る
は
、
又
た
我
れ
是
れ
な
ら
ざ
る
と
成
る
。

   

設た

尒と

い
與か

摩く

な
ら
ざ
る
も
、
他
の
牽け

ん

匱き

を
傷
著
す
。

   

省
要
に
會
せ
ん
と
欲ほ

っ得
せ
ば
、
二
途
倶
に
綴て

い

す
る
莫
か
れ
。」

【
日
譯
】

問
う
、「
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
〈
玄
妙
中
の
玄
妙
〉
で
し
ょ
う
か
。」
師
、「〈
玄
妙
中
の
玄
妙
〉
で
な
い
も
の
と
は
何

だ
。」
僧
、「
そ
う
い
う
考
え
で
當
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。」
師
、「
木
で
も
物
を
言
う
ぞ
。」
こ
れ
に
よ
っ
て
頌
を
作
っ

た
。「

ひ
た
す
ら
〈
玄
妙
中
の
玄
妙
〉
に
つ
い
て
行
っ
て
も
、
か
え
っ
て
自
分
は
〈
玄
妙
中
の
玄
妙
〉
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

    

だ
け
だ
。

た
と
い
そ
う
で
な
く
て
も
、
そ
の
牽わ

く匱
を
損
な
う
こ
と
に
な
る
。

も
し
肝
心
な
と
こ
ろ
を
お
さ
え
た
い
な
ら
、
二
つ
の
道
に
と
も
に
か
か
わ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。」

【
注
釋
】

○
本
則
は
『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
八
杭
州
龍
册
寺
道
怤
禪
師
章
に
も
收
む
。
た
だ
し
、
鏡
清
の
頌
は
本
書
に
の
み
見
え
る
も
の
。
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○
如
何
是
玄
中
玄
？　
「
玄
中
玄
」
は
、『
老
子
』
第
一
章
「
道
可
道
，
非
常
道
。
名
可
名
，
非
常
名
。
無
名
天
地
之
始
，
有

名
萬
物
之
母
。
故
常
無
欲
以
觀
其
妙
，
常
有
欲
以
觀
其
徼
。
此
兩
者
同
出
而
異
名
，
同
謂
之
玄
。
玄
之
又
玄
，
衆
妙
之

門
」
を
典
拠
と
す
る
表
現
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
一
切
の
限
定
を
超
え
た
佛
性
・
法
身
を
形
容
す
る
も
の
。
丹
霞
天
然
の

「
弄
珠
吟
」
に
い
う
、「
般
若
神
珠
妙
難
測
，
法
性
海
中
親
認
得
。
隱
現
時
遊
五
蘊
山
，
内
外
光
明
大
神
力
。
此
珠
無
狀
非

大
小
，
晝
夜
圓
明
悉
能
照
。
用
時
無
處
復
無
蹤
，
行
住
相
隨
常
了
了
。
…
…
非
自
心
，
非
因
緣
，
妙
中
之
妙
玄▼

中▼

玄▼

。
森

羅
萬
像
光
中
現
，
尋
之
不
見
有
根
源
。（
般
若
の
神
珠
は
玄
妙
に
し
て
思
い
測
り
難
い
が
、
法
性
海
中
に
身
近
に
認
め
ら
れ
、

隱
れ
た
り
現
わ
れ
た
り
時
に
は
五
蘊
山
に
遊
ぶ
、
こ
れ
こ
そ
大
神
力
を
持
っ
た
内
外
を
輝
か
す
光
明
で
あ
る
。
こ
の
珠
は
形
狀

も
大
小
も
な
い
が
、
晝
も
夜
も
圓
か
に
明
る
く
全
て
を
よ
く
輝
か
す
。
は
た
ら
く
と
き
に
は
場
所
も
痕
跡
も
探
し
出
せ
な
い
が
、

行
住
坐
臥
に
常
に
つ
き
從
っ
て
あ
り
あ
り
と
現
わ
れ
て
い
る
。
…
…
自
心
に
よ
っ
て
あ
る
の
で
も
な
く
、
因
緣
に
よ
っ
て
あ
る

の
で
も
な
い
、〈
妙
中
之
妙
〉、〈
玄
中
玄
〉
で
あ
り
、
森
羅
萬
像
が
そ
の
光
中
に
現
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
探
し
求
め
て
も
そ

の
根
源
を
探
し
當
て
ら
れ
ぬ
。）」（
本
書
卷
四
丹
霞
和
尚
章
）
し
か
し
、
禪
は
そ
れ
を
聖
な
る
も
の
と
し
て
追
い
求
め
る
こ

と
を
誡
め
る
。『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
〇
趙
州
觀
音
院
從
諗
和
尚
章
、「
僧
問
‥
『
如
何
是
玄
中
玄
？
』
師
云
‥
『
汝
玄

來
多
少
時
耶
？
』
僧
云
‥
『
玄
之
久
矣
。』
師
云
‥
『
闍
梨
若
不
遇
老
僧
，
幾
被
玄
殺
。』」（
僧
、「
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
玄

妙
中
の
玄
妙
で
し
ょ
う
か
。」
師
、「
君
は
そ
れ
を
玄
妙
な
る
も
の
に
し
て
ど
れ
ほ
ど
に
な
る
。」
僧
、「
玄
妙
に
し
て
久
し
い
で

す
。」
師
、「
も
し
わ
し
に
出
遭
わ
な
け
れ
ば
、
そ
の
玄
妙
な
る
解
脱
の
深
坑
に
墜
ち
て
禪
僧
と
し
て
の
命
を
失
う
と
こ
ろ
だ
っ

た
。」）

○
不
是
是
什
摩
？　

そ
う
で
な
い
も
の
と
は
何
だ
。
一
切
法
が
〈
玄
中
玄
〉
で
は
な
い
か
。

○
還
得
當
也
無
？　
「
そ
れ
で
當
を
得
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。」
す
べ
て
が
〈
玄
中
玄
〉
だ
と
い
う
こ
と
で
正
し
い
の
で
し
ょ

う
か
。「
得
當
」
は
、
ぴ
た
り
と
か
な
っ
て
い
る
。
本
書
卷
三
先
徑
山
和
尚
章
、「
問
‥
『
如
何
是
祖
師
西
來
意
？
』
師
曰
‥
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『
汝
問
不
當
。』
曰
‥
『
如
何
得
當
？
』
師
曰
‥
『
待
我
死
，
即
向
汝
道
。』」（
問
う
、「
祖
師
西
來
意
と
は
。」
師
、「
君
の
質

問
は
當
を
得
て
お
ら
ぬ
。」「
ど
う
す
れ
ば
ぴ
た
り
と
い
き
ま
す
か
。」
師
、「
わ
し
が
死
ん
だ
と
き
に
言
っ
て
や
ろ
う
。」）

○
木
頭
也
解
語　

樹
木
も
物
を
言
う
ぞ
。
そ
れ
が
一
切
法
は
〈
玄
中
玄
〉
だ
と
い
う
證
據
だ
。『
觀
無
量
壽
經
』
に
「
水
鳥

樹
林
及
與
諸
佛
，
所
出
音
聲
皆
演
妙
法
，
與
十
二
部
經
合
。」（
Ｔ
一
二
・
三
四
四
中
）
こ
れ
は
極
樂
淨
土
の
描
冩
で
あ
る

が
、
現
世
の
す
べ
て
の
無
情
物
に
も
佛
性
が
有
り
、
説
法
す
る
と
い
う
の
は
中
國
佛
教
の
發
想
で
あ
る
。

○
一
向
隨
他
走
，
又
成
我
不
是　
〈
玄
中
玄
〉
を
ひ
た
す
ら
追
い
求
め
て
も
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
で
追
い
か
け
て
い
る
我
は

「
不
是
（〈
玄
中
玄
〉
で
は
な
い
）」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
け
だ
。

○
設
尒
不
與
摩
，
傷
著
他
牽
匱　
「
設
尒
不
與
摩
」
と
は
、〈
玄
中
玄
〉
は
己
に
具
足
し
て
い
る
と
し
て
、「
あ
る
が
ま
ま
の

自
己
で
よ
い
」
の
だ
と
し
、
追
い
求
め
な
い
あ
り
か
た
の
こ
と
。

「
牽
匱
」
は
雙
聲
の
語
で
さ
ま
ざ
ま
に
表
記
さ
れ
る
。
綣
繢
（『
玄
沙
廣
錄
』
卷
上
・『
雲
門
廣
錄
』
卷
下
）・
棬
樻
（『
景
德

傳
燈
錄
』
卷
一
八
玄
沙
章
）・
圈
繢
（『
碧
巖
錄
』）
な
ど
。「
も
と
“
圈
圚
”
に
作
り
、
繩
索
を
用
い
て
作
っ
た
輪
を
指
す
。

框
框
（
し
き
た
り
）・
固
有
の
規
則
の
た
と
え
、
猶
お
圈
套
（
わ
な
）
の
ご
と
し
」（
雷
漢
卿
・
王
長
林
『
禪
宗
文
獻
語
言
論

考
』
四
一
・
四
二
頁
、
上
海
教
育
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
）。
こ
こ
で
は
「
人
を
か
ら
め
取
る
し
か
け
、
か
ら
く
り
」（『
禪
語

辭
典
』）
と
い
う
の
で
は
な
く
、
他
（
玄
中
玄
）
の
牽
匱
（
枠
組
み
・
あ
り
か
た
）
の
こ
と
。
で
は
な
ぜ
そ
れ
が
、〈
玄
中

玄
〉（
佛
性
・
法
身
）
を
損
う
こ
と
な
の
か
。
そ
れ
が
一
切
の
限
定
を
絶
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
、「
我
が
身
に
具
足
し
て

い
る
」（
追
い
求
め
る
必
要
は
な
い
）
と
限
定
し
て
し
ま
う
の
は
却
っ
て
矛
盾
で
あ
り
、
そ
れ
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

○
欲
得
省
要
會
，
二
途
倶
不
綴　
「
省
要
」
は
、「
要
點
」「
主
旨
」
の
意
。「
二
途
」
は
、
追
い
求
め
る
こ
と
と
追
い
求
め
な

い
こ
と
。「
綴
」
は
繫
結
・
連
接
の
意
。
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〔
一
四
〕〈
道
は
人
に
合か
な

う
心
無
し
〉
を
問
え

問
‥
「
古
人
有
言
‥
〈
人
無
心
合
道
〉。
如
何
是
〈
人
無
心
合
道
〉
？
」
師
云
‥
「
何
不
問
〈
道
無
心
合
人
〉
？
」「
如

何
是
〈
道
無
心
合
人
〉
？
」
師
云
‥
「
白
雲
乍
可
來
青
嶂
，
明
月
那
堪
下
碧
天
！
」

【
訓
讀
】

問
う
、「
古
人
言
う
有
り
、〈
人
無
心
に
し
て
道
に
合か

な

う
〉、
如
何
な
る
か
是
れ
〈
人
無
心
に
し
て
道
に
合か

な

う
〉。」
師
云

く
、「
何
ぞ
〈
道
は
人
に
合か

な

う
心
無
し
〉
を
問
わ
ざ
る
。」「
如
何
な
る
か
是
れ
〈
道
は
人
に
合か

な

う
心
無
し
〉。」
師
云
く
、「
白

雲
は
乍む

し

ろ
青
嶂
に
來き

た

る
可べ

く
も
、
明
月
は
那な

ん

ぞ
碧
天
を
下く

だ

る
に
堪た

え
ん
！
」

【
日
譯
】

問
う
、「
古
人
は
〈
人
は
無
心
な
る
と
き
道
と
ひ
と
つ
に
な
れ
る
〉
と
言
い
ま
し
た
。〈
人
は
無
心
な
る
と
き
道
と
ひ
と

つ
に
な
れ
る
〉
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
？
」
師
、「〈
道
に
は
人
と
ひ
と
つ
に
な
る
心
は
な
い
〉
こ
と
を
、
ど
う
し

て
問
わ
ぬ
か
。」「
で
は
、〈
道
に
は
人
と
ひ
と
つ
に
な
る
心
は
な
い
〉
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。」
師
、「
白
雲
が

青
き
峯
に
か
か
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
明
月
が
碧
天
か
ら
落
ち
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。」

【
注
釋
】

○
本
則
は
『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
八
、『
五
燈
會
元
』
卷
七
に
も
錄
す
。
兩
書
と
も
に
第
二
句
を
「
明
月
那
教
下
碧
天
」
に

作
る
。

○
古
人
有
言　

本
書
卷
二
〇
隱
山
章
の
洞
山
頌
を
ふ
ま
え
た
問
答
で
あ
る
。

洞
山
便
問
‥
「
如
何
是
賓
中
主
？
」
云
‥
「
白
雲
蓋
青
山
。」「
如
何
是
主
中
主
？
」
云
‥
「
長
年
不
出
戸
。」「
賓
主
相
去

幾
何
？
」
云
‥
「
長
江
水
上
波
。」「
賓
主
相
見
，
有
何
言
説
？
」
云
‥
「
清
風
拂
白
月
。」
又
偈
曰
‥
「
青
山
白
雲
父
，

白
雲
青
山
兒
。
白
雲
終
日
依
，
青
山
都
不
知
。
欲
知
此
中
意
，
寸
歩
不
相
離
。」
洞
山
因
此
頌
曰
‥
「
道
無
心
合
人
，
人
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無
心
合
道
。
欲
知
此
中
意
，
一
老
一
不
老
。」

洞
山
が
問
う
、「
賓
中
の
主
と
は
？
」
隱
山
「
白
雲
が
青
山
を
お
お
う
。」
洞
山
「
主
中
の
主
と
は
？
」
隱
山
「
主
人
は
外
に
出
る
こ
と

は
な
い
。」
洞
山
「
賓
と
主
と
は
ど
れ
ほ
ど
離
れ
て
い
る
か
？
」
隱
山
「
長
江
の
水
と
波
の
ご
と
し
。」
洞
山
「
賓
と
主
が
相
見
す
る
と

き
何
を
言
う
か
？
」
隱
山
「
清
風
が
白
月
を
拂
う
。」
隱
山
は
偈
を
作
っ
た
、「
青
山
は
白
雲
の
父
、
白
雲
は
青
山
の
子
。
白
雲
は
終
日

青
山
に
依
り
か
か
っ
て
も
、
青
山
は
ま
っ
た
く
取
り
合
わ
な
い
。
こ
こ
の
關
係
を
言
う
な
ら
ば
、
寸
歩
も
離
れ
ぬ
と
い
う
こ
と
だ
。」
洞

山
も
頌
を
作
っ
た
、「
道
に
は
人
と
ひ
と
つ
に
な
ろ
う
と
い
う
心
は
な
い
が
、
人
は
無
心
の
と
き
道
と
ひ
と
つ
に
な
れ
る
。
こ
こ
の
關
係

を
言
う
な
ら
ば
、
一
方
は
老
い
［
有
限
］
一
方
は
老
い
ぬ
［
無
限
］
と
い
う
こ
と
だ
。」

僧
は
洞
山
の
頌
（「
無
心
合
道
偈
」
と
呼
ば
れ
る
）「
人
無
心
合
道
」
の
意
義
を
問
う
た
、「
道
と
ひ
と
つ
に
な
る
た
め
に
、

ど
う
す
れ
ば
〈
無
心
〉
に
な
れ
る
の
か
」。
し
か
し
、「
無
心
」
と
は
、
道
と
合
一
し
よ
う
と
い
う
目
的
意
識
の
な
い
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
問
い
と
し
て
誤
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
鏡
清
は
答
え
て
い
う
、「
洞
山
は
〈
道
の
ほ
う
は
人
と
ひ
と
つ
に
な

ろ
う
と
い
う
氣
は
な
い
〉
と
言
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
」。

○
白
雲
乍
可
來
青
嶂
，
明
月
那
堪
下
碧
天
！　
「
道
無
心
合
人
」
の
意
義
を
問
う
た
僧
に
對
す
る
答
え
。
隱
山
は
道
と
人
と

の
關
係
（
不
即
不
離
）
を
父
子
（
一
體
）
に
譬
え
、
白
雲
と
青
山
（
親
和
的
）
の
形
象
で
示
し
た
が
、
洞
山
の
頌
は
む
し

ろ
兩
者
の
隔
絶
（
一
老
一
不
老
）
を
直
截
了
當
に
言
う
。
鏡
清
は
そ
れ
を
ま
た
明
月
に
よ
っ
て
表
象
し
た
。
鏡
清
は
、
道

と
人
の
合
一
（
そ
れ
は
「
悟
り
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
）
へ
の
道
、「
無
心
」
に
な
る
秘
訣
を
人
か
ら
教
え
て
も
ら
お
う
と
い

う
質
問
の
僧
の
姿
勢
を
峻
し
く
拒
絶
す
る
。「
無
心
」
に
到
る
方
法
な
ど
あ
り
え
ず
、
そ
う
い
う
目
的
意
識
を
も
つ
こ
と

こ
そ
が
「
無
心
」
か
ら
も
っ
と
も
遠
く
、
根
本
的
に
背
馳
す
る
態
度
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
乍
可
」
は
「
只

可
」（
た
だ
～
だ
け
は
あ
り
得
る
が
、［
…
…
は
あ
り
得
な
い
］）
の
義
。
唐
詩
の
例
、
高
適
「
封
丘
縣
」
詩
、「
我
れ
は
本
と

孟
諸
の
野
に
漁
樵
た
り
て
、
一
生
自も

是と

よ
り
悠
悠
た
る
者
な
り
。
乍た

だ
草
澤
の
中
に
狂
歌
す
可
く
も
、
寧な

ん

ぞ
風
塵
下
に
吏
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と
作な

る
に
堪
え
ん
？
」（『
高
常
侍
集
』
卷
三
）。
た
だ
し
こ
の
用
法
は
多
く
は
な
く
、
普
通
は
「
寧
可
」
の
義
に
同
じ
く
、

「
む
し
ろ
～
で
あ
っ
て
も
…
…
」
と
い
う
讓
歩
を
表
わ
す
。
杜
荀
鶴
「
秋
日
閑
居
寄
先
達
」
詩
、「
乍む

可し

ろ
百
年
意
に
稱か

な

う

無
き
も
、
一
日
と
し
て
詩
を
吟
ぜ
ざ
ら
し
む
る
こ
と
難か

た

し
。」（『
唐
風
集
』
卷
二
）
の
よ
う
に
「
乍
可
」
の
後
に
は
望
ま

し
く
な
い
事
柄
が
く
る
。
本
書
卷
四
石
頭
章
の
「
寧
可
永
劫
沈
淪
，
終
不
求
諸
聖
出
離
（
む
し
ろ
永
遠
に
地
獄
に
堕
ち
よ

う
と
も
、
け
っ
し
て
佛
の
助
け
を
得
て
三
界
を
脱
け
出
よ
う
と
は
思
わ
な
い
）」
の
句
は
『
黃
龍
慧
南
禪
師
語
錄
』
に
は
「
乍

可
永
劫
受
輪
迴
，
不
從
諸
聖
求
解
脱
」
と
引
用
さ
れ
て
い
る
。

〔
一
五
〕
佛
國
よ
り
來き

た

る

新
到
參
次
，
師
問
‥
「
闍
梨
從
什
摩
處
來
？
」
對
云
‥
「
佛
國
來
。」
師
云
‥
「
只
如
佛
以
何
爲
國
？
」
對
云
‥
「
清
淨

莊
嚴
爲
國
。」
師
云
‥
「
國
以
何
爲
佛
？
」
對
云
‥
「
以
妙
靜
眞
常
爲
佛
。」
師
云
‥
「
闍
梨
從
妙
靜
來
？ 

從
莊
嚴
來
？
」

僧
無
不
對
答
。
師
云
‥
「
嘘
！ 
嘘
！ 
到
別
處
有
人
問
汝
，
不
可
作
這
个
語
話
。」

【
訓
讀
】

新
到
の
參
ず
る
次お

り

、
師
問
う
、「
闍
梨
は
什い

ず

こ
摩
處
よ
り
か
來き

た

る
。」
對
え
て
云
く
、「
佛
國
よ
り
來
る
。」
師
云
く
、「
只
だ

佛
の
如
き
は
何
を
以
て
か
國
と
爲
す
。」
對
え
て
云
く
、「
清
淨
莊
嚴
を
國
と
爲
す
。」
師
云
く
、「
國
は
何
を
以
て
か
佛
と

爲
す
。」
對
え
て
云
く
、「
妙
靜
眞
常
を
以
て
佛
と
爲
す
。」
師
云
く
、「
闍
梨
は
妙
靜
よ
り
來
る
か
、
莊
嚴
よ
り
來
る
か
。」

僧
は
對
答
せ
ざ
る
無
し
。
師
云
く
、「
嘘
！ 

嘘
！ 

別
處
に
到
り
て
人
の
汝
に
問
う
有
る
も
、
這こ个
の
語
話
を
作な

す
可
か
ら

ず
。」

【
日
譯
】

行
脚
を
志
し
た
ば
か
り
の
僧
が
參
問
に
來
た
と
き
、
師
は
訊
い
た
、「
そ
な
た
は
ど
こ
か
ら
來
た
の
だ
。」「
佛
國
か
ら
ま
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い
り
ま
し
た
。」
師
、「
と
こ
ろ
で
佛
は
何
を
國
と
し
て
い
る
の
か
。」「
清
淨
莊
嚴
を
國
と
し
て
い
ま
す
。」
師
、「
國
は
何
を

佛
と
し
て
い
る
の
か
。」「
妙
靜
眞
常
を
佛
と
し
て
い
ま
す
。」
師
、「
そ
な
た
は
妙
靜
眞
常
よ
り
來
た
の
か
、
清
淨
莊
嚴
よ

り
來
た
の
か
。」
僧
は
訊
か
れ
て
答
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
師
、「
シ
ッ
！ 

シ
ッ
！ 

よ
そ
に
行
っ
て
問
わ
れ
て

も
、
そ
ん
な
受
け
答
え
を
し
て
は
な
ら
ぬ
ぞ
。」

【
注
釋
】

○
本
則
は
『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
八
に
も
採
ら
れ
る
。

○
新
到
參
次　
「
新
到
」
は
、
出
家
し
て
行
脚
を
志
し
た
ば
か
り
の
修
行
僧
。
レ
ベ
ル
の
低
い
僧
が
多
か
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
僧
に
つ
き
あ
っ
て
、
以
下
の
よ
う
に
丁
寧
な
對
應
を
し
て
い
る
例
は
稀
少
で
あ
る
。

○
闍
梨
從
什
摩
處
來
？　

誰
の
と
こ
ろ
で
修
行
し
て
き
た
の
か
。
僧
自
身
の
修
行
の
内
實
を
問
う
も
の
で
も
あ
る
。

○
佛
國
來　
「
佛
國
」
は
寺
名
で
あ
ろ
う
が
、
未
詳
。

○
師
云
‥
只
如
佛
以
何
爲
國
？　

こ
こ
で
鏡
清
は
教
義
問
答
を
し
よ
う
す
る
の
で
は
な
い
。「
佛
國
」
の
名
に
因
ん
で
新
到

僧
の
修
行
の
内
實
を
試
問
す
る
。
つ
ま
り
は
「
佛
は
ど
こ
に
お
ら
れ
る
か
」「
佛
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
。「
只
如
」

は
、「
例
と
し
て
と
り
あ
げ
た
り
、
論
及
し
た
り
す
る
機
能
が
あ
る
。
た
だ
し
『
祖
堂
集
』
の
用
法
で
は
、
句
の
冒
頭

に
冠
す
る
こ
と
が
多
い
。
ほ
と
ん
ど
發
語
辭
の
ご
と
く
、
こ
れ
か
ら
何
か
發
言
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
だ
け
で
あ
る
」

（
太
田
辰
夫
『
中
國
語
史
通
考
』
二
〇
四
～
五
頁
）。
な
お
名
に
因
ん
で
の
問
い
に
は
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

本
書
卷
一
七
處
微
和
尚
章
、「
師
問
仰
山
‥
『
汝
名
什
摩
？
』
對
曰
‥
『
慧
寂
。』
師
曰
‥
『
阿
那
个
是
惠
？ 

阿
那
个
是

寂
？
』
對
云
‥
『
只
在
目
前
。』
師
曰
‥
『
你
猶
有
前
後
在
。』
對
曰
‥
『
前
後
則
且
置
，
和
尚
還
曾
見
未
？
』
師
曰
‥
『
喫

茶
去
！
』」（
處
微
が
仰
山
に
問
う
、「
名
は
何
と
い
う
。」「
慧
寂
で
す
。」
處
微
、「
ど
れ
が
慧
で
、
ど
れ
が
寂
か
。」「
和
尚
の

目
の
前
に
お
り
ま
す
。」
處
微
、「
ま
だ
前
後
が
殘
っ
て
い
る
ぞ
。」
仰
山
、「
前
後
の
こ
と
は
さ
て
お
い
て
、
和
尚
は
わ
た
く
し
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を
見
た
こ
と
が
お
あ
り
で
す
か
。」
處
微
、「
茶
を
飲
ん
で
こ
い
！
」）

『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
〇
仰
山
章
、「
師
問
僧
‥
『
名
什
麼
？
』
曰
‥
『
靈
通
。』
師
曰
‥
『
便
請
入
燈
籠
。』
曰
‥
『
早

箇
入
了
也
。』」（
仰
山
は
僧
に
問
う
、「
名
は
何
だ
。」「
靈
通
で
す
。」
仰
山
、「
さ
っ
そ
く
だ
が
燈
籠
に
入
っ
て
く
れ
。」「
も
う

入
っ
て
お
り
ま
す
。」）

『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
二
六
婺
州
智
者
寺
全
肯
禪
師
章
、「
初
參
天
台
。
天
台
問
‥
『
汝
名
什
麼
？
』
曰
‥
『
全
肯
。』
天
台

曰
‥
『
肯
箇
什
麼
？
』
師
乃
禮
拜
。」（
天
台
、「
名
は
何
と
い
う
か
。」「
全
肯
で
す
。」
天
台
、「
何
を
肯
定
し
て
お
る
。」
そ

こ
で
全
肯
は
禮
拜
し
た
。）

○
清
淨
莊
嚴
爲
國　

單
に
佛
國
の
あ
り
さ
ま
を
形
容
し
た
だ
け
の
教
學
的
な
答
え
。
佛
の
本
來
の
あ
り
か
が
答
え
ら
れ
て
い

な
い
。

○
師
云
‥
國
以
何
爲
佛
？
對
云
‥
以
妙
靜
眞
常
爲
佛　

鏡
清
は
一
問
だ
け
で
見
捨
て
ず
に
、
さ
ら
に
問
う
が
、
結
果
は
同
じ

だ
っ
た
。

○
師
云
‥
闍
梨
從
妙
靜
來
？ 

從
莊
嚴
來
？　

鏡
清
は
そ
れ
で
も
さ
ら
に
導
き
の
手
を
差
し
伸
べ
る
、「
汝
は
ど
こ
か
ら
來
た

の
か
」「
汝
は
誰
な
の
か
」（
つ
ま
り
汝
自
身
が
佛
で
は
な
い
の
か
）
と
。

○
僧
無
不
對
答　

結
局
、
こ
の
僧
は
基
本
的
な
佛
教
學
の
知
識
で
答
え
る
だ
け
で
、
行
住
坐
臥
に
か
か
わ
ら
ぬ
本
來
の
自
己

に
氣
づ
か
ぬ
ま
ま
に
終
わ
っ
た
。
な
お
『
景
德
傳
燈
錄
』
は
「
僧
」
を
「
曰
」
に
誤
る
。

○
嘘
！ 

嘘
！ 

到
別
處
有
人
問
汝
，
不
可
作
這
个
語
話　

君
が
よ
そ
に
行
っ
て
「
ど
こ
か
ら
來
た
か
」
と
問
わ
れ
て
も
、
鏡

清
か
ら
來
た
と
い
っ
て
今
の
よ
う
な
受
け
答
え
を
し
て
は
な
ら
ぬ
ぞ
。
わ
し
が
恥
ず
か
し
い
か
ら
な
。「
嘘
」
は
制
止
、
不

滿
、
驅
逐
の
意
を
表
わ
す
。
大
東
文
化
大
學
中
國
語
大
辭
典
編
纂
室
編
『
中
國
語
大
辭
典
』、「
し
っ
、
靜
か
に
さ
せ
た
り
、

追
い
拂
っ
た
り
す
る
と
き
」（
角
川
書
店
、
二
七
六
五
頁
右
）。
以
下
の
よ
う
な
用
例
が
あ
る
。
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本
書
卷
七
巖
頭
章
、「
夾
山
有
僧
到
石
霜
，
纔
跨
門
，
便
問
‥
『
不
審
。』
石
霜
云
‥
『
不
必
，
闍
梨
！
』
僧
云
‥
『
與
摩
則

珍
重
。』
其
僧
後
到
巖
頭
，
直
上
便
云
‥
『
不
審
。』
師
云
‥
『
嘘
！
』
僧
云
‥
『
與
摩
則
珍
重
！
』
始
欲
廻
身
，
師
云
‥
『
雖

是
後
生
，
亦
能
管
帶
。』
其
僧
却
歸
，
擧
似
夾
山
。
夾
山
上
堂
云
‥
『
前
日
到
巖
頭
石
霜
底
阿
師
出
來
，
如
法
擧
著
！
』

其
僧
纔
擧
了
，
夾
山
云
‥
『
大
衆
還
會
摩
？
』
衆
無
對
。
夾
山
云
‥
『
若
無
人
道
，
老
僧
不
惜
兩
莖
眉
毛
道
去
也
。』
却

云
‥
『
石
霜
雖
有
殺
人
之
刀
，
且
無
活
人
之
劍
；
巖
頭
亦
有
殺
人
之
刀
，
亦
有
活
人
之
劍
。』」

夾
山
の
僧
が
石
霜
に
行
き
、
門
に
入
る
や
、「
こ
ん
に
ち
は
」
と
挨
拶
し
た
。
石
霜
「
そ
の
必
要
は
な
い
、
闍
梨
よ
。」
僧
「
で
は
さ
よ

う
な
ら
。」
そ
の
僧
は
後
に
巖
頭
に
行
き
、
た
だ
ち
に
堂
に
參
じ
て
言
っ
た
、「
こ
ん
に
ち
は
。」
巖
頭
「
シ
ッ
！
」
僧
が
「
で
は
さ
よ
う

な
ら
」
と
引
き
返
そ
う
と
す
る
と
、
巖
頭
「
若
輩
だ
が
、
し
っ
か
り
と
身
に
つ
い
て
お
る
。」
僧
は
歸
っ
て
夾
山
に
話
し
た
。
夾
山
は
法

堂
に
上
っ
て
言
う
、「
前
日
、
巖
頭
と
石
霜
に
行
っ
て
き
た
坊
さ
ん
は
進
み
出
て
、
あ
り
の
ま
ま
に
話
し
て
み
よ
。」
僧
が
話
し
終
る
や
、

夾
山
「
諸
君
、
わ
か
っ
た
か
。」
誰
も
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
夾
山
「
答
え
る
者
が
お
ら
ぬ
な
ら
、
わ
し
の
兩
莖
の
眉
毛
が
抜
け
る
の
を

覚
悟
で
言
っ
て
や
ろ
う
。」
そ
う
し
て
言
っ
た
、「
石
霜
に
は
人
を
殺
す
刀
は
あ
る
が
、
人
を
活
か
す
劍
が
な
い
。
巖
頭
に
は
人
を
殺
す

刀
も
人
を
活
か
す
劍
も
あ
る
。」

『
臨
濟
錄
』
行
錄
、「
師
栽
松
次
，
黃
檗
問
‥
『
深
山
裏
栽
許
多
作
什
麼
？
』
師
云
‥
『
一
與
山
門
作
境
致
，
二
與
後
人
作

標
榜
。』
道
了
，
將
钁
頭
打
地
三
下
。
黃
檗
云
‥
『
雖
然
如
是
，
子
已
喫
吾
三
十
棒
了
也
。』
師
又
以
钁
頭
打
地
三
下
，
作

嘘
嘘
聲
。
黃
檗
云
‥
『
吾
宗
到
汝
，
大
興
於
世
。』」

臨
濟
が
松
を
植
え
て
い
る
と
、
黃
檗
が
問
う
、「
こ
ん
な
山
奧
に
そ
ん
な
に
植
え
て
ど
う
す
る
の
だ
。」
臨
濟
、「
一
つ
に
は
山
門
の
風
景

の
た
め
、
二
つ
に
は
後
輩
た
ち
へ
の
道
し
る
べ
で
す
。」
言
い
終
わ
る
や
、
鍬
を
三
度
地
に
打
ち
つ
け
た
。
黃
檗
、「
そ
う
で
は
あ
る
が
、

君
は
と
っ
く
に
わ
し
の
三
十
棒
を
食
ら
っ
た
ぞ
。」
臨
濟
は
ま
た
も
や
鍬
で
地
を
三
度
た
た
き
、「
シ
ッ
！ 

シ
ッ
！
」
と
や
っ
た
。
黃
檗
、

「
わ
が
宗
は
君
の
代
に
な
っ
て
、
大
い
に
繁
榮
し
よ
う
。」
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〔
一
六
〕
來
朝
更
に
楚
王
に
獻
じ
看
よ

師
有
時
上
堂
，
衆
集
，
良
久
云
‥
「
來
朝
更
獻
楚
王
看
！ 

珍
重
。」

【
訓
讀
】

師
有
る
時
上
堂
し
、
衆
集
ま
る
。
良
久
し
て
云
く
、「
來
朝
更
に
楚
王
に
獻
じ
看
よ
。
珍
重
。」

【
日
譯
】

師
が
あ
る
日
上
堂
し
、
大
衆
が
集
ま
っ
た
。
し
ば
し
沈
默
し
、
そ
し
て
言
っ
た
、「
明
日
ま
た
璧
を
楚
王
に
獻
ぜ
よ
。
お

大
事
に
。」

【
注
釋
】

○
本
則
は
本
書
の
み
の
收
錄
。

○
良
久　

默
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
第
一
義
を
示
し
た
。「
良
久
」
に
つ
い
て
は
、「『
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
〇
一
一
年
）
第
七
則
「
有
時
上
堂
，
衆
立
久
」
の
注
、
及
び
第
二
四
則

「
良
久
」
の
注
を
參
照
。

○
來
朝
更
獻
楚
王
看
！　
「
良
久
」
が
受
け
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
大
衆
に
言
う
、「
明
日
あ
ら
た
め
て
玉
を
（
持
っ
て
い
る
と

氣
づ
い
た
な
ら
）
私
に
見
せ
て
み
よ
。」『
韓
非
子
』
和
氏
篇
の
故
事
を
用
い
る
。

『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
九
安
國
明
眞
大
師
弘
瑫
章
、「
問
‥『
如
何
是
一
毛
頭
事
？
』
師
拈
起
袈
裟
。
僧
曰
‥『
乞
師
指
示
。』

師
曰
‥
『
抱
璞
不
須
頻
下
淚
、
來
朝
更
獻
楚
王
看
。』」

問
う
、「
洪
州
水
老
和
尚
が
〈
百
千
の
三
昧
も
無
數
の
妙
義
も
、
た
っ
た
一
本
の
毛
の
先
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
根
源
の
こ
と
が
わ

か
っ
た
〉
と
叫
ん
だ
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
か
。」
師
は
袈
裟
を
持
ち
あ
げ
た
（
佛
性
の
は
た
ら
き
を
示
し
た
）。
僧
、

「
ご
教
示
を
お
願
い
し
ま
す
。」
師
、「
璞

あ
ら
た
まを

持
っ
て
い
る
の
に
何
も
泣
く
こ
と
は
な
い
、
明
日
ま
た
楚
王
に
獻
ぜ
よ
。」
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〔
一
七
〕
明
目
の
人
は
ぴ
た
り
と
出
逢
う

問
‥「
明
能
相
見
，
其
理
如
何
？
」
師
云
‥「
可
惜
與
汝
道
却
。」
僧
曰
‥「
只
如
可
惜
道
却
，
意
旨
如
何
？
」
師
云
‥「
慳

珎
不
免
施
。」「
如
何
是
慳
珎
？
」
師
云
‥
「
可
惜
道
。」
僧
曰
‥
「
不
免
施
又
如
何
？
」
師
云
‥
「
對
汝
道
却
。」

【
訓
讀
】

問
う
、「
明め

い

能
く
相あ

い
見ま

み

ゆ
、
其
の
理
は
如
何
。」
師
云
‥
「
惜
し
む
可
し
、
汝
が
與た

め

に
道い

い
却さ

る
を
。」
僧
曰
く
、「
只

だ
〈
惜
し
む
可
し
道い

い
却さ

る
を
〉
の
如
き
は
意
旨
如
何
。」
師
云
く
、「
珎
を
慳お

し
む
は
施
す
を
免
れ
ず
。」「
如
何
な
る
か
是

れ
〈
珎
を
慳
し
む
〉。」
師
云
く
、「
道
う
を
惜
し
む
可
し
。」
僧
曰
く
、「〈
施
す
を
免
れ
ず
〉
は
又
た
如
何
。」
師
云
く
、「
汝

に
對
し
て
道
い
却さ

れ
り
。」

【
日
譯
】

問
う
、「
明
目
の
人
は
互
い
に
ぴ
た
り
と
出
逢
う
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
道
理
な
の
で
す
か
。」
師
、「
君
に
言
っ
て
し

ま
う
の
を
惜
し
む
。」
僧
、「〈
言
っ
て
し
ま
う
の
を
惜
し
む
〉
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。」
師
、「
珍た

ま

を
出
し

惜
し
み
す
る
と
施
す
こ
と
に
な
る
。」「〈
珍た

ま

を
出
し
惜
し
み
す
る
〉
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
す
か
。」
師
、「
言
わ
な
い

と
い
う
こ
と
だ
。」
僧
、「〈
施
す
こ
と
に
な
る
〉
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
す
か
。」
師
、「
君
に
言
っ
て
や
っ
た
で
は
な

い
か
。」

【
注
釋
】

○
本
則
は
本
書
の
み
の
收
錄
。
中
華
書
局
版
『
祖
堂
集
』
で
は
〔
一
六
〕
と
一
連
の
問
答
と
し
て
い
る
が
、
明
ら
か
に
別
の

問
答
で
あ
る
の
で
訂
正
し
、
第
一
七
則
と
す
る
。
從
っ
て
以
下
、
則
番
號
が
一
を
プ
ラ
ス
し
た
も
の
に
な
る
。

○
問
‥
明
能
相
見
，
其
理
如
何
？　
「
明
」
は
明
目
の
達
道
者
。「
明
能
相
見
」
と
は
、
達
道
者
同
士
の
相
見
の
こ
と
で
あ

り
、
出
逢
っ
た
一
瞬
に
默
っ
た
ま
ま
で
相
手
と
契
合
す
る
「
目
擊
道
存
」（『
莊
子
』
田
子
方
篇
）
と
い
う
理
想
的
な
出
逢
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い
。

本
書
卷
七
雪
峯
和
尚
章
第
五
三
則
、「
問
‥『
目
擊
相
扣
，
不
言
㪍
索
者
如
何
？
』
師
云
‥『
弥
也
（
彌
陀
）
要
急
相
投
。』」

（
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
！
」）。

ま
た
本
書
卷
一
〇
鵝
湖
和
尚
章
第
五
則
、「
問
‥
『
利
（
離
）
婁
相
擊
，
不
側
耳
者
如
何
？
』
云
‥
『
哲
。』」（
問
う
、「
離

婁
の
ご
と
き
明
目
の
人
同
士
が
對
面
し
て
も
、
耳
を
傾
け
な
い
わ
た
し
を
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
。」
師
、「
明
哲
だ
な
。」）

○
師
云
‥
可
惜
與
汝
道
却　
「
君
に
言
っ
て
し
ま
う
の
を
惜
し
む
」
と
は
、
言
葉
を
交
せ
ば
「
明
能
相
見
」
と
は
な
ら
な
い

か
ら
だ
。
ま
た
、（
法
の
た
め
に
）
人
を
大
切
に
す
る
か
ら
で
あ
り
、
教
え
る
こ
と
で
却
っ
て
君
を
教
壞
し
て
し
ま
う
、

そ
の
こ
と
を
慮
っ
て
の
こ
と
だ
。

本
書
卷
七
雪
峯
和
尚
章
第
一
一
則
‥
「
問
‥
『
學
人
道
不
得
處
，
請
師
道
。』
師
曰
‥
『
我
爲
法
惜
人
。』」（
問
う
、「
わ

た
く
し
が
言
葉
で
言
え
な
い
と
こ
ろ
を
、
ど
う
か
言
っ
て
く
だ
さ
い
。」
師
、「
わ
し
は
法
の
た
め
に
人
を
大
切
に
し
て
い
る
。」）

『
雪
峯
語
錄
』
卷
上
‥
「
問
‥
『
如
何
是
學
人
眼
？
』
師
云
‥
『
爲
國
惜
才
，
爲
法
惜
人
。』」（
問
う
、「
わ
た
し
の
眼
と
は

な
ん
で
し
ょ
う
か
。」
師
、「
國
の
た
め
に
は
才
能
を
大
切
に
し
、
法
の
た
め
に
は
人
を
大
切
に
す
る
。」）

○
師
云
‥
慳
珎
不
免
施　

珍
寶
（
法
）
を
出
し
お
し
み
す
る
、
つ
ま
り
言
わ
な
い
・
教
え
な
い
こ
と
が
、
結
果
と
し
て

（
法
）
を
人
に
施
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
君
に
言
わ
ぬ
こ
と
こ
そ
が
、
君
を
教
壞
せ
ず
、
却
っ
て
君
に
對
し
て

親
切
な
の
だ
。
な
お
「
慳
珎
不
免
施
」
は
俗
諺
か
。

○
如
何
是
慳
珎
？ 

師
云
‥
可
惜
道　

珍
寶
を
惜
し
む
と
は
、
言
わ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

○
僧
曰
‥
不
免
施
又
如
何
？ 

師
云
‥
對
汝
道
却　
「
言
わ
な
い
こ
と
だ
」
と
君
に
言
っ
て
や
っ
た
で
は
な
い
か
。
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〔
一
八
〕
伶り
ょ
う

俜び
ょ
う

辛し
ん

苦く

問
‥「
寶
在
衣
中
，
爲
什
摩
伶
俜
辛
苦
？
」
師
云
‥「
過
在
阿
誰
？
」
僧
曰
‥「
只
如
認
得
，
又
作
摩
生
？
」
師
云
‥「
更

是
伶
俜
。」
僧
曰
‥
「
認
得
爲
什
摩
却
伶
俜
？
」
師
云
‥
「
不
媿
己
有
。」

【
訓
讀
】

問
う
、「
寶
は
衣
中
に
在
り
し
に
、
爲な

に
ゆ
え

什
摩
に
か
伶

り
ょ
う

俜び
ょ
う

辛し
ん

苦く

す
。」
師
云
く
、「
過と

が

は
阿た

誰れ

に
か
在
る
。」
僧
曰
く
、「
只

だ
認
得
す
る
が
如
き
は
、
又
た
作い

摩か

生ん

。」
師
云
く
、「
更
に
是
れ
伶
俜
な
り
。」
僧
曰
く
、「
認
得
す
る
に
爲
什
摩
に
か
却
っ

て
伶
俜
な
る
。」
師
云
く
、「
己こ

有ゆ
う

を
媿ほ

っ

さ
ず
。」

【
日
譯
】

問
う
、「
寶
は
自
分
の
襟
に
あ
っ
た
の
に
、
な
ぜ
放
浪
し
て
苦
勞
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。」
師
、「
そ
れ
は
誰
の
せ
い
な
の

か
。」
僧
、「
で
は
、
わ
が
身
に
あ
る
と
氣
づ
い
た
ら
、
ど
う
な
り
ま
す
か
。」
師
、「
も
っ
と
苦
し
い
。」
僧
、「
氣
づ
い
た
の

に
、
な
ぜ
苦
し
い
の
で
す
か
。」
師
、「
自
分
の
も
の
に
は
な
ら
な
い
か
ら
。」

【
注
釋
】

○
本
則
は
本
書
の
み
の
收
錄
。

○
寶
在
衣
中
，
爲
什
摩
伶
俜
辛
苦
？　
「
寶
在
衣
中
」
は
法
華
七
喩
の
「
衣え

珠し
ゅ

喩ゆ

（
衣え

裏り

繋け
い

珠し
ゅ

喩ゆ

）」（『
法
華
經
』
五
百
弟
子

受
記
品
）
が
典
故
。
あ
る
人
が
友
人
を
訪
れ
、
酒
に
醉
っ
て
眠
っ
て
し
ま
い
、
友
人
は
役
所
の
急
用
で
外
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
っ
た
た
め
、
そ
の
人
の
衣
の
裏
に
無
價
の
寶
珠
を
縫
い
つ
け
て
出
か
け
る
。
そ
の
人
は
そ
れ
を
知
ら
ず
、
衣

食
の
た
め
に
何
年
も
苦
し
む
が
、
後
に
友
人
に
出
會
っ
て
そ
の
こ
と
を
知
り
歡
喜
し
た
。
衣
裏
の
寶
珠
は
、
衆
生
が
本
來

具
有
し
て
い
る
佛
性
の
譬
え
。「
伶
俜
辛
苦
」
も
法
華
七
喩
の
「
窮ぐ

う

子じ

喩ゆ

（
長
者
窮
子
喩
）」（『
法
華
經
』
信
解
品
）
に
見

え
る
語
。
幼
少
の
と
き
に
長
者
で
あ
る
父
の
も
と
を
離
れ
て
放
浪
し
て
い
た
窮
子
が
、
偶
然
に
大
富
豪
で
あ
る
父
の
屋
敷
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の
門
口
に
立
つ
と
、
長
者
は
す
ぐ
に
息
子
だ
と
知
り
、
使
い
の
者
に
命
じ
て
連
れ
て
こ
さ
せ
た
が
、
窮
子
は
捉
え
ら
れ
る

と
思
い
、
悶
絶
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
見
た
長
者
は
、
息
子
を
自
由
に
し
、
後
日
、
長
者
の
屋
敷
で
働
く
よ
う
に
さ
せ

た
。
こ
う
し
て
徐
々
に
慣
ら
し
て
屋
敷
の
重
要
な
仕
事
を
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
二
十
年
が
た
ち
、
も
う
大
丈
夫
で
あ
る
と

見
届
け
、
死
期
を
知
っ
た
長
者
は
親
族
・
國
王
・
大
臣
ら
を
集
め
て
言
う
、「
諸
君
當
に
知
る
べ
し
、
此
れ
は
是
れ
我
が

子
な
り
。
我
が
生
み
し
所も

の

な
り
。
某
城
中
に
於
い
て
、
吾
れ
を
捨
て
て
逃
走
し
、
伶
俜
辛
苦
す
る
こ
と
五
十
餘
年
な
り
。

…
…
此
れ
實
に
我
が
子
に
し
て
、
我
れ
は
實
に
其
の
父
な
り
。
今
、
我
が
所
有
の
一
切
の
財
物
は
、
皆
な
是
れ
子
の
有も

の

な

り
。」

○
師
云
‥
過
在
阿
誰
？　
「
衣
中
珠
」
と
い
う
觀
念
を
擔
ぎ
ま
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
、
自
己
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て

い
な
い
僧
自
身
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

○
僧
曰
‥
只
如
認
得
，
又
作
摩
生
？　
「
過
在
阿
誰
」
が
自
分
の
こ
と
を
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
は
氣
づ
か
ず
に
問
う
。「
寶

珠
は
我
が
身
に
あ
り
と
分
か
っ
て
い
た
な
ら
〈
伶
俜
辛
苦
〉
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
か
。」

○
師
云
‥
更
是
伶
俜　

自
分
に
あ
る
と
分
か
っ
た
ら
も
っ
と
苦
し
い
。

○
僧
曰
‥
認
得
爲
什
摩
却
伶
俜
？　
「
衣
中
珠
」
を
自
ら
の
こ
と
と
せ
ず
、
客
觀
的
な
教
義
問
答
に
始
終
す
る
僧
に
と
っ
て
、

鏡
清
の
答
え
は
予
想
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
却
」
は
意
外
の
語
氣
を
表
わ
す
。

○
師
云
‥
不
媿
己
有　

佛
性
は
己
に
あ
る
と
は
い
え
、
自
分
の
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
か
ら
。
洞
山
良
价
は
「
三
身
中
阿
那

个
身
不
墮
衆
數
（
三
身
の
う
ち
、
ど
の
身
が
有
爲
の
諸
法
に
落
ち
な
い
の
で
す
か
）」
と
問
わ
れ
て
「
吾
常
於
此
切
（
わ
た
し

は
常
に
有
爲
に
落
ち
込
ま
ぬ
よ
う
に
ど
う
生
き
た
ら
よ
い
か
を
切
實
に
つ
と
め
よ
う
と
し
て
い
る
）」
と
答
え
た
よ
う
に
、
法

身
と
五
蘊
身
は
別
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
法
身
と
し
て
生
き
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
禪
者
の
辛
苦
す
る
と
こ
ろ
。

媿
、
貴
二
字
は
近
音
（『
廣
韻
』
媿
，
倶
位
切
，
止
攝
見
母
至
韻
合
口
三
等
去
聲[

＊kw
i]

；
貴
，
居
胃
切
，
止
攝
見
母
未
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韻
合
口
三
等
去
聲[

＊kiw
əi]

。
ま
た
『
祖
堂
集
』
所
收
偈
頌
の
詩
韻
に
お
い
て
も
至
（
脂
）
未
（
微
）
の
同
用
例
が
二
例

あ
る
。
卷
一
四
章
敬
和
尚
章
第
六
則
「
賈
島
碑
銘
」（
子
止
字
志
里
止
位
至
未
未
）、
卷
一
九
香
嚴
和
尚
章
第
二
五
則
「
明
古

頌
」
第
七
韻
段
（
諱
未
置
志
愧
至
）。
晩
唐
五
代
の
韻
文
（
敦
煌
變
文
、
唐
五
代
曲
子
詞
、
晩
唐
詩
）
に
は
止
攝
支
脂
之
韻
と

微
韻
の
同
用
例
が
多
く
、
す
で
に
四
韻
の
區
別
は
失
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
媿
＝
貴
と
み
て
よ
い
。

本
書
卷
一
二
禾
山
和
尚
章
第
六
則
‥
「
諸
和
尚
！ 

不
是
天
生
自
然
，
吾
非
聖
人
，
經
事
多
知
矣
。
此
个
門
中
，
也
須
精

礭
。
親
近
高
格
者
，
不
可
斷
言
語
。
若
是
聲
聞
之
輩
，
則
有
取
捨
之
理
；
若
是
全
收
，
一
法
不
取
，
一
法
不
捨
。
媿▼

無
偏

見
，
皆
取
來
往
之
次
，
方
知
有
無
。（
諸
和
尚
！  

是
れ
天
生
自
然
な
ら
ず
，
吾
は
聖
人
に
非
ず
，
事
を
經
て
知
る
こ
と
多
し
。

此こ个
の
門
中
も
也
た
須
ら
く
精
礭
な
る
べ
し
。
高
格
に
親
近
す
る
者
は
、
言
語
を
斷
つ
可
か
ら
ず
。
若
し
是
れ
聲
聞
の
輩
な
ら

ば
、
則
ち
取
捨
の
理
有
ら
ん
。
若
し
是
れ
全
收
な
ら
ば
、
一
法
も
取
ら
ず
、
一
法
も
捨
て
ず
。
偏
見
無
か
ら
ん
こ
と
を
媿ほ

っ

せ
ば
、

皆
な
來
往
の
次と

き

を
取も

っ

て
、
方は

じ

め
て
有
無
を
知
る
。）」

和
尚
た
ち
よ
！ 

生
ま
れ
て
自
然
に
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
わ
た
し
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
知
る
聖
人
で
は
な
い
。
經
驗
を
積
ん
で

多
く
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
わ
が
禪
門
で
は
、
精
密
確
實
に
や
る
必
要
が
あ
る
。
高
格
の
禪
者
に
親
し
く
指
導
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
言
語
を
斷
ち
き
っ
て
は
い
け
な
い
。
も
し
聲
聞
の
連
中
な
ら
、
え
り
好
み
す
る
も
よ
か
ろ
う
。
も
し
す
べ
て
を
受
け
入
れ

る
と
い
う
な
ら
、
一
物
も
取
ら
ず
、
一
物
も
捨
て
ぬ
。
偏
見
な
き
こ
と
を
旨
と
し
、
實
踐
往
來
し
た
時
に
、
始
め
て
そ
れ
の
有
無
が
わ

か
る
。

ま
た
『
撫
州
曹
山
元
證
禪
師
語
錄
』「
解
釋
洞
山
五
位
顯
訣
」、「
今
見
諸
學
士
詮
揀
先
人
意
度
，
似
有
誤
彰
（
音
障
），
不

　

免
聊
爲
敘
其
差
，
當
媿▼

（
音
貴
）
在
不
混
其
功
。」

い
ま
修
行
者
た
ち
が
先
人
の
意
圖
を
穿
鑿
し
推
測
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、
間
違
い
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
、
ど
う
し
て
も
少
し
ば
か
り

そ
の
ズ
レ
を
説
明
し
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
は
、
先
人
の
功
績
に
混
亂
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
し
た
い
か
ら
だ
。



102

『
祖
庭
事
苑
』
卷
一
『
雲
門
室
中
錄
』、「
媿
圖
當
作
貴
圖
。」

『
雲
門
廣
錄
』
卷
中
室
中
語
要
、「
擧
‥
世
尊
初
生
下
，
一
手
指
天
，
一
手
指
地
，
周
行
七
歩
，
目
顧
四
方
，
云
‥
『
天

上
天
下
，
唯
我
獨
尊
！
』
師
云
‥
『
我
當
時
若
見
，
一
棒
打
殺
，
與
狗
子
喫
却
，
貴▼

圖▼

天
下
太
平
。』」（
Ｔ
四
七
・
五
六
〇

中
）。

〔
一
九
〕
皮
骨
髓
の
得
法

問
‥
「
如
何
是
皮
？
」
師
云
‥
「
分
明
个
底
。」「
如
何
是
骨
？
」
師
云
‥
「
綿
密
个
。」「
如
何
是
髓
？
」
師
云
‥
「
更

密
於
密
。」

【
訓
讀
】

問
う
、「
如
何
な
る
か
是
れ
皮
。」
師
云
く
、「
分は

っ
き
り
と

明
个
底
。」「
如
何
な
る
か
是
れ
骨
。」
師
云
く
、「
綿め

ん
み
つ
に

密
个
。」「
如
何
な

る
か
是
れ
髓
。」
師
云
く
、「
更
に
密
よ
り
も
密
な
り
。」

【
日
譯
】

問
う
、「
皮
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。」
師
、「
は
っ
き
り
し
て
い
る
。」「
骨
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。」
師
、

「
綿
密
に
あ
る
。」「
髄
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
す
か
。」
師
、「
密
よ
り
も
さ
ら
に
密
だ
。」

【
注
釋
】

○
本
則
は
本
書
の
み
に
收
錄
さ
れ
る
も
の
。「
皮
肉
骨
髓
四
人
得
法
」
の
傳
承
を
背
景
に
し
た
問
い
。
得
法
説
は
『
歷
代
法

寶
記
』
第
一
祖
菩
提
達
摩
多
羅
章
に
「
肉
骨
髓
三
人
得
法
」
と
し
て
初
め
て
見
え
、
得
法
の
深
淺
を
言
わ
な
い
が
、
暗
に

得
髓
を
第
一
と
す
る
。『
寶
林
傳
』
卷
八
第
二
九
祖
可
大
師
章
は
「
血
肉
骨
髓
四
人
得
法
」、
宗
密
『
裴
休
拾
遺
問
』
は

「
肉
骨
髓
三
人
得
法
」
の
深
淺
を
説
き
、『
祖
堂
集
』
卷
二
は
『
歷
代
法
寶
記
』
を
承
け
、『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
三
菩
提
達
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磨
章
は
「
皮
肉
骨
髓
四
人
得
法
」
で
あ
り
、
そ
の
深
淺
を
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

○
如
何
是
皮
？　

皮
を
得
た
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
得
法
の
あ
り
か
た
か
。

○
分
明
个
底　
（
表
面
に
あ
る
か
ら
）
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
こ
の
口
語
表
現
は
『
祖
堂
集
』
の
用
例
か
ら
見
る
と
、「
～

个
」
は
、［
A
］
名
詞
を
修
飾
す
る
定
語
（「
好▼

个▼

問
頭
」「
好▼

个▼

佛
殿
」
な
ど
）、［
B
］
副
詞
と
し
て
動
詞
を
修
飾
す
る

狀
語
（「
早▼

个▼

對
和
尚
了
也
」「
早▼

个▼

呈
示
和
尚
了
」
な
ど
）、［
C
］
獨
立
し
て
述
語
と
な
る
（「
師
指
面
前
狗
子
，
既
是
明▼

明▼

个▼

，
爲
什
摩
刺
頭
在
裏
許
？
」〈
そ
れ
が
あ
る
こ
と
は
明
白
な
の
に
、
な
ぜ
頭
の
内
に
つ
っ
こ
ん
で
見
え
な
い
の
か
？
〉）。

ま
た
「
～
底
」
は
、［
D
］
述
語
と
し
て
獨
立
し
、
狀
態
を
表
わ
す
（「
莫
終
日
口
密▼

密▼

底▼

」〈
一
日
中
こ
そ
こ
そ
相
談
し
て

い
て
は
だ
め
だ
〉「
如
對
尊
嚴
須
得
兢▼

兢▼

底▼

」〈
佛
を
仰
ぐ
ご
と
く
に
戰
々
兢
々
と
し
て
あ
れ
〉）、［
E
］〔
～
底
＋
動
詞
〕
の

型
で
、
副
詞
と
し
て
動
作
の
方
式
を
あ
ら
わ
す
（「
呵▼

呵▼

底▼

笑
」〈
カ
ラ
カ
ラ
と
笑
っ
た
〉「
樹
下
坐
忽▼

底▼

睡
著
」〈
樹
下
に
坐

し
て
、
ふ
と
眠
っ
て
し
ま
っ
た
〉）、［
F
］〔
～
底
＋
名
詞
〕
の
型
で
名
詞
を
修
飾
す
る
、
ま
た
は
名
詞
化
す
る
（「
道▼

不▼

得▼

底▼

事▼

」〈
言
う
こ
と
が
で
き
ぬ
事
柄
〉「
虛▼

底▼

不
可
得
」〈
虛
な
る
も
の
は
不
可
得
だ
〉）。

こ
こ
の
「
分
明
个
底
」
は
、
獨
立
し
た
述
語
と
し
て
狀
態
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。

○
如
何
是
骨
？ 

師
云
‥
綿
密
个　

骨
は
見
え
な
い
が
皮
の
下
に
「
綿
密
に
あ
る
。」

○
如
何
是
髓
？ 

師
云
‥
更
密
於
密　

髓
は
骨
の
中
に
あ
る
か
ら
、「
密
よ
り
も
も
っ
と
密
だ
。」
こ
の
よ
う
に
輕
く
あ
し
ら

う
の
は
、
法
と
し
て
傳
え
る
べ
き
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
、
傳
法
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

『
趙
州
錄
』
卷
上
、「
師
示
衆
云
‥
『
迦
葉
傳
與
阿
難
，
且
道
達
磨
傳
與
什
麼
人
？
』
問
‥
『
且
如
二
祖
得
髓
又
作
麼
生
？
』

師
云
‥
『
莫
謗
二
祖
。』」 

師
（
趙
州
）
は
大
衆
に
言
っ
た
、「
迦
葉
は
阿
難
に
傳
え
た
、
で
は
達
磨
は
誰
に
傳
え
た
か
答
え
よ
。」
問
う
、「（
傳
え
た
人
が
い
な
い

よ
う
な
口
ぶ
り
で
す
が
）
二
祖
が
髓
を
得
た
こ
と
は
、
ど
う
な
る
の
で
す
か
。」
師
、「
二
祖
を
誹
謗
し
て
は
な
ら
ぬ
。」
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ま
た
百
丈
懷
海
も
云
う
、「
若
し
別
に
語
句
の
人
に
教
え
る
も
の
有
り
、
別
に
法
の
人
に
與
う
る
も
の
有
り
と
道
わ
ば
、

此
れ
を
外
道
と
名
づ
け
、
亦
た
魔
説
と
名
づ
く
」（『
天
聖
廣
燈
錄
』
卷
九
）。

〔
二
〇
〕
糞
掃
の
一
納
衣

問
‥
「
如
何
是
糞
掃
一
納
衣
？
」
師
云
‥
「
迦
葉
被
來
久
。」
進
曰
‥
「
納
衣
下
事
如
何
？
」
師
云
‥
「
親
付
阿
難
傳
。」

【
訓
讀
】

問
う
、「
如
何
な
る
か
是
れ
糞
掃
の
一
納
衣
。」
師
云
く
、「
迦
葉
被ひ

し
來き

た

る
こ
と
久
し
。」
進
み
て
曰
く
、「
納
衣
下
の
事

は
如
何
。」
師
云
く
、「
親
し
く
阿
難
に
付
し
て
傳
う
。」

【
日
譯
】

問
う
、「
ど
う
い
う
こ
と
が
一
着
の
ぼ
ろ
き
れ
の
僧
衣
な
の
で
す
か
。」
師
、「
例
の
あ
の
迦
葉
が
長
く
着
て
い
た
も
の
だ

ろ
う
。」
さ
ら
に
問
う
、「
そ
れ
を
着
る
修
行
者
の
行
な
い
は
ど
う
な
の
で
す
か
。」
師
、「
じ
き
じ
き
に
阿
難
に
傳
え
た
。」

【
注
釋
】

○
本
則
は
本
書
の
み
の
收
錄
で
あ
る
。

○
如
何
是
糞
掃
一
納
衣
？　
「
糞
掃
」
は
塵ご

み芥
と
し
て
棄
て
ら
れ
た
ぼ
ろ
き
れ
、
そ
れ
を
縫
い
合
わ
せ
て
作
っ
た
僧
衣
が
糞

掃
衣
で
あ
り
、
袈
裟
の
こ
と
。
荷
澤
神
會
が
傳
衣
説
を
立
て
（『
菩
提
達
摩
南
宗
定
是
非
論
』）、
世
尊
の
袈
裟
が
傳
法
の
證

と
し
て
、
西
天
二
十
八
祖
、
東
土
六
祖
に
傳
わ
っ
た
と
傳
承
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
「
糞
掃
一
納
衣
」
と

は
、
佛
よ
り
從
上
來
傳
持
さ
れ
て
き
た
宗
乘
を
暗
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
宗
乘
と
し
て
傳
え
る
法
が
あ
る
の
で
は
な

く
、
自
ら
の
こ
と
と
し
て
自
性
自
悟
す
る
の
み
で
あ
り
、
人
に
問
う
こ
と
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
鏡
清
は
問
わ
れ
て
當
た
り

障
り
の
な
い
返
事
を
し
、
相
手
に
し
な
か
っ
た
。



105

『祖堂集』卷第一〇譯注（三）鏡清和尚章（二）

○
師
云
‥
迦
葉
被
來
久　

そ
れ
は
あ
の
迦
葉
が
長
く
着
て
い
た
も
の
だ
ろ
う
。
迦
葉
は
世
尊
よ
り
與
え
ら
れ
た
糞
掃
衣
を
身

に
つ
け
、
慈
氏
佛
（
弥
勒
佛
）
の
出
世
を
待
つ
と
傳
承
さ
れ
て
い
る
。
本
書
卷
一
大
迦
葉
尊
者
章
、「
今
我
が
此
の
身
に

佛
の
與
え
し
所
の
糞
掃
の
衣
を
著つ

け
、
及
び
僧
伽
梨
等
を
持ま

も

り
、
五
十
七
倶
低
六
十
百
千
歲
を
經
て
、
慈
氏
佛
の
出
世
ま

で
、
其
を
し
て
朽
壞
せ
し
め
ず
。」

○
進
曰
‥
納
衣
下
事
如
何
？　
「
納
衣
下
事
」
は
、
衲
僧
た
る
も
の
の
本
來
の
任
務
の
こ
と
。
そ
れ
は
自
己
本
分
事
を
明
ら

め
る
こ
と
で
あ
り
、
や
は
り
他
人
に
問
う
こ
と
で
は
な
い
。

『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
六
越
州
雲
門
山
拯
迷
寺
海
晏
禪
師
章
、「
僧
問
‥
『
如
何
是
衲
衣
下
事
？
』
師
曰
‥
『
如
人
齩
硬
石

頭
（
石
を
齧
る
よ
う
な
無
益
な
問
い
だ
）。』」

『
雪
峯
語
錄
』
卷
上
、「
問
‥
『
如
何
是
衲
衣
下
事
。』
師
云
‥
『
衲
衣
下
覓
取
（
衲
衣
を
着
て
い
る
君
自
身
に
こ
そ
覓
め

よ
）。』」

○
師
云
‥
親
付
阿
難
傳　

鏡
清
は
ま
と
も
に
相
手
せ
ず
に
言
う
、「
そ
れ
な
ら
阿
難
に
付
囑
し
た
よ
。」『
寶
林
傳
』
卷
一
第

一
祖
大
迦
葉
章
、「
尒
の
時
、
迦
葉
は
阿
難
に
告
げ
て
言
う
、『
汝
今
當
に
知
る
べ
し
、
昔
婆ば

伽が

婆ば

は
涅
槃
せ
ん
と
欲せ

し

時
、
大
法
眼
を
以
て
我
に
付
囑
す
、
我
れ
今
、
年
朽お

い
、
形
は
久
し
く
留
ま
ら
ず
、
今
、
正
法
を
將も

っ

て
汝
に
付
囑
す
、
汝

善
く
守
護
せ
よ
。』」

〔
二
一
〕
天
龍
の
一
句

問
‥
「
如
何
是
天
龍
一
句
？
」
師
云
‥
「
伏
汝
大
膽
。」
進
曰
‥
「
與
摩
則
學
人
退
一
歩
。」
師
云
‥
「
覆
水
難
收
。」

【
訓
讀
】

問
う
、「
如
何
な
る
か
是
れ
天
龍
の
一
句
。」
師
云
く
、「
汝
の
大
膽
な
る
に
伏
す
。」
進
ん
で
曰
く
、「
與
摩
な
ら
ば
則
ち
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學
人
退
く
こ
と
一
歩
せ
ん
。」
師
云
く
、「
覆
水
は
收
め
難
し
。」

【
日
譯
】

問
う
、「
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
天
龍
和
尚
の
緊
要
の
一
句
な
の
か
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。」
師
、「
君
の
大
膽
な
の
に
は
ま

い
っ
た
な
。」
さ
ら
に
言
う
、「
そ
れ
な
ら
一
歩
退
き
ま
す
。」
師
、「
ぶ
ち
ま
け
た
盆
の
水
は
も
と
に
は
戻
ら
ぬ
。」

【
注
釋
】

○
本
話
は
本
書
の
み
の
收
錄
。

○
如
何
是
天
龍
一
句　

和
尚
の
家
風
を
言
い
と
め
た
一
句
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。「
天
龍
」
は
杭
州
天
龍
寺
で
、
鏡
清
が

越
州
鏡
清
院
の
次
に
住
し
た
と
こ
ろ
。『
宋
高
僧
傳
』
卷
一
三
後
唐
杭
州
龍
册
寺
道
怤
傳
、「
武
肅
王
錢
氏
欽
慕
，
命
居
天

龍
寺
，
私
署
順
德
大
師
。」
ま
た
『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
八
杭
州
龍
册
寺
順
德
禪
師
章
に
も
「
錢
王
欲
廣
府
中
禪
會
，
命

居
天
龍
寺
。
始
見
師
乃
曰
‥
『
眞
道
人
也
！
』
致
禮
勤
厚
，
由
是
吳
越
盛
於
玄
學
。
其
後
又
創
龍
册
寺
，
延
請
居
焉
。」

○
伏
汝
大
膽　

も
の
お
じ
せ
ず
に
よ
く
も
そ
の
よ
う
な
問
い
が
出
来
る
と
は
、
お
そ
れ
い
っ
た
。
わ
し
に
そ
の
よ
う
な
一
句

が
あ
る
と
思
っ
て
い
た
と
は
、
ま
い
っ
た
な
。

本
書
卷
四
藥
山
和
尚
章
第
八
則
、「
有
人
拈
問
漳
南
‥
『
古
人
石
上
栽
華
，
意
作
摩
生
？
』
漳
南
曰
‥
『
伏
汝
大
膽
。』
却

曰
‥
『
還
會
摩
？
』
對
曰
‥
『
不
會
。』
云
‥
『
癩
人
喫
猪
肉
。』」

あ
る
僧
が
薬
山
の
語
を
取
り
上
げ
て
漳
南
（
保
福
從
展
）
に
訊
い
た
、「
古
人
の
〈
石
の
上
に
華
を
咲
か
せ
る
〉
と
は
ど
う
い
う
意
味
で

す
か
。」
漳
南
、「（
頭
で
考
え
て
も
分
か
ら
ぬ
消
息
の
こ
と
を
）
よ
く
も
恐
れ
る
こ
と
な
く
訊
け
る
と
は
降
參
だ
。」
こ
ん
ど
は
漳
南
が

訊
き
返
し
た
、「
わ
か
っ
た
か
。」「
わ
か
り
ま
せ
ん
。」
漳
南
、「〈
癩
病
や
み
は
豚
肉
を
食
い
た
が
る
〉
と
い
う
こ
と
だ
。」

○
與
摩
則
學
人
退
一
歩　

そ
れ
な
ら
、
問
い
は
取
り
下
げ
ま
す
。

本
書
卷
一
三
招
慶
和
尚
章
第
一
一
則
、「
問
‥
『
古
佛
道
場
，
如
何
得
到
？
』
師
‥
『
更
擬
什
摩
處
去
？
』
學
云
‥
『
與
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摩
則
學
人
退
一
歩
。』
師
云
‥
『
亂
走
作
摩
？
』」

問
う
、「
古
佛
の
道
場
に
は
、
ど
う
す
れ
ば
行
き
着
け
ま
す
か
。」
師
、「（
こ
の
場
こ
そ
道
場
な
の
に
）
そ
の
上
ど
こ
へ
行
こ
う
と
い
う

の
だ
。」
學
人
、「
そ
れ
な
ら
一
歩
退
き
ま
す
。」
師
、「
進
ん
だ
り
退
い
た
り
む
や
み
に
歩
き
ま
わ
っ
て
ど
う
す
る
。」

『
鼓
山
先
興
聖
國
師
和
尚
法
堂
玄
要
廣
集
』（『
古
尊
宿
語
錄
』
卷
三
七
）、「
問
‥
『
波
澄
浪
息
，
爲
什
麼
摩
尼
不
現
？
』
師

云
‥
『
汝
且
喚
什
麼
作
摩
尼
？
』
學
云
‥
『
與
麼
學
人
退
一
歩
。』
師
云
‥
『
汝
無
端
進
前
退
後
作
麼
？
』」

問
う
、「
波
は
お
さ
ま
り
、
澄
み
き
っ
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
摩
尼
珠
は
現
わ
れ
な
い
の
で
す
か
。」
師
、「
君
は
何
を
摩
尼
珠
だ
と

思
っ
て
い
る
の
だ
。」
學
人
、「
そ
れ
な
ら
一
歩
退
き
ま
す
。」
師
、「
君
は
わ
け
も
な
く
進
ん
だ
り
退
い
た
り
し
て
、
ど
う
い
う
つ
も
り

か
。」

○
覆
水
難
收　

も
う
と
り
か
え
し
は
出
來
ぬ
。（
人
に
求
め
る
と
い
う
）
君
の
内
實
が
ま
る
見
え
に
な
っ
た
、
問
い
を
取
り

下
げ
て
も
、
も
う
そ
の
こ
と
は
隱
し
よ
う
が
な
い
。
項
楚
『
敦
煌
變
文
選
注
（
増
訂
本
）』
九
二
三
頁
、「
大
目
乾
連
冥

間
救
母
變
文
幷
圖
一
卷
」
注
「
覆
水
難
收
‥
後
悔
莫
及
（
後
悔
先
に
立
た
ず
）
の
比た

と
え喩

。《
後
漢
書
・
何
進
傳
》（
列
傳
第

五
十
九
）
‥
『
國
家
の
事
は
亦
た
何
ぞ
容
易
な
ら
ん
、
覆
水
は
收
む
可
か
ら
ず
。』
李
白
《
白
頭
吟
》
‥
『
覆
水
再
び
收

む
る
も
豈
に
杯
に
滿
た
ん
や
、
棄き

妾し
ょ
う

已す
で

に
去
っ
て
重
ね
て
回
り
難
し
。』」（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六
年
）。「
覆
水
は
盆
に

返
ら
ず
」
は
漢
の
朱
買
臣
の
故
事
で
、
李
白
は
こ
れ
を
用
い
て
い
る
。

〔
二
二
〕
文
殊
の
劍

問
‥
「
如
何
是
文
殊
釼
？
」
師
便
作
斫
勢
。「
只
如
一
釼
下
得
活
底
人
又
作
摩
生
？
」
師
云
‥
「
出
身
路
險
。」「
與
摩
則

大
可
畏
。」
師
云
‥
「
不
足
驚
怛
。」
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【
訓
讀
】

問
う
、「
如
何
な
る
か
是
れ
文
殊
の
釼
。」
師
便
ち
斫
る
勢
い
を
作
す
。「
只
だ
一
釼
の
下
に
活
く
る
を
得
た
る
底
の
人
の

如
き
は
又
た
作い

か

ん
摩
生
。」
師
云
く
、「
出
身
の
路
は
險け

わ

し
。」「
與か

く摩
な
ら
ば
則
ち
大
い
に
畏
る
可
し
。」
師
云
く
、「
驚
怛
す
る

に
足
ら
ず
。」

【
日
譯
】

問
う
、「
文
殊
の
劍
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
。」
師
は
、
さ
っ
と
切
り
つ
け
る
そ
ぶ
り
を
し
た
。「
切
ら
れ
て
生

き
て
い
る
人
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
人
で
し
ょ
う
か
。」
師
、「（
な
る
ほ
ど
）
悟
り
を
得
る
に
い
た
る
道
は
險け

わ

し
い
も

の
だ
な
。」「
そ
れ
な
ら
ば
、（
文
殊
の
釼
は
）
た
い
へ
ん
嚴
肅
な
も
の
で
す
ね
。」
師
が
い
う
、「
驚
く
に
は
及
ば
ぬ
。」

【
注
釋
】

〇
本
話
は
本
書
に
の
み
收
錄
さ
れ
る
。

〇
如
何
是
文
殊
劍　
「
文
殊
劍
」
と
は
、
世
尊
の
言
い
つ
け
で
、
世
尊
を
害
し
よ
う
と
文
殊
が
手
に
持
っ
た
利
劍
の
こ
と
で

あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
罪
相
に
惱
む
比
丘
た
ち
を
救
っ
た
。『
大
寶
積
經
』
卷
一
○
五
〈
善
住
意
天
子
會
〉（
ま
た
そ
の
異

譯
で
あ
る
『
聖
善
住
意
天
子
所
問
經
』
卷
下
、
Ｔ
一
二
・
一
三
二
上
～
中
）
に
見
え
る
。
五
通
を
得
た
五
百
人
の
菩
薩
が
過

去
に
犯
し
た
五
逆
の
罪
を
見
、
我
心
分
別
（
我が

が
實
體
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
誤
っ
た
分
別
）
を
起
こ
し
て
そ
の
罪
に
惱

み
、
忘
ず
る
こ
と
が
出
來
ず
、
無
生
法
忍
を
獲
る
こ
と
が
出
來
な
い
で
い
た
。
そ
れ
を
察
し
た
世
尊
は
、
そ
の
分
別
心
を

除
い
て
や
ろ
う
と
す
る
。
佛
の
威
神
力
を
承
け
た
文
殊
は
劍
を
持
っ
て
世
尊
を
害
せ
ん
と
し
、
そ
れ
を
見
た
菩
薩
た
ち

は
、
我
・
人
・
衆
生
・
壽
命
等
の
一
切
法
は
實
體
が
な
く
、
空
に
し
て
幻
化
の
如
く
で
あ
り
、
罪
を
得
る
も
の
も
無
く
、

罪
自
体
も
不
可
得
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
無
生
法
忍
を
獲
得
し
た
。
頌
し
て
い
う
、「
文
殊
大
智
人
，
深
達
法
源
底
。
自

手
握
利
劍
，
馳
逼
如
來
身
。
如
劍
佛
亦
爾
，
一
相
無
有
二
。
無
相
無
所
生
，
是
中
云
何
殺
。（
文
殊
は
絶
大
な
智
慧
が
あ



109

『祖堂集』卷第一〇譯注（三）鏡清和尚章（二）

り
、
法
の
根
本
に
深
く
達
し
、
利
劍
を
握
っ
て
、
如
來
の
身
を
害
せ
ん
と
迫
っ
た
。
諸
法
の
實
相
は
一
相
平
等
で
あ
る
よ
う
に
、

劍
と
佛
も
一
相
だ
。
無
相
で
あ
り
生
ず
る
も
の
は
な
く
、
こ
こ
に
ど
う
し
て
殺
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
。）」（
Ｔ
一
一
・
五
九
〇

上
）。
な
お
『
祖
庭
事
苑
』
卷
六
「
文
殊
仗
劍
」
條
に
經
典
を
要
約
し
た
記
述
が
あ
る
。

文
殊
の
劍
に
言
及
し
た
問
答
に
は
、
他
に
以
下
の
も
の
が
見
ら
れ
る
。

本
書
卷
八
雲
居
和
尚
章
第
二
六
則
、「
問
‥
『
文
殊
丈
［
仗
］
釼
，
擬
殺
何
人
？
』
師
云
‥
『
動
者
先
死
。』
僧
曰
‥
『
萬

里
無
寸
草
處
作
摩
生
？
』
師
云
‥
『
誰
人
受
殺
？
』
僧
曰
‥
『
不
辨
生
死
底
人
作
摩
生
？
』
師
云
‥
『
不
由
人
。』」　

問
う
、「
文
殊
は
劍
を
持
っ
て
ど
う
い
う
人
を
殺
そ
う
と
し
た
の
で
す
か
。」
師
、「（
文
殊
の
劍
以
前
に
）
動
念
す
れ
ば
死
ぬ
。」
僧
、

「
萬
里
の
果
て
ま
で
草
一
本
生
え
て
い
な
い
（
一
切
の
相
の
な
い
）
と
こ
ろ
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。」
師
、「
殺
さ
れ
る
人
な
ど
お
ら

ぬ
。」
僧
、「
死
ん
で
も
死
ん
だ
と
思
わ
ぬ
人
は
ど
う
な
り
ま
す
か
。」
師
、「
文
殊
の
劍
（
法
）
は
人
が
ど
う
こ
う
で
き
る
も
の
で
は
な

い
。」

『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
二
一
婺
州
報
恩
寶
資
曉
悟
大
師
（
嗣
長
慶
慧
稜
）、「
問
‥
『
如
何
是
文
殊
劍
？
』
師
曰
‥
『
不
知
。』
僧

曰
‥
『
只
如
一
劍
下
活
得
底
人
作
麼
生
？
』
師
曰
‥
『
山
僧
只
管
二
時
齋
粥
。』」

問
う
、「
文
殊
の
劍
と
は
。」
師
、「
知
ら
ぬ
。」
僧
、「
文
殊
の
劍
に
切
ら
れ
て
生
き
て
い
る
人
は
ど
の
よ
う
な
人
で
す
か
。」
師
、「
わ
し

は
た
だ
朝
晝
に
飯
を
食
う
だ
け
だ
。」

『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
二
一
泉
州
招
慶
院
道
匡
禪
師
（
嗣
長
慶
慧
稜
）、「
問
‥
『
文
殊
劍
下
不
承
當
時
如
何
？
』
師
曰
‥
『
未

是
好
手
人
。』
僧
曰
‥
『
如
何
是
好
手
人
？
』
師
曰
‥
『
是
汝
話
墮
也
。』」

問
う
、「
文
殊
の
劍
に
切
ら
れ
て
も
そ
れ
を
う
け
が
わ
ぬ
場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。」
師
、「
ま
だ
腕
利
き
で
は
な
い
（
師
が
切
っ
た
と

こ
ろ
）。」
僧
、「
で
は
腕
利
き
と
は
（
僧
は
師
が
切
っ
た
の
を
う
け
が
っ
て
し
ま
っ
た
）。」
師
、「
語
る
に
墮
ち
た
。」

○
只
如
一
釼
下
得
活
底
人
又
作
摩
生
？　

文
殊
の
劍
を
被
っ
て
も
生
き
て
い
る
私
を
ど
う
評
價
さ
れ
ま
す
か
。
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○
師
云
‥
出
身
路
險　

文
殊
の
劍
を
被
れ
ば
、
も
は
や
生
死
の
相
な
ど
な
く
な
り
一
相
で
あ
る
の
に
、
ま
だ
生
死
に
執
わ
れ

て
い
る
と
は
、「
な
る
ほ
ど
、
出
身
の
路
は
け
わ
し
い
も
の
だ
な
。」

「
出
身
」
は
解
脱
す
る
こ
と
、
悟
り
を
得
る
こ
と
。『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
八
漳
州
報
恩
院
懷
岳
禪
師
（
嗣
雪
峯
）、「
問
‥

『
如
何
是
學
人
出
身
處
？
』
師
曰
‥
『
有
什
麼
物
纏
縛
闍
梨
？
』
曰
‥
『
爭
奈
出
身
不
得
何
？
』
師
曰
‥
『
過
在
阿
誰
！
』」

問
う
、「
ど
う
い
う
こ
と
が
私
の
解
脱
で
し
ょ
う
か
。」
師
、「
何
が
君
を
縛
り
つ
け
て
い
る
の
か
。」「
解
脱
で
き
な
い
の
は
ど
う
し
よ
う

も
あ
り
ま
せ
ん
。」
師
、「
過と

が

は
誰
に
あ
る
の
か
。」）

○
與
摩
則
大
可
畏　
「
出
身
路
險
」
が
、
自
分
（
僧
）
を
批
判
し
て
言
わ
れ
て
い
る
の
に
氣
づ
か
ず
、「
險
」
と
言
わ
れ
た
の

で
「
お
そ
ろ
し
い
こ
と
で
す
」
と
應
じ
た
だ
け
。

○
師
云
‥
不
足
驚
怛　
「
な
に
も
ぎ
ょ
っ
と
す
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。」
僧
を
突
き
放
し
た
。

〔
二
三
〕
雨
滴
聲

師
問
僧
‥
「
外
邊
是
什
摩
聲
？
」
學
人
云
‥
「
雨
滴
聲
。」
師
云
‥
「
衆
生
迷
己
逐
物
。」
學
人
云
‥
「
和
尚
如
何
？
」

師
云
‥
「
洎
不
迷
己
。」
後
有
人
問
‥
「
和
尚
與
摩
道
，
意
作
摩
生
？
」
師
云
‥
「
出
身
猶
可
易
，
脱
體
道
還
難
。」

【
訓
讀
】

師
僧
に
問
う
、「
外そ

邊と

は
是
れ
什な

摩ん

の
聲お

と

ぞ
。」
學
人
云
く
、「
雨
滴
の
聲
。」
師
云
く
、「
衆
生
は
己
を
迷

み
う
し
な

っ
て
物
を
逐

う
。」
學
人
云
く
、「
和
尚
は
如い

か
ん何

。」
師
云
く
、「
洎ほ

と

ん
ど
己
に
迷
わ
ざ
ら
ん
と
す
。」
後
に
人
有
り
て
問
う
、「
和
尚
與
摩
に

道
う
、
意
は
作い

か

ん
摩
生
。」
師
云
く
、「
出
身
は
猶
お
易
か
る
可
き
も
、
脱
體
に
道
う
は
還か

え

っ
て
難
し
。」

【
日
譯
】

師
は
僧
に
問
う
た
、「
外
は
何
の
音
か
？
」
僧
、「
雨
垂
れ
の
音
で
す
。」
師
、「
衆
生
は
己
を
迷

み
う
し
な

っ
て
物
を
逐
う
。」
僧
、
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「
和
尚
は
ど
う
な
の
で
す
か
。」
師
、「
あ
や
う
く
己
を
見
失
う
と
こ
ろ
だ
っ
た
。」
の
ち
に
別
の
人
が
問
う
た
、「
和
尚
が
あ

の
よ
う
に
言
わ
れ
た
の
は
、
ど
う
い
う
意
味
だ
っ
た
の
で
す
か
。」
師
、「
解
脱
す
る
こ
と
は
ま
だ
易
し
い
が
、
さ
な
が
ら
に

言
い
留
め
る
こ
と
は
逆
に
難
し
い
。」

【
注
釋
】

○
本
則
は
『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
八
、『
雪
竇
頌
古
』
第
四
六
則
、『
宗
門
摭
英
集
』
卷
中
、『
宗
門
統
要
集
』
卷
九
、『
碧
巖

錄
』
第
四
六
則
、『
聯
燈
會
要
』
卷
二
四
、『
禪
門
拈
頌
集
』
卷
二
五
、『
五
燈
會
元
』
卷
七
に
も
錄
す
。『
景
德
傳
燈
錄
』、

『
宗
門
摭
英
集
』
は
前
半
の
み
。
他
本
は
後
半
も
僧
と
の
問
答
と
す
る
が
、
別
人
の
問
い
に
答
え
た
と
す
る
の
は
本
書
の

み
。
こ
の
違
い
は
重
要
で
あ
る
。

○
衆
生
迷
己
逐
物　
『
楞
嚴
經
』
卷
二
に
い
う
「
一
切
衆
生
，
從
無
始
來
，
迷
己
爲
物
，
失
於
本
心
，
爲
物
所
轉
。
故
於
是

中
，
觀
大
觀
小
。
若
能
轉
物
，
則
同
如
來
，
身
心
圓
明
，
不
動
道
場
。
於
一
毛
端
，
遍
能
含
受
十
方
國
土
。（
衆
生
は
み

な
無
始
劫
よ
り
こ
の
か
た
、
自
己
の
本
心
を
見
失
っ
て
物
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
そ
こ
で
大
き
い
小
さ
い
な
ど
と
妄
り

に
觀
察
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
物
に
支
配
さ
れ
る
の
を
轉
換
で
き
た
な
ら
、
如
來
と
同
じ
く
身
も
心
も
圓
滿
澄
明
、
あ
ら
ゆ
る

場
所
が
道
を
知
る
道
場
と
な
り
、
毛
先
に
全
世
界
を
納
め
る
境
地
［
物
を
轉
ず
る
主
體
的
境
地
］
が
得
ら
れ
る
。）」
を
ふ
ま
え

る
。
僧
は
堂
外
の
簷ひ

さ
しに

垂
れ
る
雨
の
滴
の
音
だ
と
、
な
に
げ
な
く
答
え
た
こ
と
を
、
鏡
清
は
素
朴
實
在
の
分
別
妄
想
だ
と

斷
じ
た
。

○
學
人
云
‥
和
尚
如
何
？ 

師
云
‥
洎
不
迷
己　

僧
は
預
想
外
の
叱
責
に
驚
き
、「
で
は
和
尚
は
何
だ
と
言
わ
れ
る
の
か
」
と

反
問
し
た
。
鏡
清
の
答
え
「
洎
不
迷
己
（
わ
た
し
は
あ
や
う
く
自
分
を
見
失
う
と
こ
ろ
だ
っ
た
）」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、

わ
か
り
に
く
い
。
本
章
の
配
列
か
ら
い
え
ば
、
本
則
を
含
む
一
聯
の
主
題
は
「
見
色
見
心
」、
こ
こ
で
は
「
聞
聲
悟
道
」

で
あ
ろ
う
。
な
ら
ば
鏡
清
は
「
わ
た
し
は
外
物
に
轉
ぜ
ら
れ
は
し
な
い
（
聲
を
聞
い
て
道
を
悟
る
の
だ
）」
と
言
う
は
ず
で
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あ
る
が
、「
洎
不
迷
己
」
と
い
う
答
え
か
た
は
、
そ
う
い
う
意
味
に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
「
自
分
の
ほ
う
が
自
己
を
見

失
い
か
け
て
い
た
の
だ
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。

○
後
有
人
問
‥
和
尚
與
摩
道
，
意
作
摩
生
？ 

師
云
‥
出
身
猶
可
易
，
脱
體
道
還
難　

の
ち
に
別
人
か
ら
「
洎
不
迷
己
」
と

答
え
た
意
圖
を
問
わ
れ
、
あ
ら
た
め
て
明
か
し
た
。「
出
身
」
は
こ
の
場
合
は
「
聞
聲
悟
道
」
す
な
わ
ち
、
雨
滴
の
音
を

聞
い
て
、
そ
れ
を
聞
く
わ
が
本
心
の
見
聞
覺
知
の
作
用
を
悟
る
こ
と
。
そ
れ
は
な
お
容
易
で
あ
る
が
、「
脱
體
に
道
う
」

（「
雨
滴
聲
」
だ
と
言
う
）
こ
と
の
ほ
う
が
む
し
ろ
難
し
い
。「
雨
滴
聲
」
は
外
の
簷ひ

さ
しに

垂
れ
る
雨
の
滴
の
音
そ
の
も
の
を

「
さ
な
が
ら
に
言
い
留
め
た
」
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
「
汝
の
心
で
あ
る
」（
六
祖
の
風
幡
の
問
答
の
よ
う
に
）
と
言
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
と
か
ん
が
え
る
の
は
、
か
え
っ
て
「
佛
法
中
の
見
」
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
鏡
清
の
反
省
が
、
僧
と
の
對
話

に
よ
っ
て
思
い
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
則
の
問
答
に
お
い
て
、
鏡
清
が
「
洎
不
迷
己
」
と
答
え
た
と
こ
ろ
で
い
っ

た
ん
終
わ
っ
て
い
て
、
僧
は
結
局
そ
れ
以
上
問
わ
な
か
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
鏡
清
自
身
が
み
ず
か
ら
の
誤
り
を
さ
と
っ

た
沈
痛
な
お
も
も
ち
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
鏡
清
も
そ
れ
以
上
の
言
葉
を
加
え
な
か
っ
た
。
そ
の
反
省
が
熟
し
て
、

の
ち
に
別
人
か
ら
意
圖
を
問
わ
れ
た
と
き
、「
出
身
猶
可
易
，
脱
體
道
還
難
」
と
い
う
言
葉
に
定
著
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
聞
聲
悟
道
」
と
い
う
こ
と
自
體
が
誤
り
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
人
の
時
節
因
緣
が
熟
し
た
と
き
に
の
み
訪
れ
る
僥
倖

で
あ
る
。『
正
法
眼
藏
』
卷
下
葉
縣
歸
省
和
尚
條
に
そ
の
こ
と
を
も
の
が
た
る
話
が
あ
る
。

因
僧
請
益
趙
州
栢
樹
子
話
。
省
曰
‥
「
我
不
辭
與
汝
說
，
還
信
麼
？
」
云
‥
「
和
尚
重
言
，
爭
敢
不
信
？
」
曰
‥
「
汝
還

聞
簷
頭
雨
滴
聲
麼
？
」
其
僧
豁
然
，
不
覺
失
聲
云
‥
「
㖿
！
」
省
云
‥
「
汝
見
箇
甚
麼
道
理
？
」
僧
即
以
頌
對
云
‥
「
簷

頭
雨
滴
，
分
明
瀝
瀝
。
打
破
乾
坤
，
當
下
心
息
。」
省
忻
然
。

僧
が
「
趙
州
栢
樹
子
の
話
」
に
つ
い
て
教
え
を
請
う
た
。
歸
省
、「
わ
た
し
が
き
み
に
説
い
て
や
る
こ
と
は
か
ま
わ
ぬ
が
、
き
み
は
信

じ
る
か
。」
僧
、「
和
尚
の
重
い
お
言
葉
、
ど
う
し
て
信
じ
ら
れ
ぬ
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。」
歸
省
、「
き
み
は
簷の

き
さ
き頭

の
雨
滴
の
音
が
聞
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こ
え
る
か
。」
そ
の
と
き
僧
は
、
は
っ
と
し
て
、
聲
を
つ
ま
ら
せ
、「
や
っ
！
」。
歸
省
、「
き
み
は
い
ま
、
ど
う
い
う
こ
と
が
見
え
た
の

か
。」
僧
は
頌
で
答
え
た
、「
簷
頭
の
雨
滴
、
分
明
な
る
こ
と
瀝
瀝
た
り
。
乾
坤
を
打
破
し
て
、
當
下
に
心
息や

み
ぬ
。」
歸
省
は
お
お
い
に

喜
ん
だ
。

こ
れ
が
「
見
色
見
心
」、「
聞
聲
悟
道
」
の
あ
り
う
べ
き
端
的
な
作
用
で
あ
る
。

な
お
、
入
矢
義
高
先
生
に
「
鏡
清
雨
滴
聲
」
を
論
じ
た
一
聯
の
文
章
が
あ
り
、
參
照
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
（『
増
補 

求

道
と
悦
樂 
中
國
の
禪
と
詩
』
岩
波
現
代
文
庫
，
二
〇
一
二
年
。
ま
た
衣
川
の
解
説
參
照
）。

〔
二
四
〕
應
天
の
鰻
鯉

師
又
問
僧
‥
「
離
什
處
？
」
學
云
‥
「
離
應
天
。」
師
云
‥
「
還
見
鰻
鯉
不
？
」
學
人
云
‥
「
不
見
。」
師
云
‥
「
闍
梨

不
見
鰻
鯉
？
鰻
鯉
不
見
闍
梨
？
」
云
‥
「
惣
有
與
摩
。」
云
‥
「
闍
梨
只
解
愼
初
，
不
解
護
末
。」

【
訓
讀
】

師
は
又
た
僧
に
問
う
、「
什い

ず
こ處

を
か
離
る
。」
學
云
く
、「
應
天
を
離
る
。」
師
云
く
、「
還は

た
鰻
鯉
を
見
る
や
。」
學
人
云

く
、「
見
ず
。」
師
云
く
、「
闍
梨
が
鰻
鯉
を
見
ざ
る
か
、
鰻
鯉
が
闍
梨
を
見
ざ
る
か
。」
云
く
、「
惣
て
與か

く摩
な
る
有
り
。」
云

く
、「
闍
梨
は
只
だ
初
め
を
愼
む
を
解よ

く
す
る
の
み
に
し
て
、
末
を
護
る
を
解よ

く
せ
ず
。」

【
日
譯
】

師
は
ま
た
僧
に
訊
い
た
、「
ど
こ
か
ら
來
た
の
だ
。」
修
行
者
、「
應
天
か
ら
で
す
。」
師
、「
う
な
ぎ
を
見
た
か
。」
修
行

者
、「
見
ま
せ
ん
。」
師
、「
君
が
う
な
ぎ
を
見
な
か
っ
た
の
か
、
う
な
ぎ
が
君
を
見
な
か
っ
た
の
か
。」
修
行
者
、「
ど
ち
ら

も
そ
う
で
す
。」
師
、「
君
は
最
初
は
慎
重
だ
っ
た
が
、
終
わ
り
は
全
う
で
き
な
か
っ
た
。」
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【
注
釋
】

○
本
話
は
『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
八
に
も
採
ら
れ
る
が
、「
惣
有
與
摩
」
を
「
總
不
恁
麼
」
に
、「
闍
梨
只
解
愼
初
，
不
解
護

末
」
を
「
闍
梨
只
解
愼
初
護
末
」
に
改
め
て
い
る
。『
禪
林
類
聚
』
卷
二
〇
・
龜
魚
類
は
『
景
德
傳
燈
錄
』
を
承
け
る
。

『
禪
門
拈
頌
集
』
卷
二
五
鏡
清
章
、
高
麗
本
『
景
德
傳
燈
錄
』
は
「
惣
有
與
摩
」
を
「
總
不
恁
麼
」
に
改
め
、
後
ろ
は

「
不
解
護
末
」
と
し
て
い
る
。

○
離
什
處
？　

單
に
來
た
場
所
を
問
う
の
で
は
な
く
、
ど
こ
で
何
を
學
ん
で
來
た
の
か
。
ま
た
六
祖
が
懷
讓
に
「
什
摩
物
與

摩
來
？
」（
本
書
卷
三
懷
讓
和
尚
章
）
と
問
う
た
よ
う
に
自
己
本
分
を
問
う
も
の
で
も
あ
る
。

『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
八
杭
州
龍
册
寺
順
德
大
師
道
怤
章
、「
師
問
荷
玉
‥
『
什
麼
處
來
？
』
曰
‥
『
天
台
來
。』
師
曰
‥

『
我
豈
問
汝
天
台
？
』
曰
‥
『
和
尚
何
得
龍
頭
蛇
尾
！
』
師
曰
‥
『
鏡
清
今
日
失
利
。』」（
荷
玉
に
問
う
、「
ど
こ
か
ら
來
た

の
か
。」「
天
台
で
す
。」
師
、「
わ
し
は
君
に
天
台
を
問
う
て
お
ら
ぬ
。」「
よ
く
も
ま
あ
そ
ん
な
中
途
半
端
な
！
」
師
、「
わ
し
の

今
日
の
接
化
は
失
敗
だ
っ
た
。」）

○
離
應
天　
「
應
天
」
は
越
州
應
天
山
寺
。
元
徽
年
間
（
四
七
三
～
四
七
七
）
に
慧
基
が
會
稽
の
龜
山
に
寶
林
寺
を
建
て

（『
高
僧
傳
』
卷
八
釋
慧
基
傳
）、
會
昌
（
八
四
一
～
八
四
六
）
の
と
き
毀
廢
し
、
乾
符
元
年
（
八
七
四
）
に
重
建
し
て
應
天

寺
と
改
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
宋
代
に
崇
寧
萬
壽
禪
寺
、
天
寧
萬
壽
禪
寺
、
紹
興
七
年
（
一
一
三
七
）
に
報
恩
廣
孝
禪

寺
、
ま
も
な
く
し
て
報
恩
光
孝
禪
寺
と
改
め
ら
れ
た
（『
嘉
泰
會
稽
志
』
卷
七
報
恩
光
孝
禪
寺
條
）。
龜
山
は
「
府
の
東
南

二
里
二
百
七
十
二
歩
に
在
り
、
山
陰
（
浙
江
省
紹
興
市
）
に
隷
す
。
一
名
飛
來
、
一
名
寶
林
、
一
名
怪
山
」（『
嘉
泰
會
稽

志
』
卷
九
）。

○
還
見
鰻
鯉
不
？　
（
應
天
か
ら
來
た
の
な
ら
）
鰻
鯉
を
見
た
か
と
は
、
對
象
を
見
聞
覺
知
す
る
は
た
ら
き
を
契
機
と
し
て
自

己
本
分
（
自
己
に
具
足
す
る
佛
性
の
自
覺
）
を
見
届
け
た
か
と
い
う
「
見
色
見
心
」
を
問
う
も
の
。
越
州
應
天
山
寺
は
鰻
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井
で
有
名
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
う
い
う
問
い
が
自
然
に
出
た
。
五
臺
山
で
文
殊
（
五
臺
山
の
主
）
を
見
た
か
と
い
う
問
い

が
、
本
来
の
自
己
の
面
目
を
見
届
け
た
か
と
い
う
問
題
に
歸
著
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
も
そ
う
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

本
書
卷
一
九
陳
和
尚
章
、「
又
問
僧
‥
『
什
摩
處
來
？
』
云
‥
『
遊
臺
山
去
來
。』『
還
見
文
殊
摩
？
』
云
‥
『
見
。』『
什

摩
處
見
？
』
對
云
‥『
臺
閣
上
見
。』
師
云
‥『
見
泥
堆
。』
又
云
‥『
近
前
！ 

你
識
文
殊
摩
？
』
云
‥『
不
識
。』
師
云
‥『
年

高
臈
長
，
占
得
上
座
頭
，
竝
無
氣
息
。』」

僧
に
問
う
、「
ど
こ
か
ら
來
た
の
か
。」「
五
臺
山
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。」「
文
殊
菩
薩
に
會
っ
た
か
。」「
會
い
ま
し
た
。」「
ど
こ
で
會
っ

た
の
だ
。」「（
佛
藏
を
收
め
た
）
臺
閣
で
會
い
ま
し
た
。」「
泥
を
積
み
あ
げ
た
像
を
見
た
だ
け
だ
な
。」
陳
和
尚
は
さ
ら
に
言
っ
た
、「
近

こ
う
寄
れ
！ 

（
近
前
し
た
僧
に
）
ど
う
だ
、
文
珠
と
面
識
に
な
っ
た
か
。」「
面
識
し
ま
せ
ん
。」
陳
和
尚
、「
君
は
夏と

し臘
ば
か
り
く
っ
て
、

上
位
の
座
席
に
坐
っ
て
い
て
も
、
ま
っ
た
く
息
を
し
て
お
ら
ぬ
。」

「
鰻
鯉
」
は
、
鰻
鯬
、
鰻
鯠
、
鰻
鱺
な
ど
と
も
表
記
。
應
天
寺
に
鰻
井
が
あ
る
こ
と
は
有
名
で
あ
り
、
靈
鰻
が
出
入
り
す

る
と
傳
承
さ
れ
、
そ
の
鰻
井
は
徐
浩
（
七
〇
三
～
七
八
二
）
の
五
言
古
詩
《
寶
林
寺
作
》
に
「
深
泉
鰻
井
開
」
と
詠
わ
れ

た
も
の
だ
と
さ
れ
る
。

『
宋
高
僧
傳
』
卷
七
釋
希
圓
傳
、「
釋
希
圓
、
姓
は
張
氏
、
姑
蘇
の
人
な
り
。
宗
親
は
豪
富
な
れ
ど
も
獨
り
家
を
捨
て
戒
法

に
登
り
て
從よ

り
、
便
ち
講
肆
に
遊
び
、
一
方
に
滯
ら
ず
、
勤
め
て
三
學
を
修
む
。
良や

や
歲と

し稔
を
深ひ

さ

し
く
し
て
尤
も
博
く
通

ず
る
に
至
る
。
時
に
俊
邁
な
る
を
推

す
い
せ
んさ

れ
、
因
り
て
講
訓
を
命
ぜ
ら
る
。
光
啟
中
（
八
八
五
～
八
八
七
）、
徐
約
の
軍
亂

に
屬あ

た

り
、
孫
儒
、
地
を
略お

か

し
、
吳
苑
俶は

じ

め
て
擾み

だ

る
。
圓
は
通
玄
寺
由よ

り
商
船
に
附の

り
、
地
を
甬
東
（
越
の
地
）
に
避
く
。

其
の
估
客
（
行
商
人
）
は
偕と

も

に
越
人
な
り
。
篤
く
圓
を
重う

や
まい

、
召
し
て
會
稽
の
寶
林
山
寺
に
居
ら
し
む
。（
中
略
）
山
の

冢ち
ょ
う
じ
ょ
うに

井
有
り
。
井
に
鰻
鯠
有
り
。
水
に
盈み

ち
ひ
き縮

有
り
て
、
大
江
の
潮
候
（
潮
の
滿
ち
引
き
の
時
刻
）
に
應
ず
。
甚
だ
靈
怪
多

し
。
一
に
「
此
の
處
は
、
禹
が
浙
江
の
蛟
蜃
の
屬
を
鎖と

ざ

す
」
と
云
い
、
其
の
名
を
蛆し

ょ

と
曰
う
。
蛆
に
雙
耳
有
り
、
其
の
色
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は
蒼
黃
な
り
。
或も

し
竹
木
に
緣
ら
ば
必
ず
風
雨
至
る
。
今
或
い
は
石
竅
よ
り
出
で
て
僧
居
の
溝
渠
中
に
入
る
。
人
を
見
て

驚
か
ず
。
握
れ
ば
則
ち
跳
梁
し
て
怒
狀
の
如
し
。
唯
だ
偏ひ

と
ええ

に
圓
の
房
に
入
る
。
圓
が
手
に
執
ら
ば
宛
轉
し
て
屑い

さ
ぎよ

く
就

し
た
が

う
。
乃
ち
之
が
爲
に
歸
戒
を
受さ

ず

け
、
風
雹
の
妖
を
作
す
こ
と
勿
か
ら
し
む
。（
下
略
）」

『
夢
溪
筆
談
』
卷
二
〇
、「
越
州
應
天
寺
に
鰻
井
有
り
て
、
一
大
磐
石
上
の
其
の
高
さ
數
丈
に
在
り
。
井
は
才わ

ず

か
に
方
數
寸

に
し
て
、
乃
ち
一
石
竅
な
り
、
其
の
深
さ
は
知
る
可
か
ら
ず
。
唐
の
徐
浩
詩
に
〈
深
泉
に
鰻
井
開
く
〉
と
云
う
は
即
ち
此

な
り
、
其
の
來

ら
い
れ
き

亦
た
遠
し
。
鰻
時
に
出
遊
す
る
を
、
人
之
を
取
り
て
懷
袖
の
間
に
置
く
も
、
了つ

い

に
驚あ

ば猜
る
る
こ
と
無
し
。

鰻
の
如
き
な
れ
ど
も
鱗
有
り
、
兩
耳
は
甚
だ
大
、
尾
に
刃や

い
ばの

跡
有
り
。
相
い
傳
え
て
云
う
、〈
黃
巢
曾
て
劍
を
以
て
之
を

刜き

る
〉
と
。
凡
そ
鰻
出
遊
す
れ
ば
、
越
中
必
ず
水
旱
疫
癘
の
災
有
り
、
鄉
人
常
に
此
を
以
て
之
を
候う

か
がう

。」

○
學
人
云
‥
不
見　

文
字
通
り
に
「
鰻
鯉
を
見
な
か
っ
た
」
と
い
う
意
と
、
本
來
の
自
己
を
見
届
け
て
き
た
か
と
い
う
問
い

だ
と
判
っ
て
、
眼
は
自
ら
の
眼
を
見
な
い
よ
う
に
、「
自
己
は
（
我
が
本
來
の
）
自
己
を
見
る
こ
と
は
な
い
」（
見
色
見
心

批
判
）
の
意
に
も
と
れ
る
。
も
し
見
た
な
ら
對
象
化
さ
れ
た
妄
想
で
あ
る
。

○
師
云
‥
闍
梨
不
見
鰻
鯉
？ 

鰻
鯉
不
見
闍
梨
？　
「
不
見
」
の
内
實
を
確
か
め
よ
う
と
し
て
問
う
。「
見
な
か
っ
た
」
で
は
、

通
常
な
ら
「
そ
れ
で
は
應
天
で
修
行
し
た
意
味
が
な
い
」「
無
駄
な
修
行
だ
っ
た
」
と
叱
ら
れ
る
と
こ
ろ
。
と
こ
ろ
が
鏡

清
は
「
見
色
見
心
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
疑
問
を
抱
い
て
い
た
（
前
則
の
よ
う
に
）
か
ら
、
僧
の
「
不
見
」
を
そ
の
よ
う
に

受
け
取
っ
て
、
問
い
た
だ
し
た
。
し
か
し
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
問
い
方
を
し
た
の
か
。「
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
」（『
馬
祖
の
語
錄
』
一
九
七
頁
）
と
馬
祖
が
言

う
よ
う
に
、「
見
」
は
主
（
心
）
と
客
（
色
）
と
の
相
互
依
存
の
關
係
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

○
云
‥
惣
有
與
摩　
「
ど
ち
ら
が
見
な
か
っ
た
の
か
」
と
問
わ
れ
た
な
ら
、
僧
だ
け
が
鰻
鯉
を
見
な
か
っ
た
の
で
は
不
自
然

だ
か
ら
、「
ど
ち
ら
も
で
す
」
と
答
え
た
。
し
か
し
こ
れ
な
ら
、
互
い
に
相
手
を
見
ず
、
主
だ
け
で
客
が
な
く
、
見
も
不
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見
も
成
り
立
た
ぬ
こ
と
に
な
り
、
先
に
「
不
見
」
と
い
っ
た
こ
と
と
矛
盾
す
る
。

『
景
德
傳
燈
錄
』
は
「
惣
有
與
摩
」（
用
例
は
本
書
本
則
の
み
）
を
奇
妙
だ
と
見
て
、「
總
不
恁
麼
（
ま
っ
た
く
そ
う
い
う
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）」
に
改
め
た
。
こ
れ
だ
と
、
そ
も
そ
も
見
る
對
象
が
な
い
（
對
象
化
さ
れ
な
い
）
と
い
う
こ
と
で

「
不
見
」
と
言
っ
た
の
で
す
の
意
。

○
闍
梨
只
解
愼
初
，
不
解
護
末　

僧
の
答
え
に
期
待
を
裏
切
ら
れ
た
た
め
に
か
く
言
っ
た
。
最
初
の
「
不
見
」
は
ま
だ
し

も
、
後
の
「
惣
有
與
摩
」
は
て
ん
で
駄
目
だ
。

『
景
德
傳
燈
錄
』
等
の
「
總
不
恁
麼
」
な
ら
、
答
え
と
し
て
筋
が
通
っ
て
い
る
か
ら
、
從
っ
て
『
景
德
傳
燈
錄
』
は
「
闍

梨
只
解
愼
初
護
末
」
と
改
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
只▼

解
愼
初
」
と
あ
れ
ば
、
次
の
句
は
「
不
解
（
能
）
護
末
」「
未

知
護
未
」
と
い
う
よ
う
に
否
定
句
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
と
も
と
『
祖
堂
集
』
の
よ
う
で
あ
っ
た
こ
と
が
露
呈
し
て

い
る
。

〔
二
五
〕
好
晴
好
雨

師
示
衆
云
‥「
好
晴
好
雨
。」
又
云
‥「
不
爲
好
晴
道
好
晴
，
不
爲
好
雨
道
好
雨
。
若
隨
語
會
，
迷
却
神
機
。」
僧
問
‥「
未

審
師
尊
意
如
何
？
」
頌
曰
‥

「
好
晴
好
雨
奇
行
持
，
若
隨
語
會
落
今
時
。

談
玄
只
要
塵
中
妙
，
得
妙
還
同
不
惜
伊
。」

【
訓
讀
】

師
、
衆
に
示
し
て
云
く
、「
好
晴
好
雨
。」
又
た
云
く
、「
好
晴
な
る
が
爲
に
好
晴
と
道い

わ
ず
、
好
雨
な
る
が
爲
に
好
雨
と

道
わ
ず
。
若
し
語
に
隨
っ
て
會
せ
ば
、
神
機
を
迷
却
す
。」
僧
問
う
、「
未は

た審
師
の
尊
意
は
如
何
。」
頌
し
て
曰
く
、
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「
好
晴
好
雨
は
行
持
奇
な
り
、

若
し
語
に
隨
っ
て
會
せ
ば
今
時
に
落
つ
。

玄
を
談
ぜ
ん
に
は
只
だ
塵
中
の
妙
な
る
を
要
す
の
み
、

妙
を
得
れ
ば
還か

え

っ
て
伊か

れ

を
惜
し
ま
ざ
る
に
同
じ
な
り
。」

【
日
譯
】

師
（
鏡
清
）
が
大
衆
に
「
好
き
晴
れ
、
好
き
雨
」
の
話
を
し
て
、
言
っ
た
、「
好
き
晴
れ
と
い
っ
て
も
天
氣
の
こ
と
で
は

な
い
。
好
き
雨
と
い
っ
て
も
天
氣
の
話
で
は
な
い
。
も
し
こ
の
言
葉
通
り
に
受
け
と
る
な
ら
、
見
色
見
心
の
神
妙
な
は
た
ら

き
を
失
う
。」
僧
が
問
う
、「
何
を
お
っ
し
ゃ
り
た
い
の
で
す
か
？
」
師
は
頌
を
作
っ
て
い
う
、

「
好
き
晴
れ
、
好
き
雨
」
と
言
い
と
め
る
の
は
佛
法
を
行
ず
る
見
事
な
あ
り
か
た
。

し
か
し
言
葉
通
り
に
受
け
と
っ
た
な
ら
、
世
間
の
事
柄
に
な
っ
て
し
ま
う
。

深
い
道
理
を
語
る
に
は
、「
物
が
見
え
る
と
心
が
見
え
る
」
と
い
う
妙
を
得
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
妙
を
得
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
も
は
や
後
生
大
事
に
す
る
こ
と
は
な
い
の
だ
。

【
注
釋
】

○
本
話
は
他
に
見
い
だ
せ
ず
、
本
書
に
の
み
收
錄
。

○
好
晴
好
雨　

好
燈
籠
・
竪
拂
・
庭
前
柏
樹
子
な
ど
、
外
界
の
事
象
を
見
聞
覺
知
す
る
は
た
ら
き
を
通
し
て
佛
性
が
具
わ
っ

て
い
る
こ
と
を
自
覺
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
馬
祖
の
「
見
色
即
是
見
色
」（『
宗
鏡
錄
』
卷
一
）
の
悟
道
論
よ
り
導
き

出
さ
れ
た
方
便
接
化
で
あ
り
、
好
晴
好
雨
も
そ
の
一
つ
。
し
か
し
、
こ
れ
が
「
借
事
明
心
，
附
物
顯
理
」
と
い
う
よ
う
な

命
題
と
な
っ
て
教
條
化
し
て
し
ま
う
と
、
主
體
的
に
自
覺
さ
せ
る
（
ま
た
は
自
覺
す
る
）
こ
と
を
旨
と
す
る
禪
の
本
筋
を

逸
脱
し
、
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
物
ま
ね
の
接
化
に
墮
し
、
や
が
て
、
こ
れ
を
も
っ
て
禪
だ
と
い
う
理
解
に
墮
し
て
し
ま
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う
。
德
山
や
臨
濟
は
そ
こ
を
痛
罵
す
る
（
衣
川
賢
次
「
德
山
と
臨
済
」
德
山
和
尚
示
衆
（
九
）、
臨
済
和
尚
示
衆
（
六
）、

『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
五
八
册
、
二
〇
一
〇
年
）。

本
章
第
七
段
で
は
、
潙
山
靈
祐
の
「
見
色
便
見
心
」
に
間
違
い
が
あ
る
か
と
雪
峯
に
訊
か
れ
た
鏡
清
は
、「
與
摩
商
量
，

不
如
某
甲
钁
地
（
そ
ん
な
議
論
を
す
る
よ
り
、
钁く

わ

を
ふ
る
っ
て
作
務
を
し
て
い
る
ほ
う
が
ま
し
で
す
）」
と
言
っ
て
、
命
題
と

し
て
議
論
す
る
こ
と
は
戲
論
だ
と
し
て
退
け
て
い
る
。
し
か
し
本
段
で
は
、
弟
子
た
ち
に
「
好
晴
好
雨
」
の
方
便
接
化
の

意
圖
す
る
と
こ
ろ
を
、
丁
寧
に
説
い
て
や
っ
て
い
る
。

な
お
外
物
を
示
し
て
す
る
接
化
を
「
借
事
明
心
，
附
物
顯
理
」
と
命
題
化
し
て
理
解
し
た
の
は
潙
山
門
下
の
僧
た
ち
で
あ

る
。

『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
〇
池
州
甘
贄
行
者
章
、「
又
問
一
僧
‥
『
什
麼
處
來
？
』
僧
云
‥
『
潙
山
來
。』
甘
云
‥
『
曾
有
僧

問
潙
山
‥
〈
如
何
是
西
來
意
？
〉
潙
山
擧
起
拂
子
。
上
座
作
麼
生
會
潙
山
意
？
』
僧
云
‥
『
借
事
明
心
，
附
物
顯
理
。』

甘
云
‥
『
且
歸
潙
山
去
好
。』」

あ
る
僧
に
問
う
、「
ど
こ
か
ら
來
た
の
か
。」
僧
、「
潙
山
で
す
。」
甘
贄
、「
以
前
に
僧
が
潙
山
に
〈
西
來
意
と
は
〉
と
訊
い
た
と
こ
ろ
、

潙
山
は
拂
子
を
立
て
た
。
そ
な
た
は
潙
山
の
意
を
ど
う
わ
か
っ
て
い
る
の
だ
。」
僧
、「
外
界
の
事
象
に
こ
と
よ
せ
て
心
を
明
か
し
、
理

を
顯
示
し
た
の
で
す
。」
甘
贄
、「
潙
山
に
も
ど
っ
て
修
行
を
や
り
な
お
す
が
よ
ろ
し
い
。」

ま
た
同
卷
一
一
香
嚴
智
閑
章
で
も
、
潙
山
か
ら
來
た
僧
は
「
彼
中
商
量
道
‥
即
色
明
心
，
附
物
顯
理
」
と
答
え
て
い
る
。

○
不
爲
好
晴
道
好
晴
，
不
爲
好
雨
道
好
雨
。
若
隨
語
會
，
迷
却
神
機　

天
氣
の
話
を
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
見
色
見
心
」

の
話
な
の
だ
。
も
し
「
よ
い
天
氣
だ
」「
よ
い
お
濕
り
だ
」
と
言
葉
通
り
に
受
け
止
め
た
な
ら
、「
見
色
見
心
」
の
靈
妙
な

は
た
ら
き
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
禪
宗
が
大
衆
化
し
た
時
代
に
應
じ
た
鏡
清
の
老
婆
心
切
。

「
若
隨
語
會
，
迷
却
神
機
」
は
、
本
書
卷
一
九
香
嚴
和
尚
「
與
學
人
玄
機
」
頌
に
言
う
、「
妙
旨
迅
速
，
言
説
來
遲
。
纔
隨
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語
會
，
迷
却
神
機
。
揚
眉
當
問
，
對
面
煕
怡
。
是
何
境
界
？ 

同
道
方
知
。（
妙
旨
を
悟
る
の
は
一
瞬
だ
が
、
そ
の
悟
り
を
言

葉
に
定
著
す
る
の
は
後
に
な
る
。
そ
の
言
葉
通
り
に
理
解
し
た
な
ら
、「
見
色
見
心
」
の
妙
智
の
は
た
ら
き
を
失
う
。
眉
を
揚
げ

る
こ
と
を
問
い
と
し
、
向
か
い
あ
っ
て
顏
を
和な

ご

ま
せ
る
。
こ
れ
が
ど
う
い
う
悟
り
の
境
地
か
、
同
じ
道
を
歩
む
者
で
あ
っ
て
こ

そ
わ
か
る
の
だ
。）」

○
好
晴
好
雨
奇
行
持
，
若
隨
語
會
落
今
時　

好
晴
好
雨
を
「
見
色
見
心
」
と
理
解
す
れ
ば
、
や
や
も
す
れ
ば
色
と
心
と
に

分
か
れ
て
し
ま
い
が
ち
に
な
る
。
馬
祖
が
「
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
。」（『
馬
祖
の
語
錄
』
一
九
七
頁
、『
宗
鏡
錄
』
卷
一
）
と
説
く
よ
う
に
、
心
と
色
は
二
で
は
な
く
一
如
で
あ
る
の
だ
か

ら
、（
心
を
見
て
い
る
と
思
う
の
で
は
な
く
）
心
と
色
と
が
分
か
れ
る
こ
と
な
く
、
さ
な
が
ら
に
「
好
晴
好
雨
」
と
言
い
と

め
る
こ
と
こ
そ
、
み
ご
と
な
佛
法
の
行
じ
か
た
で
あ
る
。
も
し
天
氣
の
話
し
だ
と
理
解
し
た
な
ら
、
た
だ
の
相
對
に
墮
ち

た
世
間
話
だ
。
第
二
三
則
の
「
雨
滴
聲
」
で
は
、
雨
垂
れ
の
音
を
我
が
心
で
あ
る
と
思
う
の
は
却
っ
て
「
佛
法
中
の
見
」

に
墮
し
た
も
の
だ
と
反
省
し
て
「
出
身
猶
可
易
，
脱
體
道
還
難
」
と
言
っ
た
が
、「
好
晴
好
雨
奇
行
持
」
は
正
面
か
ら
肯

定
し
て
い
る
。

「
行
持
」
は
、
佛
法
を
行
ず
る
こ
と
。
本
書
卷
一
三
報
慈
和
尚
章
第
三
四
則
、「
因
僧
辭
，
師
問
‥
『
六
根
無
用
底
人
，
還

有
行
持
佛
法
也
無
？
』
對
云
‥『
有
。』
師
云
‥『
既
是
六
根
無
用
，
於
佛
法
中
作
摩
生
行
持
？
』
其
僧
叉
手
，
進
前
退
後
。

師
便
喝
出
云
‥
『
將
爲
是
作
家
，
若
與
摩
見
知
，
更
須
行
脚
遇
人
去
好
。』
別
僧
代
，
良
久
，
師
肯
之
。」

僧
が
辭
去
す
る
に
よ
り
、
師
が
問
う
、「
六
根
の
作
用
を
も
っ
て
佛
性
の
發
露
と
せ
ぬ
人
も
、
佛
法
を
行
持
す
る
こ
と
が
有
る
か
。」
答

え
て
言
う
、「
有
り
ま
す
。」
師
、「
六
根
に
し
か
る
べ
き
は
た
ら
き
が
な
い
の
に
、
佛
法
を
ど
の
よ
う
に
行
持
す
る
の
だ
。」
僧
は
叉
手

し
、
進
前
退
後
し
た
。
師
は
す
ぐ
さ
ま
怒
鳴
り
つ
け
た
、「
作さ

っ

家け

だ
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
が
、
そ
ん
な
見
解
な
ら
、
も
う
一
度
行
脚
し

て
し
か
る
べ
き
人
と
出
遭
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。」
別
の
僧
が
代
っ
て
、
沈
默
を
も
っ
て
示
す
と
、
師
は
そ
れ
を
認
め
た
。
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「
落
今
時
」
と
は
相
對
の
次
元
に
墮
つ
る
こ
と
。『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
五
石
霜
山
慶
諸
禪
師
章
、「
一
代
時
教
，
整
理
時

人
脚
手
。
凡
有
其
由
，
皆
落
在
今
時
。（
世
尊
一
代
の
説
法
は
、
衆
生
濟
度
の
方
便
接
化
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
時
々
の
個
別
に

即
し
た
方
便
接
化
は
、
相
對
の
事
象
に
墮
ち
た
も
の
で
あ
る
。）」

○
談
玄
只
要
塵
中
妙
，
得
妙
還
同
不
惜
伊　
「
見
色
見
心
」
が
ち
ゃ
ん
と
分
か
っ
て
い
て
こ
そ
佛
法
の
話
し
が
で
き
る
と
い

う
も
の
だ
。「
塵
中
妙
」
と
は
、
外
境
を
見
て
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
を
通
し
て
わ
が
本
心
の
は
た
ら
き
を
悟
る
こ
と
。『
景

德
傳
燈
錄
』
卷
二
九
香
嚴
襲
燈
大
師
頌
一
九
首
の
第
七
「
顯
旨
」
頌
に
「
得
意
塵
中
妙
，
投
機
露
道
容
。（
意
に
塵
中
の

妙
を
悟
り
、
時
節
因
緣
が
訪
れ
た
と
き
道
の
す
が
た
が
顯
現
す
る
。）」

な
お
「
得
妙
還
同
不
惜
伊
」
は
「
悟
了
同
未
悟
」（
第
五
祖
提
多
迦
の
傳
法
偈
）
と
い
う
言
い
方
と
同
じ
。

〔
二
六
〕
經
首
第
一
は
何
と
い
う
字
か

問
‥
「
經
首
第
一
，
喚
作
何
字
？
」
師
曰
‥
「
穿
耳
胡
僧
笑
點
頭
。」

【
訓
讀
】

問
う
、「
經
首
の
第
一
は
、
喚
び
て
何
の
字
と
作な

す
や
。」
師
曰
く
、「
穿
耳
の
胡
僧
笑
い
て
點
頭
す
。」

【
日
譯
】

問
う
、「
經
典
の
最
初
に
あ
る
の
は
何
と
い
う
字
な
の
で
す
か
。」
師
、「
達
磨
さ
ん
が
笑
っ
て
う
な
ず
い
て
お
る
ぞ
。」

【
注
釋
】

○
本
則
は
本
書
に
の
み
收
め
る
。

○
經
首
第
一
，
喚
作
何
字
？　

經
典
の
冒
頭
は
「
如
是
我
聞
」、
そ
の
「
第
一
」
は
「
如
」
で
あ
る
の
は
僧
な
ら
誰
も
が

知
っ
て
い
る
こ
と
。
こ
こ
は
そ
の
こ
と
で
は
な
く
、
經
題
の
上
に
書
か
れ
た

は
何
の
字
な
の
か
と
問
う
も
の
だ
ろ
う
。
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經
題
の
上
の
と
、
心
の
字
謎
で
あ
る
「
以
字
不
成
，
八
字
不
是
」
が
結
び
つ
い
て
問
題
に
さ
れ
て
い
た
。

「
以
字
不
成
，
八
字
不
是
」
に
つ
い
て
は
『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
二
陳
尊
宿
章
に
「
問
‥
『
以
字
不
成
，
八
字
不
是
，
是

何
章
句
？
』
師
彈
指
一
下
云
‥
『
會
麼
？
』
云
‥
『
不
會
。』
師
云
‥
『
上
來
表
讚
無
限
勝
因
，
蝦
蟇
跳
上
梵
天
，
蚯
蚓

走
過
東
海
。』」（
問
う
、「
以
の
字
に
も
な
ら
ず
、
八
の
字
で
も
な
い
、
何
と
い
う
文
字
で
し
ょ
う
か
。」
師
は
指
を
パ
チ
ン
と

彈
い
て
云
う
、「
わ
か
っ
た
か
。」「
い
い
え
。」
師
、「
い
ま
の
唱
讚
は
無
限
の
勝
因
だ
、
蝦
蟇
は
梵
天
に
跳
ね
上
が
り
、
ミ
ミ
ズ

は
東
海
を
走
り
過
ぎ
た
。」）
こ
れ
を
『
雲
門
廣
錄
』
卷
中
室
中
語
要
で
は
「
經
頭
以
字
」（
Ｔ
四
七
・
五
五
九
上
）
と
言
う
。

陳
尊
宿
の
因
緣
を
大
慧
宗
杲
は
次
の
よ
う
に
取
り
上
げ
て
い
る
。

僧
問
睦
州
‥
「
經
頭
以
字
不
成
，
八
字
不
是
。
未
審
是
甚
麼
字
？
」
州
彈
指
一
下
云
‥
「
會
麼
？
」
僧
云
‥
「
不
會
。」

州
云
‥
「
上
來
講
讚
無
限
勝
因
，
蝦
蟇
勃
跳
上
天
，
蚯
蚓
驀
過
東
海
。」
師
云
‥
「
這
僧
只
問
經
頭
一
字
，
睦
州
盡
將

善
知
衆
藝
差
別
字
輪
，
以
龍
龕
手
鑑
唐
韻
玉
篇
，
從
頭
註
解
，
撒
在
這
僧
懷
裏
。」（
大
慧
云
う
、「
こ
の
僧
は
經
頭
の
一

字
を
問
う
た
だ
け
な
の
に
、
衆
藝
差
別
の
字
輪
を
知
り
盡
く
し
て
い
た
睦
州
は
、
龍
龕
手
鑑
・
唐
韻
・
玉
篇
で
も
っ
て
、
か

た
っ
ぱ
し
か
ら
註
解
し
、
こ
の
僧
の
胸
の
内
に
ま
き
散
ら
し
た
。）（『
大
慧
語
錄
』
卷
九
「
熊
伯
莊
請
秉
拂
」）

ま
た
慧
洪
『
智
證
傳
』「
經
首
所
題
字
」
條
に
「
上
藍
謂
余
曰
‥
『
經
軸
之
上
，
必
題
此
字
是
底
義
？
』
予
以
指
畫
圓

相
，
橫
貫
一
畫
曰
‥
「
是
此
義
也
。」
上
藍
愕
然
。
余
乃
爲
説
偈
曰
‥
『
以
字
不
成
八
不
是
，
法
身
睡
著
無
遮
閉
。
衲
僧

對
面
不
知
名
，
百
衆
人
前
呼
不
起
。』」

上
藍
長
老
が
私
に
訊
い
た
、「
經
軸
の
上
に
は
必
ず
こ
の

字
が
書
き
付
け
て
あ
る
が
、
ど
う
い
う
意
味
か
。」
私
は
指
で
圓
相
を
畫
き
、

そ
こ
に
一
本
の
線
を
横
に
引
い
て
言
っ
た
、「
こ
の
意
味
だ
。」
長
老
は
驚
い
た
。
私
は
そ
こ
で
偈
で
も
っ
て
言
っ
て
や
っ
た
、「
以
の
字

に
も
な
ら
ず
八
で
も
な
い
、
法
身
は
眠
っ
て
い
て
も
隱
れ
て
は
い
な
い
。
衲そ

な
た僧

は
對
面
し
て
い
て
も
名
を
知
ら
ず
、
大
勢
の
前
で
呼
ん

で
も
目
覺
め
な
い
。」
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字
謎
と
し
て
の
「
以
字
不
成
八
不
是
」
と
「
經
首
所
題
字
」
と
は
、
も
と
も
と
は
別
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
雲
門
が

「
經
頭
以
字
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
十
世
紀
初
頭
の
こ
ろ
に
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。『
景
德

傳
燈
錄
』
卷
二
一
漳
州
羅
漢
桂
琛
禪
師
章
に
次
の
問
答
を
錄
し
て
い
る
。

問
‥
「
八
字
不
成
以
字
不
是
時
如
何
？
」
琛
曰
‥
「
汝
實
不
會
？
」
曰
‥
「
學
人
實
不
會
。」
師
曰
‥
「
看
取
下
頭
注
脚
。」

問
う
、「
八
の
字
に
も
な
ら
ず
、
以
の
字
で
も
な
い
と
き
の
字
は
何
と
い
う
字
で
す
か
。」
桂
琛
、「
本
當
に
わ
か
ら
ぬ
の
か
。」「
本
當
に

わ
か
り
ま
せ
ん
。」
桂
琛
、「
下
に
書
い
て
あ
る
注
解
を
讀
む
が
よ
い
。」

羅
漢
桂
琛
（
八
六
九
～
九
二
八
）
が
い
う
「
下
頭
注
脚
」
と
は
、
經
典
の
本
文
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
ろ
既
に
結

び
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
本
則
は
修
行
僧
と
な
っ
て
ま
だ
日
の
淺
い
問
僧
が
、
經
首
の
題
の
上
の
字
「
」
に
疑
問
を
も
っ

て
鏡
清
に
問
う
た
。

○
穿
耳
胡
僧
笑
點
頭　

ピ
ア
ス
を
し
た
胡
僧
と
は
達
磨
の
こ
と
。
心
を
「
以
心
傳
心
」
に
よ
っ
て
東
土
に
傳
え
た
達
磨
が
う

な
ず
い
て
笑
っ
て
い
る
と
は
、
心
を
暗
示
し
た
も
の
。
こ
の
一
句
は
七
言
詩
で
歌
う
よ
う
に
言
っ
た
。

「
穿
耳
胡
僧
」
は
、「
碧
眼
胡
僧
」
な
ど
と
同
じ
く
西
方
出
身
の
僧
侶
の
こ
と
、
特
に
達
磨
を
指
す
。「
點
頭
」
は
う
な
ず

く
こ
と
、
同
意
や
承
認
を
表
わ
す
。
こ
の
句
の
初
出
は
、
紫
湖
巖
利
蹤
に
嗣
い
だ
南
泉
再
傳
の
弟
子
で
あ
る
台
州
勝
光
和

尚
の
語
と
し
て
本
書
卷
一
九
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

問
‥
「
如
何
是
佛
法
兩
字
？
」
云
‥
「
即
便
道
。」
進
曰
‥
「
請
師
道
。」
云
‥
「
穿
耳
胡
僧
笑
點
頭
。」

問
う
、「
ど
う
い
う
こ
と
が
佛
法
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
か
。」「
そ
な
た
が
言
え
ば
よ
か
ろ
う
。」
さ
ら
に
言
う
、「
ど
う
か　

言
っ
て
く

だ
さ
い
。」「（
互
い
に
言
わ
な
い
の
を
）
達
磨
が
笑
っ
て
う
な
ず
い
て
お
る
。」
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〔
二
七
〕
一
人
の
口
よ
り
出
で
、
千
人
の
耳
に
入
る

問
‥
「
西
來
密
旨
，
如
何
通
信
？
」
師
云
‥
「
出
一
人
口
，
入
千
人
耳
。」「
如
何
是
出
一
人
口
？
」
師
云
‥
「
釋
迦
不

説
説
。」「
如
何
是
入
千
人
耳
？
」
師
云
‥
「
迦
葉
不
聞
聞
。」

【
訓
讀
】

問
う
、「
西
來
の
密
旨
は
、
如
何
が
通
信
せ
ん
。」
師
云
く
、「
一
人
の
口
よ
り
出
で
、
千
人
の
耳
に
入
る
。」「
如
何
な
る

か
是
れ
一
人
の
口
よ
り
出
づ
。」
師
云
く
、「
釋
迦
は
説
か
ず
し
て
説
く
。」「
如
何
な
る
か
是
れ
千
人
の
耳
に
入
る
。」
師
云

く
、「
迦
葉
は
聞
か
ず
し
て
聞
く
。」

【
日
譯
】

問
う
、「
達
磨
大
師
が
西
天
よ
り
來
て
傳
え
ら
れ
た
綿
密
な
る
奧
義
を
、
ど
の
よ
う
に
（
私
に
）
傳
達
さ
れ
ま
す
か
。」

師
、「
一
人
の
口
よ
り
出
て
、
千
人
の
耳
に
入
っ
た
。」「
一
人
の
口
よ
り
出
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。」
師
、

「
釋
迦
は
説
か
ず
し
て
法
を
説
い
た
。」「
千
人
の
耳
に
入
っ
た
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。」
師
、「
迦
葉
は
聞
か

ず
し
て
法
を
聞
い
た
。」

【
注
釋
】

○
本
話
は
本
書
に
の
み
收
錄
さ
れ
る
も
の
。

○
西
來
密
旨
，
如
何
通
信
？　
「
西
來
密
旨
」
と
は
、「
祖
師
西
來
意
」
の
こ
と
。
そ
れ
を
今
ど
の
よ
う
に
傳
達
さ
れ
ま
す

か
。「
密
旨
」
は
、
も
と
も
と
は
「
皇
帝
の
隱
密
の
勅
旨
」
の
意
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
綿
密
な
る
奧
義
・
意
圖
」
の

意
。

「
通
信
」
は
傳
達
す
る
こ
と
。
本
書
卷
六
投
子
和
尚
章
第
一
三
則
、「
問
‥
『
省
要
處
還
通
信
不
？
』
師
曰
‥
『
是
你
與
摩

問
我
。』
僧
曰
‥
『
如
何
識
得
？
』
師
曰
‥
『
不
可
識
。』
僧
曰
‥
『
畢
竟
作
摩
生
？
』
師
曰
‥
『
直
是
省
要
。』」
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問
う
、「
そ
の
も
の
ズ
バ
リ
の
と
こ
ろ
は
、
傳
え
ら
れ
ま
す
か
。」
師
、「
そ
の
よ
う
に
私
に
問
う
て
お
る
君
自
身
だ
。」
僧
、「
そ
れ
を
ど

の
よ
う
に
し
て
識
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
。」
師
、「
識
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。」
僧
、「
つ
ま
り
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。」
師
、「
不そ

れ識

こ
そ
が
省
要
だ
。」

○
出
一
人
口
，
入
千
人
耳　
「（
言
葉
で
傳
達
し
た
な
ら
）
一わ

た
し人

の
口
か
ら
出
た
言
葉
は
、
大
勢
の
人
の
耳
に
入
る
（
誤
っ
て

傳
わ
る
）。」
言
う
こ
こ
ろ
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
傳
達
す
る
の
で
は
な
い
。『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
三
風
穴
延
昭
禪
師
章
、

「
問
‥
『
西
祖
傳
來
，
請
師
端
的
。』
師
曰
‥
『
一
犬
吠
虛
，
千
猱
啀
實
。』」（
問
う
、「
西
天
よ
り
達
磨
が
傳
え
た
も
の

を
、
ど
う
か
端
的
に
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。」
師
、「
一
匹
の
犬
が
（
實
體
の
な
い
）
空
に
向
か
っ
て
吠
え
る
と
、
何
か
あ
る

と
思
っ
た
多
く
の
野
犬
が
吠
え
た
て
る
。」）

馬
祖
が
「
汝
今
各
信
自
心
是
佛
，
此
心
即
是
佛
心
。
是
故
達
摩
大
師
從
南
天
竺
國
來
，
傳
上
乘
一
心
之
法
，
令
汝
開
悟
」

（
本
書
卷
一
四
江
西
馬
祖
章
）
と
説
い
た
よ
う
に
、
佛
性
は
す
べ
て
の
人
に
そ
な
わ
り
、
己
自
身
の
心
が
佛
の
心
に
ほ
か
な

ら
な
い
こ
と
を
悟
ら
せ
る
た
め
に
達
磨
は
中
華
に
來
た
。
こ
れ
は
言
語
や
知
識
に
よ
っ
て
理
解
す
る
も
の
で
は
な
く
、
各

人
が
自
ら
の
體
驗
に
よ
っ
て
悟
る
も
の
で
あ
る
。「
西
來
の
密
旨
」
は
、
師
か
ら
弟
子
へ
、
綿
密
に
（
以
心
伝
心
）
か
つ

言
語
を
用
い
ず
（
不
立
文
字
）
に
傳
え
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
が
言
語
化
さ
れ
た
場
合
に
は
、
誤
謬
と
不
確
實
性
を
伴

い
、
奧
義
の
眞
髓
を
失
っ
て
擴
散
し
て
し
ま
う
。「
一
人
の
口
よ
り
出
で
、
千
人
の
耳
に
入
る
」
と
は
、
そ
の
こ
と
で
あ

る
。

『
林
泉
老
人
評
唱
丹
霞
淳
禪
師
頌
古
虛
堂
集
』
第
六
二
則
「
問
百
巖
教
」
の
頌
古
評
唱
、「
世
尊
自
成
正
覺
以
來
，
開
闡
化

門
，
不
慳
法
施
。
於
四
十
九
年
，
搖
廣
長
舌
，
談
無
礙
辯
。
出
一
人
口
，
入
萬
人
耳
。
自
古
至
今
，
廣
宣
教
法
，
西
乾
東

震
，
莫
不
流
通
，
傳
布
而
已
哉
。
…
…
吾
佛
所
説
，
雖
形
於
言
而
本
非
言
，
然
詮
於
文
而
本
忘
詮
。
得
之
者
言
言
般
若
，

失
之
者
句
句
瘡
疣
。
妙
明
一
句
，
非
飽
參
衲
子
，
超
情
離
見
，
叱
妙
呵
玄
者
，
莫
出
其
彀
。」
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世
尊
は
悟
り
を
開
か
れ
て
か
ら
は
、
方
便
に
よ
る
法
門
を
開
き
、
説
法
す
る
こ
と
を
惜
し
ま
ず
、
四
十
九
年
の
あ
い
だ
、
廣
く
長
い
舌

を
搖
ら
せ
、
滯
る
こ
と
な
く
辯
舌
を
振
る
わ
れ
た
。
一
人
の
口
よ
り
出
た
言
葉
は
、
萬
人
の
耳
に
入
っ
た
。
昔
よ
り
今
に
至
る
ま
で
、

教
え
の
法
は
四
方
に
説
か
れ
、
西
天
に
も
中
華
に
も
流
通
し
、
廣
く
傳
わ
っ
た
。
…
…
佛
が
説
か
れ
た
の
は
、
言
語
化
さ
れ
て
は
い
る

が
、
も
と
よ
り
言
葉
で
は
な
い
。
文
章
に
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
意
を
得
れ
ば
も
と
よ
り
言
詮
は
棄
て
ら
れ
る
の
だ
。
意
を
得
た
者
に

は
ど
の
言
葉
も
般
若
で
あ
り
、
意
を
失
っ
た
者
に
は
ど
の
一
句
も
瘡は

れ
も
の疣

に
な
る
。
凡
情
を
超
え
出
、
知
見
解
會
を
離
れ
、
玄
妙
な
る
も

の
を
價
値
づ
け
す
る
こ
と
の
な
い
修
行
の
出
來
た
禪
者
で
あ
っ
て
こ
そ
、
言
葉
の
殻
を
破
っ
て
、
そ
こ
か
ら
妙
明
の
一
句
（
密
旨
）
を

取
り
出
せ
る
の
だ
。

○
如
何
是
出
一
人
口
？ 
師
云
‥
釋
迦
不
説
説
。
如
何
是
入
千
人
耳
？ 

師
云
‥
迦
葉
不
聞
聞　
「
出
一
人
口
，
入
千
人
耳
」

と
答
え
た
鏡
清
の
意
圖
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
僧
は
、
次
に
「
出
一
人
口
」
と
「
入
千
人
耳
」
の
そ
れ
ぞ
れ
は
何
で
あ
る
か

と
、
愚
直
に
尋
ね
る
。
そ
れ
に
對
し
て
鏡
清
は
「
釋
尊
の
口
か
ら
出
た
言
葉
は
方
便
で
あ
り
、
眞
實
の
法
は
説
か
な
い
こ

と
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
。
だ
か
ら
千
人
の
弟
子
が
耳
に
聞
い
た
言
葉
も
方
便
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
佛
法
を
繼
承
し
た
摩
訶

迦
葉
は
、
言
葉
を
聞
く
こ
と
な
く
眞
實
の
法
を
聞
い
た
の
だ
」
と
親
切
に
教
え
る
。

釋
迦
不
説
説　

迦
葉
不
聞
聞　

二
句
が
な
ら
ん
で
言
及
さ
れ
る
の
は
玄
沙
師
備
の
教
説
に
お
い
て
で
あ
る
。『
景
德
傳
燈

錄
』
卷
一
八
玄
沙
章
、「
四
十
九
年
是
方
便
。
只
如
靈
山
會
上
有
百
萬
衆
，
唯
有
迦
葉
一
人
親
聞
，
餘
盡
不
聞
。
汝
道
迦

葉
親
聞
底
事
作
麼
生
？ 

不
可
道
如
來
無
説
説
，
迦
葉
不
聞
聞
，
便
當
得
去
。」

釋
尊
の
四
十
九
年
の
説
法
は
方
便
だ
っ
た
。
た
と
え
ば
靈
山
の
法
會
に
百
萬
も
の
衆
が
集つ

ど

っ
た
が
、
た
だ
迦
葉
一
人
だ
け
が
釋
尊
の
眞

意
を
直
接
に
聞
き
取
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
他
の
者
は
み
な
聞
き
取
れ
な
か
っ
た
。
迦
葉
が
直
接
に
聞
き
取
れ
た
の
は
何
だ
っ
た
の
か
答

え
て
み
よ
。「
如
來
は
説
く
こ
と
な
く
し
て
説
き
、
迦
葉
は
聞
か
ず
し
て
聞
い
た
」
と
答
え
て
、
濟
ま
せ
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
ぬ
ぞ
。

玄
沙
は
次
の
南
陽
慧
忠
の
教
説
に
よ
っ
て
い
る
。『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
二
八
南
陽
慧
忠
國
師
語
、「
又
問
‥
『
迦
葉
在
佛
邊
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聽
？ 

爲
聞
不
聞
？
』
師
曰
‥
『
不
聞
聞
。』
曰
‥
『
云
何
不
聞
聞
？
』
師
曰
‥
『
聞
不
聞
。』
曰
‥
『
如
來
有
説
不
聞
聞
，

無
説
不
聞
聞
？
』
師
曰
‥
『
如
來
無
説
。』
曰
‥
『
云
何
無
説
説
？
』
師
曰
‥
『
言
滿
天
下
無
口
過
。』」

又
た
問
う
、「
迦
葉
は
佛
の
そ
ば
に
い
て
聽
聞
し
ま
し
た
が
、
法
を
聞
い
た
の
で
す
か
、
聞
か
な
か
っ
た
の
で
す
か
。」
師
、「
聞
か
ず
に

聞
い
た
。」「
聞
か
ず
に
聞
い
た
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。」
師
、「
聞
い
て
聞
か
な
い
の
だ
。」「
如
來
が
説
か
れ
た
う
え
で
聞
か
ず

に
聞
い
た
の
で
す
か
、
説
か
れ
る
こ
と
無
く
聞
か
ず
に
聞
い
た
の
で
す
か
。」
師
、「
如
來
は
何
も
説
か
な
か
っ
た
。」「
ど
う
い
う
こ
と

が
説
か
ず
に
説
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
か
。」
師
、「
如
來
の
言
葉
は
世
界
中
に
知
れ
わ
た
っ
て
い
て
も
如
來
に
は
咎
め
を
う
け
る
い

わ
れ
は
な
い
。」

佛
典
で
は
、『
維
摩
經
』
弟
子
品
・
大
目
犍
連
に
「
夫
れ
法
を
説
く
と
は
、
説
く
無
く
示
す
無
し
、
其
れ
法
を
聽
く
と
は
、

聞
く
無
く
得
る
無
し
」（
Ｔ
一
四
・
五
四
〇
上
）、『
金
剛
經
』
に
「
須
菩
提
よ
、
法
を
説
く
と
は
、
法
と
し
て
説
く
可
き
も

の
無
し
、
是
れ
を
法
を
説
く
と
名
づ
く
」（
Ｔ
八
・
七
五
一
下
）
と
説
か
れ
る
。

〔
二
八
〕
行
脚
に
出
る
こ
と
と
は

問
‥
「
學
人
擬
被
納
，
師
意
如
何
？
」
師
云
‥
「
一
任
高
飛
。」
僧
曰
‥
「
爭
奈
毛
羽
未
備
何
？
」
師
云
‥
「
唯
宜
低
弄
。」

僧
曰
‥
「
如
何
是
低
弄
？
」
師
云
‥
「
逢
緣
不
作
，
對
境
無
心
。」
僧
曰
‥
「
如
何
是
高
飛
？
」
師
云
‥
「
目
覩
優
曇
，
猶

如
黃
葉
。」「
如
何
是
優
曇
？
」
師
云
‥
「
一
劫
一
現
。」「
如
何
是
黃
葉
？
」
師
云
‥
「
此
未
爲
眞
。」
僧
曰
‥
「
與
摩
則
更

有
向
上
事
在
。」
師
云
‥
「
灼
然
！
」「
如
何
是
向
上
事
？
」
師
云
‥
「
待
你
一
口
吸
盡
鏡
湖
水
，
我
則
向
你
道
。」

【
訓
讀
】

問
う
、「
學
人
、
納
を
被き

ん
と
擬ほ

っ

す
、
師
意
如
何
。」
師
云
く
、「
一
に
高
飛
す
る
に
任
す
。」
僧
曰
く
、「
毛
羽
未
だ
備
ら

ざ
る
を
爭い

か

ん
奈
何
せ
ん
。」
師
云
く
、「
唯
だ
宜
し
く
低
弄
す
べ
し
。」
僧
曰
く
、「
如
何
な
る
か
是
れ
低
弄
。」
師
云
く
、「
緣
に
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逢
い
て
作な

さ
ず
、
境
に
對
し
て
無
心
。」
僧
曰
く
、「
如
何
な
る
か
是
れ
高
飛
。」
師
云
く
、「
目
に
優
曇
を
覩
る
も
、
猶
お
黃

葉
の
如
く
す
。」「
如
何
な
る
か
是
れ
優
曇
。」
師
云
‥
「
一
劫
に
一
現
す
。」「
如
何
な
る
か
是
れ
黃
葉
。」
師
云
く
、「
此
れ

未
だ
眞
と
爲
さ
ず
。」
僧
曰
く
、「
與か

く摩
な
ら
ば
則
ち
更
に
向
上
の
事
有
り
。」
師
云
く
、「
灼
然
！
」「
如
何
な
る
か
是
れ
向

上
の
事
。」
師
云
く
、「
你
の
一
口
に
鏡
湖
水
を
吸
い
盡
く
す
を
待
ち
て
、
我
れ
則
ち
你
に
向
か
っ
て
道い

わ
ん
。」

【
日
譯
】

問
う
、「
私
は
行
脚
に
出
た
い
の
で
す
が
、
師
の
ご
意
見
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。」
師
、「
高
く
飛
翔
す
る
が
よ
か
ろ

う
。」
僧
、「
羽
が
ま
だ
生
え
て
い
な
い
の
を
、
ど
う
し
た
も
の
で
し
ょ
う
。」
師
、「
低
く
飛
ん
だ
ら
よ
か
ろ
う
。」
僧
、「
ど

う
い
う
こ
と
が
低
く
飛
ぶ
こ
と
な
の
で
す
か
。」
師
、「
ど
の
よ
う
な
緣
に
遇
っ
て
も
妄
念
を
起
こ
さ
ず
、
對
象
に
對
し
て

無
心
で
あ
れ
。」
僧
、「
高
く
飛
翔
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。」
師
、「
目
に
優
曇
華
を
見
て
も
、
黃
葉
を
見
る
よ
う

に
す
る
の
だ
。」「
優
曇
華
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。」
師
、「
一
劫
に
一
度
花
が
咲
く
。」「
黃
葉
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で

す
か
。」
師
、「
眞
實
だ
と
思
わ
ぬ
こ
と
だ
。」
僧
、「
そ
れ
な
ら
ま
だ
上
の
消
息
が
あ
る
の
で
す
ね
。」
師
、「
い
か
に
も
そ
う

だ
。」「
上
の
消
息
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。」
師
、「
君
が
一
口
で
鏡
湖
の
水
を
飲
み
切
っ
た
な
ら
、
君
に
言
っ
て
や
ろ

う
。」

【
注
釋
】

○
本
話
は
本
書
の
み
の
收
錄
で
あ
る
。

○
學
人
擬
被
納　
「
被
納
」
は
衲
衣
を
著
て
禪
の
修
行
を
す
る
こ
と
。
本
書
で
の
他
の
二
例
（
卷
一
四
百
丈
和
尚
章
第
一
三
則

「
因
此
便
被
納
學
禪
」、
卷
一
六
潙
山
和
尚
章
第
二
二
則
「
因
此
被
納
學
禪
」）
で
は
、
法
師
が
禪
僧
に
轉
向
し
た
こ
と
を
指
す

が
、
こ
こ
は
次
に
「
一
任
高
飛
」
と
あ
る
か
ら
、
行
脚
の
僧
衣
（
毳
衣
）
を
著
て
行
脚
に
出
る
こ
と
。

○
一
任
高
飛　

勝
手
に
飛
び
ま
わ
れ
。
自
己
の
外
に
馳
求
し
よ
う
と
す
る
僧
を
突
き
放
し
た
。
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『
玄
沙
廣
錄
』
卷
上
、「
師
一
日
拈
起
蘿
蔔
問
僧
‥
『
者
箇
蘿
蔔
，
你
作
麼
生
？
』
前
後
可
百
余
人
下
語
，
悉
竝
不
契
。
後

有
元
昌
，
對
云
‥『
某
喫
，
和
尚
。』
師
云
‥『
喫
什
麼
？
』
昌
云
‥『
喫
蘿
蔔
。』
師
云
‥『
知
得
，
知
得
。』
師
又
云
‥『
我

比
來
問
你
諸
人
是
箇
喫
底
物
，
是
你
不
會
了
，
只
管
覓
對
話
，
有
什
麼
了
期
？ 

我
今
直
向
你
道
，
承
言
須
會
宗
。
喫
是

喫
底
，
用
是
用
底
，
莫
與
麼
黑
白
不
分
。
我
時
時
向
你
道
，
直
須
辨
緇
素
。
莫
與
麼
儱
侗
，
無
有
是
處
。
我
一
日
十
二
時

中
，
未
曾
不
將
爲
事
，
猶
尚
如
此
。
莫
道
下
一
轉
語
得
了
，
也
是
尋
常
。
若
與
麼
，
一
任
諸
人
高
飛
遠
颺
。
不
用
在
者
裏

打
蹬
。」

玄
沙
は
大
根
を
取
り
あ
げ
て
僧
ら
に
問
う
た
、「
こ
の
大
根
、
君
ら
ど
う
受
け
と
め
る
か
。」
前
後
し
て
百
人
ほ
ど
の
僧
が
見
解
を
述

べ
た
が
、
み
な
師
の
意
に
契
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
元
昌
な
る
者
が
答
え
た
、「
私
が
食
べ
ま
す
、
和
尚
。」
玄
沙
、「
何
を
食
う
の

だ
。」
元
昌
、「
大
根
で
す
。」
玄
沙
、「
分
か
っ
た
、
分
か
っ
た
。」
さ
ら
に
言
っ
た
、「
さ
き
ほ
ど
私
は
君
ら
に
こ
の
食
い
物
を
示
し
た

が
、（
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
自
身
の
心
に
氣
づ
い
て
欲
し
い
と
い
う
）
私
の
意
圖
が
分
か
ら
ず
じ
ま
い
で
、
ぺ
ち
ゃ
く
ち
ゃ
や
る
ば
か
り

で
、
け
り
の
つ
く
時
が
な
い
。
い
ま
君
ら
に
言
っ
て
や
ろ
う
、〈
師
の
指
示
を
聞
い
た
な
ら
宗
乘
（
心
）
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
〉。

食
い
物
は
食
い
物
、
そ
れ
を
食
う
者
は
食
う
者
だ
。
見
さ
か
い
が
つ
か
ぬ
よ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
私
は
い
つ
も
君
ら
に
〈
ず
ば
り

と
核
心
を
つ
か
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
〉
と
言
っ
て
や
っ
て
い
る
の
に
、
そ
の
よ
う
に
ぼ
う
っ
と
し
て
い
て
は
な
ら
ぬ
。
私
は
い
つ
で
も
、
こ

の
事
を
心
掛
け
て
き
た
の
に
、
君
ら
は
ま
だ
こ
の
ざ
ま
だ
。〈
一
回
言
い
と
め
て
し
ま
え
ば
、
ど
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
だ
〉
な
ど
と

言
っ
て
は
な
ら
ぬ
ぞ
。
そ
う
い
う
こ
と
な
ら
、
勝
手
に
高
く
遠
く
舞
い
上
が
れ
ば
よ
い
。
私
の
と
こ
ろ
で
う
ろ
つ
き
ま
わ
ら
な
い
で
く

れ
。」

○
爭
奈
毛
羽
未
備
何
？　
「
一
任
高
飛
」
を
勸
め
ら
れ
た
と
勘
違
い
し
、「
と
て
も
私
は
そ
こ
ま
で
の
實
力
は
ま
だ
備
わ
っ
て

い
ま
せ
ん
。」

『
大
智
度
論
』
卷
八
三
、「
衆
生
を
度
す
可
き
を
觀
る
に
、
根
に
利
鈍
有
り
。
具
足
す
る
者
は
度
す
可
し
、
具
足
せ
ざ
る
者
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は
未
だ
度
す
可
か
ら
ず
。
又
た
菩
薩
も
亦
た
自
ら
善
根
の
具
足
・
不
具
足
を
知
る
こ
と
、
鳥
子
の
自
ら
毛
羽
の
具
足
を
知

り
、
爾し

か

し
て
乃
ち
飛
ぶ
可
き
が
如
し
。」（
Ｔ
二
五
・
六
四
一
上
）

『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
七
羅
山
道
閑
章
、「
定
慧
上
座
參
，
師
問
‥
『
什
麼
處
來
？
』
曰
‥
『
遠
離
西
蜀
，
近
發
開
元
。』

又
進
前
問
‥
『
即
今
作
麼
生
？
』
師
曰
‥
『
喫
茶
去
！
』
慧
猶
未
退
。
師
曰
‥
『
秋
氣
稍
暖
，
去
！
』
慧
出
法
堂
外
，
歎

曰
‥
『
今
日
擬
打
羅
山
寨
，
弓
折
箭
盡
也
。
休
，
休
。』
乃
下
，
參
衆
。
明
日
，
師
上
堂
，
慧
出
問
‥
『
豁
開
戶
牖
，
當

軒
者
誰
？
』
師
乃
喝
。
慧
無
語
。
師
又
曰
‥
『
毛
羽
未
備
，
且
去
！
』」

定
慧
上
座
が
參
問
し
た
。
羅
山
、「
ど
こ
か
ら
來
た
。」「
遠
く
四
川
の
地
を
離
れ
、
今
日
は
福
州
開
元
寺
よ
り
來
ま
し
た
。」
さ
ら
に
進

み
出
て
問
う
、「
今
、
進
み
出
た
作
用
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。」
羅
山
、「
茶
を
飲
ん
で
來
い
！
」
定
慧
は
納
得
で
き
ず
、
退
か
な
か
っ

た
。
羅
山
、「
秋
の
寒
気
も
今
日
は
や
わ
ら
い
だ
、
出
て
ゆ
け
！
」
定
慧
は
法
堂
の
外
に
出
て
、
た
め
息
を
つ
い
て
言
っ
た
、「
今
日
は

羅
山
の
要
塞
を
打
ち
破
っ
て
印
可
を
得
よ
う
と
し
た
が
、
弓
が
折
れ
矢
が
盡
き
て
し
ま
っ
た
。
も
う
止
め
て
お
こ
う
。」
そ
こ
で
僧
堂
に

行
っ
て
大
衆
に
混
じ
た
。
次
の
日
、
羅
山
が
法
堂
に
上
っ
て
法
座
の
席
に
著
く
と
、
定
慧
は
進
み
出
て
問
う
た
、「
門
戸
を
構
え
て
、
そ

の
正
面
に
い
る
あ
な
た
は
何
者
か
。」
羅
山
は
喝
し
た
（
自
己
の
こ
と
を
お
留
守
に
し
て
、
私
の
こ
と
を
訊
い
て
ど
う
す
る
）。
定
慧
は

な
ぜ
叱
責
さ
れ
た
か
わ
か
ら
ず
何
も
言
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
羅
山
は
言
っ
た
、「
君
は
ま
だ
羽
が
生
え
そ
ろ
っ
て
お
ら
ぬ
、
下
が
り
な

さ
い
。」

○
師
云
‥
唯
宜
低
弄　

羽
が
生
え
そ
ろ
っ
て
い
な
い
な
ら
、
低
く
飛
べ
ば
よ
ろ
し
い
。
呉
文
英
（
一
二
〇
〇
～
一
二
六
〇
）

『
夢
窗
詞
』
乙
稿
卷
二
《
玉
蝴
蝶
感
秋
》、「
倦
螢
透
隙
，
低
弄
書
光
。（
飛
び
疲
れ
た
螢
は
室
内
に
迷
い
込
み
、
低
く
飛
ん
で

書
物
を
照
ら
す
）。」

○
僧
曰
‥
如
何
是
低
弄
？ 

師
云
‥
逢
緣
不
作
，
對
境
無
心　
「
唯
宜
低
弄
」
と
言
わ
れ
て
、
こ
こ
で
「
一
任
高
飛
」
が
認
め

ら
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
に
氣
づ
き
、
一
つ
一
つ
教
え
を
乞
う
。
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「
逢
緣
不
作
，
對
境
無
心
」
は
、
も
と
『
寶
藏
論
』
離
微
體
淨
品
の
句
、「
夫
離
微
之
義
，
非
一
非
二
，
非
以
言
説
可
顯
。

要
以
深
心
體
解
，
朗
照
現
前
，
對
境
無
心
，
逢
緣
不
動
。（
法
性
の
體
と
用
は
、
一
で
も
二
で
も
な
く
、
言
葉
で
表
現
で
き

な
い
。
必
ず
眞
實
を
見
抜
く
奧
深
い
心
で
體
認
し
、
目
の
前
の
對
象
を
は
っ
き
り
と
見
て
と
り
、
對
象
に
對
し
て
無
心
、
ど
の

よ
う
な
境
遇
に
も
心
は
不
動
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）」（
Ｔ
四
五
・
一
四
六
中
）。

○
僧
曰
‥
如
何
是
高
飛
？ 

目
覩
優
曇
，
猶
如
黃
葉　

ど
ん
な
に
希
有
で
勝
れ
た
法
を
聞
い
て
も
、
そ
れ
を
極
則
と
せ
ず
、

啼
く
赤
子
を
あ
や
す
黃
葉
の
錢
（
方
便
）
だ
と
せ
よ
。

目
覩
優
曇　

優
曇
華
は
三
千
年
に
一
度
花
が
咲
く
と
い
わ
れ
、
そ
れ
を
見
る
と
は
會
い
難
き
出
來
事
に
出
會
う
譬
え
で

あ
り
、
人
と
生
ま
れ
て
如
來
の
教
え
（
經
法
）
を
聞
く
こ
と
。『
廣
弘
明
集
』
卷
二
九
〈
伐
魔
詔
并
序
〉、「
夫
れ
三
界
に

生う

ま在
れ
、
恒つ

ね

に
四
魔
の
嬈み

だ

す
所
と
爲
り
、
生
死
に
沈し

ず淪
み
、
六
趣
に
遍
在
す
。
若
し
一ひ

と

た
び
人
身
を
得
て
及
び
經
法
を
聞

く
は
、
優
曇
を
見
る
に
譬
え
、
浮
孔
に
值
う
に
喩
う
。」（
Ｔ
五
三
・
一
〇
二
一
下
）。

猶
如
黃
葉　

幼
兒
を
泣
き
や
ま
す
た
め
に
黃
葉
を
黃
金
だ
と
言
っ
て
與
え
る
こ
と
で
、
黃
葉
は
方
便
の
譬
え
。
南
本
『
大

般
涅
槃
經
』
卷
一
八
嬰
兒
行
品
の
次
の
話
を
踏
ま
え
る
。「
又
た
嬰
兒
行
と
は
、
如た

と
えば

彼
の
嬰
兒
の
啼
哭
す
る
時
、
父
母

は
即
ち
楊
樹
の
黃
葉
を
以
て
、
而
し
て
之
に
語
っ
て
言
わ
く
、『
啼
く
莫
か
れ
、
啼
く
莫
か
れ
、
我
れ
汝
に
金
を
與
え

ん
。』
嬰
兒
は
見
已お

わ

る
や
、
眞
金
の
想お

も

い
を
生
じ
、
便
ち
止
み
て
啼
か
ず
。
然
れ
ど
も
此
の
楊
葉
は
實
に
金
に
は
非
ず
。

木
牛
・
木
馬
・
木
男
・
木
女
を
、
嬰
兒
は
見
已お

わ

り
て
、
亦ま復
た
男
女
等
の
想お

も

い
を
生
じ
、
即
ち
止
み
て
啼
か
ず
。
實
に
男

女
に
非
ざ
れ
ど
も
、
是か

く

の
如
く
男
女
の
想
を
作
す
を
以
て
の
故
に
、
名
づ
け
て
嬰
兒
と
曰い

う
。」（
Ｔ
一
二
・
七
二
九
上
）。

本
書
卷
一
七
公
畿
和
尚
章
、「
僧
問
‥
『
如
何
是
道
？ 

如
何
是
禪
？
』
師
云
‥
『
有
名
非
大
道
，
是
非
倶
不
禪
。
欲
識
此

中
意
，
黃
葉
止
啼
錢
。（
名
は
眞
の
道
で
は
な
い
、
肯
定
も
否
定
も
禪
で
は
な
い
。
こ
こ
の
意
を
知
り
た
い
な
ら
、
道
と
言
う

の
も
禪
と
言
う
の
も
幼
児
を
泣
き
や
ま
せ
る
方
便
だ
。）』」
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○
如
何
是
優
曇
？ 

師
云
‥
一
劫
一
現　

一
劫
に
一
佛
出
世
し
、
經
法
を
説
く
喩
え
。『
法
華
經
』
方
便
品
の
偈
「
過
去
の
無

數
劫
に
、
無
量
に
滅
度
す
る
佛
は
、
百
千
萬
億
種
に
し
て
、
其
の
數
は
量
る
可
か
ら
ず
」
に
注
し
て
吉
藏
は
言
う
、「
上

半
に
乃
ち
多
劫
の
多
佛
を
擧
ぐ
る
は
、
良ま

こ
とに

一
劫
一
佛
を
以
て
は
未
だ
證
と
爲
す
に
足
ら
ざ
れ
ば
、
故
に
多
劫
の
多
佛

を
擧
げ
て
衆
生
に
信
心
を
生
ぜ
し
む
」（『
法
華
義
疏
』
卷
四
、
Ｔ
三
四
・
五
〇
四
中
）。
ま
た
李
文
會
居
士
（
一
〇
九
一
～

一
一
五
八
）
は
『
金
剛
經
』
の
「
一
佛
二
佛
三
四
五
佛
に
於
い
て
而
し
て
善
根
を
種
え
し
の
み
な
ら
ず
、
已
に
無
量
千
萬

佛
の
所
に
於
い
て
諸
の
善
根
を
種
ゆ
」
に
「
一
劫
に
一
佛
の
出
世
す
る
を
謂
う
」
と
注
し
て
い
る
（
明
成
祖
集
註
『
金
剛

般
若
波
羅
蜜
經
集
註
』、『
大
藏
經
補
編
』
第
二
一
册
八
三
二
頁
）。

「
劫
」
は
西
天
に
お
け
る
無
限
の
時
間
單
位
。
そ
の
長
さ
を
表
わ
す
の
に
「
芥
子
劫
（
一
立
方
由ゆ

旬じ
ゅ
んの

城
に
芥
子
を
滿
た

し
、
百
年
ご
と
に
一
粒
を
取
り
出
し
て
全
て
な
く
な
っ
て
も
劫
は
盡
き
な
い
）」
と
「
盤
石
劫
（
一
平
方
由ゆ

旬じ
ゅ
んの

盤
石
を
白
氈

で
百
年
に
一
度
拂
っ
て
盤
石
が
盡
き
て
も
劫
は
盡
き
な
い
）」
が
あ
る
。

○
如
何
是
黃
葉
？ 

師
云
‥
此
未
爲
眞　

黃
葉
は
黃
金
で
は
な
い
よ
う
に
、
如
來
の
經
法
も
方
便
で
あ
る
。

○
僧
曰
‥
與
摩
則
更
有
向
上
事
在
。
師
云
‥
灼
然
！　

如
來
の
經
法
（
優
曇
華
）
は
ま
だ
眞
で
な
い
（
方
便
）
な
ら
、
ま
だ

そ
の
上
が
あ
る
の
で
す
ね
。
そ
の
通
り
だ
。「
灼
然
」
は
、
明
ら
か
で
あ
る
さ
ま
。「
更
有
向
上
事
在
」
と
い
う
こ
と
は
明

ら
か
だ
。

○
師
云
‥
待
你
一
口
吸
盡
鏡
湖
水
，
我
則
向
你
道　

そ
の
こ
こ
ろ
は
、
言
葉
で
は
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
私
が
君
に
教
え

ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
。「
向
上
事
」
と
は
宗
乘
の
こ
と
、「
己
事
究
明
」
だ
か
ら
で
あ
る
。「
鏡
湖
」
は
後
漢
永
和

五
年
（
一
四
〇
）
會
稽
太
守
馬
臻
の
耕
地
水
利
工
事
に
よ
っ
て
造
ら
れ
、
歴
代
に
わ
た
っ
て
増
築
さ
れ
た
が
、
北
宋
に
干

拓
さ
れ
て
ほ
ぼ
湮
滅
し
、
い
ま
浙
江
省
紹
興
市
西
南
四
里
の
と
こ
ろ
に
あ
る
鑑
湖
は
そ
の
殘
迹
で
あ
る
（『
中
國
歷
史
地

名
大
辭
典
』
一
五
頁
、
中
國
社
會
科
學
出
版
社
）。
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『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
八
龐
居
士
章
、「
後
之
江
西
，
參
問
馬
祖
云
‥
『
不
與
萬
法
爲
侶
者
，
是
什
麼
人
？
』
祖
云
‥
『
待
汝

一
口
吸
盡
西
江
水
，
即
向
汝
道
。』
居
士
言
下
頓
領
玄
要
。」（
後
に
江
西
に
往
き
、
馬
祖
に
參
じ
て
問
う
、「
萬
法
と
一
緒
に

い
な
い
者
と
は
、
ど
う
い
う
人
な
の
で
す
か
。」
馬
祖
、「
君
が
一
息
で
西
江
の
水
を
飲
み
盡
く
し
た
な
ら
、
君
に
言
っ
て
や
ろ

う
。」
居
士
は
す
ぐ
に
玄
要
を
會
得
し
た
。）

〔
二
九
〕
惺
惺
な
る
に
な
に
ゆ
え
苦
惱
を
受
け
る
の
か

問
‥
「
惺
惺
爲
什
摩
却
被
熱
惱
？
」
師
云
‥
「
爲
不
是
那
邊
人
。」
僧
曰
‥
「
如
何
是
那
邊
人
？
」
師
云
‥
「
過
這
邊
來
。」

僧
云
‥
「
未
審
這
邊
如
何
過
？
」
師
云
‥
「
惺
惺
不
惺
惺
。」
僧
曰
‥
「
惺
惺
不
惺
惺
時
如
何
？
」
師
曰
‥
「
魯
班
失
却
手
。」

【
訓
讀
】

問
う
、「
惺
惺
な
る
に
爲な

に
ゆ
え

什
摩
に
か
却
っ
て
熱
惱
を
被
る
。」
師
云
く
、「
是
れ
那
邊
の
人
な
ら
ざ
る
が
爲
な
り
。」
僧
曰

く
、「
如
何
な
る
か
是
れ
那
邊
の
人
。」
師
云
く
、「
這
邊
に
過
ぎ
來き

た

れ
。」
僧
云
く
、「
未は

審た

這
邊
に
如
何
が
過
ぎ
ん
。」
師
云

く
、「
惺
惺
な
る
に
惺
惺
な
ら
ず
。」
僧
曰
く
、「
惺
惺
な
る
に
惺
惺
な
ら
ざ
る
時
は
如
何
？
」
師
曰
‥「
魯
班
手
を
失
却
す
。」

【
日
譯
】

問
う
、「
私
は
は
っ
き
り
と
目
覺
め
て
い
ま
す
の
に
、
ど
う
し
て
身
心
に
苦
惱
を
受
け
る
の
で
し
ょ
う
か
。」
師
は
言
っ

た
、「
あ
ち
ら
の
人
で
は
な
い
か
ら
だ
。」
僧
、「
ど
う
い
う
の
が
あ
ち
ら
の
人
な
の
で
す
か
。」
師
、「
こ
ち
ら
に
來
な
さ

い
。」
僧
、「
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
ち
ら
に
行
く
の
で
す
か
。」
師
、「
君
は
目
覺
め
て
い
る
と
明
言
し
た
の
に
、
實
は
目
覺
め

て
い
な
か
っ
た
の
だ
。」
僧
曰
‥
「
目
覺
め
て
い
る
の
に
目
覺
め
て
い
な
い
場
合
、
ど
う
な
る
の
で
す
か
。」
師
曰
く
、「
魯

班
も
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ぬ
。」
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【
注
釋
】

○
本
話
は
本
書
に
の
み
收
錄
さ
れ
る
も
の
。

○
惺
惺
爲
什
摩
却
被
熱
惱
？　
「
惺
惺
」
は
、
は
っ
き
り
目
覺
め
て
い
る
こ
と
。
す
な
わ
ち
「
法
身
」
と
い
う
自
覺
を
持
っ

て
い
る
こ
と
。「
わ
が
幻
化
の
空
身
が
法
身
だ
と
わ
か
っ
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
苦
惱
を
受
け
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と

は
、
肉
身
と
法
身
の
關
係
に
つ
い
て
の
問
い
で
あ
る
。

本
書
卷
一
四
茗
溪
和
尚
章
、「
師
有
時
云
‥
『
吾
有
大
病
，
非
世
所
醫
。』
有
人
問
先
曹
山
‥
『
古
人
有
言
‥
〈
吾
有
大
病
，

非
世
所
醫
。〉
未
審
喚
作
什
摩
病
？
』
曹
山
云
‥『
攢
簇
不
得
底
病
。』
僧
云
‥『
一
切
衆
生
還
有
此
病
也
無
？
』
曹
山
云
‥『
人

人
盡
有
。』
僧
云
‥『
一
切
衆
生
爲
什
摩
不
病
？
』
山
云
‥『
衆
生
若
病
，
則
非
衆
生
。』
僧
云
‥『
和
尚
還
有
此
病
也
無
？
』

山
云
‥
『
正
覓
起
處
不
可
得
。』
僧
云
‥
『
未
審
諸
佛
還
有
此
病
也
無
？
』
山
云
‥
『
有
。』
進
曰
‥
『
既
有
，
爲
什
摩
不

病
？
』
山
云
‥
『
爲
伊
惺
惺
。』」

あ
る
時
、
師
は
言
っ
た
、「
吾
に
大
病
有
り
、
世
の
醫い

や

す
所
に
非
ず
。」
あ
る
僧
が
先
の
曹
山
和
尚
に
問
う
た
、「
古
人
は
『
私
に
（
衆
生

病
む
故
に
我
れ
病
む
と
い
う
）
大
病
が
あ
る
。
い
か
な
る
名
醫
も
醫い

や

せ
ぬ
』
と
言
い
ま
し
た
が
、
何
と
い
う
病
な
の
で
す
か
。」
曹
山
、

「
五
蘊
が
集
ま
っ
て
起
こ
る
病
で
は
な
い
。」
僧
、「
一
切
の
衆
生
に
も
こ
の
病
は
あ
り
ま
す
か
。」
曹
山
、「
誰
に
で
も
有
る
。」
僧
、「
衆

生
は
ど
う
し
て
こ
の
病
に
か
か
ら
な
い
の
で
す
か
。」
曹
山
、「
衆
生
が
こ
の
病
に
か
か
れ
ば
衆
生
で
は
な
い
か
ら
だ
。」
僧
、「
和
尚
に

も
こ
の
病
は
あ
る
の
で
す
か
。」
曹
山
、「
病
の
起
こ
る
と
こ
ろ
が
見
當
た
ら
ぬ
（
い
か
な
る
名
醫
も
醫
せ
ぬ
病
に
は
實
體
は
な
い
）。」

僧
、「
諸
佛
に
こ
の
病
は
あ
り
ま
す
か
。」
曹
山
、「
有
る
。」
僧
、「
有
る
の
に
、
ど
う
し
て
發
病
し
な
い
の
で
す
か
。」
曹
山
、「
諸
佛
は

は
っ
き
り
と
（
我
が
法
身
に
）
目
覺
め
て
い
る
か
ら
だ
。」

「
惺
惺
」
が
法
身
に
か
か
わ
っ
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
、
本
書
卷
三
慧
忠
國
師
章
第
一
一
則
、

魚
軍
容
問
師
‥
「
住
白
崖
山
時
如
何
修
行
？
」
師
喚
家
童
子
，
童
子
來
，
師
乃
以
手
摩
童
子
頭
曰
‥
「
惺
惺
直
言
惺
惺
，
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曆
曆
直
言
曆
曆
，
以
後
莫
受
人
謾
。」

魚
軍
容
が
問
う
、「
白
崖
山
に
住
さ
れ
て
い
た
と
き
は
、
ど
の
よ
う
に
修
行
さ
れ
た
の
で
す
か
。」
師
は
僕
童
を
呼
び
、
來
る
と
師
は
僕

童
の
頭
を
撫
で
て
言
っ
た
、「
覺
醒
し
て
い
た
ら
た
だ
覺
醒
し
て
い
る
と
言
い
、
こ
れ
か
ら
は
人
に
だ
ま
さ
れ
る
で
な
い
ぞ
。」

ま
た
『
玄
沙
廣
錄
』
卷
下
〔
一
〕（
一
九
）
に
は
瑞
巖
師
彥
の
「
惺
惺
著
」
を
批
判
し
て
言
う
、

師
問
僧
‥
「
甚
處
來
？
」
云
‥
「
瑞
巖
來
。」
師
云
‥
「
瑞
巖
有
什
麼
言
句
？
」
云
‥
「
和
尚
尋
常
喚
主
人
公
，
自
應
喏
。

又
云
‥
不
妨
惺
惺
。」
師
云
‥
「
一
等
弄
精
魂
、
猶
教
些
子
。」
又
云
「
你
何
不
在
彼
中
？
」
云
‥
「
和
尚
遷
化
也
。」
師

云
‥
「
如
今
還
喚
得
應
麼
？
」

玄
沙
、「
ど
こ
か
ら
來
た
。」
僧
、「
瑞
巖
で
す
。」
玄
沙
、「
瑞
巖
は
何
と
教
え
て
い
る
か
。」「
和
尚
は
い
つ
も
〈
主
人
公
よ
〉
と
呼
ん

で
、
自
分
で
〈
ハ
イ
〉
と
返
事
し
、〈
な
か
な
か
し
っ
か
り
し
て
お
る
な
〉
と
言
っ
て
い
ま
す
。」
玄
沙
、「
そ
ん
な
狐
憑
き
を
や
ら
か
す

と
は
、
ま
だ
ま
だ
だ
な
。」
さ
ら
に
訊
く
、「
ど
う
し
て
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
の
だ
。」
僧
、「
遷
化
さ
れ
た
か
ら
で
す
。」
玄
沙
、

「
い
ま
呼
べ
ば
返
事
す
る
か
な
。」）

な
ど
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

「
被
熱
惱
」
は
、
身
心
が
煩
惱
に
よ
る
苦
し
み
を
受
け
る
こ
と
。『
法
華
經
』
信
解
品
、「
世
尊
！ 

我
等
以
三
苦
故
，
於
生

死
中
受
諸
熱
惱
，
迷
惑
無
知
，
樂
著
小
法
」（
Ｔ
九
・
一
七
中
）。
ま
た
『
普
曜
經
』
卷
五
偈
頌
、「
淫
怒
癡
塵
勞
，
衆
生
被

熱
惱
；
諸
塵
得
休
息
，
皆
悉
念
正
眞
」（
Ｔ
三
・
五
一
四
上
）。

な
お
教
學
で
は
「
惺
惺
」
は
「
寂
寂
」
と
對
に
な
っ
て
言
及
さ
れ
、「
惺
惺
」
は
無
記
無
見
を
治
癒
す
る
が
、
亂
想
の
病

を
起
こ
す
も
の
で
あ
る
（
牛
頭
『
心
銘
』、
玄
覺
『
永
嘉
集
』
な
ど
）。

○
師
云
‥
爲
不
是
那
邊
人　

君
は
生
身
の
人
だ
か
ら
だ
。
君
の
肉
身
が
そ
の
ま
ま
法
身
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。「
那
邊
」

は
本
來
性
の
世
界
、「
這
邊
」（
現
象
世
界
）
に
對
し
て
言
わ
れ
る
。
本
書
卷
四
天
皇
和
尚
章
に
參
考
と
な
る
次
の
問
答
が



136

あ
る
。

師
初
問
石
頭
‥
「
離
却
智
慧
［
智
‥
傳
燈
作
定
］，
何
法
示
人
？
」
石
頭
曰
‥
「
老
僧
無
奴
婢
，
離
什
摩
？
」
進
曰
‥
「
如

何
得
玄
旨
？
」
石
頭
曰
‥
「
你
解
撮
風
［
風
‥
傳
燈
作
空
］
不
？
」
師
曰
‥
「
若
與
摩
，
則
不
從
今
日
去
也
。」
石
頭

曰
‥
「
未
審
汝
早
晩
從
那
邊
來
？
」
師
曰
‥
「
專
甲
不
是
那
邊
人
。」
石
頭
曰
‥
「
我
早
个
知
汝
來
處
。」
師
曰
‥
「
和
尚

亦
不
得
贓
賄
於
人
。」
石
頭
曰
‥
「
汝
身
現
在
。」
師
曰
‥
「
雖
然
如
此
，
畢
竟
如
何
示
於
後
人
？
」
石
頭
云
‥
「
你
道
阿

誰
是
後
人
？
」
師
禮
謝
，
深
領
玄
要
。

天
皇
が
石
頭
に
問
う
、「
智
慧
を
用
い
ず
に
、
ど
う
い
う
方
法
で
人
を
導
く
の
で
す
か
。」
石
頭
、「
私
の
と
こ
ろ
に
は
そ
の
よ
う
な
召

使
い
な
ど
お
ら
ぬ
。
何
を
用
い
な
い
と
い
う
の
だ
。」
天
皇
は
さ
ら
に
訊
い
た
、「
で
は
ど
う
や
っ
て
玄
旨
を
得
る
の
で
す
か
。」
石
頭
、

「
君
は
風
が
つ
か
ま
え
ら
れ
る
か
。」
天
皇
、「
空
無
相
だ
と
言
わ
れ
る
な
ら
、
今
の
現
實
の
世
界
を
な
み
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。」
石

頭
、「
君
は
い
つ
あ
ち
ら
に
い
っ
た
の
だ
。」
天
皇
、「
私
は
あ
ち
ら
か
ら
來
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
石
頭
、「
私
は
と
っ
く
に
君
の
立

場
が
わ
か
っ
て
い
た
。」
天
皇
、「
和
尚
も
私
に
身
に
覺
え
の
な
い
罪
を
著
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。」
石
頭
、「
君
の
身
が
こ
こ
に
現
に
あ

る
（
の
は
那
邊
が
這
邊
だ
と
い
う
證
據
だ
）。」
天
皇
、「
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
つ
ま
り
は
ど
の
よ
う
に
後
人
に
教
え
る
の
で
す
か
。」

石
頭
、「
だ
れ
が
後
人
か
言
っ
て
み
よ
。」
天
皇
は
禮
謝
し
、
深
く
玄
要
を
悟
っ
た
。

○
僧
曰
‥
如
何
是
那
邊
人
？　

問
僧
は
「
那
邊
」「
這
邊
」
と
い
う
禪
の
用
語
が
分
か
っ
て
い
な
い
。

○
師
云
‥
過
這
邊
來　

あ
ち
ら
か
ら
こ
ち
ら
へ
、
僧
を
歩
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
ち
ら
側
で
の
み
「
那
邊
人
」
が
現
實

化
さ
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
。
あ
と
の
第
三
〇
則
に
い
う
「
活
人
投
機
」（
活
き
て
は
た
ら
く
人
が
法
身
に
契
合
す
る
）
の

機
會
を
與
え
た
。

『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
二
六
杭
州
報
恩
永
安
禪
師
章
、「
問
‥
『
如
何
是
西
來
意
？
』
師
曰
‥
『
汝
過
這
邊
立
。』
僧
移
歩
。

師
曰
‥
『
會
麼
？
』
曰
‥
『
不
會
。』
師
示
偈
曰
‥
『
汝
問
西
來
意
，
且
過
這
邊
立
。
昨
夜
三
更
時
，
雨
打
虛
空
濕
。
電
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影
豁
然
明
，
不
似
蚰
蜒
急
。』」

問
う
、「
西
來
意
と
は
。」
師
、「
こ
ち
ら
へ
來
て
立
て
。」
僧
は
移
動
し
た
。
師
、「
分
か
っ
た
か
。」「
分
か
り
ま
せ
ん
。」
師
は
偈
で

も
っ
て
言
っ
た
、「
君
が
西
來
意
を
問
う
た
の
で
、
こ
ち
ら
へ
來
て
立
た
せ
た
の
だ
。
昨
夜
の
眞
夜
中
、
雨
が
虛
空
を
濡
ら
せ
た
。
稻
妻

が
パ
ッ
と
光
っ
た
が
、
君
は
げ
じ
げ
じ
蟲
が
あ
わ
て
て
走
る
の
に
も
及
ば
な
い
。」

○
僧
云
‥
未
審
這
邊
如
何
過　

問
僧
は
鏡
清
が
「
過
這
邊
來
」
と
言
っ
た
こ
と
の
意
圖
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

○
師
云
‥
惺
惺
不
惺
惺　

僧
が
は
じ
め
に
「
惺
惺
」
と
言
い
な
が
ら
、
全
く
「
不
惺
惺
」
だ
っ
た
の
を
か
ら
か
っ
て
言
う
。

「
君
は
知
っ
た
か
ぶ
り
を
し
た
だ
け
だ
。」

『
松
源
崇
嶽
禪
師
語
錄
』
卷
下
、「
上
堂
。
擧
。
僧
問
白
兆
和
尚
‥
『
如
何
是
萬
行
？
』
兆
云
‥
『
今
年
桃
核
也
無
，
説
什

麼
爛
杏
？
』
又
問
‥
『
如
何
是
妙み

ょ
う

覺か
く

？
』
兆
云
‥
『
若
是
妙み

ょ
う

藥や
く

，
見
示
一
服
。』
僧
云
‥
『
不
問
這
箇
。』
兆
云
‥
『
你

問
什
麼
？
』
僧
云
‥
『
妙
覺
。』
兆
云
‥
『
若
是
皂そ

う

角か
く

，
分
付
浴
頭
。』 

師
云
‥
『
這
僧
不
妨
懵
懂
，
白
兆
終
是
惺
惺
不
惺

惺
，
藥
因
救
病
出
金
瓶
。』
擊
拂
子
，
下
座
。」

僧
が
白
兆
和
尚
に
問
う
、「
ど
う
い
う
こ
と
が
菩
薩
の
六
度
萬
行
で
し
ょ
う
か
。」
白
兆
、「
今
年
は
桃
の
核さ

ね

す
ら
な
い
の
に
、
腐
っ
た
杏

あ
ん
ず

の
こ
と
な
ど
問
題
に
な
ら
ぬ
（
私
の
と
こ
ろ
に
は
そ
ん
な
造
地
獄
の
業
な
ど
な
い
）。」
さ
ら
に
問
う
、「
妙
な
る
悟
り
と
は
ど
う
い
う
も

の
で
し
ょ
う
か
。」
白
兆
、「
藥
の
こ
と
な
ら
、
い
ま
一
服
も
っ
て
や
っ
た
ぞ
。」
僧
、「
藥
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
白
兆
、「
で
は

何
を
問
う
た
の
だ
。」
僧
、「
妙
な
る
悟
り
の
こ
と
で
す
。」
白
兆
、「
石
鹼
な
ら
、
浴
頭
に
わ
た
し
て
あ
る
（
禪
で
は
、
妙
覺
と
は
人
の

妙
覺
の
こ
と
で
は
な
く
自
己
の
妙
覺
の
こ
と
、
そ
れ
な
ら
君
に
わ
た
し
て
あ
る
）。」
松
源
、「
こ
の
僧
は
暗
愚
だ
が
、
白
兆
も
結
局
は

知
っ
た
か
ぶ
り
を
し
た
だ
け
で
、
病
に
應
じ
た
藥
を
金
瓶
よ
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。」
拂
子
で
禪
牀
を
擊
っ
て
音
を
聞
か
せ
、

下
座
し
た
。

○
師
曰
‥
魯
班
失
却
手　

本
當
は
「
不
惺
惺
」
で
あ
る
の
に
、「
惺
惺
」
だ
と
思
っ
て
い
る
よ
う
な
者
に
は
、
魯
班
も
ど
う
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し
よ
う
も
な
い
。「
魯
班
」
は
、
春
秋
魯
の
國
の
木
工
の
名
匠
、
公こ

う

輸し
ゅ

班は
ん

。「
班
」
は
「
般
」「
盤
」
と
も
表
記
さ
れ
る
。

〔
三
〇
〕
現
象
の
な
か
の
眞
面
目
と
は

問
‥
「
如
何
是
聲
色
中
面
目
？
」
師
云
‥
「
現
［
顯
］
人
不
見
。」
僧
云
‥
「
太
綿
密
生
！
」
師
云
‥
「
體
自
如
此
。」

僧
云
‥
「
學
人
如
何
趣
向
？
」
師
云
‥
「
活
人
投
機
。」

【
訓
讀
】

問
う
、「
如
何
な
る
か
是
れ
聲
色
中
の
面
目
？
」
師
云
く
、「
現
［
顯
］
人
は
見
え
ず
。」
僧
云
く
、「
太
綿
密
生
！
」
師

云
く
、「
體
自お

の
ず
から

此か
く

の
如
し
。」
僧
云
く
、「
學
人
如
何
ん
が
趣
向
せ
ん
？
」
師
云
く
、「
活
人
は
機
に
投
ず
。」

【
日
譯
】

問
う
、「
現
象
の
な
か
の
眞
面
目
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
。」
師
、「
尊
貴
な
る
人
は
見
え
な
い
。」
僧
、「
な

ん
と
綿
密
な
！
」
師
、「
本
體
お
の
ず
か
ら
し
か
り
。」
僧
、「
わ
た
く
し
は
い
か
に
向
か
え
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。」
師
、

「
活
動
す
る
者
は
そ
の
機
に
投
ず
る
。」

【
注
釋
】

○
本
則
は
他
に
收
錄
を
見
な
い
。

○
問
‥
如
何
是
聲
色
中
面
目
？　
「
聲
色
」
は
六
根
（
眼
耳
鼻
舌
身
意
）
を
通
し
て
感
覺
さ
れ
る
も
の
（
色
聲
香
味
觸
法
）
の

代
表
で
、
現
象
世
界
を
指
す
。
僧
の
問
い
は
、
こ
の
感
覺
さ
れ
る
現
象
世
界
に
い
か
に
し
て
自
己
の
眞
面
目
（
法
身
）
を

見
る
（
知
る
）
の
か
と
い
う
、「
見
色
見
心
」、「
聞
聲
悟
道
」
の
問
題
で
あ
る
。
馬
祖
が
説
い
た
「
性
在
作
用
」
と
い
う

こ
と
を
現
實
に
體
驗
す
る
「
見
色
見
心
」、「
聞
聲
悟
道
」
は
い
か
に
し
て
實
現
さ
れ
る
か
が
、
雪
峯
門
下
で
問
題
と
な
っ

て
い
た
。
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○
師
云
‥
現
［
顯
］
人
不
見　
「
現
」
は
「
顯
」
の
避
諱
（
唐
中
宗
李
顯
）
で
あ
ろ
う
。「
顯
人
」
は
一
般
に
貴
顯
の
人
、
聲

譽
あ
る
人
を
い
う
が
、
こ
こ
は
尊
貴
な
る
法
身
を
指
す
。「
法
身
無
相
」
で
あ
る
か
ら
見
え
な
い
。
本
書
に
「
現
人
」
の

語
は
も
う
一
例
あ
る
。

有
京
中
大
師
到
潙
山
，
參
和
尚
後
，
對
坐
喫
茶
次
，
置
問
‥
「
當
院
有
多
少
人
？
」
師
云
‥
「
有
千
六
百
人
。」
大
師

云
‥
「
千
六
百
人
中
，
幾
人
得
似
和
尚
？
」
師
云
‥
「
大
師
與
摩
問
，
作
什
摩
？
」
大
師
云
‥
「
要
知
和
尚
。」
師
云
‥

「
於
中
也
有
潛
龍
，
亦
有
現▼

人▼

。」
大
師
便
問
衆
僧
‥
「
三
界
爲
鼓
，
須
彌
爲
槌
，
什
摩
人
撃
此
鼓
？
」
仰
山
云
‥
「
誰
撃

你
破
鼓
！
」
大
師
捜
覓
破
處
不
得
。
因
此
被
納
學
禪
。（
卷
一
六
潙
山
和
尚
章
第
二
二
則
）

あ
る
京
師
の
座
主
が
潙
山
に
至
っ
て
、
和
尚
に
參
見
し
た
の
ち
、
對
坐
し
て
茶
を
飲
ん
で
い
た
と
き
訊
ね
た
、「
當
院
に
は
ど
れ
ほ
ど
の

僧
が
お
い
で
か
。」
師
、「
千
六
百
人
で
す
。」
座
主
、「
千
六
百
人
の
う
ち
、
ど
れ
だ
け
の
僧
が
和
尚
ほ
ど
の
境
地
に
至
っ
て
お
り
ま
す

か
な
。」
師
、「
そ
ん
な
こ
と
を
訊
ね
て
、
ど
う
い
う
お
つ
も
り
か
。」
座
主
、「
和
尚
の
力
量
を
知
り
た
い
の
で
す
。」
師
、「
な
か
に
は

潛
龍
も
い
れ
ば
、
顯
貴
も
お
り
ま
す
ぞ
。」
座
主
は
そ
こ
で
衆
僧
に
問
う
た
、「
三
界
を
太
鼓
と
し
、
須
彌
を
槌ば

ち

に
し
て
、
ど
ん
な
人
が

こ
の
太
鼓
を
打
て
る
か
な
。」
仰
山
が
い
う
、「
誰
が
あ
ん
た
の
破
れ
大
鼓
な
ど
打
つ
も
ん
か
！
」
座
主
は
ど
こ
が
破
れ
た
と
こ
ろ
か
わ

か
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
衲
衣
に
著
替
え
て
禪
を
學
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
こ
で
は
「
潛
龍
」（
天
子
と
な
る
べ
き
人
）
と
「
現
人
」
が
竝
擧
さ
れ
て
い
る
か
ら
、「
現
人
」
は
「
顯
人
」
の
避
諱
と

見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く
潙
山
章
の
末
に
も
「
師
匡
化
四
十
二
年
，
現
［
顯
］
揚
宗
教
」
と
い
う
同
じ
避
諱
の
例
が

あ
る
こ
と
も
傍
證
と
な
る
。『
祖
堂
集
』
に
は
こ
の
避
諱
例
が
多
く
、
そ
の
部
分
が
唐
代
の
資
料
に
も
と
づ
く
こ
と
を
證

す
る
も
の
で
あ
る
（「
現
赫
」、「
現
慶
」、「
現
道
」、「
現
揚
」、「
現
露
」、「
露
現
」、「
隱
現
」、「
幽
現
」、「
眞
理
本
無
名
，
因

名
現
眞
理
」、「
人
能
弘
道
道
能
現
」
等
み
な
そ
の
例
）。

○
僧
云
‥
太
綿
密
生
！　
「
綿
密
」
は
法
身
の
形
容
。
確
か
に
存
在
し
て
い
る
貌
。
本
章
第
六
、
第
九
則
に
雪
峯
の
語
と
し
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て
、「
又
一
日
雪
峯
告
衆
曰
‥
『
當
當
［
堂
堂
］
密
密
底
』。」、「
峯
又
時
云
‥
『
爭
得
與
摩
尊
貴
！ 

得
與
摩
綿
密
！
』」。

○
師
云
‥
體
自
如
此　
「
綿
密
」
が
法
身
の
本
體
と
し
て
の
あ
り
か
た
で
あ
る
。

○
僧
云
‥
學
人
如
何
趣
向
？　

本
體
に
い
か
に
向
き
あ
え
ば
よ
い
か
。「
趣
向
」
は
對
象
を
め
ざ
し
て
進
み
、
わ
が
も
の
と

し
よ
う
と
す
る
姿
勢
。
し
か
し
「
道
」
を
對
象
化
し
て
求
め
る
姿
勢
は
、
つ
ね
に
批
判
さ
れ
て
き
た
。

（
張
秀
才
）
有
偈
曰
‥
「
光
明
寂
照
遍
恒
沙
，
凡
聖
含
靈
共
一
家
。
一
念
不
生
全
體
現
，
六
情
纔
動
被
雲
遮
。
遣
除
煩
惱

重
増
病
，
趣
向
眞
如
亦
是
邪
。
任
逐
境
緣
無
罣
礙
，
眞
如
凡
聖
是
空
花
。」（
卷
六
石
霜
和
尚
章
第
八
則
）

張
拙
秀
才
の
偈
に
言
う
、「
光
明
は
全
世
界
を
あ
ま
ね
く
寂
か
に
照
ら
し
、
凡
聖
の
差
別
な
く
す
べ
て
の
有
情
は
平
等
の
と
も
が
ら
で
あ

る
。
疑
念
が
萌
さ
な
け
れ
ば
、
本
體
は
す
べ
て
露
わ
れ
、
喜
怒
哀
樂
の
情
が
わ
ず
か
も
動
け
ば
、
雲
に
蔽
わ
れ
る
。
煩
惱
を
除
こ
う
と

す
る
の
は
病
を
増
す
ば
か
り
、
眞
如
へ
と
向
か
お
う
と
す
る
の
も
誤
っ
た
考
え
だ
。
緣
に
隨
い
境
に
任
せ
ば
な
ん
の
妨
げ
も
な
い
。
眞

如
凡
聖
は
す
べ
て
妄
想
で
あ
る
。」

師
問
‥
「
如
何
是
道
？
」
南
泉
云
‥
「
平
常
心
是
道
。」
師
云
‥
「
還
趣
向
否
？
」
南
泉
云
‥
「
擬
則
乖
。」
師
云
‥
「
不

擬
時
，
如
何
知
是
道
？
」
南
泉
云
‥「
道
不
屬
知
不
知
。
知
是
妄
覺
，
不
知
是
無
記
。
若
也
眞
達
不
擬
之
道
，
猶
如
太
虛
，

廓
然
蕩
豁
。
豈
可
是
非
！
」
師
於
是
頓
領
玄
機
，
心
如
朗
月
。（
卷
一
八
趙
州
和
尚
章
第
二
則
）

師
は
問
う
た
、「
道
と
は
い
か
な
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。」
南
泉
、「
平
常
の
心
で
い
る
こ
と
が
道
で
あ
る
。」
師
、「
そ
れ
に
向
か
っ
て

め
ざ
す
の
で
し
ょ
う
か
。」
南
泉
、「
め
ざ
す
と
外
れ
る
。」
師
、「
め
ざ
さ
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
道
だ
と
知
れ
ま
し
ょ
う
か
。」
南
泉
、

「
道
は
知
る
知
ら
ぬ
に
屬
さ
な
い
。
知
る
こ
と
は
妄
覺
、
知
ら
ぬ
こ
と
は
無
記
で
あ
る
。
も
し
眞
に
何
物
を
も
め
ざ
さ
ぬ
道
に
至
っ
た
な

ら
、
心
は
太
虛
の
ご
と
く
、
ひ
ろ
び
ろ
と
晴
れ
や
か
だ
。
是
非
を
超
越
し
て
お
る
。」
師
は
聞
く
や
、
一
擧
に
眞
理
の
機
微
を
さ
と
り
、

圓
か
な
月
の
よ
う
な
心
境
と
な
っ
た
。

○
師
云
‥
活
人
投
機　
「
活
人
」
は
死
漢
に
對
す
る
語
。
見
聞
覺
知
を
は
た
ら
か
せ
る
活
き
た
人
は
、
現
象
に
機
敏
に
投
じ
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て
契
合
す
る
。
心
を
對
象
に
向
け
、
捜
し
求
め
る
の
で
は
な
い
。「
見
色
見
心
」、「
聞
聲
悟
道
」
と
い
う
こ
と
起
こ
る
の

は
偶
然
に
訪
れ
る
僥
倖
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
機
を
逃
す
な
と
言
う
。
長
沙
景
岑
「
投
機
頌
」
に
、

處
處
眞
，
處
處
眞
，
塵
塵
盡
是
本
來
人
。
眞
實
説
時
聲
不
現
，
正
體
堂
堂
沒
却
身
。（
本
書
卷
一
七
岑
和
尚
章
第
二
二
則
）

い
た
る
と
こ
ろ
が
眞
實
、
い
た
る
と
こ
ろ
が
眞
實
、
個
個
す
べ
て
が
本
來
人
。
眞
實
が
説
か
れ
る
と
き
そ
の
聲
は
な
く
、
本
體
は
堂
堂

と
露
わ
れ
て
い
な
が
ら
眼
に
見
え
ぬ
。

こ
れ
が
機
に
投
じ
て
眞
理
を
見
た
人
の
述
懷
で
あ
ろ
う
。

〔
三
一
〕
な
ぜ
耳
で
見
、
眼
で
聞
け
な
い
の
か　

問
‥
「
聞
處
爲
什
摩
只
聞
不
見
？ 

見
處
爲
什
摩
只
見
不
聞
？
」
師
云
‥
「
各
各
自
緣
不
緣
他
。」

【
訓
讀
】

問
う
、「
聞
處
は
爲な

に
ゆ
え

什
摩
に
只
だ
聞
く
の
み
に
し
て
見
ざ
る
、
見
處
は
爲
什
摩
に
只
だ
見
る
の
み
に
し
て
聞
か
ざ
る
。」

師
云
く
、「
各
各
自
ら
緣
じ
、
他
を
緣
ぜ
ず
。」

【
日
譯
】

問
う
、「
ど
う
し
て
耳
は
聲
を
聞
く
だ
け
で
見
え
ず
、
ど
う
し
て
眼
は
色
を
見
る
だ
け
で
聞
こ
え
な
い
の
で
す
か
。」
師
、

「
各
々
そ
れ
自
身
で
認
識
す
る
相
手
を
み
い
だ
し
、
ほ
か
の
相
手
を
認
識
し
た
り
し
な
い
の
だ
。」　

【
注
釋
】

○
本
則
は
他
に
收
錄
を
見
な
い
。

○
聞
處
爲
什
摩
只
聞
不
見
？ 

見
處
爲
什
摩
只
見
不
聞
？　

な
ぜ
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
が
、
疑
問
と
な
っ
て
問
わ
れ
た
の
だ

ろ
う
か
。
洞
山
良
价
の
無
情
説
法
の
偈
に
「
若
將
耳
聽
聲
不
現
、
眼
處
聞
聲
方
得
知
。（
耳
で
無
情
の
説
法
を
聞
こ
う
と
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し
て
も
そ
の
聲
は
聞
こ
え
ず
、
眼
に
聲
が
聞
け
て
は
じ
め
て
そ
れ
が
分
か
る
の
だ
。）」（
本
書
卷
五
雲
巖
和
尚
章
第
八
則
）
と

あ
る
よ
う
な
聞
き
方
が
、
ど
う
し
て
私
に
で
き
な
い
の
か
と
い
う
問
題
意
識
で
あ
る
。「
耳
で
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
の

に
見
え
ま
せ
ん
、
眼
で
聞
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
に
聞
こ
え
ま
せ
ん
、
ど
う
し
て
な
の
で
す
か
。」
前
の
第
三
〇
則
に

「
如
何
是
聲
色
中
面
目
」
と
問
わ
れ
た
よ
う
に
、
な
ぜ
「
聲
色
中
の
面
目
」
が
見
聞
覺
知
で
き
な
い
の
か
。「
見
色
見
心
」

「
聞
聲
悟
道
」
が
な
ぜ
私
に
は
で
き
な
い
の
か
。

○
各
各
自
緣
不
緣
他　

耳
根
は
耳
根
の
對
象
を
聞
く
だ
け
、
眼
根
は
眼
根
の
對
象
を
見
る
だ
け
。
感
覺
器
官
と
は
そ
う
い
う

も
の
だ
、
そ
こ
を
超
え
る
（
離
れ
る
）
の
だ
。
そ
れ
な
の
に
、
却
っ
て
見
聞
覺
知
す
る
こ
と
で
妄
心
を
起
こ
し
、
如あ

り
の
ま
ま實

に

對
象
を
見
聞
覺
知
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
。
黃
檗
『
傳
心
法
要
』
は
、
見
聞
覺
知
に
妨
げ
ら
れ
て
本
體
が
見
え
な
く

な
っ
て
い
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

祇
認
見
聞
覺
知
爲
心
，
爲
見
聞
覺
知
所
覆
，
所
以
不
睹
精
明
本
體
。
但
直
下
無
心
，
本
體
自
現
，
如
大
日
輪
昇
於
虛
空
，

徧
照
十
方
，
更
無
障
礙
。
故
學
道
人
唯
認
見
聞
覺
知
、
施
爲
動
作
，
空
却
見
聞
覺
知
，
即
心
路
絶
，
無
入
處
。
但
於
見
聞

覺
知
處
認
本
心
。
然
本
心
不
屬
見
聞
覺
知
，
亦
不
離
見
聞
覺
知
。
但
莫
於
見
聞
覺
知
上
起
見
解
，
亦
莫
於
見
聞
覺
知
上
動

念
，
亦
莫
離
見
聞
覺
知
覓
心
，
亦
莫
捨
見
聞
覺
知
取
法
，
不
即
不
離
，
不
住
不
著
，
縱
横
自
在
，
無
非
道
場
。（
入
矢
義

高
『
傳
心
法
要
・
宛
陵
錄
』
二
〇
頁
）

見
聞
覺
知
の
は
た
ら
き
が
心
だ
と
ば
か
り
誤
解
し
、
見
聞
覺
知
に
さ
え
ぎ
ら
れ
て
、
精
明
な
る
本
體
が
見
え
な
い
の
だ
。
い
ま
す
ぐ
無

心
で
あ
れ
ば
、
本
體
は
お
の
ず
と
顯
露
し
て
お
り
、
太
陽
が
大
空
に
昇
っ
て
十
方
を
あ
ま
ね
く
照
ら
し
て
、
ま
っ
た
く
妨
げ
が
な
い
よ

う
な
も
の
な
の
だ
。
そ
れ
だ
か
ら
見
聞
覺
知
を
心
だ
と
ば
か
り
誤
解
し
て
施
爲
動
作
し
て
い
る
修
行
者
た
ち
は
、
そ
の
見
聞
覺
知
を
否

定
除
去
さ
れ
て
し
ま
う
と
思
考
の
路
が
絶
た
れ
て
、
悟
入
へ
の
手
掛
か
り
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
ま
ず
は
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の

見
聞
覺
知
の
場
の
と
こ
ろ
に
、
己
の
本
心
を
認
め
よ
。
し
か
し
、
本
心
そ
の
も
の
は
見
聞
覺
知
に
從
屬
す
る
も
の
で
も
な
く
、
か
と
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い
っ
て
そ
れ
を
離
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
要
す
る
に
、
見
聞
覺
知
し
て
も
知
見
解
會
を
起
こ
さ
ぬ
こ
と
、
ま
た
、
見
聞
覺
知
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
思
念
を
め
ぐ
ら
さ
ぬ
こ
と
、
ま
た
見
聞
覺
知
を
離
れ
て
心
を
求
め
た
り
、
見
聞
覺
知
を
捨
て
て
法
を
求
め
た
り
し
て
は
な

ら
な
い
の
だ
。
見
聞
覺
知
と
即つ

か
ず
離
れ
ず
、
居
坐
ら
ず
執
著
し
な
け
れ
ば
、
縱
横
自
在
に
ふ
る
ま
っ
て
、
ど
こ
も
か
も
道
の
顯
露
の

場
な
の
だ
。

「
各
各
自
緣
不
緣
他
」
は
、『
金
光
明
經
』
卷
一
空
品
の
偈
句
「
六
情
諸
根
，
各
各
自
緣
，
諸
塵
境
界
，
不
行
他
緣
（
六
根

の
お
の
お
の
の
根
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら
の
對
象
を
相
手
と
し
、
他
の
對
象
を
相
手
と
し
な
い
）」
を
用
い
て
答
え
た
も
の
。

そ
の
偈
に
い
う
、

是
身
虛
僞
，
猶
如
空
聚
。
六
入
村
落
，
結
賊
所
止
。
一
切
自
住
，
各
不
相
知
。
眼
根
受
色
，
耳
分
別
聲
；
鼻
嗅
諸
香
，
舌

嗜
於
味
；
所
有
身
根
，
貪
受
諸
觸
；
意
根
分
別
，
一
切
諸
法
。
六
情
諸
根
，
各
各
自
緣
，
諸
塵
境
界
，
不
行
他
緣
。
心
如

幻
化
，
馳
騁
六
情
，
而
常
妄
想
，
分
別
諸
法
，
猶
如
世
人
，
馳
走
空
聚
，
六
賊
所
害
。（
Ｔ
一
六
・
三
四
〇
上
）

是
の
身
は
虛
僞
な
る
こ
と
、
猶
お
空
聚
（
六
根
の
實
體
の
な
い
こ
と
を
無
人
の
聚
落
に
喩
え
た
も
の
）
の
如
し
。
六
入
の
村
落
は
、
結

賊
（
煩
惱
と
い
う
賊
）
の
止
ま
る
所
な
り
。
一
切
は
自
ら
に
住
し
、
各お

の
おの

相
い
知
ら
ず
。
眼
根
は
色
を
受
け
、
耳
は
聲
を
分
別
し
、
鼻

は
諸
香
を
嗅
ぎ
、
舌
は
味
を
嗜た

し
なみ

、
所あ

ら
ゆ有

る
身
根
は
、
諸
觸
を
貪
受
し
、
意
根
は
一
切
諸
法
を
分
別
す
。
六
情
の
諸
根
は
、
各お

の
お
の各

自
ら

諸
塵
の
境
界
を
緣

た
い
し
ょ
うと

し
、
他
の
緣

た
い
し
ょ
うを

行
あ
い
て
とせ

ず
。
心
は
幻
化
の
如
く
に
し
て
、
六
情
に
馳
騁
し
、
而
し
て
常
に
妄
想
し
、
諸
法
を
分
別

す
る
こ
と
、
猶
お
世
人
の
、
空
聚
に
馳
走
し
、
六
賊
に
害
せ
ら
る
る
が
如
し
。

な
お
「
各
不
相
知
」
に
つ
い
て
、
智
顗
『
金
光
經
文
句
』
卷
四
は
「
眼
に
見
、
耳
に
聞
き
、
鼻
に
嗅
ぎ
、
舌
に
嘗
め
、
身

に
觸さ

わ

り
、
意
に
緣

に
ん
し
きし

、
各
の
所あ

い
て伺

が
有
っ
て
、
誤
ま
る
こ
と
が
な
い
、
そ
れ
で
各
の
相
い
知
ら
ず
と
言
う
の
で
あ
る
。」

（
Ｔ
三
九
・
六
七
下
）
と
釋
し
て
い
る
。

鏡
清
が
教
理
の
語
で
そ
っ
け
な
く
答
え
て
い
る
の
は
、
質
問
者
の
問
い
が
顛
倒
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
無
情
説
法
」
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と
は
人
が
何
ら
か
の
對
象
に
觸
れ
て
眞
理
を
悟
っ
た
時
に
「
無
情
物
が
わ
た
し
に
眞
理
を
説
い
て
く
れ
て
い
た
の
だ
と

知
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
す
な
わ
ち
「
見
色
見
心
」「
聞
聲
悟
道
」
で
あ
る
。
こ
の
時
の
渾
身
の
感
動

が
「
五
官
通
用
」「
六
根
互
用
」
と
説
明
さ
れ
る
（
い
わ
ゆ
る
「
通
感
」）。
こ
の
事
態
は
畢
竟
遇
然
が
も
た
ら
す
僥
倖
な
の

で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
意
圖
し
て
「
耳
で
見
よ
う
」「
眼
で
聞
こ
う
」
と
目
論
む
の
は
顛
倒
で
あ
る
。
衣
川
賢
次
「
感
興
の

こ
と
ば
―
唐
代
五
台
轉
型
期
の
禪
宗
に
お
け
る
悟
道
論
の
探
究
―
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
六
六
册
、
二
〇
一
四

年
）
參
照
。

〔
三
二
〕
象
骨
山
頌

師
題
象
骨
山
頌
曰
‥
「
密
密
誰
知
要
？ 

明
明
許
也
？ 

森
羅
含
本
性
，
山
岳
盡
如
如
。」 

【
訓
讀
】

師
は
「
象
骨
山
頌
」
を
題
し
て
曰
く
、「
密
密
た
る
誰た

れ

か
要
を
知
ら
ん
、
明
明
た
る
を
許ゆ

る

さ
ん
や
。
森
羅
は
本
性
を
含

み
、
山
岳
は
盡
く
如
如
た
り
。」

【
日
譯
】

師
は
「
象
骨
山
頌
」
を
作
っ
た
。「
明
明
密
密
な
る
も
の
、
そ
の
要か

な
めを

誰
が
知
る
だ
ろ
う
、
知
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
許
さ

れ
る
だ
ろ
う
か
。
森
羅
萬
象
は
密
密
明
明
な
る
も
の
を
收
め
、
象
骨
山
に
は
あ
る
が
ま
ま
の
眞
實
の
姿
が
す
べ
て
現
わ
れ
て

い
る
。」

【
注
釋
】

○
本
偈
頌
は
本
書
に
收
め
る
の
み
。

○
象
骨
山
頌　

恐
ら
く
は
雪
峯
の
も
と
で
修
行
し
て
い
た
と
き
に
作
っ
た
も
の
で
あ
り
、
雪
峯
の
家
風
を
頌
す
と
と
も
に
自
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ら
の
家
風
を
重
ね
あ
わ
せ
る
。
象
骨
山
は
雪
峯
山
の
こ
と
。
福
州
侯
官
縣
（
今
福
州
市
閩
侯
縣
）
に
あ
り
、
義
存
が
住
し

て
以
後
、
あ
る
年
に
夏
に
も
山
頂
に
雪
が
殘
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
閩
王
王
審
知
が
雪
峯
と
名
づ
け
た
と
傳
承
さ
れ
る

（『
三
山
志
』
卷
三
四 

寺
觀 

侯
官
縣
「
雪
峯
崇
聖
寺
」
條 

引
『
閩
中
實
錄
』）。
鏡
清
が
初
め
て
義
存
に
參
じ
た
と
き
の
こ
と

が
本
章
第
三
則
に
見
え
、「
師
初
め
て
閩
に
入
り
、
靈
雲
に
參
ず
。
…
…
却の

ち

に
續
い
て
象
骨
に
到
る
。
象
骨
問
う
、
汝
は

是
れ
什い

ず

こ
摩
處
の
人
ぞ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
鏡
清
は
雪
峯
山
が
象
骨
山
と
呼
ば
れ
て
い
た
時
期
に
義
存
に
入
門
し
た
こ
と

が
わ
か
る
。

○
密
密
誰
知
要
？ 
明
明
許
也
無
？　

二
句
は
詩
の
形
式
に
よ
る
互
文
。「
密
密
明
明
た
る
〈
法
身
〉
を
概
念
と
し
て
知
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
た
だ
象
骨
山
の
森
羅
萬
象
に
そ
れ
が
具
現
し
て
い
る
の
だ
」。「
密
密
明
明
」「
明
明
密
密
」
は
と
も
に

法
身
の
形
容
で
あ
り
、
そ
れ
は
は
っ
き
り
と
隱
れ
も
な
く
現
わ
れ
出
て
い
る
。
雪
峯
が
「
堂
堂
密
密
」
と
言
っ
て
い
た
こ

と
は
、
本
章
第
六
則
、

又
一
日
，
雪
峯
告
衆
云
‥
「
當
當
［
堂
堂
］
密
密
底
。」
師
便
出
對
云
‥
「
什
摩
當
當
［
堂
堂
］
密
密
底
！
」
雪
峯
從
臥

床
騰
身
起
云
‥
「
道
什
摩
！
」
師
便
抽
身
退
立
。

ま
た
別
の
日
、
雪
峯
は
大
衆
に
告
げ
て
言
っ
た
、「
堂
堂
密
密
た
る
も
の
。」
師
は
こ
れ
を
聽
く
や
、
前
に
進
み
出
て
言
っ
た
、「
な
ん
た

る
〈
堂
堂
密
密
た
る
も
の
〉
だ
！
」
雪
峯
は
ベ
ッ
ド
か
ら
ガ
バ
ッ
と
飛
び
起
き
て
言
っ
た
、「
何
だ
と
！
」
師
は
あ
と
ず
さ
り
し
て
、
も

と
の
位
置
に
立
っ
た
。

ま
た
玄
沙
師
備
も
次
の
よ
う
に
説
く
、「
太
尉
日
用
常
如
此
，
還
會
麼
？ 

明
明
密
密
地
，
無
一
法
不
是
現
太
尉
形
相
。

（
太
尉
殿
も
日
々
常
に
こ
の
よ
う
に
用
い
て
お
ら
れ
る
の
で
す
、
お
わ
か
り
で
す
か
。
明
明
密
密
と
し
て
、
大
尉
殿
の
姿
を
具
現

し
て
お
ら
ぬ
も
の
は
な
い
の
で
す
。）」（『
玄
沙
廣
錄
』
卷
中
〔
三
〇
〕（
一
））。

「
密
密
明
明
」「
明
明
密
密
」
に
つ
い
て
は
、「『
祖
堂
集
』
卷
一
〇
譯
注
（
二
）
鏡
清
和
章
（
一
）」（『
禪
文
化
研
究
所
紀
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要
』
第
三
四
號
、
二
〇
一
九
年
）
の
第
六
則
「
堂
堂
密
密
」
の
注
を
見
よ
。

〔
三
三
〕
一
歩
も
動
く
な

問
‥
「
十
二
時
中
如
何
行
李
？
」
師
云
‥
「
一
歩
不
得
移
。」
僧
曰
‥
「
學
人
不
會
，
乞
師
指
示
个
入
路
。」
師
云
‥
「
不

過
於
此
。」
師
乃
頌
云
‥

「
當
此
支
荷
得
，
勝
於
歷
劫
功
。

多
途
終
不
到
，
一
路
妙
圓
通
。」

【
訓
讀
】

問
う
、「
十
二
時
中
、
如い

か
ん何

が
行あ

ん

李り

せ
ん
。」
師
云
く
、「
一
歩
も
移
す
を
得
ず
。」
僧
曰
く
、「
學
人
會
せ
ず
、
乞
う
、
師

の
个
の
入
路
を
指
示
さ
れ
ん
こ
と
を
。」
師
云
く
、「
此
れ
に
過ま

さ

る
な
し
。」
師
乃
ち
頌
し
て
云
く
、

「
此
に
當
た
り
て
支
荷
し
得
れ
ば
、
歷
劫
の
功
に
勝
れ
り
。

多
途
は
終
に
到
ら
ず
、
一
路
妙
圓
に
通
ず
。」

【
日
譯
】

問
う
、「
一
日
二
十
四
時
間
、
ど
う
よ
う
に
修
行
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。」
師
、「
一
歩
も
動
い
て
は
な
ら
ぬ
。」
僧
、

「
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
、
ど
う
か
手
が
か
り
を
示
し
て
く
だ
さ
い
。」
師
、「
こ
れ
に
勝
る
も
の
は
な
い
。」
師
は
そ
こ
で
頌

を
作
っ
た
。

「
今
こ
の
場
で
佛
の
大
法
を
自
ら
に
擔
う
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
悠
久
に
わ
た
る
修
行
の
功
よ
り
も
勝
れ
て
い
る
。

あ
れ
こ
れ
と
修
行
を
積
ん
で
も
結
局
は
到
達
で
き
ぬ
、
こ
の
一
筋
の
路
こ
そ
が
圓
妙
な
る
法
に
通
じ
て
い
る
の
だ
。」
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【
注
釋
】

○
本
則
は
本
書
に
の
み
收
め
る
。

○
十
二
時
中
如
何
行
李
？　
「
行
李
」
は
「
行
履
」（「
李
」「
履
」、
止
旨
韻
同
用
）
に
同
じ
。
日
常
の
修
行
の
あ
り
か
た

（『
禪
語
辭
典
』）。『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
八
漳
州
報
恩
院
懷
岳
禪
師
章
、「
僧
問
‥『
十
二
時
中
如
何
行
履
？
』
師
曰
‥『
動

即
死
。』
曰
‥
『
不
動
時
如
何
？
（
動
か
な
け
れ
ば
よ
い
の
で
す
か
）』
師
曰
‥
『
猶
是
守
古
塚
鬼
（
ま
だ
墓
守
の
亡
靈
に
す

ぎ
ぬ
）。』」
同
卷
二
四
清
涼
院
文
益
禪
師
章
、「
問
‥
『
十
二
時
中
如
何
行
履
？
』
師
曰
‥
『
歩
歩
踏
著
（
一
歩
一
歩
地
面

を
踏
み
つ
け
る
の
だ
）。』」

○
一
歩
不
得
移　

何
か
特
別
な
修
行
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
、
そ
れ
は
常
に
即
今
の
こ
の
場
で
顯
現
し
現
成
し
て

い
る
。「
行
履
」
に
動
き
行
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
こ
と
と
對
比
さ
せ
て
答
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。『
玄
沙
廣
錄
』
卷

上
〔
六
〕
の
上
堂
に
い
う
、

上
堂
云
‥
「
我
在
此
間
住
，
已
得
八
九
年
。
一
日
十
二
時
中
，
未
有
一
時
移
易
，
皎
皎
地
。
且
作
麼
生
會
？ 

你
見
不
？ 

山
中
和
尚
道
‥
〈
人
人
盡
有
箇
古
鏡
，
亙
古
亙
今
。〉
向
你
道
，
是
箇
什
麼
物
便
喚
作
古
鏡
？ 

莫
只
道
如
常
好
。
也
須
將

爲
事
始
得
，
莫
當
等
閑
。」
問
‥
「
十
二
時
中
如
何
用
心
？
」
師
云
‥
「
得
與
麼
顚
倒
！
」
進
云
‥
「
還
得
也
無
？
」
師

云
‥
「
猶
寐
語
在
。」

「
わ
し
は
こ
こ
に
住
し
て
す
で
に
八
九
年
に
も
な
っ
た
が
、
毎
日
朝
か
ら
晩
ま
で
、
一
瞬
た
り
と
も
動
く
こ
と
な
く
き
ら
き
ら
と
輝
い

て
い
る
。
こ
れ
を
ど
う
判
っ
て
く
れ
る
か
。
諸
君
は
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
、
山
中
和
尚
が
〈
各
人
み
な
昔
か
ら
今
ま
で
一
枚
の
古
鏡
を

も
っ
て
い
る
〉
と
言
わ
れ
た
こ
と
を
。
さ
て
、
諸
君
に
訊
ね
る
が
、
そ
も
そ
も
何
を
古
鏡
と
呼
ぶ
の
か
。〈
あ
り
の
ま
ま
が
よ
い
〉
な
ど

と
言
つ
て
は
な
ら
ぬ
。
大
事
な
こ
と
だ
と
思
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
い
い
加
減
に
扱
っ
て
は
な
ら
ぬ
。」
問
い
、「
一
日
中
、
ど
の
よ
う
に
氣

を
つ
け
た
ら
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。」
師
、「
よ
く
も
ま
あ
そ
の
よ
う
に
ひ
っ
く
り
返
っ
た
も
の
だ
。」
重
ね
て
の
問
い
、「（
こ
の
ま
ま
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で
）
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。」
師
、「
ま
だ
寢
ご
と
を
言
っ
て
お
る
。」

ま
た
本
書
卷
一
五
汾
州
和
尚
章
第
二
則
の
馬
大
師
の
説
示
に
い
う
、

一
切
心
性
，
不
生
不
滅
。
一
切
諸
法
，
本
自
空
寂
。
是
故
經
云
‥
「
諸
法
從
本
來
，
常
自
寂
滅
相
。」
又
云
‥
「
畢
竟
空

寂
舍
。」
又
云
‥
「
諸
法
空
爲
坐
。」
此
則
諸
佛
如
來
住
無
所
住
處
。
若
如
是
知
，
即
是
住
空
寂
舍
，
坐
法
空
座
，
擧
足
下

足
，
不
離
道
場
。
言
下
便
了
，
更
無
漸
次
，
所
謂
不
動
足
而
登
涅
槃
山
。

心
の
本
性
は
不
生
不
滅
、
一
切
の
も
の
は
も
と
も
と
空
寂
で
あ
る
。
だ
か
ら
經
典
に
も
「
一
切
の
も
の
は
始
め
か
ら
變
わ
る
こ
と
な
く

寂
滅
の
姿
で
あ
る
」
と
い
い
、
ま
た
「
ど
こ
ま
で
も
空
寂
の
家
だ
」、
ま
た
「
一
切
の
も
の
は
空
を
場
所
と
す
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
は
、
諸
佛
如
來
は
と
ど
ま
る
こ
と
の
な
い
場
所
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
う
と
わ
か
れ
ば
、
空
寂
の
家
に
住
み
、
諸
法
の

空
な
る
座
に
坐
り
、
足
の
上
げ
下
げ
に
も
悟
り
の
場
を
離
れ
ぬ
。
こ
う
聞
い
た
と
た
ん
に
片か

た

が
つ
い
て
、
修
行
の
階
梯
も
無
く
な
る
こ

と
が
、「
足
を
動
か
さ
ず
に
涅
槃
の
山
に
登
る
」
と
い
う
こ
と
だ
。

○
學
人
不
會
，
乞
師
指
示
个
入
路　

行
履
（
日
常
の
起
居
動
作
）
を
訊
い
た
の
に
、「
一
歩
も
動
い
て
は
な
ら
ぬ
」
と
言
わ
れ

て
、
何
の
こ
と
か
分
か
ら
な
か
っ
た
。

○
不
過
於
此　
「
一
歩
も
動
か
ぬ
こ
と
」
よ
り
も
勝
れ
た
行
履
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
行
履
す
る
こ
と
と
は
、
何
の

關
わ
り
も
な
い
。
か
え
っ
て
、
こ
と
さ
ら
に
行
履
す
れ
ば
、
そ
れ
に
乖
く
こ
と
に
な
る
。

○
當
此
支
荷
得
，
勝
於
歷
劫
功　

今
こ
の
場
（
一
歩
不
移
）
で
大
法
を
自
ら
に
擔
う
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
歷
劫
に
行
履
す

る
よ
り
も
勝
っ
て
い
る
。

「
支
荷
」
は
佛
法
の
眞
理
を
自
己
の
も
の
と
し
て
擔
う
こ
と
。
雪
峯
門
下
で
使
わ
れ
た
用
語
ら
し
い
。
同
じ
よ
う
な
意
味

を
も
っ
た
用
語
に
「
承
當
」「
擔
荷
」
が
あ
る
。

本
書
卷
一
〇
長
慶
和
尚
章
第
二
七
則
、「
師
有
時
云
‥
『
靈
利
參
學
底
人
，
更
不
到
這
裏
來
。』
僧
問
‥
『
既
不
到
這
裏
來
，
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和
尚
爭
得
委
他
靈
利
？
』
師
云
‥
『
只
見
他
不
到
這
裏
來
，
委
他
靈
利
。』
僧
云
‥
『
向
什
摩
處
支
荷
？
』
師
云
‥
『
看

汝
不
是
這
个
脚
手
。』」

あ
る
時
、
長
慶
は
言
っ
た
、「
俊
敏
な
修
行
者
は
、
決
し
て
こ
こ
に
や
っ
て
來
る
こ
と
は
な
い
。」
僧
、「
こ
こ
に
來
な
い
の
に
、
ど
う
し

て
俊
敏
と
分
か
る
の
で
す
か
。」
長
慶
、「
彼
が
こ
こ
に
來
な
い
こ
と
こ
そ
が
、
俊
敏
な
證
據
だ
。」
僧
、「（
參
問
に
來
な
い
で
、
そ
の
人

は
）
ど
こ
で
そ
れ
を
己
の
も
の
と
し
た
の
で
す
か
。」
長
慶
、「
君
に
は
そ
の
本
領
を
發
揮
す
る
腕
前
は
な
い
。」

ま
た
『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
八
鵝
湖
智
孚
章
、「
鏡
清
問
‥
『
如
何
是
即
今
底
？
』
師
曰
‥
『
何
更
即
今
？
』
清
曰
‥
『
幾

就
支
荷
。』
師
曰
‥
『
語
逆
言
順
。』」

鏡
清
、「
い
ま
顯
露
し
て
い
る
者
と
は
。」
師
、「
今
が
そ
う
な
の
に
そ
れ
以
上
即
今
が
あ
る
も
の
か
。」
鏡
清
、「
あ
や
う
く
そ
の
ま
ま
受

け
と
め
る
と
こ
ろ
で
し
た
。」
師
、「
逆
ら
っ
た
言
い
よ
う
だ
が
、
實
は
す
な
お
な
言
い
方
だ
。」

「
歷
劫
功
」
は
、
輪
廻
を
繰
り
返
し
三
祇
劫
に
わ
た
っ
て
修
行
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
成
佛
を
意
圖
す
る
こ
と
。

黃
檗
『
傳
心
法
要
』〔
三
〕、「
本
佛
上
實
無
一
物
，
虛
通
寂
靜
，
明
妙
安
樂
而
已
。
深
自
悟
入
，
直
下
便
是
，
圓
滿
具
足
，

更
無
所
欠
。
縱
使
三
祇
精
進
修
行
，
歷
諸
地
位
，
及
一
念
證
時
，
祇
證
元
來
自
佛
，
向
上
更
不
添
得
一
物
。
却
觀
歷
劫
功

用
，
總
是
夢
中
妄
爲
。」

こ
の
心
と
い
う
本
來
の
佛
に
は
、
な
に
一
つ
實
體
は
な
く
、
カ
ラ
リ
と
透
明
で
靜
ま
り
か
え
っ
て
お
り
、
ふ
し
ぎ
な
平
和
の
な
か
に
安

ら
い
で
い
る
。
そ
こ
を
み
ず
か
ら
深
く
洞
見
す
れ
ば
、
即
今
そ
の
ま
ま
に
佛
で
あ
り
、
あ
り
あ
り
と
德
の
完
成
者
と
し
て
、
何
一
つ
欠

け
る
も
の
は
な
い
。
た
と
い
數
え
き
れ
ぬ
永
劫
の
時
を
重
ね
て
精
進
修
行
に
勵
み
、
も
ろ
も
ろ
の
段
階
を
踏
み
越
え
た
末
で
も
、
最
後

の
一
念
の
ひ
ら
め
き
に
到
達
し
た
悟
り
は
、
お
の
れ
が
本
來
佛
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
の
上
に
何
ひ
と
つ
さ
ら
に
付
け
加
え
る
も

の
は
な
い
と
い
う
こ
と
の
悟
り
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
こ
の
悟
境
に
達
し
て
か
ら
、
今
ま
で
經
て
き
た
長
い
間
の
修
行
を
ふ
り
か
え
っ
て
見

れ
ば
、
す
べ
て
は
夢
の
な
か
の
迷
妄
の
所
行
だ
っ
た
と
氣
づ
く
だ
ろ
う
（
譯
は
入
矢
義
高
『
傳
心
法
要
・
宛
陵
錄
』
二
二
頁
）。
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○
多
途
終
不
到　
「
多
途
」
は
悟
る
た
め
の
多
く
の
手
立
て
。『
天
聖
廣
燈
錄
』
卷
二
〇
嶽
州
永
福
院
朗
禪
師
章
、「
直
下
無

事
，
早
相
埋
沒
，
何
況
多
途
？ 

却
成
増
疾
。（
た
だ
ち
に
無
事
で
あ
れ
、
と
説
く
の
で
さ
え
君
ら
を
愚
弄
し
て
い
る
の
だ
。

さ
ま
ざ
ま
な
方
途
を
説
く
な
ど
も
っ
て
の
ほ
か
、
却
っ
て
病
が
増
す
だ
け
だ
。）」

○
一
路
妙
圓
通　

散
文
で
は
「
一
路
通
圓
妙
」
と
す
べ
き
を
詩
句
の
押
韻
と
平
仄
の
關
係
か
ら
「
一
路
妙
圓
通
」
と
し
た
も

の
。
こ
の
一
筋
の
路
が
、
佛
の
圓
滿
靈
妙
な
る
法
に
通
じ
て
い
る
。

「
圓
妙
」
は
、
こ
こ
で
は
佛
の
悟
り
の
形
容
。『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
五
江
西
志
徹
禪
師
章
、「
汝
今
依
言
背
義
，
以
斷
滅
無

常
及
確
定
死
常
，
而
錯
解
佛
之
圓
妙
最
後
微
言
，
縱
覽
千
徧
，
有
何
所
益
？
（
君
は
言
葉
の
概
念
に
よ
っ
て
妄
想
し
た
相
に

執
わ
れ
て
言
葉
の
眞
意
に
違
背
し
、
斷
滅
す
れ
ば
二
度
と
生
ず
る
こ
と
の
な
い
無
常
や
、
堅
固
不
動
に
し
て
死
骨
の
よ
う
に
生

動
す
る
こ
と
の
な
い
常
で
も
っ
て
、
佛
陀
が
涅
槃
す
る
と
き
に
説
か
れ
た
圓
妙
な
る
悟
り
の
微
言
を
誤
っ
て
解
し
て
い
る
。
た

と
い
千
遍
讀
ん
で
も
、
何
の
役
に
も
立
た
ぬ
。）」

「
一
路
」
は
、
諸
佛
が
涅
槃
に
入
る
一
筋
の
路
。『
首
楞
嚴
經
』
卷
五
の
偈
、「
十
方
薄
伽
梵
，
一
路
涅
槃
門
。（
十
方
の
諸

佛
は
、
涅
槃
門
へ
と
一
筋
の
路
を
行
く
。）」

〔
三
四
〕
名
は
省
超

師
問
僧
‥
「
你
名
什
摩
？
」
對
云
‥
「
省
超
。」
師
便
作
偈
曰
‥

「
省
超
之
時
不
守
住
，
更
須
騰
身
俊
前
機
。

　
　

太
虛
不
礙
金
烏
運
，
霄
漢
寧
妨
玉
兎
飛
？
」

【
訓
讀
】

師
、
僧
に
問
う
、「
你
、
名
は
什な

ん摩
ぞ
。」
對
え
て
云
く
、「
省
超
。」
師
便
ち
偈
を
作
り
て
曰
く
、
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「
省
超
の
時
も
守
住
せ
ず
、
更
に
須
ら
く
騰
身
し
て
前
機
に
俊
な
る
べ
し
。

　
　

太
虛
は
金
烏
の
運め

ぐ

る
を
礙
げ
ず
、
霄
漢
寧な

ん

ぞ
玉
兎
の
飛
ぶ
を
妨
げ
ん
。」

【
日
譯
】

師
は
僧
に
問
う
、「
そ
な
た
、
名
は
何
と
い
う
の
か
。」
答
え
て
い
う
、「
省
超
で
す
。」
師
は
そ
こ
で
偈
を
作
っ
た
。

「
省
超
と
名
の
っ
た
境
位
に
固
執
せ
ず
、
さ
ら
に
そ
こ
よ
り
俊
敏
に
大
空
へ
超
出
す
る
の
だ
。

　
　

大
空
は
太
陽
が
運
行
す
る
の
を
礙
げ
な
い
、
夜
空
が
ど
う
し
て
月
の
飛
翔
を
妨
げ
た
り
し
よ
う
。」

【
注
釋
】

○
こ
の
話
は
他
に
錄
さ
れ
て
い
な
い
。

○
師
問
僧
‥
你
名
什
摩
？　

初
相
見
の
と
き
に
名
を
問
う
禪
思
想
史
的
意
義
は
、
⑴
名
の
意
味
か
ら
議
論
を
發
す
も
の
、

⑵
そ
の
名
を
も
つ
主
人
公
（
佛
性
、
本
分
、
本
來
性
）
を
檢
證
し
よ
う
と
す
る
も
の
、
⑴
⑵
の
兩
方
が
絡
み
合
っ
て
い
る

も
の
⑶
が
あ
る
。

　

⑴
の
例
。

本
書
卷
七
夾
山
和
尚
章
第
七
則
、「
又
問
‥
『
你
名
什
摩
？
』
對
曰
‥
『
佛
日
。』
師
曰
‥
『
日
在
什
摩
處
？
』
對
云
‥
『
日

在
夾
山
頂
上
。』
師
曰
‥
『
與
摩
則
超
一
句
不
得
也
。（
そ
ん
な
こ
と
な
ら
私
の
一
句
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。）』」

本
書
卷
八
雲
居
和
尚
章
第
一
〇
則
、「
師
問
僧
‥
『
你
名
什
摩
？
』
對
云
‥
『
行
密
。』
師
云
‥
『
是
什
摩
行
得
與
摩
密
？

（
ど
う
い
う
行
が
そ
ん
な
に
も
綿
密
な
の
か
。）』
無
對
。
師
代
云
‥
『
雖
則
如
此
，
有
人
未
許
専
甲
在
。（
こ
ん
な
私
で
は
あ

り
ま
す
が
、
和
尚
が
認
め
て
く
れ
な
い
の
で
す
。）』」

本
書
卷
一
六
南
泉
和
尚
章
第
四
二
則
、「
道
吾
到
南
泉
，
師
問
曰
‥
『
闍
梨
名
什
摩
？
』
道
吾
對
云
‥
『
圓
智
。』
師
云
‥

『
智
不
到
處
作
摩
生
？
』
道
吾
對
云
‥
『
切
忌
説
著
。』
師
問
曰
‥
『
灼
然
！ 
説
著
則
頭
角
生
也
。（
そ
の
通
り
だ
！ 

言
い
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と
め
た
な
ら
畜
生
に
な
っ
て
し
ま
う
ぞ
。）』」

『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
二
六
婺
州
智
者
寺
全
肯
禪
師
、「
初
參
天
台
，
天
台
問
‥
『
汝
名
什
麼
？
』
曰
‥
『
全
肯
。』
天
台

曰
‥
『
肯
箇
什
麼
？
』
師
乃
禮
拜
（
和
尚
を
肯
う
の
で
す
）。」

　

⑵
の
例
。

本
書
卷
六
洞
山
和
尚
章
第
一
九
則
、「
師
問
僧
‥
『
名
什
摩
？
』
對
曰
‥
『
專
甲
。』
師
曰
‥
『
阿
那
个
是
闍
梨
主
人
公
？
』

對
曰
‥『
現
祇
對
和
尚
即
是
。』
師
曰
‥『
苦
哉
！ 

苦
哉
！ 

今
時
學
者
例
皆
如
此
。
只
認
得
驢
前
馬
後
，
將
當
自
己
眼
目
。

佛
法
平
沈
，
即
此
便
是
。
客
中
主
尚
不
弁
得
，
作
摩
生
弁
得
主
中
主
？
』」

師
が
僧
に
問
う
、「
名
は
何
だ
。」「
な
に
が
し
で
す
。」
師
、「
ど
な
た
が
君
の
主
人
公
か
。」「
い
ま
現
に
和
尚
に
應
對
し
て
い
る
者
で

す
。」
師
、「
何
と
も
や
り
切
れ
ん
！ 

い
ま
ど
き
の
修
行
者
は
み
な
こ
の
よ
う
だ
。
驢
前
馬
後
に
つ
き
從
う
奴
婢
（
作
用
）
を
自
己
本
來

の
面
目
だ
と
勘
違
い
し
て
い
る
。
佛
法
が
埋
沒
す
る
と
は
こ
の
こ
と
だ
。
客
（
作
用
）
中
よ
り
主
人
公
を
見
分
け
ら
れ
な
い
の
に
、
ど

う
し
て
主
中
主
（
主
人
公
そ
の
も
の
）
を
見
分
け
ら
れ
よ
う
。」

本
書
卷
八
雲
居
和
尚
章
、「
洞
山
問
‥
『
闍
梨
名
什
摩
？
』
師
稱
名
『
專
甲
。』
洞
山
云
‥
『
向
上
更
道
。』
師
云
‥
『
向

上
道
則
不
名
專
甲
。』
洞
山
云
‥
『
如
吾
在
雲
巖
時
祗
對
無
異
。』」

『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
一
福
州
壽
山
師
解
禪
師
章
、「
洞
山
問
云
‥
『
闍
梨
生
緣
何
處
？
』
師
云
‥
『
和
尚
若
實
問
某
甲
，

即
是
閩
中
人
。』
洞
山
云
‥
『
汝
父
名
什
麼
？
』
師
云
‥
『
今
日
蒙
和
尚
致
此
一
問
，
直
得
忘
前
失
後
。』」

洞
山
、「
そ
な
た
の
故
郷
は
ど
こ
だ
。」
師
、「
言
葉
通
り
に
私
に
問
わ
れ
て
い
る
の
な
ら
、
閩
の
生
ま
れ
で
す
。」
洞
山
、「
君
を
生
ん
だ

本
當
の
父
の
名
は
何
と
い
う
の
だ
。」
師
、「
い
ま
和
尚
に
そ
う
問
わ
れ
て
、
前
後
を
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
（
本
來
人
を
定
言
す
る
の

を
回
避
し
た
）。」

　

⑶
の
例
。
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本
書
卷
一
七
處
微
和
尚
章
、「
師
問
仰
山
‥
『
汝
名
什
摩
？
』
對
曰
‥
『
慧
寂
。』
師
曰
‥
『
阿
那
个
是
惠
？ 

阿
那
个
是

寂
？
』
對
云
‥
『
只
在
目
前
。』
師
曰
‥
『
你
猶
有
前
後
在
。』
對
曰
‥
『
前
後
則
且
置
，
和
尚
還
曾
見
未
？
』
師
曰
‥
『
喫

茶
去
！
』」

師
が
仰
山
に
問
う
、「
君
の
名
は
。」「
慧
寂
で
す
」
師
、「
ど
れ
が
惠
で
、
ど
れ
が
寂
か
。」「
和
尚
の
目
の
前
に
い
ま
す
。」
師
、「
ま
だ

前
後
が
殘
っ
て
い
る
ぞ
。」「
前
後
の
こ
と
は
さ
て
お
き
、
和
尚
は
そ
れ
を
見
た
こ
と
が
お
あ
り
な
の
で
す
か
。」
師
、「
茶
を
飲
ん
で
眼

を
醒
ま
し
て
き
な
さ
れ
。」

『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
二
一
襄
州
鷲
嶺
明
遠
禪
師
章
、「
初
參
長
慶
，
長
慶
問
曰
‥
『
汝
名
什
麼
？
』
師
曰
‥
『
明
遠
。』
慶

曰
‥
『
那
邊
事
作
麼
生
？
』
師
曰
‥
『
明
遠
退
兩
歩
。』
慶
曰
‥
『
汝
無
端
退
兩
歩
作
麼
？
』
師
無
語
。
長
慶
代
云
‥
『
若

不
退
歩
，
爭
知
明
遠
？
』
師
乃
喩
旨
。」

初
め
て
長
慶
に
參
じ
た
と
き
、
長
慶
が
問
う
、「
君
の
名
は
何
と
い
う
の
か
。」
師
、「
明
遠
で
す
。」
長
慶
、「（
遠
き
を
明
ら
め
る
と
い

う
が
）
あ
ち
ら
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。」
師
、「
明
遠
で
は
あ
り
ま
す
が
（
あ
ち
ら
の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
分
か
り
ま
せ
ん
）、
引
き

下
が
り
ま
す
。」
長
慶
、「
わ
け
も
な
く
退
歩
し
て
ど
う
す
る
の
だ
。」
師
は
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
長
慶
は
代
わ
っ
て
答
え
て
や
っ
た
、

「
も
し
退
歩
し
作
用
し
な
け
れ
ば
、
明わ

た
し遠

（
の
本
分
事
）
を
ど
う
し
て
は
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。」
そ
こ
で
師
は
長
慶
の
意
圖
を

理
解
し
た
。

○
對
云
‥
省
超　
「
わ
が
主
人
公
は
し
か
と
こ
こ
に
あ
り
」
と
い
う
つ
も
り
で
自
己
を
提
示
し
た
。
馬
祖
洪
州
禪
の
思
想
に

據
っ
た
態
度
。「
省
超
」
に
は
超
越
せ
る
省
悟
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

○
省
超
之
時
不
守
住　
「
省
超
」
と
答
え
た
と
き
の
境
位
、
す
な
わ
ち
、
今
現
に
作
用
す
る
自
己
の
他
に
「
本
来
な
る
自
己
」

は
な
い
と
い
う
見
解
に
安
住
す
る
こ
と
を
戒
め
た
。「
守
住
」
は
境
地
を
後
生
大
事
に
守
り
つ
づ
け
る
こ
と
。

『
百
丈
廣
録
』、「
夫
教
語
皆
三
句
相
連
，
初
中
後
善
。
初
直
須
教
渠
發
善
心
，
中
破
善
心
，
後
始
明
好
善
。
菩
薩
即
非
菩
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薩
，
是
名
菩
薩
。
法
非
法
非
非
法
，
總
與
磨
也
。
若
秖
説
一
句
，
令
衆
生
入
地
獄
。
若
三
句
一
時
説
，
渠
自
入
地
獄
，
不

干
教
主
事
。
説
道
如
今
鑑
覺
是
自
己
佛
，
是
初
善
；
不
守
住
如
今
鑑
覺
，
是
中
善
；
亦
不
作
不
守
住
知
解
，
是
後
善
。」

そ
も
そ
も
教
え
は
初
善
・
中
善
・
後
善
と
三
句
が
つ
づ
く
も
の
で
あ
る
。
初
め
の
教
え
は
人
に
善
心
を
お
こ
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
次

の
中
善
の
教
え
は
そ
の
善
心
へ
の
執
著
を
打
破
し
、
後
善
で
初
め
て
正
し
い
ま
っ
と
う
な
善
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
の
だ
。「
菩
薩

は
菩
薩
で
は
な
い
、
こ
れ
を
菩
薩
と
い
う
」、
或
い
は
「
法
は
法
で
は
な
い
、
非
法
で
も
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
教
え
の
こ
と
で
あ
る
。

一
句
だ
け
し
か
言
わ
な
け
れ
ば
、
衆
生
を
地
獄
に
お
と
し
い
れ
る
こ
と
に
な
る
。
三
句
を
つ
づ
け
て
同
時
に
説
け
ば
、
そ
の
人
は
自
ら

す
す
ん
で
地
獄
に
入
ろ
う
が
、
教
え
る
側
の
責
任
で
は
な
い
の
だ
。「
い
ま
の
知
覺
の
は
た
ら
き
が
自
己
佛
だ
」
と
説
く
の
は
初
善
で
あ

り
、「
そ
の
よ
う
な
知
覺
の
は
た
ら
き
に
安
住
し
て
し
ま
わ
な
い
」
と
説
く
の
が
中
善
で
あ
り
、「
ま
た
安
住
し
て
し
ま
わ
な
い
と
い
う

考
え
も
起
こ
さ
な
い
」
と
説
く
の
が
後
善
で
あ
る
。

○
更
須
騰
身
俊
前
機　
「
前
機
」
は
目
前
の
機
、
主
人
公
を
問
題
に
す
る
師
資
對
面
の
問
答
の
場
に
お
け
る
は
た
ら
き
（
機

用
）。「
騰
身
」
は
「
あ
り
の
ま
ま
の
自
己
の
是
認
」
か
ら
の
超
出
。「
騰
身
」
と
「
俊
前
機
」
の
關
係
は
、「
前
機
に
俊

敏
」
に
「
騰
身
」
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
、
七
言
句
の
制
約
か
ら
、
句
づ
く
り
が
逆
に
な
っ
た
も
の
。
す
な

わ
ち
「
更
に
須
ら
く
前
機
に
俊
に
し
て
騰
身
す
べ
し
」。

○
太
虛
不
礙
金
烏
運
，
霄
漢
寧
妨
玉
兎
飛
？　
「
太
陽
は
大
空
を
運
行
し
、
月
は
夜
空
を
巡
る
。」
本
來
性
の
自
己
が
何
の
妨

げ
も
な
く
躍
動
す
る
世
界
を
詩
的
に
形
象
し
た
。

〔
三
五
〕
徑
直
の
路

師
因
在
帳
裏
坐
，
僧
問
‥
「
乍
入
叢
林
，
乞
師
指
示
个
徑
直
之
路
。」
云
‥
「
子
既
如
此
，
吾
豈
悋
之
？ 

近
前
來
！
」
學

人
遂
近
前
，
師
以
手
撥
開
帳
，
云
‥
「
嗄
！
」
學
人
禮
拜
，
起
云
‥
「
某
甲
得
个
入
處
。」
師
遂
審
之
，
渾
將
意
解
。
師
乃
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頌
曰
‥

「
我
適
抑
不
已
，
汝
領
不
當
急
。

機
竪
尚
虧
投
，
影
沒
大
難
及
。」

【
訓
讀
】

師
は
因
に
帳
裏
に
在
り
て
坐
す
る
に
、
僧
問
う
、「
乍た

ち
まち

叢
林
に
入
る
、
乞
う
師
、
个
の
徑
直
の
路
を
指
示
せ
ら
れ
よ
。」

云
く
、「
子

な
ん
じ

既
に
此か

く

の
如
し
、
吾
れ
豈
に
之
を
悋
し
ま
ん
や
。
近
前
し
來
れ
。」
學
人
遂か

く

て
近
前
す
。
師
は
手
を
以
て
帳
を
撥

開
し
て
、
云
く
、「
嗄さ

！
」
學
人
禮
拜
し
、
起
ち
て
云
く
、「
某そ

れ
が
し甲

个
の
入
處
を
得
た
り
。」
師
遂か

く

て
之
を
審
ら
か
に
す
る
に
、

渾す
べ

て
意
を
將も

っ

て
解
せ
り
。
師
乃
ち
頌
し
て
曰
く
、

「
我
れ
適さ

き

は
抑お

さ

え
已や

ま
ざ
る
に
、
汝
の
領
す
る
こ
と
急
に
當
ら
ず
。

機
竪た

つ
る
す
ら
尚な

お
投
ず
る
を
虧
く
、
景

ひ
か
り

沒
す
れ
ば
大
い
に
及
び
難
し
。」

【
日
譯
】

師
は
方
丈
の
帳と

ば
りの

内
に
坐
し
て
い
た
と
き
、
僧
が
問
う
、「
叢
林
に
入
っ
た
ば
か
り
で
す
、
た
だ
ち
に
悟
入
で
き
る
路
を

示
し
て
く
だ
さ
い
。」
師
、「
君
が
そ
う
い
う
つ
も
り
な
ら
、
私
は
や
ぶ
さ
か
で
な
い
。
前
に
進
み
出
な
さ
い
。」
そ
こ
で
學

人
が
進
み
出
る
と
、
師
は
手
で
帳
を
パ
ッ
と
開
い
て
言
う
、「
嗄さ

！
」
學
人
は
禮
拜
し
、
起
ち
あ
が
っ
て
言
う
、「
手
が
か
り

を
得
ま
し
た
。」
師
は
内
實
を
確
か
め
て
み
る
と
、
頭
で
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
だ
っ
た
。
師
は
そ
こ
で
頌
し
て
言
っ
た
、

「
私
は
抑
え
き
れ
ず
に
指
示
し
た
が
、
君
は
自
身
の
こ
と
と
し
て
ハ
ッ
と
分
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
　
　

契
機
が
示
さ
れ
た
の
に
投
合
で
き
ず
、
光
が
消
え
て
し
ま
っ
た
あ
と
で
は
取
り
返
し
が
つ
か
ぬ
。」

【
注
釋
】

○
本
話
は
本
書
の
み
の
收
錄
で
あ
る
。
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○
師
因
在
帳
裏
坐　
「
帳
」
は
紙
帳
、
寢
る
と
き
に
用
い
る
防
寒
の
た
め
の
と
ば
り
。『
慈
受
深
和
尚
廣
錄
』
卷
二
偈
讚
「
退

歩
」、「
萬
事
無
如
退
歩
眠
，
松
床
紙
帳
暖
如
氈
。
夢
中
説
話
無
花
草
，
況
是
山
僧
不
會
禪
？
（
何
事
も
一
歩
退
い
て
眠
る

の
が
一
番
、
松
葉
の
寢
床
に
紙
の
と
ば
り
は
毛
氈
の
よ
う
に
暖
か
だ
。
草
花
を
夢
に
も
見
る
こ
と
は
な
い
、
ま
し
て
禪
な
ど
知

ら
ぬ
山
僧
な
の
だ
か
ら
。）」
ま
た
蘇
軾
詩
「
自
金
山
放
船
至
焦
山
」、「
困
眠
得
就
紙
帳
暖
，
飽
食
未
厭
山
蔬
甘
。（
ね
む
い

と
き
は
暖
か
い
紙
の
と
ば
り
の
中
に
ふ
せ
る
ば
か
り
、
山
で
採
る
野
菜
の
う
ま
さ
、
た
ら
ふ
く
食
べ
て
も
厭
き
は
し
ま
せ
ぬ
。

譯
は
小
川
環
樹
・
山
本
和
義
『
蘇
東
坡
詩
集
』
第
二
册
、
筑
摩
書
房
）」

○
僧
問
‥
乍
入
叢
林
，
乞
師
指
示
个
徑
直
之
路　
「
乍
入
叢
林
，
乞
師
指
示
」
は
新
參
の
僧
が
す
る
問
い
で
、
用
例
は
多
い
。

「『
祖
堂
集
』
卷
七
雪
峯
和
尚
章
譯
注
（
上
）」
第
二
二
則
參
照
（『
禪
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
一
號
）。

「
徑
直
之
路
」
は
、
て
っ
と
り
ば
や
く
開
悟
に
至
る
手
が
か
り
。
慧
霞
門
人
廣
輝
述
「
重
集
洞
山
偏
正
五
位
曹
山
揀
語
幷

序
」（『
重
編
曹
洞
顯
決
』
所
收
）、「
若
し
樞
要
の
門
を
知
れ
ば
、
徑
直
の
路
に
通
じ
易
く
、
未
だ
綱
宗
の
趣
に
達
せ
ざ
れ

ば
、
長
く
言
句
の
中
に
迷
う
。」

鏡
清
も
若
き
こ
ろ
、
玄
沙
に
參
じ
て
次
の
よ
う
に
問
う
て
い
る
。

『
玄
沙
廣
錄
』
卷
上
、「
道
怤
上
座
，
夜
靜
入
室
，
稱
名
禮
拜
‥
『
某
特
與
麼
來
，
乞
和
尚
慈
悲
指
箇
入
路
。』
師
云
‥
『
你

還
聞
偃
溪
水
聲
麼
？
』
進
云
‥
『
聞
。』
師
云
‥
『
從
者
裏
入
。』」

道
怤
上
座
が
眞
夜
中
に
入
室
し
、
名
を
告
げ
禮
拜
し
て
言
う
、「
私
が
特
に
こ
の
よ
う
に
參
り
ま
し
た
の
は
、
悟
る
手
が
か
り
を
示
し
て

い
た
だ
き
た
い
か
ら
で
す
。」
師
、「
君
は
偃
溪
の
川
の
音
が
聞
こ
え
る
か
。」
道
怤
、「
聞
こ
え
ま
す
。」
師
、「
そ
こ
か
ら
入
れ
。」

○
云
‥
子
既
如
此
，
吾
豈
悋
之
？ 

近
前
來
！　

昔
、
や
む
に
や
ま
れ
ず
夜
中
に
玄
沙
の
寢
所
に
押
し
か
け
て
問
う
た
こ
と

を
思
い
出
し
、
僧
の
一
途
な
思
い
を
受
け
止
め
て
、
指
示
し
て
や
っ
た
。

「
近
前
來
」
は
作
用
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
佛
性
の
在あ

り

處か

を
直
指
す
る
も
の
で
、
馬
祖
の
「
性
在
作
用
」（『
景
德
傳
燈
錄
』
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卷
三
菩
提
達
磨
章
の
波
羅
提
尊
者
の
語
）
と
い
う
命
題
よ
り
生
ま
れ
た
接
化
。

『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
六
、「
洪
州
泐
潭
法
會
禪
師
，
問
馬
祖
‥
『
如
何
是
西
來
祖
師
意
？
』
祖
曰
‥
『
低
聲
，
近
前
來
！
』

師
便
近
前
，
祖
打
一
摑
云
‥『
六
耳
不
同
謀
，
來
日
來
！
』
師
至
來
日
，
猶
入
法
堂
云
‥『
請
和
尚
道
。』
祖
云
‥『
且
去
！ 

待
老
漢
上
堂
時
出
來
，
與
汝
證
明
。』
師
乃
悟
云
‥
『
謝
大
衆
證
明
。』
乃
繞
法
堂
一
匝
便
去
。」

洪
州
泐
潭
法
會
禪
師
が
馬
祖
に
問
う
た
、「
達
磨
が
西
來
し
た
意
圖
は
何
だ
っ
た
の
で
す
か
。」
馬
祖
、「
シ
ッ
！ 

近
こ
う
よ
れ
。」
師
が

近
づ
く
と
、
馬
祖
は
平
手
打
ち
し
て
言
っ
た
、「
密
談
は
三
人
で
す
る
も
の
で
は
な
い
、
明
日
來
な
さ
い
。」
明
日
に
な
る
と
師
は
ま
た

法
堂
に
入
っ
て
言
っ
た
、「
ど
う
か
言
っ
て
く
だ
さ
い
。」
馬
祖
、「
し
ば
ら
く
あ
っ
ち
に
行
っ
て
お
れ
。
私
が
上
堂
す
る
と
き
に
來
な
さ

い
。
君
に
證
據
を
見
せ
て
や
ろ
う
。」
そ
こ
で
師
は
氣
が
つ
き
、「（
我
が
西
來
意
を
）
み
な
さ
ん
に
證
明
し
て
い
た
だ
け
る
の
を
感
謝
し

ま
す
」
と
言
っ
て
、
法
堂
を
ぐ
る
り
と
一
周
し
て
證
據
を
示
し
て
出
て
い
っ
た
。

○
學
人
遂
近
前
，
師
以
手
撥
開
帳
，
云
‥
嗄
！　

近
前
（
作
用
）
の
意
を
は
っ
き
り
と
わ
か
ら
せ
よ
う
と
、
鏡
清
自
身
も
帳

を
開
い
て
（
作
用
し
て
）
み
ず
か
ら
の
本
分
を
僧
に
提
示
す
る
と
と
も
に
、「
嗄
」
と
ド
ス
の
利
い
た
し
わ
が
れ
聲
を
發

し
て
、
さ
ら
に
念
を
入
れ
た
。『
宗
門
統
要
集
』
卷
九
潭
州
報
慈
藏
嶼
禪
師
章
に
次
の
話
頭
が
有
る
。

師
贊
龍
牙
眞
云
‥
「
日
出
連
山
，
月
圓
當
戸
。
不
是
無
身
，
不
欲
全
露
。」
龍
牙
一
日
在
帳
中
坐
，
僧
問
‥
「
不
是
無
身
，

不
欲
全
露
，
請
師
全
露
。」
牙
撥
開
帳
子
云
‥「
還
見
麼
？
」
僧
云
‥「
不
見
。」
牙
云
‥「
不
將
眼
來
。」
師
後
聞
乃
云
‥「
龍

牙
只
道
得
一
半
。」
雲
門
偃
令
僧
擧
‥
「
我
與
你
道
。」
僧
擧
了
，
雲
門
云
‥
「
我
不
妨
與
你
道
。」

報
慈
和
尚
が
龍
牙
の
頂
相
に
贊
す
ら
く
、「
つ
ら
な
る
山
々
に
日
が
昇
り
、
月
は
ま
ど
か
に
家
々
を
照
ら
す
。
身
が
な
い
の
で
は
な
い
、

全
身
を
現
わ
し
た
く
な
い
の
だ
。」
あ
る
日
、
龍
牙
が
帳と

ば
りの

内
に
坐
し
て
い
る
と
、
僧
が
問
う
た
、「
報
慈
は
〈
身
が
な
い
の
で
は
な
い
、

全
身
を
現
わ
し
た
く
な
い
の
だ
〉
と
贊
し
ま
し
た
が
、
ど
う
か
全
身
を
現
わ
し
て
く
だ
さ
い
。」
龍
牙
は
帳
を
開
い
て
言
っ
た
、「
見
た

か
。」
僧
、「
見
え
ま
せ
ん
。」
龍
牙
、「
眼
で
見
る
も
の
で
は
な
い
。」
後
に
報
慈
和
尚
は
そ
の
こ
と
を
聞
い
て
言
っ
た
、「
龍
牙
は
半
分
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言
え
た
だ
け
だ
。」
雲
門
文
偃
が
僧
に
そ
の
話
を
取
り
上
げ
さ
せ
、「
私
が
君
に
言
っ
て
や
ろ
う
。」
僧
が
話
し
お
わ
る
や
、「
君
に
大
い

に
言
っ
て
や
っ
た
ぞ
。」

ま
た
「
嗄
」
が
「
性
在
作
用
」
を
示
す
方
便
で
あ
る
こ
と
、
以
下
の
例
が
あ
る
。

『
臨
濟
錄
』
行
録
、「
師
行
脚
時
到
龍
光
。
光
上
堂
。
師
出
問
‥
『
不
展
鋒
鋩
，
如
何
得
勝
？
』
光
據
座
。
師
云
‥
『
大
善

知
識
，
豈
無
方
便
！
』
光
瞪
目
，
云
‥
『
嗄
！
』
師
以
手
指
云
‥
『
者
老
漢
今
日
敗
闕
也
！
』」

師
は
行
脚
に
出
て
、
龍
光
院
に
到
っ
た
。
龍
光
和
尚
は
師
の
た
め
に
法
堂
で
法
座
に
昇
り
説
法
し
た
。
師
は
前
に
進
み
出
て
問
う
た
、

「
劍
を
抜
か
ず
に
勝
利
を
お
さ
め
る
に
は
、
ど
う
な
さ
る
か
？
」
龍
光
は
居
ず
ま
い
を
正
し
た
。
師
、「
大
善
知
識
と
も
あ
ろ
う
も
の
が
、

方
便
を
持
た
ぬ
は
ず
は
な
か
ろ
う
！
」
龍
光
は
眼
を
怒
ら
せ
て
、
聲
を
發
し
た
、「
嗄さ

！
」
師
は
龍
光
を
指
さ
し
て
、「
こ
の
老
人
、
今

日
敗
れ
た
り
！
」（
譯
は
衣
川
賢
次
『
臨
済
錄
』〔
九
六
〕、
新
國
譯
大
藏
經
・
中
國
撰
述
部
①
―
７
〈
禪
宗
部
〉）

本
書
卷
六
投
子
和
尚
章
第
二
四
則
、「
問
‥
『
便
請
和
尚
直
指
！
』
師
‥
『
嗄
！
』
僧
曰
‥
『
即
這
个
？ 

別
更
有
也
無
？
』

師
曰
‥
『
莫
閑
言
語
！
』」

問
う
、「
た
だ
ち
に
直
指
し
て
く
だ
さ
い
。」
師
、「
嗄
！
」
僧
、「
そ
れ
で
す
か
、
他
に
も
あ
る
の
で
す
か
。」
師
、「
無
駄
口
を
た
た
く

な
！
」

『
雲
門
廣
錄
』
卷
中
室
中
語
要
、「
擧
‥
僧
問
資
福
‥
『
古
人
拈
槌
豎
拂
，
意
旨
如
何
？
』
福
云
‥
『
嗄
！
』
師
云
‥
『
雪

上
加
霜
。』」

提
起
す
る
。
僧
が
資
福
和
尚
に
問
う
た
、「
古
人
が
槌つ

ち

を
持
ち
上
げ
拂
子
を
立
て
た
の
は
、
ど
う
い
う
意
圖
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
す
か
。」

資
福
、「
嗄
！
」
雲
門
、「
よ
け
い
な
こ
と
だ
。」

『
宗
門
統
要
集
』
卷
六
鎭
州
三
聖
慧
然
章
、「
師
雲
遊
到
德
山
，
參
堂
次
，
堂
中
首
座
乃
踢
天
泰
也
，
遂
問
‥
『
夫
行
脚
人

須
具
本
色
公
驗
，
作
麼
生
是
上
座
本
色
公
驗
？
』
師
云
‥
『
嗄
！
』
座
再
問
，
師
乃
打
一
坐
具
，
云
‥
『
這
漆
桶
！ 

前
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後
觸
悞
多
少
賢
良
？
』
座
便
人
事
。」

師
は
諸
方
を
行
脚
し
て
德
山
の
叢
林
に
到
っ
た
。
僧
堂
に
入
っ
た
と
き
、
踢
天
泰
な
る
首
座
が
問
う
た
、「
行
脚
人
は
本
物
の
通
行
手
形

を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
な
た
の
通
行
手
形
は
ど
う
い
う
も
の
か
。」
師
、「
嗄
！
」
首
座
が
問
い
直
す
や
、
師
は
持
っ
て

い
た
坐
具
で
首
座
を
打
っ
て
言
っ
た
、「
こ
の
愚
か
者
！ 

今
ま
で
ど
れ
ほ
ど
の
ま
っ
と
う
な
修
行
者
に
ふ
と
ど
き
な
こ
と
を
し
て
き
た
の

だ
。」
首
座
は
そ
こ
で
尋
常
の
挨
拶
の
禮
を
行
な
っ
た
。

○
師
遂
審
之
，
渾
將
意
解　

潙
山
門
下
の
僧
が
「
借
事
明
心
，
附
物
顯
理
」（
第
二
五
則
參
照
）
と
命
題
化
し
て
理
解
し
た

よ
う
に
、
こ
の
僧
も
そ
う
で
あ
り
、「
活
人
投
機
」（
第
三
〇
則
）
で
き
な
か
っ
た
。

○
我
適
抑
不
已
，
汝
領
不
當
急　

寢
所
に
ま
で
來
て
問
う
君
の
熱
意
に
默
っ
て
お
れ
な
く
な
っ
て
指
示
し
た
が
、
君
は
己
の

こ
と
と
し
て
分
か
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。「
當
急
」
と
は
「
活
人
投
機
」
し
て
「
感
興
の
こ
と
ば
」（
衣
川
賢
次
「
感

興
の
こ
と
ば
」『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
六
六
册
）
が
發
せ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
。

○
機
竪
尚
虧
投
，
影
沒
大
難
及　
「
機
」
は
糸
口
、
き
ざ
し
の
意
で
、
鏡
清
の
啓
發
を
指
し
、「
投
」
は
そ
の
啓
發
に
對
し
て

契
悟
す
る
こ
と
。「
影
沒
」
と
は
、
雷
光
の
如
き
「
機
」
と
の
一
瞬
の
契
合
が
か
な
わ
ず
、
そ
の
機
會
を
失
う
こ
と
。
本

書
卷
一
五
歸
宗
和
尚
章
第
四
則
の
（
法
身
に
つ
い
て
の
）
偈
の
第
九
・
一
〇
句
に
い
う
、「
機
竪
箭
易
及
，
影
沒
手
難
覆
。

（
時
節
因
緣
の
機
會
が
訪
れ
た
と
き
矢
は
容
易
に
的
に
當
る
が
、
光
が
消
え
る
と
契
合
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。）」

〔
三
六
〕
良
久
の
檢
討

因
擧
：
長
慶
上
堂
，
衆
僧
立
久
。
有
僧
出
來
云
‥
「
與
摩
則
大
衆
歸
堂
去
也
。」
長
慶
便
打
。

後
有
僧
擧
似
中
招
慶
，
招
慶
云
‥
「
僧
道
什
摩
？
」
對
云
‥
「
僧
無
語
。」
招
慶
云
‥
「
這
个
師
僧
！ 

爲
衆
竭
力
，
禍
出

私
門
。」



160

尋
後
有
僧
擧
似
化
度
，
化
度
却
問
其
僧
‥
「
只
如
長
慶
行
這
个
杖
，
還
公
當
也
無
？
」
對
云
‥
「
公
當
。」
化
度
云
‥
「
或

有
人
道
不
公
當
，
又
作
摩
生
？
」
對
云
‥
「
若
是
與
摩
人
，
放
他
出
頭
始
得
。」
化
度
云
‥
「
在
秦
則
護
秦
。」

化
度
却
擧
似
師
，
云
‥
「
只
如
長
慶
有
與
摩
次
第
，
不
合
行
這
个
拄
杖
。」
師
云
‥
「
大
師
代
長
慶
作
摩
生
折
合
？
」
化

度
云
‥
「
但
起
來
東
行
西
行
。」
師
云
‥
「
與
摩
則
木
杓
落
這
个
師
僧
手
裏
去
也
。」

時
有
人
拈
問
師
‥
「
只
如
長
慶
行
這
个
拄
杖
，
意
作
摩
生
？
」
師
云
‥
「
宗
師
老
懶
，
無
自
出
身
。」

【
訓
讀
】

因
み
に
擧
す
。
長
慶
上
堂
し
、
衆
僧
立
つ
こ
と
久
し
。
有
る
僧
出
で
來
っ
て
云
く
、「
與か

く摩
な
ら
ば
則
ち
大
衆
は
堂
に
歸

り
去
ら
ん
。」
長
慶
便
ち
打
つ
。

後
に
有
る
僧
、
中
招
慶
に
擧
似
す
。
招
慶
云
く
、「
僧
は
什な

ん摩
と
道い

い
し
や
。」
對
え
て
云
く
、「
僧
は
無
語
な
り
。」
招

慶
云
く
、「
這こ个
の
師
僧
！ 
衆
の
爲
に
力
を
竭
く
す
も
、
禍
は
私
門
よ
り
出
づ
。」

尋の

ち後
に
有
る
僧
、
化
度
に
擧
似
す
。
化
度
却
っ
て
其
の
僧
に
問
う
、「
只
だ
長
慶
の
這こ个
の
杖
を
行
ず
る
が
如
き
は
、
還は

た
公
當
な
る
や
。」
對
え
て
云
く
、「
公
當
な
り
。」
化
度
云
く
、「
或も

し
人
有
り
て
公
當
な
ら
ず
と
道
わ
ば
、
又
た
作い

か

ん
摩
生
。」

對
え
て
云
く
、「
若も是
し
與か

く摩
な
る
人
な
ら
ば
、
他か

れ

を
し
て
出
頭
放せ

し
め
て
始
め
て
得よ

し
。」
化
度
云
く
、「
秦
に
在
り
て
は

則
ち
秦
を
護
る
。」

化
度
却の

ち

に
師
に
擧
似
し
て
云
く
、「
只
だ
長
慶
に
與か

く摩
の
次
第
有
る
が
如
き
は
、
合ま

さ

に
這こ个
の
拄
杖
を
行
ず
べ
か
ら
ず
。」

師
云
く
「
大
師
は
長
慶
に
代
わ
り
て
作い

か

ん
摩
生
が
折
合
せ
ん
。」
化
度
云
く
、「
但
だ
起
ち
來
っ
て
東
行
西
行
す
る
の
み
。」
師

云
く
、「
與か

く摩
な
ら
ば
則
ち
木
杓
は
這こ个
の
師
僧
の
手
裏
に
落
ち
去
る
な
り
。」

時
に
有
る
人
、
拈
じ
て
師
に
問
う
、「
只
だ
長
慶
の
這こ个
の
拄
杖
を
行
ず
る
が
如
き
、
意
は
作い

か

ん
摩
生
。」
師
云
く
‥
「
宗

師
も
老
懶
し
、
自
ら
出
身
す
る
無
し
。」
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【
日
譯
】

次
の
よ
う
な
話
頭
が
あ
る
。
長
慶
和
尚
が
上
堂
し
て
（
良
久
し
）、
衆
僧
は
立
ち
つ
づ
け
て
い
た
と
こ
ろ
、
あ
る
僧
が
進

み
出
て
、「
そ
う
い
う
こ
と
な
ら
大
衆
は
僧
堂
に
歸
り
ま
す
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
長
慶
和
尚
は
そ
の
僧
を
打
っ
た
。

後
に
あ
る
僧
が
、
中
招
慶
（
道
匡
）
に
こ
れ
を
話
し
た
。
招
慶
、「
打
た
れ
た
僧
は
何
と
言
っ
た
か
。」
僧
、「
そ
の
僧
は

無
語
で
し
た
。」
招
慶
、「
こ
の
僧
め
！ 

和
尚
は
衆
の
爲
に
盡
力
し
た
が
、
自
分
で
墓
穴
を
掘
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。」

そ
の
後
、
あ
る
僧
が
化
度
和
尚
に
こ
の
話
を
し
た
。
化
度
和
尚
は
そ
の
僧
に
問
う
た
、「
長
慶
が
拄
杖
を
食
ら
わ
せ
た
の

は
、
正
當
だ
っ
た
の
か
。」
僧
、「
正
當
で
し
た
。」
化
度
、「
正
當
で
は
な
い
と
い
う
人
が
い
た
ら
、
い
っ
た
い
ど
う
す
る
の

だ
。」
僧
、「
そ
ん
な
人
が
い
た
ら
、
こ
こ
に
出
て
き
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。」
化
度
、「
そ
れ
は
身
内
び
い
き
と
い
う
も
の

だ
。」化

度
和
尚
は
の
ち
に
師
に
話
し
て
言
っ
た
、「
長
慶
和
尚
は
あ
の
よ
う
な
狀
況
で
、
拄
杖
を
食
ら
わ
せ
る
べ
き
で
は
な

か
っ
た
ろ
う
。」
師
、「
大
師
な
ら
長
慶
に
代
わ
っ
て
ど
の
よ
う
に
始
末
さ
れ
る
か
。」
化
度
、「
立
ち
上
が
っ
て
東
に
歩
き
西

に
歩
く
だ
け
だ
。」
師
、「
そ
れ
な
ら
權
柄
は
こ
の
師
僧
の
手
の
内
に
握
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。」

後
に
有
る
人
が
、
以
上
の
こ
と
を
取
り
上
げ
て
師
に
訊
い
た
、「
長
慶
和
尚
が
こ
の
拄
杖
を
使
っ
た
の
は
、
ど
う
い
う
こ

と
だ
っ
た
の
で
す
か
。」
師
、「
さ
す
が
の
宗
師
も
老
い
ぼ
れ
て
、
彼
自
ら
も
救
濟
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。」

【
注
釋
】

○
本
話
も
本
書
に
の
み
收
錄
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
雪
峯
門
下
の
「
良
久
」（
沈
默
）
と
い
う
接
化
に
對
す
る
見
直
し
、
新

た
な
接
化
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
始
め
て
い
た
こ
と
を
示
す
則
で
あ
る
。「『
祖
堂
集
』
卷
七
雪
峯
和
尚
章
譯
註

（
上
）」
第
二
四
則
（『
禪
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
一
號
）
參
照
。

○
因
擧　

話
頭
を
取
り
上
げ
て
話
題
に
す
る
と
き
の
文
頭
の
形
式
。
こ
の
話
頭
を
め
ぐ
っ
て
以
下
の
や
り
と
り
が
あ
っ
た
。
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○
長
慶
上
堂
、
衆
僧
立
久　

上
堂
し
た
長
慶
は
沈
默
し
、
衆
僧
は
説
法
を
聽
聞
し
よ
う
と
立
ち
つ
づ
け
て
い
た
、
と
い
う
狀

況
。「
良
久
」
の
二
字
は
な
い
が
、「
衆
僧
立
久
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
良
久
」
が
、
第
一

義
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、「『
祖
堂
集
』
卷
七
雪
峯
和
尚
章
譯
註
（
上
）」
第
四
則
（『
禪
文
化
研
究
所
紀
要
』
第

三
一
號
）
參
照
。

長
慶
が
雪
峯
の
「
良
久
」
と
い
う
手
法
を
繼
承
し
て
い
た
こ
と
は
、『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
八
長
慶
章
に
見
え
る
長
慶
院

で
の
次
の
上
堂
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

上
堂
，
良
久
，
謂
衆
曰
‥
「
還
有
人
相
悉
麼
？ 

不
相
悉
，
欺
謾
兄
弟
去
。
只
今
有
什
麼
事
？ 

莫
有
窒
塞
也
無
？ 

復
是
誰

家
屋
裏
事
？ 

不
肯
當
荷
，
更
待
何
時
？ 

若
是
利
根
參
學
，
不
到
遮
裏
來
。
還
會
麼
？ 

如
今
有
一
般
行
脚
人
，
耳
裏
總
滿

也
。
假
饒
收
拾
得
底
，
還
當
諸
人
行
脚
事
麼
？
」
時
有
僧
問
‥
「
行
脚
事
如
何
學
？
」
師
曰
‥
「
但
知
就
人
索
取
。」

師
上
堂
，
良
久
曰
‥
「
莫
道
今
夜
較
些
子
。」
便
下
坐
。

上
堂
し
、
沈
默
す
る
こ
と
し
ば
し
し
て
、
大
衆
に
言
っ
た
、「
わ
か
っ
た
も
の
は
い
る
か
。
わ
か
ら
な
い
な
ら
、
君
た
ち
を
だ
ま
し
た
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
い
ま
何
の
問
題
が
あ
る
の
か
。
も
や
も
や
す
る
も
の
で
も
あ
る
の
か
。
い
っ
た
い
誰
の
こ
と
か
。
い
ま
己
の
こ

と
と
し
て
受
け
と
め
な
け
れ
ば
、
い
つ
そ
の
時
が
こ
よ
う
。
利
根
の
修
行
者
な
ら
、（
外
に
法
を
求
め
て
）
こ
こ
に
や
っ
て
來
た
り
は
せ

ぬ
。
わ
か
る
か
。
い
ま
行
脚
し
て
あ
ち
こ
ち
で
説
法
を
聞
き
ま
く
っ
て
い
る
修
行
人
が
い
る
が
、
た
と
い
收
獲
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

（
自
己
を
知
る
と
い
う
）
君
た
ち
の
行
脚
の
大
事
に
相
當
し
よ
う
か
。」
そ
の
時
、
僧
が
問
う
た
、「
行
脚
の
大
事
は
ど
の
よ
う
に
學
べ
ば

よ
い
の
で
す
か
。」
師
、「
君
は
人
に
求
め
て
ば
か
り
い
る
。」

師
（
長
慶
）
は
上
堂
し
、
沈
默
す
る
こ
と
し
ば
し
し
て
、「
今
夜
は
も
う
ひ
と
つ
だ
っ
た
と
言
っ
て
は
な
ら
ぬ
ぞ
」
と
言
っ
て
、
す
ぐ
に

下
座
し
た
。

○
有
僧
出
來
云
‥
與
摩
則
大
衆
歸
堂
去
也　

長
慶
が
沈
默
し
た
ま
ま
説
法
し
な
い
の
で
焦じ

れ
て
、
衆
の
た
め
に
説
法
を
促
す
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意
で
言
っ
た
。

○
長
慶
便
打　

長
慶
が
打
っ
た
の
は
、「
良
久
」
の
沈
默
こ
そ
が
第
一
義
を
提
示
し
た
説
法
で
あ
る
こ
と
を
、
僧
が
受
け
と

め
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

○
中
招
慶　

天
成
二
年
（
九
二
七
）
十
月
、
泉
州
の
招
慶
院
第
一
世
の
慧
稜
（
八
五
四
～
九
三
二
）
は
福
州
侯
官
縣
の
怡
山

西
禪
寺
（
長
興
中
［
九
三
〇
～
九
三
三
］、
長
慶
に
改
む
）
に
移
り
、
第
二
世
と
な
っ
た
の
は
慧
稜
に
嗣
い
だ
道
匡
禪
師

（
生
卒
年
未
詳
）
で
あ
る
か
ら
、
中
招
慶
と
は
招
慶
道
匡
（『
祖
堂
集
』
卷
一
三
）
の
こ
と
。

『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
二
一
泉
州
招
慶
院
道
匡
禪
師
章
、「
自
稜
和
尚
始
居
招
慶
，
師
乃
入
室
參
侍
。
曁
稜
和
尚
召
入
長
樂

府
，
盛
化
于
西
院
，
師
繼
踵
，
住
於
招
慶
。
學
衆
如
故
。（
慧
稜
和
尚
が
招
慶
院
に
入
ら
れ
た
と
き
か
ら
、
師
は
親
し
く
教

え
を
受
け
、
そ
ば
に
仕
え
た
。
稜
和
尚
が
長
樂
府
の
西
院
に
招
聘
さ
れ
教
化
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
師
は
招
慶
院
を
繼
承
し
て

住
持
と
な
っ
た
が
、
修
行
者
の
數
は
元
の
ま
ま
だ
っ
た
。）」
こ
こ
か
ら
本
書
で
は
、
慧
稜
を
先
招
慶
、
道
匡
を
中
招
慶
、
省

僜
を
後
招
慶
と
稱
す
る
。

○
招
慶
云
‥
僧
道
什
摩
？ 

對
云
‥
僧
無
語
。
招
慶
云
‥
這
个
師
僧
！ 

爲
衆
竭
力
，
禍
出
私
門　

長
慶
の
僧
が
打
た
れ
た

時
、「
何
と
言
っ
た
か
」
と
中
招
慶
が
訊
い
た
。
中
招
慶
に
話
し
た
僧
も
そ
の
場
に
い
た
の
で
あ
る
。
中
招
慶
の
言
っ

た
「
這
个
の
師
僧
！
」
は
こ
の
僧
も
含
ん
で
い
る
。
長
慶
和
尚
は
宗
乘
を
説
破
せ
ず
、
沈
默
し
て
辛
棒
づ
よ
く
爲
人
し
て

や
っ
た
が
、
そ
の
意
圖
が
受
け
と
め
ら
れ
ず
、
努
力
が
裏
目
に
出
て
、
上
堂
は
失
敗
に
終
わ
り
、
結
局
は
自
分
で
禍
を
招

く
こ
と
に
な
っ
た
。
中
招
慶
は
僧
に
對
し
て
の
み
な
ら
ず
、
長
慶
に
對
し
て
も
不
滿
を
表
明
し
た
。

『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
七
撫
州
荷
玉
山
玄
悟
大
師
光
慧
章
、「
師
上
堂
，
良
久
。
有
僧
出
曰
‥
『
爲
衆
竭
力
，
禍
出
私
門
。

未
審
放
過
不
放
過
？
』
師
默
然
。」

荷
玉
和
尚
は
上
堂
し
、
沈
默
し
た
。
僧
が
進
み
出
て
言
う
、「
そ
の
よ
う
に
衆
の
た
め
に
盡
力
さ
れ
ま
し
た
が
、
何
も
傳
え
ら
れ
な
い
と
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い
う
禍
を
自
分
で
招
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
が
こ
う
言
っ
た
こ
と
を
お
許
し
く
だ
さ
い
ま
す
か
。」
師
は
默
っ
て
い
た
。

○
尋
後
有
僧
擧
似
化
度　

中
招
慶
に
擧
似
し
た
僧
と
は
別
の
僧
が
、
化
度
和
尚
に
長
慶
の
話
を
擧
似
し
た
。「
化
度
」
は
雪

峯
に
嗣
い
だ
杭
州
西
興
化
度
悟
眞
大
師
。『
祖
堂
集
』
卷
一
〇
、『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
八
な
ど
に
傳
が
あ
る
。

○
只
如
長
慶
行
這
个
杖
，
還
公
當
也
無　

長
慶
の
沈
默
の
意
圖
を
解
さ
ぬ
僧
を
拄
杖
で
打
っ
た
の
は
、
正
し
か
っ
た
の
か
。

「
公
當
」
は
、
公
正
で
當
を
得
て
い
る
こ
と
。

○
化
度
云
‥
或
有
人
道
不
公
當
，
又
作
摩
生　

化わ
た
し度

は
適
切
で
は
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い
る
が
、
君
は
ど
う
考
え
る
か
。

「
或
有
人
道
不
公
當
」
と
い
う
言
い
方
で
、
化
度
自
身
が
そ
う
思
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
。

○
對
云
‥
若
是
與
摩
人
，
放
他
出
頭
始
得　

僧
は
適
切
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
人
が
化
度
和
尚
だ
と
は
氣
づ
か
ず
に
言
っ

た
、「
こ
こ
に
出
て
こ
さ
せ
て
辯
明
さ
せ
れ
ば
よ
い
の
で
す
。」「
放
」
は
使
役
。
大
田
辰
夫
「
古
代
語
に
お
け
る
使
役
の

兼
語
動
詞
と
し
て
は
《
使
》
の
ほ
か
に
《
令
》《
遣
》
が
あ
り
、
唐
代
か
ら
《
放
》《
著
》
な
ど
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
」（『
中
國
語
歷
史
文
法
』
二
四
二
頁
）。

○
化
度
云
‥
在
秦
則
護
秦　

主
體
性
の
な
い
御
都
合
主
義
。
こ
こ
は
僧
が
長
慶
の
打
が
正
し
か
っ
た
と
言
っ
た
こ
と
に
對
し

て
、「
身
内
び
い
き
だ
」
と
難
じ
た
も
の
。
化
度
も
長
慶
の
沈
默
と
い
う
手
法
に
批
判
的
で
あ
る
。

『
五
燈
會
元
』
卷
六
本
嵩
律
師
章
、「
昔
有
官
人
入
鎭
州
天
王
院
，
覩
神
像
。
因
問
院
主
曰
‥
『
此
是
甚
麼
功
德
？
』
曰
‥

『
護
國
天
王
。』
曰
‥
『
秖
護
此
國
？ 

徧
護
餘
國
？
』
曰
‥
『
在
秦
爲
秦
，
在
楚
爲
楚
。』
曰
‥
『
臘
月
二
十
九
日
，
打
破

鎭
州
城
，
天
王
向
甚
處
去
？
』
主
無
對
。」

昔
、
あ
る
役
人
が
鎭
州
天
王
院
に
や
っ
て
來
て
神
像
を
見
て
、
院
主
に
問
う
た
、「
こ
れ
は
ど
う
い
う
神
像
か
。」
院
主
、「
國
を
守
護
す

る
天
王
で
す
。」
役
人
、「
こ
の
國
を
守
護
す
る
だ
け
か
、
他
の
國
を
も
守
護
す
る
の
か
。」
院
主
、「
秦
で
は
秦
を
守
護
し
、
楚
で
は
楚

を
守
護
し
ま
す
。」
役
人
、「
ど
う
に
も
な
ら
な
く
な
っ
て
、
鎭
州
城
が
破
ら
れ
た
ら
、
天
王
は
ど
こ
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。」
院
主
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は
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

○
化
度
却
擧
似
師
，
云
‥
只
如
長
慶
有
與
摩
次
第
，
不
合
行
這
个
拄
杖　

化
度
和
尚
は
「
適
切
で
は
な
い
」
と
い
う
自
分
の

考
え
を
鏡
清
に
確
か
め
よ
う
と
し
た
。

○
師
云
‥
大
師
代
長
慶
作
摩
生
折
合
？　
「
折
合
」
は
、
決
著
を
つ
け
る
。『
雲
門
廣
錄
』
卷
中
、「
擧
‥
僧
問
雲
居
‥
『
山

河
大
地
，
從
何
而
有
？
』
居
云
‥
『
從
妄
想
有
。』
僧
云
‥
『
與
某
甲
想
出
一
鋋
金
得
麼
？
』
居
便
休
去
。
僧
不
肯
。
師

聞
得
云
‥
『
已
是
葛
藤
，
不
能
折
合
得
，
待
伊
道
〈
想
出
一
鋋
金
得
麼
〉，
拈
拄
杖
便
打
。』」

次
の
よ
う
な
問
答
が
あ
る
。
僧
が
雲
居
に
問
う
、「
山
河
大
地
は
、
ど
こ
か
ら
出
現
し
た
の
で
す
か
。」
雲
居
、「（
君
の
）
妄
想
よ
り
出

現
し
た
。」
僧
、「
私
に
金
の
延
べ
棒
を
妄
想
で
出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
は
、
よ
ろ
し
い
で
す
か
。」
雲
居
は
問
答
を
打
ち
切
っ
た
が
、
僧

は
認
め
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
聞
い
て
雲
門
は
言
っ
た
、「
言
葉
の
應
酬
で
決
著
が
つ
け
ら
れ
な
い
か
ら
に
は
、
僧
が
〈
金
の
延
べ
棒
を
妄

想
で
出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
は
、
よ
ろ
し
い
で
す
か
〉
と
言
っ
た
と
た
ん
、
拄
杖
で
打
っ
て
や
る
。」）

○
化
度
云
‥
但
起
來
東
行
西
行　
「
東
行
西
行
」
は
佛
性
を
は
た
ら
か
せ
た
動
作
。「
性
在
作
用
」
の
端
的
。
化
度
は
長
慶
が

沈
默
の
手
法
の
失
敗
を
棒
打
に
よ
っ
て
糊
塗
し
た
こ
と
を
批
判
し
、
作
用
を
示
す
べ
き
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ

れ
も
從
來
の
宗
乘
の
枠
組
み
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
脱
し
た
接
化
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

○
師
云
‥
與
摩
則
木
杓
落
這
个
師
僧
手
裏
去
也　

そ
れ
な
ら
權
柄
（
主
導
權
）
は
僧
に
握
ら
れ
て
い
る
。
鏡
清
は
沈
默
と
い

う
手
法
に
懐
疑
的
だ
っ
た
の
で
、
長
慶
に
説
法
を
促
し
た
僧
は
沈
默
と
い
う
手
法
を
理
解
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ

の
手
法
の
破
綻
を
見
抜
い
て
い
た
の
だ
と
解
釋
し
た
。
化
度
も
棒
打
す
べ
き
で
は
な
く
、「
作
用
」
を
示
せ
と
言
っ
た
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
か
の
僧
が
沈
默
と
い
う
手
法
を
認
め
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
一
連
の
や
り
と
り
が
起
こ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
か
ら
、
か
の
僧
が
權
柄
を
握
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
鏡
清
の
理
解
で
あ
る
。「
木
杓
」
は
木
の
ひ

し
ゃ
く
。
そ
の
ひ
し
ゃ
く
の
柄
が
僧
の
手
の
内
の
あ
る
、
即
ち
權
柄
を
握
ら
れ
て
い
る
。
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『
大
慧
語
錄
』
卷
一
四
秦
國
太
夫
人
請
普
説
、「
文
殊
是
七
佛
之
師
，
爲
甚
麼
出
女
子
定
不
得
？ 

罔
明
菩
薩
爲
甚
麼
出
得

女
子
定
？ 

衆
中
商
量
道
，
杓
柄
在
女
子
手
裏
。」

文
殊
は
七
佛
の
師
で
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
女
子
を
禪
定
よ
り
目
覺
め
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
、
罔
明
菩
薩
は
ど
う
し
て
目
覺
め
さ

せ
ら
れ
た
の
か
。
衆
僧
の
内
で
は
議
論
し
て
「
杓
柄
が
女
子
の
手
に
握
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
」
と
言
っ
て
い
る
。

○
師
云
‥
宗
師
老
懶
，
無
自
出
身　

原
本
は
「
老
懶
」
を
「
老
攔
」、「
無
」
を
「
兼
」
に
作
る
。「
懶
」「
攔
」
は
近
音
に
よ

る
誤
り
（「
攔
」
は
平
聲
干
韻
、「
懶
」
は
上
聲
旱
韻
）、「
無
」「
兼
」
は
形
似
に
よ
り
誤
る
。「
さ
す
が
の
長
慶
も
も
う
ろ

く
し
て
、
自
分
を
も
救
濟
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。」

「
出
身
」
は
「
救
濟
」
の
意
。『
臨
濟
錄
』
上
堂
に
云
う
、「
一
人
在
孤
峯
頂
上
，
無
出
身
之
路
（
一
人
は
高
く
聳
え
る
山
の

頂
上
に
い
て
、
救
濟
の
方
便
を
持
た
ぬ
。
譯
は
衣
川
賢
次
『
臨
済
錄
』、
新
國
譯
大
藏
經
・
中
國
撰
述
部
①
―
７
〈
禪
宗
部
〉）。」

ま
た
『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
五
投
子
大
同
章
、「
僧
問
‥『
抱
璞
投
師
，
請
師
雕
琢
。』
師
曰
‥『
不
爲
棟
梁
材
。』
曰
‥『
恁

麼
即
卞
和
無
出
身
處
也
。』（
僧
が
問
う
、「
璞

あ
ら
た
まを

持
っ
て
師
に
參
じ
ま
し
た
、
ど
う
か
雕
琢
し
て
玉ぎ

ょ
くに

し
て
く
だ
さ
い
。」
師
、

「
君
は
禪
匠
の
器
に
は
な
ら
ぬ
。」
僧
、「
そ
れ
な
ら
卞べ

ん

和か

は
救
わ
れ
ま
せ
ん
。」）」

〔
三
七
〕
金
剛
不
壞
の
體
と
牯
羊
角

師
又
時
上
堂
云
‥
「
盡
十
方
世
界
都
來
是
金
剛
不
壞
之
體
。
唯
怕
牯
羊
角
。」
時
有
人
問
‥
「
如
何
是
金
剛
不
壞
之
體
？
」

師
云
‥
「
世
界
壞
時
作
摩
壞
？
」「
爲
什
摩
唯
怕
牯
羊
角
？
」
師
云
‥
「
要
汝
盡
却
。」「
如
何
是
牯
羊
角
？
」
師
云
‥
「
洎

道
驚
殺
汝
。」
僧
曰
‥
「
體
壞
時
，
角
還
存
也
無
？
」
師
云
‥
「
不
是
過
夏
物
。」
僧
曰
‥
「
只
如
牯
羊
角
盡
時
，
還
得
相
應

也
無
？
」
師
云
‥
「
不
同
汝
歸
意
。」
僧
曰
‥
「
不
同
歸
意
者
如
何
？
」
師
云
‥
「
千
金
不
改
耕
。」
僧
曰
‥
「
只
如
牯
羊
角
，

明
得
什
摩
邊
事
？
」
師
云
‥
「
上
士
聊
聞
便
了
却
，
中
下
意
思
莫
能
知
。」
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有
人
拈
問
資
福
‥
「
作
摩
生
是
金
剛
不
壞
之
體
？
」
資
福
以
手
點
胸
。「
作
摩
生
是
牯
羊
角
？
」
資
福
以
兩
手
頭
上
作
羊

角
勢
。
有
人
擧
似
師
，
師
因
此
示
衆
云
‥
「
角
鋒
不
密
，
太
露
太
現
。
金
剛
不
壞
體
，
唯
怕
牯
羊
角
。
提
其
角
，
只
要
出
其

體
。
體
角
倶
備
，
諸
人
作
摩
生
會
？
」

【
訓
讀
】

師
又あ

る
時
上
堂
し
て
云
く
、「
盡
十
方
世
界
は
都す

べ來
て
是
れ
金こ

ん

剛ご
う

不ふ

壞え

の
體
。
唯
だ
牯こ

羊よ
う

角か
く

を
怕お

そ

る
。」
時
に
人
有
り
て

問
う
、「
如
何
が
是
れ
金
剛
不
壞
の
體
。」
師
云
く
、「
世
界
壞
る
る
時
も
作な

ん摩
ぞ
壞
れ
ん
。」「
爲な

に
ゆ
え

什
摩
に
か
唯
だ
牯
羊
角
を

怕
る
。」
師
云
く
、「
汝
の
盡
却
す
る
を
要
す
。」「
如
何
が
是
れ
牯
羊
角
。」
師
云
く
、「
洎ほ

と

ん
ど
道
い
て
汝
を
驚
殺
せ
ん
と

す
。」
僧
曰
く
、「
體
壞
る
る
時
、
角
は
還は

た
存
す
る
や
。」
師
云
く
、「
是
れ
夏げ

を
過
ご
す
物
に
あ
ら
ず
。」
僧
曰
く
、「
只
だ

牯
羊
角
の
盡
く
る
時
の
如
き
は
、
還は

た
相
應
す
る
を
得
た
る
や
。」
師
云
く
、「
汝
の
歸
意
に
同
じ
か
ら
ず
。」
僧
曰
く
、「
歸

意
に
同
じ
か
ら
ざ
る
者
は
如
何
。」
師
云
く
、「
千
金
も
耕
を
改
め
ず
。」
僧
曰
く
、「
只
だ
牯
羊
角
の
如
き
は
、
什
摩
邊
の
事

を
か
明あ

き
ら得

む
。」
師
云
く
、「
上
士
は
聊
か
聞
き
て
便
ち
了
却
す
る
も
、
中
下
は
意
思
し
て
能
く
知
る
莫
し
。」

有
る
人
拈
じ
て
資
福
に
問
う
、「
作い

か

ん
摩
生
が
是
れ
金
剛
不
壞
の
體
。」
資
福
手
を
以
て
胸
を
點
ず
。「
作い

か

ん
摩
生
が
是
れ
牯
羊

角
。」
資
福
兩
手
を
以
て
頭
上
に
羊
角
の
勢
を
作な

す
。
有
る
人
師
に
擧
似
す
。
師
此
れ
に
因
り
て
衆
に
示
し
て
云
く
、「
角
鋒

は
密
な
ら
ず
、
太は

な
はだ

露
わ
れ
太
だ
現
ず
。
金
剛
不
壞
の
體
は
、
唯
だ
牯
羊
角
を
怕
る
。
其
の
角
を
提
げ
ん
と
せ
ば
、
只
だ
其

の
體
を
出い

だ

す
を
要
す
。
體
角
倶
に
備
わ
る
、
諸
人
作い

か

ん
摩
生
が
會え

す
。」

【
日
譯
】

師
は
あ
る
と
き
上
堂
し
て
言
っ
た
。「
世
界
全
體
が
金
剛
の
ご
と
き
堅
牢
不
壞
の
身
體
で
あ
る
。
た
だ
ひ
と
つ
牯
羊
角
だ

け
を
怖
れ
る
。」
そ
の
と
き
、
僧
が
問
う
た
、「
金
剛
の
ご
と
き
堅
牢
不
壞
の
身
體
と
は
な
ん
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。」
師
、

「
世
界
が
壞
滅
す
る
と
き
も
、
そ
れ
は
壞
れ
は
せ
ぬ
。」
僧
、「
で
は
な
ぜ
牯
羊
角
だ
け
を
怖
れ
る
の
で
す
か
。」
師
、「
そ
れ
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だ
か
ら
、
き
み
に
牯
羊
角
を
盡
く
し
て
も
ら
い
た
い
の
だ
。」
僧
、「
牯
羊
角
と
は
な
ん
の
こ
と
で
す
か
。」
師
、「
お
っ
と
、

わ
し
が
言
っ
て
き
み
を
吃び

っ
く
り驚

さ
せ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。」
僧
、「
堅
牢
不
壞
の
身
體
が
壞
れ
る
と
き
、
角
は
の
こ
り
ま
す
か
。」

師
、「
そ
れ
は
夏げ

安あ
ん

居ご

を
過
ご
す
物
で
は
な
い
。」
僧
、「
牯
羊
角
が
盡
き
た
と
き
、
眞
理
と
ひ
と
つ
に
な
れ
ま
す
か
。」
師
、

「
き
み
の
考
え
る
歸
著
と
同
じ
で
は
な
い
。」
僧
、「
わ
た
し
の
歸
著
と
同
じ
で
は
な
い
師
の
歸
著
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。」

師
、「
千
金
を
積
ま
れ
て
も
、
隱
遁
を
や
め
ぬ
。」
僧
、「
牯
羊
角
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
次
元
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。」
師
、「
上
乘
の
機
根
な
ら
少
し
聞
い
て
た
だ
ち
に
了
解
決
著
す
る
が
、
中
下
の
者
は
考
え
こ
ん
で
も
解
ら
な

い
。」あ

る
僧
が
こ
の
こ
と
を
資
福
和
尚
に
話
し
、
訊
ね
た
。「
金
剛
の
ご
と
き
堅
牢
不
壞
の
身
體
と
は
な
ん
の
こ
と
で
し
ょ
う

か
。」
資
福
は
手
で
自
分
の
胸
を
指
し
て
示
し
た
。
僧
、「
牯
羊
角
と
い
う
の
は
な
ん
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。」
資
福
は
兩
手

で
自
分
の
頭
の
上
に
羊
角
の
か
た
ち
を
作
っ
て
見
せ
た
。
こ
の
や
り
と
り
を
別
の
僧
が
師
に
話
す
と
、
師
は
大
衆
に
向
か
っ

て
言
っ
た
。「
角
の
先
は
堅
密
で
は
な
い
か
ら
、
す
べ
て
露
顯
し
て
い
る
。
金
剛
不
壞
の
身
體
は
、
た
だ
牯
羊
角
だ
け
を
怖

れ
る
。
そ
の
角
を
提
げ
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
身
體
を
現
わ
し
見
せ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
さ
あ
、
身
體
と
角
が
出
そ
ろ
っ

た
。
諸
君
は
ど
う
理
解
す
る
の
か
。」

【
注
釋
】

○
本
則
は
他
書
に
見
え
ず
、
本
書
の
み
の
收
錄
で
あ
る
。

○
盡
十
方
世
界
都
來
是
金
剛
不
壞
之
體　

世
界
全
體
が
堅
牢
な
る
「
眞
如
法
身
」
で
あ
る
。
自
己
と
世
界
が
ひ
と
つ
に
な
っ

た
體
驗
（「
物
我
一
如
」）
を
法
身
の
自
覺
と
し
て
表
現
し
た
も
の
。
か
つ
て
長
沙
景
岑
（
？
～
八
六
八
）
は
「
盡
十
方
世

界
は
是
れ
沙
門
の
眼
、
盡
十
方
世
界
は
是
れ
沙
門
の
全
身
、
盡
十
方
世
界
は
是
れ
自
己
の
光
明
、
盡
十
方
世
界
は
自
己
光

明
裏
に
在
り
、
盡
十
方
世
界
は
一
人
と
し
て
自
己
に
不あ

是ら

ざ
る
無
し
。」（『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
〇
）
と
言
い
、
師
の
雪
峯
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義
存
（
八
二
二
～
九
〇
八
）
は
こ
れ
を
承
け
て
「
盡
大
地
は
是
れ
汝
」（『
雲
門
廣
錄
』
卷
上
）
と
言
い
、
そ
の
弟
子
の
雲

門
文
偃
（
八
六
四
～
九
四
九
）
は
「
盡
大
地
は
是
れ
法
身
」（『
雲
門
廣
錄
』
卷
中
）、
玄
沙
師
備
（
八
三
五
～
九
〇
八
）
は

「
盡
十
方
世
界
は
是
れ
箇
の
眞
實
人
の
體
」（『
玄
沙
廣
錄
』
卷
中
）、「
仁
者
よ
、
眞
實
は
甚い

ず

こ
麼
處
に
か
在
る
。
汝
今
他か

の

五
蘊
身
田
の
主
宰
を
出い

だ

さ
ん
と
欲ほ

っ得
さ
ば
、
但
だ
汝
の
秘
密
金
剛
體
を
識
取
せ
よ
」（『
玄
沙
廣
錄
』
卷
下
）
と
言
い
、
ま

た
九
峯
道
虔
（
石
霜
慶
諸
嗣
、
？
～
九
二
一
）
は
「
盡
乾
坤
は
都す

べ來
て
是
れ
汝
が
當
人
の
箇
の
體
」（『
景
德
傳
燈
錄
』
卷

一
六
）
と
言
っ
て
い
る
。「
金
剛
不
壞
之
體
」
は
『
大
般
泥
洹
經
』
卷
五
〈
文
字
品
〉
に
「
如
來
の
法
身
は
金
剛
不
壞
」

（
Ｔ
一
二
・
八
八
七
下
）
と
あ
る
の
に
據
る
。
雪
峯
系
の
禪
の
思
想
史
に
お
い
て
、
雪
峯
の
弟
子
た
ち
は
初
め
雪
峯
の
超
越

志
向
を
こ
の
よ
う
に
模
倣
し
て
い
た
が
、
後
に
は
こ
う
い
う
揚
言
を
「
佛
法
中
の
見
」
と
し
て
超
克
し
て
ゆ
く
の
で
あ

る
。
玄
沙
師
備
は
い
う
、「
更
に
一
般
の
人
有
っ
て
好
惡
を
識
ら
ず
、
便
ち
道
う
、〈
總
て
説
き
了
れ
り
。
人
人
具
足
し
、

人
人
成
現
す
。
盡
十
方
世
界
は
都す

べ來
て
只
だ
是
れ
我
が
去と

こ
ろ處

に
し
て
、
更
に
青
黃
赤
白
、
明
暗
色
空
、
及
び
地
水
火
風
無

し
。
更
に
什
麼
を
説
か
ば
即
ち
得よ

か
ら
ん
〉
と
。
若
し
與
麼
の
見
解
な
ら
ば
、
且
つ
は
喜
ぶ
勿
交
涉
な
る
を
。
只
だ
儱
侗

の
眞
如
と
成
る
の
み
。
吉
凶
を
辨
ぜ
ず
。
什
麼
の
用
處
か
有
ら
ん
。」（『
玄
沙
廣
錄
』
卷
上
）。
玄
沙
の
「
三
句
の
綱
宗
」

に
お
い
て
も
、
こ
れ
は
第
一
句
で
あ
り
、
究
極
と
し
な
い
。
本
則
も
こ
れ
を
檢
證
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
入

矢
義
高
「
雪
峰
と
玄
沙
」、「
雲
門
の
禪　

そ
の
〈
向
上
〉
と
い
う
こ
と
」（『
増
補 

自
己
と
超
越 

禪
・
人
・
こ
と
ば
』
岩
波

現
代
文
庫
、
二
〇
一
二
）
參
照
。

○
唯
怕
牯
羊
角　
「
牯
」
は
「
羖
」
の
同
音
字
（『
廣
韻
』
公
戸
切
、
姥
韻
上
聲
）。
羖
羊
は
宋
の
羅
願
『
爾
雅
翼
』
に
よ
る
と

牡
の
黑
羊
を
い
う
（
卷
二
二
羖
條
）。「
羖
羊
角
」
は
『
涅
槃
經
』
如
來
性
品
に
、
刀
が
羊
角
の
よ
う
に
見
え
た
と
い
う
譬

え
と
し
て
出
る
。
妄
想
に
よ
っ
て
分
別
さ
れ
た
幻
を
い
う
。
本
則
で
こ
れ
を
金
剛
と
對
置
す
る
の
は
、
羚
羊
角
と
混
同

し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
羚
羊
角
が
金
剛
石
を
も
能
く
碎
く
こ
と
は
『
資
治
通
鑑
』
卷
一
九
五
唐
貞
觀
十
三
年
に
引
く
傅
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奕
の
語
に
見
え
る
（「
我
聞
有
金
剛
石
，
性
至
堅
，
物
莫
能
傷
，
唯
羚
羊
角
能
破
之
。」
ま
た
周
密
『
齊
東
野
語
』
卷
一
六
「
金

剛
鑽
」
に
も
）。「
羚
」
を
「
羖
」
に
誤
る
こ
と
は
『
本
草
綱
目
』
卷
五
一
獸
部
麢
羊
の
條
に
見
え
る
（
人
民
衛
生
出
版
社
、

一
九
八
一
）。
す
な
わ
ち
、
羚
→
羖
→

（
羖
の
俗
字
）
→
牯
。（
し
た
が
っ
て
「
羚
羊
掛
角
」（
沒
蹤
跡
）
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
。）
こ
の
牯
羊
角
（
羚
羊
角
）
は
「
金
剛
不
壞
之
體
」
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
。「
金
剛
不
壞

之
體
」
は
「
眞
如
法
身
」
の
譬
喩
で
あ
り
、
牯
羊
角
は
妄
想
の
譬
喩
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
な
に
を
指
し
て
い
る
の
か
が
こ

の
一
則
の
關
鍵
で
あ
る
。

○
時
有
人
問
‥
如
何
是
金
剛
不
壞
之
體
？ 

師
云
‥
世
界
壞
時
作
摩
壞
？　
「
金
剛
不
壞
之
體
」
は
世
界
が
壞
滅
す
る
と
き
に

も
壞
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
龍
牙
居
遁
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

龍
牙
和
尚
云
‥
「
夫
言
修
道
者
，
此
是
勸
喻
之
詞
、
接
引
之
語
。
從
上
已
來
，
無
法
與
人
。
只
是
相
承
種
種
方
便
，

爲
説
出
意
旨
，
令
識
自
心
。
究
竟
無
法
可
得
，
無
道
可
修
。
故
云
‥
菩
提
道
自
然
。
今
言
法
者
，
是
軌
持
之
名
。
道

是
衆
生
體
性
。
未
有
世
界
，
早
有
此
性
；
世
界
壞
時
，
此
性
不
滅
，
喚
作
隨
流
之
性
，
常
無
變
異
動
靜
，
與
虛
空
齊

等
，
喚
作
世
間
相
常
住
，
亦
名
第
一
義
空
，
亦
名
本
際
，
亦
名
心
王
，
亦
名
眞
如
解
脱
，
亦
名
菩
提
涅
槃
，
百
千
異

號
，
皆
是
假
名
。
雖
有
多
名
，
而
無
多
體
，
會
多
名
而
同
一
體
，
會
萬
義
而
歸
一
心
。
若
識
自
家
本
心
，
喚
作
歸
根

得
旨
。
譬
如
人
欲
得
諸
流
水
，
但
向
大
海
中
求
；
欲
識
萬
法
之
相
，
但
向
心
中
契
會
。
會
得
玄
理
，
擧
體
全
眞
。
萬

像
森
羅
，
一
法
所
印
。」（『
宗
鏡
錄
』
卷
九
八
）

そ
も
そ
も
〈
道
を
修
せ
よ
〉
と
い
う
の
は
、
励
ま
し
て
言
う
も
の
で
あ
り
、
導
く
た
め
の
言
葉
だ
。
も
と
も
と
人
に
與
え
る
法
は
な

い
。
た
だ
受
け
繼
が
れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
方
便
で
佛
法
の
趣
旨
を
説
き
示
し
て
、
自
己
の
心
を
解
ら
せ
る
の
だ
。
つ
ま
り
は
得う

べ

き
法
も
な
く
、
修
行
す
べ
き
道
も
な
い
。
だ
か
ら
「
菩
提
の
道
は
自
然
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
い
ま
〈
法
〉
と
い
う
の
は
、

（
規
範
と
し
て
）
保
持
す
べ
き
も
の
に
名
づ
け
た
も
の
だ
。〈
道
〉
は
衆
生
の
本
性
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
だ
世
界
が
出
現
し
な
か
っ
た
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と
き
に
も
、
す
で
に
こ
の
性
は
あ
っ
た
し
、
世
界
が
壞
れ
る
と
き
に
も
、
こ
の
性
は
消
滅
せ
ず
、
流
れ
に
ま
か
せ
る
性
と
呼
ん
で
、

と
こ
し
え
に
變
易
も
動
靜
も
せ
ず
、
虛
空
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
〈
世
間
の
生
滅
變
化
す
る
姿
は
そ
の
ま
ま
で
常
住
の
姿
〉

と
か
、〈
第
一
義
空
〉〈
本
際
〉〈
心
王
〉〈
眞
如
解
脱
〉〈
菩
提
涅
槃
〉
な
ど
と
呼
び
、
さ
ま
ざ
ま
に
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
み
な
假
り
に

名
づ
け
た
も
の
だ
。
名
は
多
い
が
本
體
は
一
つ
だ
。
多
名
だ
が
同
一
の
本
體
な
る
こ
と
を
知
り
、
よ
ろ
ず
の
教
義
が
一
心
に
歸
一
す

る
こ
と
を
知
る
。
そ
う
し
て
自
分
自
身
の
本
心
が
解
っ
た
な
ら
、〈
根
源
に
歸
っ
て
玄
旨
を
得
た
〉
と
呼
ぶ
。
た
と
え
ば
さ
ま
ざ
ま
な

川
の
水
を
得
た
い
な
ら
、
大
海
に
求
め
れ
ば
よ
い
よ
う
に
、
諸
法
の
相
を
知
り
た
い
な
ら
、
心
に
契
合
す
れ
ば
よ
い
の
だ
。
玄
理
を

會
得
し
た
な
ら
、
全
體
が
ま
る
ご
と
眞
で
あ
り
、
す
べ
て
の
現
象
と
存
在
は
、
心
が
現
出
し
た
も
の
な
の
だ
。

こ
こ
に
い
う
「
不
滅
の
此
の
性
」
を
鏡
清
は
「
金
剛
不
壞
之
體
」
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
す
べ
て
假
り
の
名
で

あ
っ
て
、
つ
ま
り
は
「
一
心
」
の
謂
い
で
あ
る
。
趙
州
從
諗
（
七
七
八
～
八
九
七
）
は
「
此
の
性
」
は
な
に
か
と
問
わ
れ

て
「
四
大
五
陰
」
の
肉
身
と
答
え
た
。

「
未
有
世
間
時
，
早
有
此
性
；
世
界
壞
時
，
此
性
不
壞
。
從
一
見
老
僧
後
，
更
不
是
別
人
。
只
是
一
箇
主
人
公
。
遮
箇

更
用
向
外
覓
物
作
什
麼
？ 

正
恁
麼
時
，
莫
轉
頭
換
腦
。
若
轉
頭
換
腦
，
即
失
却
去
也
。」
時
有
僧
問
‥
「
承
師
有
言
‥

『
世
界
壞
時
，
此
性
不
壞
。』
如
何
是
此
性
？
」
師
曰
‥
「
四
大
五
陰
。」
僧
曰
‥
「
此
猶
是
壞
底
。
如
何
是
此
性
？
」

師
曰
‥
「
四
大
五
陰
。」（『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
二
八
趙
州
從
諗
和
尚
上
堂
語
）

「
壞
れ
る
」
と
言
っ
た
の
は
大
隨
法
眞
（
八
三
九
～
九
一
九
）
で
あ
る
が
、
上
引
の
趙
州
と
同
じ
立
場
を
裏
か
ら
言
っ
た
の

で
あ
る
。

『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
一
益
州
大
隨
法
眞
禪
師
章　

僧
問
‥
「
劫
火
洞
然
，
大
千
俱
壞
。
未
審
此
箇
還
壞
也
無
？
」
師

云
‥
「
壞
。」
僧
云
‥
「
恁
麼
即
隨
他
去
也
。」
師
云
‥
「
隨
他
去
也
。」

同
じ
問
い
に
龍
濟
紹
修
（
羅
漢
桂
琛
嗣
）
は
「
壞
れ
ぬ
」
と
答
え
、
理
由
を
「
此
の
性
は
大
千
世
界
と
同
じ
だ
か
ら
」
と
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言
っ
た
。

『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
二
四　

問
‥「
劫
火
洞
然
，
大
千
俱
壞
。
未
審
這
个
還
壞
也
無
？
」
師
曰
‥　
「
不
壞
。」
曰
‥「
爲

什
麼
不
壞
？
」
師
曰
‥
「
爲
同
於
大
千
。」

つ
ま
り
「
金
剛
不
壞
の
法
身
」
は
同
時
に
「
四
大
五
陰
の
肉
身
」
で
あ
る
。

○
爲
什
摩
唯
怕
牯
羊
角
？ 

師
云
‥
要
汝
盡
却　

な
ぜ
牯
羊
角
だ
け
を
怖
れ
る
の
か
―
―
（
そ
れ
に
は
答
え
ず
）
き
み
に
「
盡

却
」
し
て
も
ら
い
た
い
の
だ
。「
盡
却
」
は
あ
と
に
「
牯
羊
角
盡
時
」
と
い
う
の
か
ら
推
し
て
「
な
く
す
、
な
く
な
る
」

意
。
何
を
か
？
「
牯
羊
角
」
を
で
あ
る
。

○
如
何
是
牯
羊
角
？ 
師
云
‥
洎
道
驚
殺
汝　
「
牯
羊
角
」
と
は
何
か
―
―
わ
た
し
か
ら
は
言
わ
な
い
。

○
僧
曰
‥
體
壞
時
，
角
還
存
也
無
？ 

師
云
‥
不
是
過
夏
物　

金
剛
不
壞
の
身
體
が
「
牯
羊
角
」
に
よ
っ
て
壞
れ
る
と
き
も
、

「
牯
羊
角
」
は
壞
れ
ず
に
の
こ
り
ま
す
か
―
―
壞
れ
な
い
。
趙
州
が
い
う
「
壞
れ
ぬ
四
大
五
陰
」。

○
僧
曰
‥
只
如
牯
羊
角
盡
時
，
還
得
相
應
也
無
？ 

師
云
‥
不
同
汝
歸
意　

で
は
、「
牯
羊
角
」
が
盡
き
る
時
が
來
た
ら
、
ピ

タ
リ
と
（
眞
理
と
）
一
體
に
な
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
―
―
き
み
の
考
え
て
い
る
歸
著
と
は
異
な
る
。
僧
は
わ
が
身
と
は
べ

つ
に
〈
眞
理
〉
が
あ
っ
て
、
そ
れ
と
ひ
と
つ
に
な
る
の
が
究
極
だ
と
考
え
て
い
る
。

○
僧
曰
‥
不
同
歸
意
者
如
何
？ 

師
云
‥
千
金
不
改
耕　

で
は
わ
た
し
の
考
え
る
歸
著
と
異
な
る
師
の
歸
著
と
は
な
ん
で

し
ょ
う
か
―
―
そ
れ
は
け
っ
し
て
き
み
に
言
わ
な
い
。

○
只
如
牯
羊
角
，
明
得
什
摩
邊
事
？　
「
牯
羊
角
」
が
な
に
を
い
う
の
か
、
僧
に
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
た
め
、
ど
う
い
う
次

元
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
か
を
問
う
た
。

○
上
士
聊
聞
便
了
却
，
中
下
意
思
莫
能
知　
「
證
道
歌
」
の
「
上
士
は
一
決
し
て
一
切
了
じ
、
中
下
は
多
聞
に
し
て
多
く
信

ぜ
ず
」（『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
三
〇
）
に
據
る
。
上
士
な
ら
（
道
を
聞
け
ば
）
た
だ
ち
に
解
る
は
ず
だ
。
鏡
清
は
教
え
ず
、
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僧
は
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
に
終
わ
っ
た
。

○
資
福　

資
福
貞
邃
、
仰
山
慧
寂
の
嗣
。
生
卒
年
未
詳
。
本
書
卷
一
九
。

○
資
福
以
手
點
胸　

手
で
胸
を
ポ
ン
と
示
し
た
。「
金
剛
不
壞
之
體
」
と
は
こ
の
（
生
身
の
）
自
己
だ
。

○
資
福
以
兩
手
頭
上
作
羊
角
勢　

兩
手
で
自
己
の
頭
上
に
羊
の
角
の
か
た
ち
を
作
っ
て
見
せ
た
。「（
生
身
の
）
自
己
」
に
な

い
も
の
、
妄
想
と
い
う
つ
も
り
。

○
師
因
此
示
衆　

資
福
の
示
唆
を
ふ
ま
え
て
、
鏡
清
は
も
う
い
ち
ど
問
題
提
起
を
す
る
。「
牯
羊
角
は
堅
密
で
は
な
い
か
ら
、

す
べ
て
露
顯
し
て
い
る
。
金
剛
不
壞
の
身
體
は
、
た
だ
牯
羊
角
だ
け
を
怖
れ
る
。
そ
の
角
を
持
ち
上
げ
よ
う
と
す
れ
ば
、

そ
の
身
體
を
現
わ
し
見
せ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
さ
あ
、
身
體
と
角
が
出
そ
ろ
っ
た
。
諸
君
は
ど
う
理
會
す
る
の
か
。」
金

剛
不
壞
之
體
は
「
眞
如
法
身
」、
牯
羊
角
は
四
大
五
陰
の
肉
身
、
兩
者
は
一
體
、
そ
し
て
そ
の
い
ず
れ
も
妄
想
の
所
産
に

す
ぎ
な
い
。
そ
れ
が
諸
君
の
今
あ
る
自
己
な
の
だ
。
さ
あ
、
こ
れ
を
ど
う
用
い
る
の
か
。

〔
三
八
〕
談
體
頌

又
談
體
頌
云
‥

「
體
含
衆
像
像
分
明
，        

離
體
含
形
形
轉
精
。

清
明
妙
淨
誰
能
弁
？ 

釋
迦
掩
室
竭
羅
城
。」

【
訓
讀
】

又
た
「
談
體
頌
」
に
云
く
、

「
體
は
衆
像
を
含
み
て
像
は
分
明
、
體
を
離
れ
て
形
を
含
め
ば
形
轉う

た

た
精
な
り
。　

清
明
妙
淨
な
る 

誰
か
能
く
弁
ぜ
ん
？ 

釋
迦
は
室
を
竭
羅
城
に
掩
う
。」
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【
日
譯
】

さ
ら
に
「
體
を
談か

た

る
頌う

た

」
を
作
っ
て
言
っ
た
、

「
金
剛
不
壞
の
體
は
無
數
の
姿
と
な
っ
て
現
わ
れ 

個
々
の
姿
は
み
な
鮮
明
、

そ
の
體
を
離
れ
て
現
わ
れ
た
姿
は
い
よ
い
よ
精
明
だ
。

清
明
妙
淨
な
る
そ
の
當
體
を
誰た

れ

か
言
擧
げ
で
き
よ
う
、

釋
迦
牟
尼
佛
も
摩マ

カ

ダ
竭
陀
の
城ま

ち

で
居
室
を
閉
ざ
さ
れ
た
と
い
う
。」

【
注
釋
】

○
本
頌
は
本
書
の
み
の
收
錄
。
内
容
は
前
則
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

○
體
含
衆
像
像
分
明　

金
剛
不
壞
の
體
は
森
羅
萬
象
に
現
わ
れ
て
、
ど
の
像
も
鮮
明
。「
體
含
衆
像
」
は
前
則
に
い
う
「
盡

十
方
世
界
都
來
是
金
剛
不
壞
之
體
」
を
言
い
換
え
た
も
の
。

○
離
體
含
形
形
轉
精　
「
金
剛
不
壞
之
體
」
と
い
う
觀
念
妄
想
を
離
れ
た
心
に
現
わ
れ
た
像
は
よ
り
い
っ
そ
う
精
明
だ
。「
離

體
」
と
は
、
前
則
で
の
「
金
剛
不
壞
之
體
」
も
「
牯
羊
角
」
も
觀
念
妄
想
で
し
か
な
い
と
い
う
、
そ
う
し
た
一
切
の
觀
念

妄
想
を
離
れ
た
あ
り
か
た
を
い
う
。「
一
切
の
觀
念
を
離
れ
た
あ
り
か
た
」
と
は
、
一
切
の
限
定
を
絶
し
た
當
體
と
相
應

す
る
こ
と
で
あ
り
、『
傳
心
法
要
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
の
が
參
考
と
な
ろ
う
。

此
心
無
始
已
來
，
不
曾
生
，
不
曾
滅
，
不
青
不
黃
，
無
形
無
相
，
不
屬
有
無
，
不
計
新
舊
，
非
長
非
短
，
非
大
非
小
，
超

過
一
切
限
量
名
言
，
蹤
跡
對
待
，
當
體
便
是
，
動
念
即
差
。
猶
如
虛
空
無
有
邊
際
，
不
可
測
度
。（
入
矢
義
高
『
傳
心
法

要
・
宛
陵
錄
』
六
頁
）

こ
の
心
は
無
始
よ
り
こ
の
か
た
、
生
ず
る
こ
と
も
な
く
、
滅
す
る
こ
と
も
な
く
、
一
切
の
色い

ろ

の
範
疇
に
屬
さ
ず
、
姿
か
た
ち
も
な
く
、

有
る
と
か
無
い
と
か
で
規
定
で
き
ず
、
新
し
い
と
も
古
い
と
も
考
え
ら
れ
ず
、
長
く
も
な
く
短
く
も
な
く
、
大
き
く
も
な
く
小
さ
く
も
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な
く
、
一
切
の
限
定
・
表
現
を
絶
し
、
跡
づ
け
る
こ
と
も
で
き
ず
、
相
對
的
な
あ
り
か
た
を
離
れ
て
あ
り
、
そ
の
も
の
そ
の
ま
ま
が
そ

れ
で
あ
り
、
そ
れ
を
思
念
し
た
と
た
ん
に
差
誤
す
る
。
そ
れ
は
涯は

て

が
な
く
、
お
し
は
か
る
こ
と
の
で
き
ぬ
虛
空
の
よ
う
で
あ
る
。

な
お
「
體
含
衆
像
像
分
明
」
が
、
觀
念
的
に
言
い
止
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
對
し
て
、「
離
體
含
形
形
轉
精
」
は
自

ら
の
體
驗
に
裏
打
ち
さ
れ
た
表
現
の
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。

○
清
明
妙
淨
誰
能
弁
？ 

釋
迦
掩
室
竭
羅
城　
「
清
明
妙
淨
」
は
、
一
切
の
限
定
を
絶
し
た
當
體
。「
釋
迦
掩
室
竭
羅
城
」
は

『
肇
論
』
涅
槃
無
名
論
の
句
「
釋
迦
掩
室
於
摩
竭
，
淨
名
杜
口
於
毘
耶
」
に
よ
る
。

夫
涅
槃
之
爲
道
也
，
寂
寥
虛
矌
，
不
可
以
形
名
得
；
微
妙
無
相
，
不
可
以
有
心
知
。
超
群
有
以
幽
升
，
量
太
虛
而
永
久
，

隨
之
弗
得
其
蹤
，
迎
之
罔
眺
其
首
，
六
趣
不
能
攝
其
生
，
力
負
無
以
化
其
體
。
潢
漭
惚
恍
，
若
存
若
往
，
五
目
不
覩
其

容
，
二
聽
不
聞
其
響
。
冥
冥
窈
窅
，
誰
見
誰
曉
？ 

彌
綸
靡
所
不
在
，
而
獨
曳
於
有
無
之
表
。
然
則
言
之
者
失
其
眞
，
知

之
者
反
其
愚
，
有
之
者
乖
其
性
，
無
之
者
傷
其
軀
。
所
以
釋
迦
掩
室
於
摩
竭
，
淨
名
杜
口
於
毘
耶
，
須
菩
提
唱
無
説
以
顯

道
，
釋
梵
絶
聽
而
雨
華
；
斯
皆
理
爲
神
御
，
故
口
以
之
而
默
，
豈
曰
無
辯
？ 

辯
所
不
能
言
也
。

涅
槃
の
道

あ
り
か
たは

、
空
寂
と
し
て
虛
空
の
広
大
な
る
が
ご
と
く
、
形
や
名
に
よ
っ
て
は
捉
え
ら
れ
ず
、
そ
の
微
妙
な
る
無
相
の
さ
ま
は
、
心

の
分
別
作
用
に
よ
っ
て
は
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
切
の
存
在
を
超
え
て
別
次
元
に
昇
っ
て
い
て
、
太
虛
を
呑
み
込
ん
で
永
久
で
あ

る
。
そ
の
後
ろ
に
つ
い
て
い
っ
て
も
其
の
蹤
を
見
い
だ
せ
ず
、
そ
の
前
か
ら
迎
え
よ
う
と
し
て
も
そ
の
兆
候
は
見
え
ず
、
六
道
の
迷
い

の
存
在
は
そ
の
生

は
た
ら
きを

制
御
で
き
ず
、
造
化
の
力は

た
ら
き負

に
よ
っ
て
も
其
の
體
は
變
化
す
る
こ
と
が
な
い
。
は
て
し
も
な
く
と
ら
え
が
た
く
、

い
ま
存
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
り
、
去
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
も
あ
り
、
五
眼
（
肉
・
天
・
慧
・
法
・
佛
の
五
眼
）
で
も
そ
の
容す

が
たは

見

え
ず
、
二
聽
（
天
耳
・
人
耳
）
も
そ
の
響
き
は
聞
こ
え
な
い
。
冥ぼ

ん
や
り冥

と
し
て
窈

は
か
り
し
れ
ず

窅
、
誰
も
見
た
り
知
っ
た
り
は
で
き
な
い
。
遍
滿
し
て

存
在
し
な
い
と
こ
ろ
と
て
な
く
、
し
か
も
有
る
無
し
と
い
う
二
見
を
超
え
出
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て

言
擧
げ
す
れ
ば
、
そ
の
眞
の
あ
り
方
を
見
失
い
、
こ
う
い
う
も
の
だ
と
知
っ
て
斷
定
す
れ
ば
愚
者
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
は
有
る
の
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だ
と
し
た
な
ら
そ
の
本
來
の
あ
り
方
と
食
い
違
い
、
無
い
の
だ
と
し
た
な
ら
そ
の
體
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
釋
迦
牟

尼
佛
は
マ
ガ
ダ
國
で
居
室
を
閉
ざ
し
て
法
を
言
擧
げ
せ
ず
、
維
摩
居
士
は
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
ー
リ
ー
の
町
で
口
を
閉
ざ
し
、
須
菩
提
は
説
か

ぬ
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
で
道
を
明
ら
か
に
し
、
帝
釋
や
梵
天
は
聽
く
こ
と
を
斷
ち
き
る
聞
き
方
を
し
て
華
を
雨
ふ
ら
せ
讚
嘆
し
た
。

こ
れ
は
眞
實
の
理
法
に
よ
っ
て
神こ

こ
ろが

制
御
さ
れ
て
い
た
の
で
、
口
は
默
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
何
も
説
か
な
か
っ
た
と
い
え

よ
う
、
言
葉
で
説
く
こ
と
が
で
き
な
い
消
息
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
竭
羅
城
」
は
、
釋
迦
牟
尼
が
悟
っ
た
法
は
あ
ま
り
に
も
難
解
で
あ
る
た
め
、「
默
然
な
る
に
如
か
ず
」
と
し
て
、
マ
ガ

ダ
國
で
數
十
日
も
法
を
説
か
れ
な
か
っ
た
、
そ
の
マ
ガ
ダ
國
を
指
す
。
し
か
し
、
梵
名M

agadha

は
、
摩
揭
陀
・
摩
竭

陀
・
摩
竭
提
・
摩
伽
陀
・
摩
訶
陀
・
默
竭
陀
・
墨
竭
提
・
摩
竭
・
摩
揭
と
音
譯
さ
れ
（
望
月
『
佛
教
大
辭
典
』
四
二
七
二

頁
）、「
竭
羅
」
と
は
表
記
さ
れ
る
例
を
見
な
い
が
、『
首
楞
嚴
經
』
の
舞
台
と
な
っ
た
室
羅
筏
城
に
引
き
寄
せ
て
言
っ
た

も
の
か
。

〔
三
九
〕
景
禪
を
哀
嘆
し
て
吟
ず

又
因
嘆
景
禪
吟
‥

（
一
）
嘆
汝
景
禪
去
何
速
？ 

雖
不
同
道
當
眼
目
，
尒
今
永
劫
不
曾
虧
，
地
水
火
風
還
故
國
。

（
二
）
好
也
好
，
也
大
奇
，
忙
忙
宇
宙
幾
人
知
？ 
瑩
淨
寧
閑
追
路
絶
，
青
山
淥
嶂
白
雲
馳
。

（
三
）
歌
好
歌
，
笑
好
笑
，
誰
肯
便
作
此
中
調
？ 

難
提
既
與
君
湊
機
，
其
旨
無
不
諧
其
要
。

（
四
）
格
志
異
，
氣
骨
高
，
森
羅
咸
會
一
靈
毫
。 

雖
然
示
作
皆
同
電
，
出
岫
藏
峯
徒
思
勞
。

（
五
）
希
奇
地
，
劍
吹
毛
，
脱
罩
騰
籠
任
性
遊
。 

此
界
他
界
如
水
月
，
幾
般
應
跡
妙
逍
遙
？
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【
訓
讀
】

又
た
景
禪
を
嘆
ず
る
に
因
り
て
吟
ず
、

（
一
）
汝
景
禪
を
嘆
ず 

去
る
こ
と
何
ぞ
速
や
か
な
る
。
同
道
し
て
眼
目
に
當
ら
ざ
る
と
雖
も
、
尒

な
ん
じ

今
も
永
劫
に
も
曾
て
虧

か
ず
。
地
水
火
風 

故
國
に
還
る
。

（
二
）
好
し
也ま

た
好
し
、
也や

大た
い

奇き

。
忙
忙
た
る
宇
宙 

幾
人
か
知
る
。
瑩
淨
寧
閑
と
し
て
追
路
絶
え
、
青
山
淥
嶂
に
白
雲
馳は

す
。

（
三
）
好
き
歌
を
歌
い
、
好
き
笑
い
を
笑
う
。
誰
か
肯
え
て
便
ち
此こ中
の
調
べ
を
作
さ
ん
。
難
提
既
に
君
と
機
に
湊か

な

い
、

其
の
旨
は
其
の
要
に
諧か

な

わ
ざ
る
無
し
。

（
四
）
格
志
は
異
に
し
て
、
氣
骨
は
高
し
。
森
羅
は
咸

こ
と
ご
とく

會
す
一
靈
毫
。
示
作
す
る
と
雖い

え
ど然

も
皆
な
電
に
同
じ
、
出
岫
藏

峯
徒い

た
ずら

に
思
勞
す
る
の
み
。

（
五
）
希
奇
の
地
、
劍
は
吹
毛
、
脱
罩
騰
籠
し
性
に
任
せ
て
遊
ぶ
。
此
界
他
界
は
水
月
の
如
し
、
幾
般
か
應
跡
し
て
妙
に

逍
遙
せ
ん
。

【
日
譯
】

ま
た
景
禪
の
早
世
を
哀
嘆
し
て
詠
ず
。

（
一
）
あ
あ
！ 

な
ん
じ
景
禪
よ
、
世
を
去
る
こ
と
何
と
速
や
か
な
る
。

同
じ
道
を
歩
ん
で
眼
の
前
に
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、

君
の
本
性
は
今
も
永
遠
に
虧
け
る
こ
と
は
な
い
。

君
の
肉
身
は
本
來
の
家
郷
に
歸
っ
て
し
ま
っ
た
。

（
二
）
よ
し 

よ
し
、
す
ば
ら
し
い
ぞ
。
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果
て
し
な
く
廣
が
る
宇
宙
に
君
が
本
來
の
家
郷
に
歸
っ
た
こ
と
を
ど
れ
だ
け
の
人
が
知
っ
て
い
よ
う
。

清
く
ひ
そ
と
靜
ま
り
、
も
は
や
君
の
跡
を
追
う
路
は
絶
え
た
。

青
い
山
、
綠
の
山
竝
み
に
白
雲
が
行
き
交
っ
て
い
る
だ
け
だ
。

（
三
）
君
は
よ
く
歌
い
、
よ
く
笑
っ
た
。

今
や
そ
の
よ
う
な
調
べ
を
歌
え
る
者
は
誰
も
い
な
い
。

難
提
は
君
と
の
機
緣
が
か
な
っ
て
い
た
か
ら
に
は
、

難
提
の
氣
持
ち
は
君
の
願
い
に
ぴ
た
り
と
合
っ
て
い
た
の
だ
。

（
四
）
高
雅
な
志
は
人
に
す
ぐ
れ
、
信
念
を
曲
げ
ぬ
精
神
は
氣
高
い
。

君
の
一
本
の
毛
に
も
森
羅
萬
象
が
具
足
し
て
い
る
。

世
に
化
現
し
て
電
光
の
よ
う
に
一
瞬
に
し
て
消
え
、

山
の
洞
窟
よ
り
出
た
雲
が
峯
を
藏か

く

す
よ
う
に
、
人
は
む
な
し
く
思
い
を
馳
せ
る
。

（
五
）
な
ん
と
も
み
ご
と
な
、
吹
毛
の
劍
。

そ
の
劍
も
て
君
は
生
死
の
籠ろ

う

罩と
う

よ
り
抜
き
ん
出
て
、
思
い
の
ま
ま
に
遊
ぶ
。

こ
ち
ら
の
世
界
も
あ
ち
ら
世
界
も
水
に
映
る
月
の
よ
う
に
實
體
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
が
、

ど
れ
ほ
ど
の
人
が
君
の
化
現
の
よ
う
に
み
ご
と
に
（
生
死
に
）
逍
遙
で
き
よ
う
。

【
注
釋
】

○
本
則
は
本
書
の
み
の
收
錄
で
あ
る
。

○
又
因
嘆
景
禪
吟　

若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
景
禪
を
悼
ん
で
詠
ん
だ
も
の
、
五
章
よ
り
成
る
。「
景
禪
」
は
未
詳
、
ま
た
鏡

清
と
の
關
係
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
鏡
清
と
と
も
に
雪
峯
に
參
じ
た
道
友
で
あ
ろ
う
。
景
禪
と
は
、
僧
諱
の
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一
字
が
「
景
」
の
人
、
雲
門
文
偃
を
偃
禪
と
稱
す
る
例
（
卷
一
一
雲
門
和
尚
章
）
が
本
書
に
あ
る
。

○
嘆
汝
景
禪
去
何
速
？ 

雖
不
同
道
當
眼
目　
「
當
眼
目
」、
意
は
「
當
眼
」（
眼
前
に
在
り
）
に
同
じ
。

○
尒
今
永
劫
不
曾
虧
，
地
水
火
風
還
故
國　
「
尒
」
原
本
は
「
个
」
に
作
る
が
、「
尒
」
の
破
字
で
あ
る
。「
曾
て
虧
か
ざ
る
」

も
の
と
は
、
汝
の
本
性
。「
地
水
火
風
」
は
景
禪
の
色
身
を
構
成
す
る
四
大
。「
還
故
國
」
は
、
本
來
の
家
郷
（
法
身
）
に

歸
る
こ
と
。

○
好
也
好
，
也
大
奇
，
忙
忙
宇
宙
幾
人
知
？　
「
好
也
好
，
也
大
奇
」
は
、
故
國
（
本
來
の
家
郷
）
に
歸
っ
た
こ
と
を
言
う
。

「
忙
忙
」
は
「
茫
茫
」
に
通
ず
。

「
茫
茫
宇
宙
」
は
「
茫
茫
宇
宙
人
無
數
」（
は
て
し
な
き
宇
宙
に
生
き
る
人
は
數
知
れ
ず
）
の
句
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

『
趙
州
錄
』
卷
中
、「
問
‥
如
何
是
和
尚
家
風
？ 

師
云
‥
茫
茫
宇
宙
人
無
數
。
云
‥
請
和
尚
不
答
話
。
師
云
‥
老
僧
合
與

麼
。」
ま
た
『
古
尊
宿
語
錄
』
卷
三
九
智
門
祚
禪
師
語
録
、「
茫
茫
宇
宙
人
無
數
，
幾
箇
男
兒
是
丈
夫
。」

「
幾
人
知
」
と
は
、（
宇
宙
に
人
は
無
數
だ
が
）
故
國
に
歸
っ
た
こ
と
を
幾
人
が
知
っ
て
い
よ
う
か
の
意
。

○
瑩
淨
寧
閑
追
路
絶
，
青
山
淥
嶂
白
雲
馳　

沒
蹤
跡
な
る
を
詠
ず
。「
淥
」
は
「
綠
」
と
音
通
。

○
歌
好
歌
，
笑
好
笑
，
誰
肯
便
作
此
中
調　

豁
逹
に
し
て
英
年
早
逝
し
た
景
禪
を
惜
し
ん
で
言
う
。

○
難
提
既
與
君
湊
機
，
其
旨
無
不
諧
其
要　
「
難
提
」
は
雪
峯
義
存
の
卵
塔
の
號
で
あ
り
、
雪
峯
を
指
す
。
景
禪
は
鏡
清
と

と
も
に
雪
峯
に
參
じ
た
道
友
で
あ
り
、
雪
峯
の
禪
に
契
合
し
た
。

雪
峯
が
自
ら
作
っ
た
「
塔
銘
」
に
言
う
、「
卵
塔
號
難
提
」（『
雪
峯
語
錄
』
卷
下
、『
明
覺
禪
師
語
錄
』
卷
一
）。
ま
た
鼓
山

士
珪
（
一
〇
八
三
～
一
一
四
六
、
嗣
佛
眼
清
遠
）「
十
無
偈
」
の
一
つ
で
あ
る
「
無
縫
塔
」（
慧
忠
國
師
の
無
縫
塔
を
滿
月
の

ご
と
き
法
身
に
喩
え
た
偈
）
に
、「
團
欒
佛
眼
不
能
窺
，
底
事
巍
巍
聖
莫
知
。
香
霧
幾
重
藏
不
得
，
寒
光
一
點
照
無
時
。
髑

髏
識
盡
方
還
爾
，
色
相
情
忘
始
到
伊
。
覿
面
堂
堂
難
辨
的
，
曾
郎
潦
倒
號
難
提
。（
圓
月
の
よ
う
な
無
縫
塔
は
佛
眼
で
も
窺
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う
こ
と
は
で
き
ず
、
ど
う
し
た
こ
と
か
そ
の
雄
大
な
さ
ま
を
聖
人
も
知
ら
ぬ
。
ど
ん
な
に
深
い
霧
も
隱
し
お
お
せ
ず
、
一
點
の

寒
光
が
不
斷
に
光
っ
て
い
る
。
意
識
の
滅
盡
し
た
髑
髏
に
な
っ
て
は
じ
め
て
こ
の
よ
う
に
な
り
、
こ
の
身
の
妄
情
を
忘
じ
て
こ

そ
塔
に
到
達
す
る
。
目
の
當
り
に
現
わ
れ
て
い
て
も
見
て
取
り
が
た
い
が
、
老
い
た
雪
峯
は
そ
れ
を
難
提
と
號
し
た
）」（『
人
天

眼
目
』
卷
六
）。

『
祖
庭
事
苑
』
卷
一
雪
竇
洞
庭
錄
に
、「
難
提
‥
梵
に
塔
婆
と
云
い
、
此
に
方
墳
と
言
う
。
或
い
は
支
提
と
云
い
、
或
い
は

難
提
と
云
い
、
此
に
滅
惡
と
言
う
。
或
い
は
抖と

藪そ
う

波ば

と
云
い
、
此
に
贊
護
と
言
う
。
或
い
は
窣そ

堵と

波ば

と
云
い
、
此
に
靈
廟

と
云
い
、
或
い
は
高
顯
と
云
う
」
と
あ
る
の
は
、
難
提
を
塔
婆
の
意
と
解
す
る
最
初
で
あ
る
。

「
湊
機
」
は
「
投
機
」
に
同
じ
。「
湊
」
は
「
投
」「
逗
」
と
同
韻
の
借
字
。『
祖
堂
集
』
卷
一
三
福
先
招
慶
和
尚
章
、「
遂

に
乃
ち
毳ぜ

い

を
擁ま

と

い
て
參
尋
し
、
初
め
鼓
山
・
長
慶
・
安
國
に
見ま

み

ゆ
る
も
、
未
だ
機
緣
に
湊か

な

わ
ず
、
保
福
の
門
に
登
る
を
以

て
、
頓
に
他
遊
の
路
を
息や

む
。」

○
格
志
異
，
氣
骨
高
，
森
羅
咸
會
一
靈
毫　

君
は
氣
高
い
精
神
を
も
ち
、
そ
の
一
本
の
髪
の
毛
に
も
森
羅
萬
象
が
具
足
し

て
（
生
ま
れ
て
き
て
）
い
る
。「
格
志
」
の
用
例
は
、
わ
ず
か
に
宋
・
孔
平
仲
『
清
江
三
孔
集
』
卷
二
五
「
送
郭
聖
原
歸

廬
陵
」
に
、「
文
章
豪
逸
難
爲
敵
、
格
志
孤
高
自
出
凡
。（
文
章
は
豪
放
で
匹
敵
す
る
も
の
は
な
く
、
孤
高
な
る
氣
高
い
志
は

お
の
ず
と
非
凡
だ
っ
た
）」
と
見
え
る
。

「
森
羅
咸
會
一
靈
毫
」
は
、
華
嚴
の
「
一
即
多
、
多
即
一
」
の
意
。『
法
王
經
』、「
於
一
毛
孔
中
安
置
一
切
世
界
，
一
切
世

界
入
一
衆
生
身
」（
Ｔ
八
五
・
一
三
八
五
下
）。

○
雖
然
示
作
皆
同
電
，
出
岫
藏
峯
徒
思
勞　

君
の
化
現
は
電
光
の
よ
う
に
一
瞬
の
間
、
そ
れ
は
洞
窟
よ
り
湧
き
出
た
雲
が
瞬

時
に
し
て
綠
の
峯
を
隱
し
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
人
に
む
な
し
い
思
い
を
起
こ
さ
せ
る
。

「
示
作
」
は
、
佛
・
菩
薩
が
衆
生
濟
度
の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
姿
を
も
っ
て
世
に
出
現
す
る
こ
と
。
八
〇
卷
『
華
嚴
經
』
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卷
六
八
、「
我
れ
時
に
即
ち
種
種
の
方
便
を
以
て
、
而
し
て
之こ

れ

を
救
濟
す
。
海
難
の
者
の
爲た

め

に
は
船
師
・
魚
王
・
馬
王
・

龜
王
・
象
王
・
阿
修
羅
王
、
及お

よ以
び
海
神
を
示▼

▼作
し
、
彼
の
衆
生
の
爲た

め

に
惡
風
雨
を
止
め
、
大
波
浪
を
息
め
、
其
の
道
路

を
引み

ち
びき

、
其
の
洲
岸
を
示
し
、
怖
畏
す
る
を
免
れ
し
め
、
悉
く
安
隱
を
得
せ
し
め
ん
。」（
Ｔ
一
〇
・
三
六
九
下
）。

「
同
電
」
は
、
瞬
時
に
消
え
去
る
稲
妻
の
よ
う
。「
證
道
歌
」、「
大
千
世
界
は
海
中
の
漚
、
一
切
聖
賢
は
電
拂
の
如
し
」

（『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
三
〇
）。

「
出
岫
藏
峯
」
の
用
例
と
し
て
は
、『
丹
霞
子
淳
禪
師
語
錄
』
卷
下
頌
古
第
一
四
則
、「
僧
問
洛
浦
‥
如
何
是
祖
師
西
來

意
？ 

浦
云
‥
青
嵐
覆
處
，
出
岫
藏
峯
，
白
月
輝
時
，
碧
潭
無
影
。（
見
え
な
い
が
、
し
か
と
顯
現
し
て
い
る
）。」

○
希
奇
地
，
劍
吹
毛
，
脱
罩
騰
籠
任
性
遊　
「
希
奇
」
は
め
っ
た
に
な
い
す
ば
ら
し
い
さ
ま
、「
地
」
は
情
態
を
あ
ら
わ
す
副

詞
詞
尾
（
志
村
良
治
『
中
國
中
世
語
法
史
研
究
』
八
七
頁
）。

「
劍
吹
毛
」
は
吹
き
つ
け
た
毛
を
も
斷
ち
切
る
鋭
利
な
吹
毛
の
劍
、
悟
境
や
機
鋒
の
喩
え
。『
碧
巖
錄
』
第
一
〇
〇
則
本
則

評
唱
、「
劍
刃
上
に
毛
を
吹
い
て
之
を
試
す
に
、
其
の
毛
自お

の
ず
から

斷
つ
。
乃
ち
利
劍
之
を
吹
毛
と
謂
う
。」

「
脱
罩
騰
籠
」
は
、
罩
を
脱
し
籠
よ
り
飛
び
出
る
、
即
ち
拘
束
す
る
も
の
（
こ
こ
で
は
生
死
）
よ
り
自
由
に
な
る
意
。
臨

濟
曰
く
、「
你
若
欲
得
生
死
去
住
，
脱
著
自
由
，
即
今
識
取
聽
法
底
人
，
無
形
無
相
，
無
根
無
本
，
無
住
處
，
活
撥
撥
地
。

（
死
ぬ
も
生
き
る
も
自
分
で
決
め
る
自
由
を
得
た
い
な
ら
ば
、
い
ま
こ
こ
で
説
法
を
聽
い
て
い
る
、
固
定
し
た
姿
も
な
く
、
活
き

い
き
と
自
由
に
活
動
す
る
人
間
が
誰
で
あ
る
か
を
、
し
か
と
見
届
け
よ
！
）」（
日
譯
は
衣
川
賢
次
『
臨
濟
錄
』
注
458
、
新
國
譯

大
藏
經
『
六
祖
壇
經
・
臨
濟
錄
』
所
收
）。

○
此
界
他
界
如
水
月
，
幾
般
應
跡
妙
逍
遙　
「
此
界
」
は
こ
の
現
象
世
界
、「
他
界
」
は
あ
の
世
の
こ
と
で
は
な
く
、
先
に

「
地
水
火
風
還
故
國
」
と
吟
じ
た
よ
う
に
本
來
身
（
法
身
）
の
世
界
の
こ
と
。「
如
水
月
」
と
は
ど
ち
ら
も
實
體
と
し
て
あ

る
の
で
は
な
く
「
空
」
で
あ
り
、
生
じ
た
り
滅
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
。「
水
月
」
は
諸
法
無
自
性
な
る
喩
え
と
さ
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れ
る
十
喩
の
一
つ
。

「
應
跡
」
は
「
應
迹
」
と
も
書
き
、
機
緣
に
應
じ
て
衆
生
の
た
め
に
假
り
に
こ
の
世
に
姿
を
あ
ら
わ
す
（
化
現
す
る
）
こ

と
。『
宋
高
僧
傳
』
卷
七
大
宋
東
京
天
清
寺
傅
章
傳
、「
年
甫は

じ

め
て
十
一
、
乃
ち
本
邑
の
唯
識
師
な
る
秘
公
を
禮
し
て
師
と

爲
す
。
…
…
髪
を
削そ

り
周し

ゅ

羅ら

を
去
る
に
及
ん
で
、
秘
公
に
隨
い
五
臺
に
遊
び
、
文
殊
が
應
跡
の
地
を
禮
す
。」

〔
四
〇
〕
悟
玄
頌

又
悟
玄
頌
曰
‥

「
有
路
省
人
心
，
學
玄
者
好
尋
。

旋
機
現
體
骨
，
何
用
更
沈
吟
？

莫
嫌
淺
不
食
，
猶
勝
意
思
深
。

魚
若
有
龍
骨
，
大
小
盡
堪
任
。」

【
訓
讀
】

又
た
「
悟
玄
頌
」
に
曰
く
、

　
「
路
有
り 

人
心
を
省さ

と

る
に
、
玄
を
學
ぶ
者
は
好
ん
で
尋
ぬ
。

　

旋
機
せ
ば
體
骨
現
わ
る
、
何
ぞ
更
に
沈
吟
す
る
を
用
い
ん
。

　

嫌
う
莫
か
れ 

淺
く
し
て
食
わ
ざ
る
こ
と
を
、
猶
お
深
き
を
意
思
す
る
に
勝
る
。

　

魚
若
し
龍
骨
有
ら
ば
、
大
小
盡
く
堪た任
え
ん
。」

【
日
譯
】

ま
た
「
玄
旨
に
め
ざ
め
る
歌
」
に
言
う
、
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　「
自
心
を
悟
る
道
が
あ
る
の
に
、

　

修
行
者
は
好
ん
で
外
に
玄
旨
を
探
し
ま
わ
る
。

　

外
に
探
し
ま
わ
る
生
き
方
を
變
え
れ
ば
、
骨
格
は
全
貌
を
見
せ
る
。

　

ど
う
し
て
も
た
も
た
考
え
こ
む
こ
と
が
あ
ろ
う
。

　

君
ら
は
こ
こ
は
水
が
淺
く
て
大
物
の
魚
が
釣
れ
ぬ
と
嫌
っ
て
は
な
ら
ぬ
。

　

深
い
と
こ
ろ
へ
移
っ
て
釣
ろ
う
と
思
い
煩
う
よ
り
も
、
こ
こ
に
い
る
方
が
よ
い
。

　

龍
門
の
瀧
を
昇
る
龍
骨
が
あ
れ
ば
、

　

大
き
く
と
も
小
さ
く
と
も
佛
法
を
荷
う
力
は
あ
る
の
だ
。」

【
注
釋
】

○
本
頌
は
本
書
の
み
の
收
錄
。

○
有
路
省
人
心
，
學
玄
者
好
尋　
「
省
人
心
」
は
他
に
用
例
を
見
な
い
が
、「
わ
が
心
（
人
心
）
を
悟
る
（
省
）
道
が
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
」
の
意
に
解
す
。「
學
玄
者
」
は
修
行
僧
（
玄
學
者
）。「
好
尋
」
は
「
よ
ろ
し
く
尋
ね
ゆ
け
」
で
は
な
く

「
自
ら
好
ん
で
外
に
探
し
ま
わ
る
」
意
。
つ
ぎ
の
例
を
見
よ
。

『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
二
六
廬
山
圓
通
院
緣
德
禪
師
章
、「
師
上
堂
示
衆
曰
‥『
諸
上
座
，
明
取
道
眼
好
，
是
行
脚
僧
本
分
事
。

道
眼
若
未
明
，
有
什
麼
用
處
？ 

只
是
移
盤
喫
飯
。
道
眼
若
明
，
有
何
障
礙
？ 

若
未
明
得
，
強
説
多
端
，
也
無
用
處
，
無

事
也
好▼

尋▼

究▼

。』」

皆
さ
ん
、
道
眼
が
は
っ
き
り
と
開あ

い
て
い
れ
ば
よ
ろ
し
い
、
そ
れ
こ
そ
が
行
脚
僧
の
本
分
事
な
の
だ
。
も
し
開
い
て
い
な
け
れ
ば
、
何

の
役
に
も
た
た
ぬ
、
た
だ
叢
林
を
渡
り
歩
い
て
飯
を
食
っ
て
い
る
だ
け
だ
。
開
い
て
い
れ
ば
何
の
さ
ま
た
げ
も
な
い
。
開
い
て
い
な
け

れ
ば
、
あ
れ
こ
れ
説
い
て
や
っ
て
も
役
に
た
た
ず
、
本
來
無
事
な
の
に
外
に
尋
ね
探
る
こ
と
に
な
る
。
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○
旋
機
現
體
骨
，
何
用
更
沈
吟
？　
「
旋
機
」
は
、
ハ
ン
ド
ル
を
轉
じ
て
向
き
を
變
え
る
こ
と
。
こ
こ
で
は
「
好
尋
」（
外
に

馳
求
す
る
あ
り
方
）
を
轉
ず
る
こ
と
。

『
無
異
元
來
禪
師
廣
錄
』
卷
三
、「
上
堂
‥
『
天
地
與
我
同
根
，
萬
物
與
我
一
體
。
肇
公
祇
知
全
身
拶
入
，
要
且
不
會
轉
位

旋
機
，
殊
不
知
説
箇
一
體
，
已
成
兩
橛
。
不
見
道
‥
喚
作
如
如
，
早
是
變
易
了
也
。』」

「
天
地
は
我
と
同
じ
根
よ
り
生
じ
、
萬
物
は
我
と
一
體
だ
」
と
僧
肇
は
言
っ
た
が
、
た
だ
全
身
を
天
地
萬
物
に
突
き
入
れ
る
こ
と
を
知
っ

て
い
た
だ
け
で
、
結
局
は
位
置
を
轉
じ
機
軸
を
轉
ず
る
こ
と
が
分
か
っ
て
お
ら
ず
、
一
體
だ
と
言
擧
げ
し
た
時
點
で
、
す
で
に
二
つ
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
に
氣
づ
い
て
い
な
か
っ
た
。「
そ
れ
！ 

如
如
と
言
っ
た
と
た
ん
に
、
變
わ
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
言
わ
れ
て
い
る

で
は
な
い
か
。

「
體
骨
」
は
、
骨
格
・
骨
組
み
、
肝
心
か
な
め
の
部
分
。『
朱
子
語
類
』
卷
七
五
、「
乾
坤
即
是
易
之
體
骨
耳
。」

「
沈
吟
」
は
、「
思
量
（
考
え
こ
む
）
義
」（『
俗
語
言
研
究
』
第
三
期
《
討
論
天
地
》“
吃
沈
底
”
條
、
王
鍈
説
）、「
遲
疑
（
決

斷
で
き
ず
に
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
る
さ
ま
）」（
同
前
、
馮
春
田
説
）。
第
六
句
に
「
猶
勝
意▼

思▼

深
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
こ
は

「
思
量
」
の
義
。

○
莫
嫌
淺
不
食
，
猶
勝
意
思
深　
「
こ
こ
で
は
何
も
得
ら
れ
ぬ
と
嫌
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
得
る
も
の
が
な
い
こ
と
の
ほ
う
が
、

水
の
深
い
と
こ
ろ
へ
移
ろ
う
と
思
索
す
る
こ
と
よ
り
勝
っ
て
い
る
。」「
淺
不
食
」
と
は
、
淺
瀬
で
魚
が
餌
に
食
い
つ
か
な

い
と
思
う
こ
と
。
そ
こ
に
は
魚
が
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
魚
と
は
「
學
玄
者
」
が
探
し
求
め
て
い
る
法
の
こ
と
。「
わ

た
し
の
と
こ
ろ
（
淺
）
で
は
、
君
た
ち
が
釣
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
魚
は
い
な
い
」
と
は
、
德
山
が
「
我
宗
無
語
句
，

實
無
一
法
與
人
」（『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
五
）
と
言
う
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
君
た
ち
に
與
え
る
法
は
な
い
意
。

「
意
思
」（
考
え
思
う
）
こ
と
は
、
禪
で
は
誤
っ
た
あ
り
か
た
と
さ
れ
て
い
る
。『
天
聖
廣
燈
錄
』
卷
二
九
南
康
軍
雲
居
山

契
瑰
禪
師
章
、「
諸
上
座
，
人
人
具
足
，
各
各
圓
成
，
僧
是
僧
，
俗
是
俗
，
男
是
男
，
女
是
女
，
現
行
現
用
。
譊
訛
在
什
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麼
處
？ 

爲
什
麼
特
地
不
知
去
？ 

過
在
阿
誰
？ 

恁
麼
説
話
，
事
不
獲
已
。
還
有
會
處
麼
？ 

於
此
會
得
，
不
妨
省
徑
。
更

若
意▼

思▼

卜
度
，
轉
疎
轉
遠
，
不
如
歇
去
。
珍
重
！
」

皆
さ
ん
、
ど
の
人
も
具
足
し
、
め
い
め
い
が
圓
滿
に
成
就
し
て
お
り
、
僧
は
僧
、
俗
は
俗
、
男
は
男
、
女
は
女
で
、
い
ま
現
に
用
い
て

い
る
。
ど
こ
が
難
解
な
の
か
、
ど
う
し
て
知
ら
ぬ
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
誰
の
せ
い
か
。
こ
の
よ
う
に
言
う
の
も
、
や
む
を
得
ぬ
事
情

か
ら
だ
。
理
解
し
た
か
。
こ
こ
が
理
解
で
き
れ
ば
、
話
は
て
っ
と
り
早
い
。
こ
の
う
え
考
え
て
推
し
量
れ
ば
、
ま
す
ま
す
疎
遠
と
な
る
。

（
外
に
求
め
る
こ
と
を
）
止
め
る
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
。
ご
苦
勞
だ
っ
た
。

○
魚
若
有
龍
骨
，
大
小
盡
堪
任　

君
た
ち
自
身
が
龍
と
な
る
骨
（
佛
性
）
を
も
っ
た
魚
な
ら
、
大
小
と
な
く
皆
な
佛
法
を
荷

う
資
格
が
あ
る
の
だ
。
魚
を
釣
る
な
ど
い
ら
ぬ
こ
と
だ
。

〔
四
一
〕
洞
山
の
過
水
偈

問
‥「
古
人
有
言
‥『
切
忌
隨
他
覓
，
迢
迢
與
我
疎
。』
如
何
是
『
切
忌
隨
他
覓
』？
」
師
云
‥「
犯
令
也
。」「
如
何
是
『
迢

迢
與
我
疎
』
？
」
師
云
‥
「
不
啻
十
萬
八
千
里
。」「
如
何
是
『
我
今
獨
自
往
』
？
」
師
云
‥
「
單
馬
罄
騎
。」「
如
何
是
『
處

處
得
逢
渠
』
？
」
師
云
‥
「
遍
身
是
眼
。」「
如
何
是
『
渠
今
正
是
我
』
？
」
師
云
‥
「
可
殺
端
的
。」「
如
何
是
『
我
今
不
是

渠
』
？
」
師
云
‥
「
識
弁
奴
郎
始
得
。」

【
訓
讀
】

問
う
、「
古
人
言
う
有
り
、『
切
に
忌
む
他
に
隨
っ
て
覓
む
る
を
、
迢
迢
と
し
て
我
と
疎
な
り
』
と
。
如
何
な
る
か
是
れ

『
切
に
忌
む
他
に
隨
っ
て
覓
む
る
を
』。」
師
云
く
、「
令
を
犯
せ
り
。」「
如
何
な
る
か
是
れ
『
迢
迢
と
し
て
我
と
疎
な
り
』。」

師
云
く
、「
啻た

だ
に
十
萬
八
千
里
の
み
な
ら
ず
。」「
如
何
な
る
か
是
れ
『
我
れ
今
獨ひ

自と

り
往
く
』。」
師
云
く
、「
單た

ん

馬ば

罄け
い

騎き

。」

「
如
何
な
る
か
是
れ
『
處
處
に
渠か

れ

に
逢
う
を
得
た
り
』。」
師
云
く
、「
遍
身
是
れ
眼
。」「
如
何
な
る
か
是
れ
『
渠か

れ

今
正
に
是
れ
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我
』。」
師
云
く
、「
可は

な
は殺

だ
端
的
。」「
如
何
な
る
か
是
れ
『
我
今
是
れ
渠か

れ

な
ら
ず
』。」
師
云
く
、「
奴
郎
を
識
弁
し
て
始
め
て

得よ

し
。」

【
日
譯
】

問
う
、「
古
人
は
『
け
っ
し
て
そ
れ
に
求
め
て
は
な
ら
ぬ
、
は
る
か
に
己
と
疎
遠
と
な
る
ば
か
り
だ
』
と
言
い
ま
し
た

が
、『
け
っ
し
て
そ
れ
に
求
め
て
は
な
ら
ぬ
』
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。」
師
、「
法
令
を
犯
し
て
い
る
の
だ
。」「『
は

る
か
に
己
と
疎
遠
と
な
る
ば
か
り
だ
』
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。」
師
、「（
洞
山
和
尚
の
言
う
通
り
）
た
だ
に
十
萬
八
千

里
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。」「『
私
は
今
ひ
と
り
歩
ん
で
い
る
』
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。」
師
、「（
洞
山
和
尚
の
言
う
通
り
）

一
人
だ
。」「『
至
る
處
で
渠か

れ

に
出
逢
う
』
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。」
師
、「
全
身
が
眼
だ
。」「『
渠か

れ

は
今
ま
さ
に
我
で

あ
る
』
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。」
師
、「
全
く
そ
の
通
り
だ
。」「『
我
は
今
渠か

れ

で
は
な
い
』
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す

か
。」
師
、「（
洞
山
和
尚
の
言
う
通
り
）
召
使
い
と
主
人
を
見
分
け
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。」

【
注
釋
】

○
本
則
は
本
書
の
み
の
收
錄
。

○
古
人
有
言
‥
切
忌
隨
他
覓
，
迢
迢
與
我
疎
。
如
何
是
切
忌
隨
他
覓
？　

古
人
と
は
洞
山
良
价
（
八
〇
七
～
八
六
九
）
の
こ

と
。
洞
山
が
行
脚
し
て
川
を
渡
っ
て
い
た
と
き
、
水
に
映
っ
た
己
の
姿
を
見
て
大
悟
し
た
と
き
の
偈
（「
過
水
偈
」
と
呼

ば
れ
る
）
の
各
々
の
句
に
つ
い
て
問
う
。
し
か
し
、
己
に
と
っ
て
最
も
切
實
な
問
題
を
問
う
こ
と
こ
そ
が
禪
僧
で
あ
っ
て

み
れ
ば
、
洞
山
の
一
句
一
句
に
つ
い
て
問
う
な
ど
、
禪
僧
と
し
て
の
資
質
が
疑
わ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
問
い
に
對
し
て
鏡
清
は
ま
と
も
に
相
手
し
て
い
な
い
。

「
過
水
偈
」
に
つ
い
て
は
本
書
卷
五
雲
巖
和
尚
章
、
ま
た
『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
一
五
、『
傳
燈
玉
英
集
』
卷
八
、『
正
法
眼

藏
』
卷
中
八
六
則
、『
聯
燈
會
要
』
卷
二
〇
、『
禪
門
拈
頌
集
』
卷
一
七
、『
五
燈
會
元
』
卷
一
三
、『
五
家
正
宗
贊
』
卷
三
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の
各
々
の
洞
山
良
价
章
、
さ
ら
に
本
書
卷
七
巖
頭
和
尚
章
第
一
三
則
、『
宗
門
統
要
集
』
卷
八
巖
頭
章
、『
洞
山
錄
』、『
雪

峯
語
錄
』
な
ど
に
見
え
る
。
い
ま
最
も
詳
し
く
經
緯
が
語
ら
れ
て
い
る
本
書
卷
五
雲
巖
和
尚
章
の
も
の
を
示
す
と
次
の
よ

う
で
あ
る
。

師
臨
遷
化
時
，
洞
山
問
‥
「
和
尚
百
年
後
，
有
人
問
：
還
邈
得
師
眞
也
無
？ 

向
他
作
摩
生
道
？
」
師
云
‥
「
但
向
他

道
‥
只
這
个
漢
是
。」
洞
山
吃
沈
底
。
師
云
‥
「
此
一
著
子
，
莽
鹵
呑
不
過
，
千
生
萬
劫
休
。
闍
梨
瞥
起
，
草
深
一
丈
，

況
乃
有
言
！
」
師
見
洞
山
沈
吟
底
，
欲
得
説
破
衷
情
。
洞
山
云
‥
「
啓
師
‥
不
用
説
破
。
但
不
失
人
身
，
爲
此
事
相

著
。」
師
遷
化
後
，
過
太
相
齋
，
共
師
伯
欲
往
潙
山
。
直
到
潭
州
，
過
大
溪
次
，
師
伯
先
過
。
洞
山
離
這
岸
，
未
到

彼
岸
，
時
臨
水
覩
影
，
大
省
前
事
，
顏
色
變
異
，
呵
呵
底
笑
。
師
伯
問
‥
「
師
弟
有
什
摩
事
？
」
洞
山
曰
‥
「
啓
師

伯
‥
得
个
先
師
從
容
之
力
。」
師
伯
云
‥「
若
與
摩
，
須
得
有
語
。」
洞
山
便
造
偈
曰
‥「
切
忌
隨
他
覓
，
迢
迢
與
我
疎
。

我
今
獨
自
往
，
處
處
得
逢
渠
。
渠
今
正
是
我
，
我
今
不
是
渠
。
應
須
與
摩
會
，
方
得
契
如
如
。」

後
有
人
問
洞
山
‥
「
雲
嵒
道
‥
只
這
个
漢
是 

。
意
旨
如
何
？
」
洞
山
云
‥
「
某
甲
當
初
，
洎
錯
承
當
。」
…
…
又
問
洞

山
‥
「
雲
嵒
道
‥
只
這
个
漢
是
。
還
知
有
事
也
無
［
事
‥
傳
燈
無
］
？
」
洞
山
云
‥
「
先
師
若
不
知
有
，
又
爭
解
與

摩
道
？
」
良
久
，
又
曰
‥
「
若
知
有
事
［
事
‥
傳
燈
無
］，
爭
肯
與
摩
道
？
」

師
（
雲
巖
）
が
遷
化
さ
れ
る
と
き
、
洞
山
が
問
う
た
、「
和
尚
の
亡
き
あ
と
、
師
の
肖
像
が
描
け
た
か
と
問
わ
れ
た
な
ら
、
何
と
答
え

れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。」
師
、「
た
だ
こ
の
男
こ
そ
が
そ
う
だ
と
言
え
。」
洞
山
は
默
り
込
ん
だ
。
師
、「
こ
の
一
手
は
た
や
す
く
飲

み
込
め
る
も
の
で
は
な
い
、
千
生
萬
劫
に
し
て
決
著
す
る
も
の
だ
。
ち
ら
り
と
で
も
念
が
動
け
ば
、
妄
想
の
ま
っ
た
だ
な
か
だ
。
ま

し
て
言
葉
を
用
い
る
な
ど
も
っ
て
の
ほ
か
だ
。」
默
っ
て
思
案
し
て
い
る
洞
山
を
見
て
、
師
は
心
の
内
を
説
き
明
か
し
て
や
ろ
う
と
し

た
。
洞
山
、「
師
よ
、
説
か
な
で
く
だ
さ
い
、
人
の
身
が
あ
る
か
ぎ
り
、
ど
こ
ま
で
も
此
の
一
事
に
食
ら
い
つ
い
て
ま
い
り
ま
す
か

ら
。」
師
が
遷
化
さ
れ
た
後
、
三
年
の
喪
が
あ
け
、
洞
山
は
師
伯
（
洞
山
の
師
兄
の
神
山
僧
密
）
と
共
に
潙
山
に
赴
こ
う
し
た
。
た
だ
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ち
に
潭
州
ま
で
行
っ
て
、
大
き
な
谷
川
を
渡
ろ
う
と
し
た
と
き
、
師
伯
が
先
に
川
を
渡
っ
た
。
洞
山
は
こ
ち
ら
の
岸
を
離
れ
、
ま
だ

向
こ
う
岸
に
到
ら
ぬ
途
中
、
ふ
と
水
面
に
映
っ
た
自
分
の
姿
を
目
に
し
、
は
っ
と
以
前
の
師
と
の
因
緣
を
大
悟
し
、
顏
色
も
す
っ
か

り
變
わ
り
、
カ
ラ
カ
ラ
と
大
笑
し
た
。
師
伯
が
問
う
、「
師
弟
よ
、
何
ご
と
だ
。」
洞
山
、「
師
伯
に
申
し
上
げ
る
。
先
師
の
そ
こ
は
か

と
な
い
お
蔭
を
蒙
り
ま
し
た
。」
師
伯
、「
そ
れ
な
ら
、
し
か
る
べ
き
一
句
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」
そ
こ
で
、
洞
山
は
偈
を
作
っ
て
言

う
、「
け
っ
し
て
自
ら
の
影
に
求
め
て
は
な
ら
ぬ
、
そ
れ
で
は
は
る
か
に
己
と
疎
遠
と
な
る
ば
か
り
だ
。
我
は
今
ひ
と
り
で
行
き
、
至

る
処
で
渠そ

れ

に
出
逢
う
。
渠
は
今
ま
さ
し
く
我
で
あ
っ
た
、
し
か
し
我
は
今
渠
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
會
得
す
べ
き
だ
、
そ
う
し
て

は
じ
め
て
實
相
に
契
合
で
き
る
の
だ
。」

後
に
あ
る
人
が
洞
山
に
質
問
し
た
、「
雲
嵒
が
『
只
だ
這
个
の
漢
こ
そ
是
れ
な
り
』
と
言
っ
た
の
は
、
ど
う
い
う
意
味
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
？
」
洞
山
、「
そ
の
時
わ
た
し
は
、
あ
や
う
く
間
違
っ
て
受
け
取
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
だ
っ
た
。」
…
…
さ
ら
に
問
う
、「
雲

嵒
が
『
只
だ
這
个
の
漢
こ
そ
是
れ
な
り
』
と
言
っ
た
の
は
、
有
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
？
」
洞
山
、「
有
る
こ
と
を
知

ら
な
か
っ
た
ら
、
ど
う
し
て
あ
の
よ
う
に
言
え
た
だ
ろ
う
か
。」
し
ば
し
沈
默
し
て
、
さ
ら
に
言
っ
た
、「
有
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た

な
ら
、
あ
の
よ
う
に
は
言
わ
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。」

○
師
云
‥
犯
令
也　

そ
の
人
（
自
己
本
分
）
を
顧
み
る
こ
と
な
く
、
影
に
求
め
る
な
ら
、
法
令
（
眞
理
）
に
背
く
も
の
だ
。

佛
法
を
求
め
て
馬
祖
の
も
と
に
參
問
に
來
た
大
珠
慧
海
に
、
馬
祖
は
「
即
今
問
我
者
，
是
汝
寶
藏
，
一
切
具
足
，
更
無

欠
少
，
使
用
自
在
。
何
假
向
外
求
覓
？
（
い
ま
私
に
問
う
て
い
る
者
こ
そ
が
君
の
寶
藏
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
一
切
が
具
わ
り
、

足
ら
ざ
る
も
の
と
て
な
く
、
自
在
に
使
え
る
の
だ
。
外
の
も
の
に
求
め
る
必
要
は
な
い
の
だ
。）」（『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
六
大
珠

慧
海
章
）
と
教
示
し
て
い
る
。
ま
た
黃
檗
『
傳
心
法
要
』、「
唯
此
一
心
，
更
無
微
塵
許
法
可
得
，
即
心
是
佛
。
如
今
學
道

人
，
不
悟
此
心
體
，
便
於
心
上
生
心
，
向
外
求
佛
，
著
相
修
行
，
皆
是
惡
法
，
非
菩
提
道
。（
大
事
な
の
は
こ
の
一
心
だ

け
で
あ
り
、
そ
れ
は
不
可
得
な
の
だ
。
こ
の
心
こ
そ
が
佛
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
い
ま
の
修
行
者
は
、
こ
の
心
の
本
體
を
悟
ら
ず
、
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不
可
得
の
心
の
上
に
分
別
の
心
を
起
こ
し
、
外
に
向
か
っ
て
佛
を
探
し
求
め
、
姿
か
た
ち
に
執
わ
れ
て
修
行
し
て
い
る
。
み
な

眞
理
に
反
す
る
や
り
か
た
で
あ
っ
て
、
菩
提
の
道
で
は
な
い
）」（
入
矢
義
高
『
傳
心
法
要
・
宛
陵
錄
』
七
頁
）。

○
師
云
‥
不
啻
十
萬
八
千
里　
「
十
萬
八
千
里
ど
こ
ろ
の
隔
た
り
で
は
な
い
。」「
十
萬
八
千
里
」
は
、
西
天
と
東
土
の
距
離

で
あ
る
が
、
こ
こ
は
無
限
の
隔
た
り
を
表
わ
す
喩
え
。
本
書
卷
一
三
・
韶
州
霊
瑞
和
尚
章
、「
問
‥
如
何
是
西
来
意
？ 

師

曰
‥
十
萬
八
千
里
。」

○
師
云
‥
單
馬
罄
騎　

單
騎
、
一
匹
の
馬
。「
罄
」
は
「
煢
」
と
音
通
、
し
た
が
っ
て
「
罄
騎
」
も
「
一
匹
の
馬
」
の
意
。

○
師
云
‥
遍
身
是
眼　
「
處
處
得
逢
渠
」
と
は
、
そ
れ
は
大
し
た
眼
だ
、
ま
る
で
身か

ら
だ體

一
面
が
眼
だ
な
。
洞
山
を
か
ら
か
っ

て
言
う
。

○
師
云
‥
可
殺
端
的　

洞
山
の
言
い
か
た
を
「
全
く
そ
の
通
り
だ
」
と
肯
っ
た
も
の
。

○
師
云
‥
識
弁
奴
郎
始
得　

洞
山
の
言
う
通
り
「
主
人
と
奴
隷
を
見
分
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。」「
他
」（
影
）
と
「
我
」

（
肉
身
と
し
て
の
自
己
）
と
「
渠
」（
法
身
と
し
て
の
自
己
）
の
関
係
を
峻
別
す
る
こ
と
。
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書
評　

馮
國
棟
『
景
德
傳
燈
錄
研
究
』

（
浙
江
大
學
古
籍
研
究
所
中
國
古
典
文
獻
學
研
究
叢
書
、
中
華
書
局
、
二
〇
一四
年
）衣

川　

賢
次

一
部
の
書
物
を
ト
ー
タ
ル
に
知
る
た
め
の
學
問
的
研
究
が
文
獻
學
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
當
該
の
書
物
の
内
容
と
外
觀
か

ら
始
ま
っ
て
、
著
者
と
そ
の
成
書
の
背
景
、
流
通
（
受
容
と
影
響
）
の
歷
史
な
ど
を
包
括
す
る
、
つ
ま
り
は
あ
る
書
物
を
理

解
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
學
問
的
知
識
を
動
員
し
て
取
り
組
ま
れ
る
べ
き
綜
合
的
領
域
で
あ
る
。『
景
德
傳
燈
錄
』

三
十
卷
と
い
う
禪
宗
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
書
物
に
そ
の
よ
う
な
研
究
書
が
あ
れ
ば
と
、
禪
學
の
研
究
者
な
ら
ば
望
ま
な
い

人
は
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
書
誌
學
と
言
わ
れ
る
分
野
は
、
あ
る
書
物
の
外
觀
（
版
式
）
と
流
通
し
た
版
本
の
系
譜
を
構
成

す
る
こ
と
を
旨
と
し
、
内
容
に
は
踏
み
込
ま
な
い
こ
と
を
原
則
と
し
て
、
内
容
に
渉
る
思
想
史
的
、
言
語
學
的
、
文
學
的
な

領
域
は
、
そ
れ
ぞ
れ
專
門
性
が
強
い
ゆ
え
に
そ
の
專
門
家
に
委
ね
る
と
い
う
の
が
通
例
で
、
一
種
の
分
業
が
成
立
し
て
い

る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
は
相
互
に
關
聯
し
、
し
た
が
っ
て
相
互
依
存
の
關
係
に
あ
る
。
八
宗
兼
學
、
通
經
的
な

學
問
は
稀
代
の
碩
學
に
し
て
初
め
て
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
一
經
に
專
通
す
る
學
問
は
不
可
能
で
は
な
い
。『
景

德
傳
燈
錄
』
と
い
う
重
要
な
禪
宗
典
籍
に
は
そ
う
い
う
專
門
學
者
が
あ
っ
て
よ
い
し
、
ま
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
第
一
に
、『
景
德
傳
燈
錄
』
は
禪
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
か
ら
、
本
文
自
體
が
難
讀
難
解
で
あ
り
、
こ
れ
に
精
通
し
た
信

頼
で
き
る
學
者
の
文
獻
學
的
研
究
が
、
こ
の
書
物
を
閲
讀
し
利
用
す
る
人
に
と
っ
て
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、『
景

德
傳
燈
錄
』
は
北
宋
初
に
成
立
し
、
た
だ
ち
に
禪
宗
の
基
本
書
と
認
定
さ
れ
て
、
以
後
の
各
時
代
に
わ
た
っ
て
多
く
の
版
本
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が
刊
行
さ
れ
た
か
ら
、
そ
の
受
容
の
情
況
は
複
雑
で
、
ど
の
版
本
が
優
れ
か
つ
利
用
し
や
す
い
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
の
か
を
知

る
必
要
が
あ
り
、
各
機
關
が
所
藏
す
る
善
本
は
一
般
的
に
は
容
易
に
は
目
睹
し
が
た
く
、
書
誌
學
、
版
本
學
の
專
門
家
の
精

査
に
頼
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

本
書
は
禪
宗
の
基
本
典
籍
『
景
德
傳
燈
錄
』
に
對
す
る
初
め
て
の
綜
合
的
な
研
究
書
で
あ
る
。
著
者
の
博
士
論
文
（
復
旦

大
學
、
二
〇
〇
四
年
）
を
十
年
を
費
や
し
て
修
訂
し
、
浙
江
大
學
古
籍
研
究
所
中
國
古
典
文
獻
學
研
究
叢
書
の
一
册
と
し
て

出
版
（
中
華
書
局
、
二
〇
一
四
年
）
さ
れ
た
力
作
で
あ
る
（
本
文
五
一
四
頁
）。
内
容
は
以
下
の
と
お
り
。

口
繪
（
十
一
種
の
版
本
の
書
影
）

引
言一

．
近
世
の
禪
學
研
究
と
燈
史
の
運
命　

二
．『
景
德
傳
燈
錄
』
研
究
史
の
回
顧

三
．
本
書
が
採
用
し
た
研
究
方
法

第
一
章
『
景
德
傳
燈
錄
』
成
書
の
背
景
と
學
術
的
淵
源

一
．
宋
初
の
佛
教
文
化
の
建
設

二
．
宋
代
佛
教
史
學
の
繁
榮

三
．『
景
德
傳
燈
錄
』
以
前
の
燈
史
の
撰
述

第
二
章
『
景
德
傳
燈
錄
』
の
編
者
と
成
書
の
過
程

一
．
道
原
の
平
生
と
法
眼
文
益
門
下
の
學
風

二
．『
景
德
傳
燈
錄
』
の
成
書
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三
．『
景
德
傳
燈
錄
』
の
資
料
の
來
源

第
三
章
『
景
德
傳
燈
錄
』
の
刊
行
と
版
本
の
源
流

一
．『
景
德
傳
燈
錄
』
の
初
刻
と
大
藏
經
へ
の
編
入

二
．『
景
德
傳
燈
錄
』
の
歷
代
版
刻

三
．『
景
德
傳
燈
錄
』
版
本
源
流
考

第
四
章
『
景
德
傳
燈
錄
』
の
注

一
．『
景
德
傳
燈
錄
』
の
原
注

二
．『
景
德
傳
燈
錄
』
の
後
世
の
附
注

第
五
章
『
景
德
傳
燈
錄
』
の
文
學
性

一
．『
景
德
傳
燈
錄
』
の
記
事
の
藝
術
性

二
．『
景
德
傳
燈
錄
』
の
言
語
の
文
學
性

三
．『
景
德
傳
燈
錄
』
所
收
の
偈
頌
詩
歌

四
．「
詩
に
よ
っ
て
禪
を
證
す
る
」

第
六
章
『
景
德
傳
燈
錄
』
の
宋
代
文
人
へ
の
影
響

一
．
宋
代
文
人
の
『
景
德
傳
燈
錄
』
閲
讀
と
參
究

二
．
王
隨
と
そ
の
『
傳
燈
玉
英
集
』

三
．
宋
代
人
に
よ
る
宋
詩
の
注
と
『
景
德
傳
燈
錄
』

「
未
完
の
思
考
―
―
『
景
德
傳
燈
錄
』
の
文
化
史
的
意
義
」

附
錄
「
傳
統
、
現
代
と
後
現
代
の
間
―
―
近
現
代
禪
宗
研
究
の
歷
程
へ
の
考
察
」
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本
書
は
著
者
の
博
士
論
文
で
あ
る
か
ら
、
博
論
と
し
て
要
請
さ
れ
た
必
要
な
限
り
の
多
方
面
の
主
題
に
及
ん
で
い
る
が
、

著
者
は
初
め
に
三
方
面
の
研
究
法
を
提
示
し
て
い
る
。
一
．
文
獻
學
的
方
法
。
こ
れ
が
本
書
の
主
要
部
分
。
二
．
宗
教
傳
播

の
視
角
。
こ
れ
は
『
景
德
傳
燈
錄
』
の
受
容
史
。
三
．
宗
教
文
學
の
視
角
。
こ
れ
は
『
景
德
傳
燈
錄
』
の
文
學
性
の
分
析
。

『
景
德
傳
燈
錄
』
の
成
書
と
版
本
の
研
究
は
日
本
の
學
者
が
先
鞭
を
つ
け
た
。
著
者
は
當
然
こ
の
基
礎
の
上
で
研
究
を
進

め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
に
、
本
書
が
從
來
よ
り
蓄
積
さ
れ
た
『
景
德
傳
燈
錄
』
研
究
を
正
し
く
理
解
し
紹
介
し
て

い
る
か
、
そ
し
て
第
二
に
、『
景
德
傳
燈
錄
』
に
對
す
る
從
來
の
認
識
に
新
し
く
加
え
う
る
本
書
の
研
究
成
果
は
何
か
を
檢

討
し
よ
う
。
以
下
、
著
者
の
研
究
を
概
括
し
た
う
え
で
若
干
の
指
摘
を
し
た
い
。

一
．『
景
德
傳
燈
錄
』
の
成
書
の
過
程

編
者
永
安
道
原
は
當
初
『
佛
祖
同
參
集
』
二
十
卷
を
編
纂
し
、
景
德
二
年
（
一
〇
〇
五
）
に
朝
廷
に
上
進
し
た
。
眞
宗

は
こ
れ
を
文
臣
楊
億
、
李
維
、
王
曙
ら
三
人
に
刊
削
裁
定
せ
し
め
、
大
中
祥
符
二
年
（
一
〇
〇
九
）
に
校
定
本
『
景
德
傳
燈

錄
』
三
十
卷
と
し
て
完
成
、
つ
い
で
同
四
年
（
一
〇
一
一
）
に
敕
に
よ
っ
て
大
藏
經
（
開
寶
藏
）
に
編
入
さ
れ
、
汴
京
の
印

經
院
に
お
い
て
初
め
て
印
成
さ
れ
た
。（
第
二
章
「『
景
德
傳
燈
錄
』
の
編
者
と
成
書
の
過
程
」）

案
ず
る
に
、
成
書
の
過
程
は
『
景
德
傳
燈
錄
』
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
書
誌
情
報
で
あ
る
が
、
從
來
は
必
ず
し
も
明

確
に
な
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。『
景
德
傳
燈
錄
』（
三
十
卷
）
が
も
と
は
道
原
が
編
纂
し
た
『
佛
祖
同
參
集
』（
二
十
卷
）
で

あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
の
は
石
井
修
道
氏
で
、
楊
億
に
「
佛
祖
同
參
集
序
」（『
武
夷
新
集
』
卷
七
）
が
あ
り
、
こ
れ
と

「
刊
削
景
德
傳
燈
錄
序
」（
金
藏
本
『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
首
。
石
井
氏
が
用
い
た
の
は
四
部
叢
刊
本
『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
首
の
「
景

德
傳
燈
錄
序
」
で
あ
る
）
を
對
照
し
て
初
め
て
こ
の
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た

⑴
。
成
書
と
上
進
の
時
期
は
本
書
中
に
「
皇
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宋
景
德
元
年
（
一
〇
〇
四
）
甲
辰
」（
卷
三
）
の
紀
年
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
從
來
は
こ
の
年
が
成
書
と
上
進
の
時
期
と
見

な
さ
れ
て
い
た
が
、
著
者
は
王
隨
「
傳
燈
玉
英
集
序
」
に
眞
宗
の
「
在
宥
之
九
年
」
に
「
編
成
『
傳
燈
錄
』
三
十
軸
，
詣
闕

進
焉
」
と
あ
り
、
か
つ
『
續
資
治
通
鑑
長
編
』
に
眞
宗
の
即
位
を
至
道
三
年
（
九
九
七
）
三
月
と
す
る
こ
と
か
ら
、
在
位
九

年
目
は
景
德
二
年
（
一
〇
〇
五
）
で
あ
り
（
こ
の
こ
と
は
椎
名
氏
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る

⑵
）、
こ
の
年
を
『
佛
祖
同
參
集
』

の
成
書
と
上
進
の
時
期
と
決
定
し
た
。
さ
ら
に
從
來
よ
り
注
意
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
本
書
中
の
記
事
で
も
っ
と
も
新
し
い

の
は
卷
二
十
六
「
温
州
瑞
鹿
寺
本
先
禪
師
章
」
の
「
大
中
祥
符
二
年
（
一
〇
〇
九
）
二
月
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
ろ
が
楊

億
等
の
刊
削
校
定
の
完
成
の
時
期
で
あ
る
。『
景
德
傳
燈
錄
』
と
い
う
書
名
は
こ
の
時
に
名
づ
け
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
（
た

だ
し
著
者
は
斷
定
し
て
い
な
い
）。
大
藏
經
へ
の
編
入
に
つ
い
て
は
、
楊
億
が
編
纂
に
關
わ
っ
た
『
大
中
祥
符
法
寶
錄
』
卷
二

十
に
『
景
德
傳
燈
錄
』
を
「
大
中
祥
符
四
年
（
一
〇
一
一
）
詔
編
入
藏
」
と
し
、
そ
の
内
容
を
記
錄
し
て
い
る
。『
大
中
祥

符
法
寶
錄
』
の
完
成
は
大
中
祥
符
八
年
（
一
〇
一
五
）
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
が
『
景
德
傳
燈
錄
』
の
初
刻
と
い
う
こ
と
に

な
る
（
た
だ
し
著
者
は
開
寶
藏
の
修
訂
異
本
が
三
種
あ
る
う
ち
、「
熙
寧
（
一
〇
六
八
～
一
〇
七
七
）
本
に
初
め
て
入
藏
し
た
」
と

も
言
う
。
本
書
一
五
〇
頁
）。『
景
德
傳
燈
錄
』
が
一
般
に
讀
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
こ
の
時
以
後
で
あ
る
。『
大
中
祥
符

法
寶
錄
』
に
記
錄
す
る
『
景
德
傳
燈
錄
』
の
構
成
は
本
文
三
十
卷
、
目
錄
三
卷
で
、
こ
れ
は
現
存
諸
本
の
う
ち
金
藏
廣
勝
寺

本
（『
中
華
大
藏
經
』
所
收
）
に
一
致
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
初
刻
本
の
す
が
た
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

『
佛
祖
同
參
集
』
か
ら
『
景
德
傳
燈
錄
』
へ
と
變
わ
っ
た
時
に
、
は
た
し
て
思
想
内
容
に
變
化
が
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題

は
關
心
が
持
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
楊
億
ら
が
字
句
の
校
訂
を
行
な
っ
た
結
果
、
兩
書
の
間
に
思
想
的
變
化
が
起
こ
っ

た
か
に
つ
い
て
、
石
井
氏
は
單
に
『
佛
祖
同
參
集
』
と
い
う
書
名
か
ら
、
道
原
の
原
書
は
そ
の
屬
す
る
法
眼
宗
の
「
教
禪

一
致
」
を
宗
旨
と
し
て
い
た
の
を
、
楊
億
は
臨
濟
禪
の
影
響
を
受
け
て
「
教
外
別
傳
」
に
改
變
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測

⑶
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し
た
が
、
著
者
は
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。
著
者
は
ま
ず
、「
佛
祖
同
參
集
序
」
と
「
刊
削
景
德
傳
燈
錄
序
」
の
對
照
（
こ

れ
は
上
述
の
よ
う
に
石
井
氏
が
す
で
に
行
な
っ
て
い
る
）
か
ら
、
後
者
は
前
者
の
基
礎
の
上
に
刪
改
を
加
え
て
成
っ
た
も
の
ゆ

え
、
兩
者
の
思
想
に
變
化
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
つ
ぎ
に
楊
億
が
汝
州
刺
史
の
時
の
李
維
に
宛
て
た
書
簡
（『
天
聖
廣
燈

錄
』
卷
十
八
、『
景
德
傳
燈
錄
』
延
祐
本
附
錄
。
こ
れ
も
石
井
氏
が
檢
討
し
た
が
、
結
論
を
異
に
し
て
い
る
）
に
は
自
身
の
禪
學

閲
歷
を
、
ま
ず
法
眼
宗
に
禪
を
學
び
、
の
ち
臨
濟
宗
の
廣
慧
元
璉
に
參
じ
た
と
敍
べ
て
お
り
、
楊
億
が
汝
州
刺
史
に
赴
任
し

た
の
は
大
中
祥
符
七
年
（
一
〇
一
四
）
で
あ
り
、『
景
德
傳
燈
錄
』
入
藏
（
一
〇
一
一
年
）
の
の
ち
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
説
は

成
立
せ
ず
、『
景
德
傳
燈
錄
』
に
附
せ
ら
れ
た
注
も
主
と
し
て
法
眼
宗
の
人
の
拈
徴
代
別
で
あ
る
こ
と
（
こ
れ
も
石
井
氏
が
す

で
に
行
な
っ
て
い
る
）
も
傍
證
と
な
る
と
し
た
（
本
書
一
一
三
頁
）。

案
ず
る
に
、『
佛
祖
同
參
集
』
か
ら
『
景
德
傳
燈
錄
』
へ
の
思
想
的
變
化
が
あ
る
か
否
か
は
、『
佛
祖
同
參
集
』
と
『
景

德
傳
燈
錄
』
を
比
較
し
て
初
め
て
證
明
で
き
る
こ
と
で
あ
っ
て
、『
佛
祖
同
參
集
』
が
傳
わ
ら
な
い
以
上
、
比
較
の
し
よ
う

が
な
く
、
變
化
を
認
め
る
説
は
臆
測
に
す
ぎ
な
い
。
も
と
も
と
『
佛
祖
同
參
集
』
と
い
う
書
名
は
、「
佛
祖
と
同
參
す
る
」、

す
な
わ
ち
修
行
者
が
佛
祖
と
と
も
に
修
行
す
る
と
い
う
意
味
、
つ
ま
り
は
佛
祖
と
し
て
行
脚
修
行
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
語
は
玄
沙
師
備
の
上
堂
語
か
ら
採
ら
れ
て
い
る
。

你
諸
人
還
識
得
行
脚
事
也
未
？
我
如
今
直
向
你
道
：
十
方
諸
佛
與
我
，
同
參
同
行
脚
爲
道
伴
。
日
夜
未
曾
不
是
。
還
會

麼
？
若
會
，
如
今
便
會
取
。
若
不
會
，
又
作
麼
生
説
道
不
會
？ 

莫
只
與
麼
説
葛
藤
去
！
（『
玄
沙
廣
錄
』
卷
上
）

諸
君
は
行
脚
の
意
義
が
わ
か
っ
て
い
る
か
？ 

わ
た
し
は
今
、
諸
君
に
は
っ
き
り
と
言
っ
て
や
ろ
う
。
十
方
の
諸
佛
が
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た
が
わ
た
し
と
同
參
、
同
行
脚
す
る
修
行
仲
間
で
、
日
夜
一
時
も
離
れ
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
か
る
か
？ 

も
し

わ
か
る
な
ら
、
今
た
だ
ち
に
了
解
せ
よ
。
も
し
わ
か
ら
ぬ
な
ら
、
そ
の
わ
か
ら
ぬ
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
言
う
の
か
？ 

た
だ
議
論
ば
か
り
し
て
い
て
は
い
け
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
の
ち
の
法
眼
宗
の
「
教
禪
一
致
」
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。

『
佛
祖
同
參
集
』
と
『
景
德
傳
燈
錄
』
の
比
較
は
で
き
な
い
が
、『
佛
祖
同
參
集
』、『
景
德
傳
燈
錄
』
と
『
祖
堂
集
』
は

と
も
に
唐
末
五
代
の
同
時
代
資
料
に
も
と
づ
い
て
編
纂
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
、『
景
德
傳
燈
錄
』（
開
寶
藏
本
に
近
い

金
藏
本
）
と
『
祖
堂
集
』
が
收
錄
す
る
同
一
の
對
話
を
丹
念
に
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
差
異
を
見
出
し
、『
景
德
傳

燈
錄
』
の
特
徴
を
導
き
出
せ
る
可
能
性
は
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
博
士
論
文
を
も
う
一
本
書
く
ほ
ど
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。

著
者
は
『
景
德
傳
燈
錄
』
と
『
祖
堂
集
』
の
關
係
を
、
繼
承
關
係
な
し
と
い
う
從
來
の
意
見
（『
景
德
傳
燈
錄
』
は
『
祖
堂

集
』
を
參
考
に
し
て
い
な
い
）
⑷

に
對
し
て
判
斷
を
保
留
し
（「
頗
不
易
論
」）、『
祖
堂
集
』
と
『
景
德
傳
燈
錄
』
中
に
同
配
列

の
問
答
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
共
通
の
資
料
は
南
嶽
惟
勁
の
『
續
寶
林
傳
』
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
（
本
書
一
三
四
頁

注
）。
こ
の
點
は
石
井
氏
も
同
じ
で
、
柳
田
聖
山
先
生
以
來
の
推
測
で
あ
る
が
、
傳
存
し
な
い
本
を
引
き
合
い
に
出
し
て
論

點
を
は
ぐ
ら
か
す
以
前
に
、
ま
ず
兩
者
の
比
較
を
す
べ
き
で
あ
る
。

二
．『
景
德
傳
燈
錄
』
版
本
の
系
譜

宋
代
の
『
景
德
傳
燈
錄
』
の
刊
本
は
單
刻
本
と
藏
經
本
の
二
系
統
が
あ
り
、
前
者
に
は
三
種
（
十
五
行
本
と
十
三
行
本
お

よ
び
十
一
行
本
）、
後
者
に
は
二
種
（
福
州
東
禪
寺
崇
寧
藏
版
、
元
豐
三
～
五
年
［
一
〇
八
〇
～
一
〇
八
二
］
と
福
州
開
元
寺
毗

盧
藏
版
、
政
和
二
年
［
一
一
一
二
］
～
紹
興
二
十
一
年
［
一
一
五
一
］）
が
あ
る
。
た
だ
し
開
元
寺
版
は
東
禪
寺
版
の
翻
刻
で
あ
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る
。
元
代
の
刊
刻
に
は
單
刻
本
三
種
と
藏
經
本
二
種
が
あ
る
が
、
前
者
の
延
祐
三
年
（
一
三
一
六
）
希
渭
刻
本
が
優
れ
た
校

訂
本
と
し
て
『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
に
も
收
錄
さ
れ
、
影
響
が
大
き
い
。
明
清
時
代
に
は
二
種
の
單
刻
本
、
六
種
の
藏
經
本

が
刊
行
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
宋
版
を
繼
承
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
版
本
の
源
流
は
著
者
に
よ
れ
ば
四
項
に
總
括

さ
れ
る
。
一
．
開
寶
藏
の
系
統
。
金
藏
本
、
南
宋
單
刻
本
（
四
部
叢
刊
本
第
三
編
所
收
本
の
二
種
）
を
代
表
と
し
、
こ
れ
ら

が
道
原
・
楊
億
の
原
本
に
も
っ
と
も
近
い
。
二
．
福
州
東
禪
寺
版
（
崇
寧
藏
）
の
系
統
。
南
宋
か
ら
元
初
に
か
け
て
刊
刻
さ

れ
た
磧
砂
藏
、
明
の
南
北
藏
、
清
の
龍
藏
、
民
國
の
普
寧
藏
な
ど
す
べ
て
こ
の
系
統
に
屬
す
る
。
そ
の
特
徴
は
開
寶
藏
の

字
句
・
章
節
に
對
し
て
、
臨
濟
宗
の
資
料
と
り
わ
け
『
天
聖
廣
燈
錄
』
に
も
と
づ
く
改
變
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

三
．
元
延
祐
本
の
系
統
。
開
寶
藏
系
を
底
本
と
し
て
校
改
を
施
し
、
注
記
に
よ
っ
て
東
禪
寺
版
と
の
異
同
を
記
し
、
冒
頭
に

「
西
來
年
表
」
を
附
す
。
四
．
こ
の
他
に
高
麗
刻
本
（
高
麗
恭
愍
王
二
十
二
年
［
一
三
七
三
］）
が
あ
り
、
開
寶
藏
系
を
底
本

と
す
る
が
、『
五
燈
會
元
』
に
よ
っ
て
増
補
改
變
し
た
と
こ
ろ
が
多
い
。
以
上
の
諸
本
の
定
位
を
本
書
二
七
五
頁
に
源
流
圖

を
掲
げ
て
い
る
（
第
三
章
「『
景
德
傳
燈
錄
』
の
刊
行
と
版
本
の
源
流
」）。

案
ず
る
に
、
成
書
の
過
程
が
明
ら
か
に
な
っ
た
あ
と
は
、『
景
德
傳
燈
錄
』
の
現
存
諸
本
を
精
査
し
て
そ
の
系
譜
を
作
成

し
、
現
時
點
で
閲
讀
に
利
用
で
き
る
も
っ
と
も
よ
い
テ
ク
ス
ト
を
定
め
る
こ
と
で
あ
る
。
著
者
の
總
括
し
た
『
景
德
傳
燈

錄
』
版
本
の
四
系
統
は
鈴
木
哲
雄
・
椎
名
宏
雄
氏
の
提
示
し
た
三
系
統

⑸
に
高
麗
本
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
金
藏
本
は
初

刻
本
（
開
寶
藏
）
に
も
っ
と
も
近
い
と
推
定
さ
れ
る
が
、
缺
卷
（
卷
四
、
卷
十
一
、
卷
十
四
、
卷
二
十
一
、
卷
二
十
三
、
卷
二

十
六
）
が
あ
り
、
四
部
叢
刊
本
（
第
三
編
子
部
に
收
錄
す
る
鐵
琴
銅
劍
樓
藏
本
）
は
三
十
卷
で
あ
る
が
、
宋
元
版
五
種
の
複
雑

な
合
綴
本
で
あ
り
、
そ
の
結
果
重
複
・
缺
紙
さ
え
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
宋
版
二
種
は
、
從
來
の
研
究
で
は
北
宋
刊
本
（
一
種

は
北
宋
嘉
祐
年
間
、
も
う
一
種
は
治
平
年
間
以
後
）
と
見
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
刻
工
が
静
嘉
堂
文
庫
藏
『
新
唐
書
』
の
刻
工
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と
共
通
し
、
南
宋
初
の
良
工
で
あ
る
と
す
る
尾
崎
康
論
文

⑹
に
從
っ
て
、
著
者
も
南
宋
初
と
推
定
し
た
。
た
だ
し
、
椎
名
宏

雄
氏
は
の
ち
の
論
文
で
す
で
に
尾
崎
論
文
に
基
い
て
訂
正
し
て
い
る

⑺
。
著
者
は
こ
の
こ
と
を
知
ら
ず
、
鈴
木
・
椎
名
氏
の

舊
説
を
何
度
も
引
用
し
批
判
し
て
い
る
（
本
書
一
八
〇
～
一
八
六
頁
）
の
は
、
中
國
の
讀
者
に
誤
解
を
與
え
る
も
の
で
あ
る
。

あ
と
の
三
種
は
元
延
祐
三
年
版
に
據
る
補
寫
お
よ
び
「
西
來
年
表
」、
元
至
正
二
十
五
年
刊
本
で
あ
る
（
た
だ
し
こ
の
四
部
叢

刊
影
印
本
の
底
本
［
中
國
國
家
圖
書
館
藏
鐵
琴
銅
劍
樓
藏
本
］
の
テ
ク
ス
ト
の
實
地
調
査
は
い
ま
だ
行
な
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で

あ
る
）。

著
者
は
『
景
德
傳
燈
錄
』
宋
版
單
刻
本
を
ま
ず
十
五
行
本
と
十
三
行
本
に
分
け
、
前
者
十
五
行
本
は
中
國
國
家
圖
書
館

藏
丁
氏
八
千
卷
樓
舊
藏
本
（
存
十
四
卷
）、
中
國
國
家
圖
書
館
藏
瞿
氏
鐵
琴
銅
劍
樓
舊
藏
本
（
存
三
卷
、
四
部
叢
刊
影
印
本
中

の
一
種
）、
北
京
大
學
圖
書
館
藏
李
盛
鐸
木
樨
軒
藏
本
（
存
三
卷
）、
上
海
圖
書
館
藏
本
（
存
一
卷
）、
ア
メ
リ
カ
國
會
圖
書
館

藏
本
（
存
一
卷
）、
後
者
十
三
行
本
は
鐵
琴
銅
劍
樓
舊
藏
本
（
存
二
十
四
卷
餘
、
四
部
叢
刊
影
印
本
中
の
別
の
一
種
）
を
著
錄

し
て
い
る
。
さ
ら
に
宋
刻
十
一
行
本
（
存
二
十
七
卷
、
李
盛
鐸
舊
藏
、
中
國
國
家
圖
書
館
藏
）
が
あ
り
、
こ
れ
は
南
宋
初
年
の

刊
本
で
、
内
容
は
東
禪
寺
版
と
同
じ
と
い
う
。
以
上
は
目
下
も
っ
と
も
廣
範
圍
に
及
ぶ
記
述
で
あ
る
。

宋
代
の
藏
經
本
に
は
福
州
東
禪
寺
版
と
開
元
寺
版
が
あ
る
が
、
後
者
は
前
者
の
翻
刻
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
宋
版
の

『
景
德
傳
燈
錄
』
の
完
本
を
求
め
る
な
ら
ば
福
州
東
禪
寺
版
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
東
禪
寺
版
（
北
宋
版
）
は
四
部
叢
刊
本

所
收
の
二
種
の
宋
版
（
南
宋
版
）
に
比
べ
刊
行
年
代
は
早
い
が
、
内
容
に
増
補
改
變
の
あ
る
新
し
い
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
東

禪
寺
版
が
金
藏
本
、
四
部
叢
刊
本
に
比
べ
て
改
變
の
多
い
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
著
者
の
研
究
に
よ
っ
て
そ
の
多
く

が
『
天
聖
廣
燈
錄
』（
景
祐
三
年
〈
一
〇
三
六
〉）
に
も
と
づ
く
、
臨
濟
宗
系
統
の
資
料
に
よ
る
改
變
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
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に
な
っ
た
。
著
者
は
第
三
章
「『
景
德
傳
燈
錄
』
の
刊
行
と
版
本
の
源
流
」
の
第
三
節
「『
景
德
傳
燈
錄
』
版
本
源
流
考
」
に

お
い
て
、
字
句
の
改
變
の
對
照
表
を
圖
表
二
〇
（
一
九
〇
～
二
〇
〇
頁
）
に
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
東
禪
寺
版
は
誤

字
を
訂
正
し
、
も
と
の
文
章
を
讀
み
や
す
く
通
俗
化
し
た
跡
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
章
節
の
大
幅
な
改
變
が
あ
り
、
南

嶽
下
（
南
嶽
懷
讓
、
百
丈
懷
海
）、
お
よ
び
臨
濟
下
（
臨
濟
義
玄
、
風
穴
延
沼
等
）
の
章
が
甚
だ
し
く
、
そ
の
對
照
表
を
圖
表

二
一
（
二
〇
一
～
二
二
一
頁
）
に
具
體
的
に
示
し
、
こ
の
改
變
が
『
天
聖
廣
燈
錄
』
に
も
と
づ
き
、
編
纂
者
李
遵
勗
と
同
じ

く
首
山
省
念
の
法
孫
に
あ
た
る
福
州
聖
泉
寺
紹
登
に
よ
る
こ
と
を
推
測
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
東
禪
寺
版
『
景
德
傳
燈

錄
』
の
臨
濟
宗
寄
り
の
性
格
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
禪
文
化
研
究
所
『
景
德
傳
燈
錄
』
研
究
班
は
東
禪
寺
版
（
東

寺
藏
）
を
「
廣
く
流
通
し
よ
く
讀
ま
れ
た
テ
ク
ス
ト
」
と
認
め
て
訓
注
の
底
本
と
定
め
、『
景
德
傳
燈
錄 

三
』（
卷
七
～
卷

九
、
一
九
九
三
）、『
景
德
傳
燈
錄 

四
』（
卷
十
～
卷
十
二
、
一
九
九
七
）、『
景
德
傳
燈
錄 

五
』（
卷
十
三
～
卷
十
五
、
二
〇
一

三
）
を
刊
行
し
、
現
在
も
活
動
を
繼
續
中
で
あ
る
が
、
著
者
の
研
究
は
わ
れ
わ
れ
の
東
禪
寺
版
に
對
す
る
認
識
を
よ
り
明
確

に
し
て
く
れ
た
。

附
帶
し
て
言
え
ば
、
著
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
南
嶽
懷
讓
か
ら
臨
濟
下
の
風
穴
延
沼
ま
で
の
章
に
お
い
て
、
東
禪
寺

版
が
『
天
聖
廣
燈
錄
』
に
據
っ
て
開
寶
藏
本
（
金
藏
本
を
代
表
と
す
る
）
を
改
變
し
た
と
は
言
っ
て
も
、
具
體
的
に
見
れ
ば

そ
れ
な
り
の
取
捨
が
あ
る
。
東
禪
寺
版
は
基
本
的
に
は
開
寶
藏
本
を
繼
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
部
分
的
に
、
た
だ
し

重
要
な
と
こ
ろ
で
『
天
聖
廣
燈
錄
』
本
文
を
採
用
し
て
い
る
と
言
っ
た
ほ
う
が
適
切
で
あ
ろ
う
。『
天
聖
廣
燈
錄
』
は
『
景

德
傳
燈
錄
』
よ
り
の
ち
に
編
纂
さ
れ
た
燈
史
で
あ
る
か
ら
、
東
禪
寺
版
が
開
寶
藏
本
を
改
變
し
た
章
節
に
對
應
す
る
『
天
聖

廣
燈
錄
』
本
文
が
な
い
場
合
も
多
く
、
そ
の
場
合
の
東
禪
寺
版
の
改
變
が
何
の
資
料
に
も
と
づ
く
の
か
は
い
ま
だ
明
ら
か
に

な
っ
て
は
い
な
い
。
こ
れ
は
一
則
ご
と
の
閲
讀
研
究
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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ま
た
、
著
者
が
利
用
し
た
『
天
聖
廣
燈
錄
』
は
續
藏
本
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
福
州
開
元
寺
版
（
紹
興
十
八
年
［
一
一
四
八
］

刊
刻
）
に
據
っ
て
排
印
し
た
も
の
で
、
こ
れ
と
『
中
華
大
藏
經
』
所
收
の
金
藏
本
（
天
眷
二
年
［
一
一
三
九
］
～
大
定
十
三
年

［
一
一
七
三
］
刊
刻
）
を
比
べ
る
と
、
兩
者
の
間
に
は
か
な
り
多
く
の
異
同
が
見
ら
れ
る
。
わ
た
し
は
『
臨
濟
錄
』
の
テ
ク

ス
ト
校
訂
に
さ
い
し
て
、『
四
家
錄
』
を
收
錄
す
る
『
天
聖
廣
燈
錄
』
卷
八
、
九
、
十
の
開
元
寺
版
と
金
藏
本
を
對
校
し
て

み
た
こ
と
が
あ
る
が
、
金
藏
本
（
開
寶
藏
本
）
は
誤
脱
の
多
い
粗
劣
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、
開
元
寺
版
は
校
訂
の
ゆ
き
と
ど
い

た
優
良
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
た

⑻
。
紹
登
が
『
景
德
傳
燈
錄
』
を
修
訂
す
る
の
に
用
い
た
『
天
聖
廣
燈
錄
』
は
言
う
ま
で
も
な

く
福
州
の
開
元
寺
版
で
あ
る
。

寫
本
は
カ
ラ
ホ
ト
（
黑
水
城
）
出
土
寫
本
（
存
卷
十
一
殘
卷
）
を
紹
介
し
、
本
文
は
四
部
叢
刊
所
收
十
五
行
本
と
等
し
く
、

開
寶
藏
系
の
古
い
テ
ク
ス
ト
と
認
め
て
い
る
（
一
八
六
頁
）。
ま
た
日
本
に
遺
存
す
る
宗
峰
妙
超
（
大
燈
國
師
、
一
二
八
二
～

一
三
三
七
）
書
寫
『
景
德
傳
燈
錄
』
三
十
卷
（
影
印
本
が
あ
る
）
は
い
ま
だ
廣
く
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
著
者
も
取
り
上
げ
て

い
な
い
が
、
今
後
の
調
査
が
待
た
れ
る
。

な
お
、
西
口
芳
男
氏
が
禪
文
化
研
究
所
刊
基
本
典
籍
叢
刊
東
禪
寺
版
『
景
德
傳
燈
錄
』
に
附
し
た
解
題
は
、
東
禪
寺
版

の
特
色
を
敍
べ
、
現
存
諸
本
と
一
九
八
〇
年
代
ま
で
の
研
究
成
果
を
整
理
し
て
お
り
、
著
者
は
こ
れ
を
利
用
し
て
い
な
い
が

參
照
さ
る
べ
き
で
あ
る

⑼
。
ま
た
西
口
氏
が
か
つ
て
指
摘
し
た
よ
う
に
現
在
わ
れ
わ
れ
が
利
用
す
る
の
に
も
っ
と
も
便
利
な

テ
ク
ス
ト
は
民
國
八
年
（
一
九
一
九
）
に
鉛
字
排
印
さ
れ
た
普
寧
藏
本
で
、
こ
れ
は
常
州
天
寧
寺
本
（
東
禪
寺
版
系
）
を
底

本
と
し
て
、
四
部
叢
刊
本
、
磧
砂
藏
本
、『
傳
燈
玉
英
集
』、
元
延
祐
本
、
明
嘉
興
藏
本
、
清
龍
藏
本
等
を
校
本
と
し
、
底
本

に
な
い
楊
億
の
序
、
希
渭
の
重
刻
狀
、
序
跋
、「
西
來
年
表
」
等
を
補
入
し
、
ゆ
き
と
ど
い
た
注
記
が
あ
り
、
句
讀
も
ほ
ぼ

正
確
で
あ
る
（
臺
灣
眞
善
美
出
版
社
、
新
文
豐
出
版
公
司
影
印
本
が
通
行
し
て
い
る
）。
す
な
わ
ち
、
將
來
『
景
德
傳
燈
錄
』
の
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校
訂
本
を
作
成
す
る
時
は
こ
れ
を
底
本
と
す
べ
き
で
あ
る

⑽
。

こ
の
「『
景
德
傳
燈
錄
』
の
版
本
の
系
譜
」
の
章
が
本
書
の
も
っ
と
も
重
要
な
成
果
で
あ
り
、『
景
德
傳
燈
錄
』
の
研
究

に
對
す
る
貢
獻
は
大
き
い
。
思
う
に
中
國
で
こ
の
種
の
研
究
を
す
る
こ
と
は
、
實
は
た
い
へ
ん
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
中
國

の
圖
書
館
は
書
物
を
保
存
し
後
世
に
傳
え
て
ゆ
く
こ
と
を
使
命
と
し
て
い
る
の
で
、
貴
重
書
の
閲
覽
は
容
易
な
こ
と
で
は
な

く
、
覆
寫
は
基
本
的
に
許
さ
れ
な
い
。
版
本
の
研
究
は
全
體
を
仔
細
に
檢
討
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
著
者
の
研
究
は
時
間

も
苦
勞
も
想
像
以
上
に
要
し
た
で
あ
ろ
う
。
現
在
で
は
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
に
據
る
だ
け
で
は

正
確
を
期
し
難
い
。
本
書
の
記
述
に
も
そ
の
制
約
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
ま
た
日
本
の
研
究
書
や
論
文
を
參
照
す

る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
論
著
資
料
を
入
手
し
、
日
本
語
文
獻
を
十
全
に
讀
解
し
た
點
で
も
、
わ
た
し
は
著
者
の
努
力
と
研
鑽

を
讚
え
た
い
。

三
．『
景
德
傳
燈
錄
』
の
注

『
景
德
傳
燈
錄
』
に
附
さ
れ
た
注
は
、
道
原
・
楊
億
の
原
注
と
後
世
の
附
注
に
分
け
ら
れ
る
。
原
注
は
初
刻
本
に
近
い
金

藏
本
（
存
二
十
四
卷
）
に
よ
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
内
容
は
音
義
、
史
料
の
來
源
、
徴
拈
代
別
の
著
語
に
わ
た
っ
て

い
る
が
、
徴
拈
代
別
の
著
語
こ
そ
が
道
原
・
楊
億
の
時
代
の
禪
の
古
則
に
對
す
る
受
け
と
め
か
た
、
す
な
わ
ち
當
時
の
禪
の

思
想
を
知
る
手
が
か
り
と
な
り
、
さ
ら
に
宋
代
の
文
字
禪
、
公
案
禪
へ
と
導
く
重
要
な
關
節
で
も
あ
る
。
こ
の
著
語
は
主
と

し
て
道
原
の
屬
す
る
法
眼
系
の
人
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
。
後
世
の
附
注
は
元
延
祐
本
に
大
量
に
現
わ
れ
、
校
勘
と
考

證
（
時
間
、
名
物
、
事
跡
等
）
に
關
す
る
注
が
多
い
（
第
四
章
「『
景
德
傳
燈
錄
』
の
注
」）。
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案
ず
る
に
、『
景
德
傳
燈
錄
』
の
注
は
本
文
を
理
解
す
る
の
に
役
に
立
つ
重
要
な
組
成
部
分
で
あ
る
か
ら
、
著
者
も
こ
の

注
の
問
題
を
重
視
し
て
一
章
を
そ
の
考
證
に
充
て
た
。
特
に
徴
拈
代
別
の
著
語
に
對
し
て
著
者
自
身
の
案
語
を
附
し
、
そ
の

意
味
を
吟
味
し
て
い
る
の
は
、『
景
德
傳
燈
錄
』
の
内
容
、
す
な
わ
ち
禪
の
語
錄
の
讀
解
に
踏
み
込
ん
だ
本
書
の
特
徴
で
あ

る
。
徴
は
徴
問
、
拈
は
拈
古
、
代
は
代
語
、
別
は
別
語
で
、『
景
德
傳
燈
錄
』
の
古
則
に
つ
い
て
道
原
・
楊
億
が
注
を
附
し
、

そ
の
禪
的
な
意
圖
を
問
い
、
あ
る
い
は
古
則
に
批
評
を
加
え
、
古
則
の
當
事
者
の
無
對
無
語
に
代
っ
て
答
語
し
、
あ
る
い
は

別
に
回
答
を
出
す
も
の
で
あ
る
。
道
原
・
楊
億
の
原
注
は
、
前
代
お
よ
び
同
時
代
の
主
と
し
て
法
眼
系
の
禪
僧
の
著
語
を
引

い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
古
則
に
對
す
る
當
時
の
受
容
の
あ
り
か
た
（
上
堂
、
小
參
、
勘
辨
の
さ
い
に
引
用
し
て
論
ず

る
）
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
著
者
は
「
道
原
は
『
傳
燈
錄
』
が
成
っ
た
あ
と
、
當
時
流
行
し
て
い
た
拈
頌
代
別
作
品
を
注
の

形
式
で
正
文
の
中
に
分
散
さ
せ
た
」（
二
九
三
頁
）
と
推
測
し
て
い
る
が
、
著
語
が
附
せ
ら
れ
た
古
則
を
本
文
に
採
錄
し
た

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

徴
拈
代
別
は
古
則
に
對
す
る
問
題
提
起
で
あ
る
が
、
著
者
は
著
語
を
引
用
し
、
そ
の
問
題
提
起
に
案
語
を
附
し
て
こ
れ

に
答
え
、
解
釋
を
施
す
條
が
十
七
あ
り
、
以
下
に
そ
の
い
く
つ
か
を
檢
討
し
て
み
よ
う
。

（
一
）
徴
、
拈
五
．
卷
十
一
婺
州
金
華
山
俱
胝
和
尚
章

師
將
順
世
，
謂
衆
曰
：
「
吾
得
天
龍
一
指
頭
禪
，
一
生
用
不
盡
。」
言
訖
示
滅
。

玄
沙
云
：
「
我
當
時
若
見
，
抝
折
指
頭
。」

玄
覺
云
：
「
且
道
，
玄
沙
恁
麼
道
，
意
作
麼
生
？
」
雲
居
錫
云
：
「
只
如
玄
沙
恁
麼
道
，
肯
伊
不
肯
伊
？ 

若
肯
，

何
言
抝
折
指
頭
？ 

若
不
肯
，
俱
胝
過
在
什
麼
處
？
」（
二
八
六
頁
）



204

著
者
は
こ
の
「
天
龍
一
指
頭
禪
」
を
解
釋
し
て
「
佛
法
は
い
わ
ゆ
る
一
即
一
切
、
一
切
即
一
で
あ
る
か
ら
、
一
指
は
萬
物
を

包
攝
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
指
頭
禪
は
容
易
に
一
物
、
一
機
、
一
境
を
佛
性
だ
と
誤
解
さ
せ
て
し
ま
い
や
す
い
。

ゆ
え
に
玄
沙
は
『
も
し
お
れ
が
そ
の
場
に
い
た
ら
、
そ
の
指
を
へ
し
折
っ
て
や
る
』
と
言
っ
た
の
で
あ
る
」
と
言
う
。

案
ず
る
に
、
天
龍
和
尚
は
大
梅
法
常
の
弟
子
で
、
馬
祖
系
の
禪
僧
で
あ
る
。「
一
指
を
竪
て
る
」
の
は
、
馬
祖
の
「
性
在

作
用
」
を
示
す
一
連
の
動
作
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、「
一
即
一
切
」
と
い
う
教
理
と
は
無
關
係
で
あ
る
。
上
引
の
著
語
の
あ
と

に
、
先
曹
山
（
本
寂
）
が
「
俱
胝
承
當
處
鹵
莾
，
只
認
得
一
機
一
境
。」
と
言
う
よ
う
に
、
中
唐
の
馬
祖
の
二
世
代
あ
と
、

晩
唐
時
代
に
な
る
と
、
馬
祖
禪
の
「
性
在
作
用
」、「
見
色
見
性
」
と
い
う
接
化
が
形
骸
化
し
て
、
表
面
的
な
模
倣
者
が
續
出

し
、
こ
れ
に
對
す
る
批
判
・
反
省
が
起
こ
っ
た
。
玄
沙
師
備
が
「
お
れ
な
ら
、
俱
胝
の
指
を
へ
し
折
っ
て
や
る
」
と
言
い
、

玄
覺
行
言
、
雲
居
清
錫
は
そ
の
意
圖
を
問
う
て
い
る
だ
け
だ
が
、
曹
山
本
寂
は
、「
俱
胝
の
承
當
處
（「
性
在
作
用
」
説
の
受

け
と
め
か
た
）
は
淺
は
か
で
、
天
龍
の
模
倣
に
す
ぎ
な
い
」
と
言
う
の
は
、
同
じ
く
俱
胝
和
尚
の
開
悟
も
接
化
も
馬
祖
禪
を

單
純
化
し
た
、
本
物
で
は
な
い
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
代
語
一
．
卷
七
池
州
魯
祖
山
寶
雲
禪
師
章

僧
問
：
「
如
何
是
言
不
言
？
」
師
云
：
「
汝
口
在
什
麼
處
？
」
僧
云
：
「
無
口
。」
師
云
：
「
將
什
麼
喫
飯
？
」
僧
無

對
。

洞
山
代
云
：
「
他
不
飢
，
喫
什
麼
飯
！
」（
二
八
八
頁
）

著
者
は
解
釋
し
て
言
う
、「『
不
言
の
言
』
と
は
實
際
に
は
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
僧
の
問
い
は
師
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家
の
『
鎖
口
の
問
い
』
を
試
す
も
の
だ
。
魯
祖
は
正
面
か
ら
答
え
ず
、『
君
は
口
が
あ
る
の
に
、
な
ぜ
自
分
で
答
え
ず
、
人

に
問
う
の
か
？
』
と
反
問
し
た
。
僧
は
自
分
に
口
が
あ
る
と
認
め
た
ら
、
自
分
が
持
ち
出
し
た
答
え
ら
れ
な
い
難
問
に
答
え

ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、『
口
は
な
い
』
と
言
っ
た
。
魯
祖
は
『
口
が
な
い
な
ら
、
何
で
飯
を
喰
っ
て
い
る
の
か
？
』
と
た
た
み

か
け
る
と
、
僧
は
何
も
言
え
な
か
っ
た
。
洞
山
は
そ
こ
に
代
語
し
て
、『
か
れ
は
腹
が
へ
っ
て
い
な
い
か
ら
、
飯
な
ど
喰
わ

ぬ
』
と
言
っ
た
。
こ
の
語
は
雙
關
語
で
、『
何
で
飯
を
喰
う
の
か
』
に
答
え
た
と
同
時
に
、『
法
身
は
不
變
不
動
ゆ
え
、
本
來

飯
な
ど
喰
う
必
要
が
な
い
』
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。」

案
ず
る
に
、
こ
の
一
則
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。「
言
い
て
言
わ
ざ
る
」
と
は
、『
金
剛
經
』
に
「
法
を
説

く
と
は
、
法
の
説
く
べ
き
無
き
、
是
れ
を
法
を
説
く
と
名
づ
く
」、
ま
た
『
注
維
摩
經
』
に
「
其
れ
説
く
所
無
き
故
に
、
終

日
説
い
て
未
だ
嘗
て
説
か
ず
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、「
説
く
べ
き
法
と
い
う
も
の
は
な
い
」
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
僧

は
「
わ
た
し
に
そ
の
よ
う
に
法
身
と
し
て
法
を
説
い
て
く
れ
」
と
要
求
し
た
。
魯
祖
は
そ
の
こ
と
を
承
知
の
う
え
で
、
こ
れ

に
對
し
て
わ
ざ
と
現
實
に
引
き
戻
し
、「
き
み
の
口
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
？
」
と
問
う
た
。
僧
は
法
身
の
こ
と
を
問
わ
れ
た

と
思
い
、「（
法
身
に
は
）
口
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
答
え
た
た
め
、「
口
が
な
い
な
ら
、
き
み
は
普
段
何
で
飯
を
喰
っ
て
い
る

の
か
！
」
と
言
わ
れ
、
答
え
に
窮
し
た
。
洞
山
は
こ
う
答
え
る
べ
き
だ
と
、
僧
に
代
っ
て
言
っ
た
、「
そ
れ
は
飢
え
る
こ
と

が
な
い
。
飯
な
ど
喰
う
必
要
が
な
い
」。
こ
の
答
え
は
、
法
身
の
理
解
と
し
て
正
し
い
が
、
言
外
に
そ
の
僧
を
皮
肉
っ
て
、

「
か
れ
は
法
身
の
觀
念
で
腹
い
っ
ぱ
い
な
の
で
、
飯
な
ど
喰
う
必
要
は
な
い
の
だ
」
と
い
う
含
み
が
あ
る
。
發
心
出
家
し
、

禪
僧
と
な
っ
て
師
友
を
訪
ね
行
脚
し
、
め
ざ
す
と
こ
ろ
は
、
法
身
を
體
認
し
、
法
身
と
し
て
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
教
理
と

し
て
の
「
悉
有
佛
性
」、「
法
身
と
肉
身
の
不
即
不
離
」
は
承
知
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
や
は
り
深
刻
な
體
驗
を
經
な
け

れ
ば
、
觀
念
的
に
な
り
や
す
く
、
こ
の
僧
は
こ
の
點
で
不
徹
底
を
露
呈
し
た
。
洞
山
は
法
身
の
問
題
に
つ
い
て
「
吾
常
に
此
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に
於
い
て
切
な
り
」
と
言
っ
て
い
る
。

（
三
）
別
語
五
．
卷
二
十
六
廬
山
大
林
寺
僧
遁
禪
師
章

有
僧
擧
：
「
僧
問
玄
沙
和
尚
：
『
向
上
宗
乘
，
此
間
如
何
言
論
？
』
玄
沙
云
：
『
少
人
聽
。』
今
問
師
，
不
知
玄
沙

意
旨
如
何
？
」
師
曰
：
「
待
汝
移
却
石
耳
峰
，
我
即
向
汝
道
。」　

歸
宗
柔
別
云
：
「
且
低
聲
。」（
二
九
二
頁
）

著
者
は
本
則
を
解
釋
し
て
言
う
、「
禪
の
眞
義
と
い
う
も
の
は
言
葉
で
傳
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
、『
口
を
開

け
ば
誤
る
』、『
禍
は
口
か
ら
出
る
』
と
言
わ
れ
る
。
修
行
者
が
持
ち
出
す
禪
の
本
義
に
關
す
る
問
い
に
、
禪
師
は
い
つ
も
さ

ま
ざ
ま
な
や
り
方
で
答
え
を
拒
絶
す
る
。
香
嚴
が
樹
に
上
っ
て
口
で
枝
を
銜
え
る
話
、
馬
祖
が
一
口
で
西
江
水
を
吸
い
盡

く
し
た
ら
と
い
う
話
は
、
み
な
こ
う
い
う
終
極
問
題
に
答
え
た
く
な
い
口
實
で
あ
る
。
こ
の
公
案
に
お
い
て
、
僧
遁
禪
師

が
『
き
み
が
石
耳
峰
を
移
し
た
ら
、
言
っ
て
や
ろ
う
』
と
言
っ
た
の
も
、
石
耳
峰
を
移
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
向
上

の
宗
乘
は
言
う
こ
と
は
で
き
ぬ
と
の
意
で
あ
る
。
こ
の
答
え
は
馬
祖
の
『
一
口
で
西
江
水
を
吸
い
盡
く
し
た
ら
言
っ
て
や
ろ

う
』
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
歸
宗
義
柔
は
僧
遁
禪
師
の
語
が
馬
祖
の
窠
臼
を
出
る
も
の
で
は
な
く
、
よ
い
答
え
で
は
な
い
と

見
て
、
別
語
し
て
『
且
ら
く
低
聲
せ
よ
』
と
言
っ
た
の
だ
」。

案
ず
る
に
、「
禪
の
眞
義
と
い
う
も
の
は
言
葉
で
傳
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
著
者
は
考
え
て

い
な
い
よ
う
だ
。「
向
上
の
宗
乘
」
と
は
、
い
に
し
え
の
佛
陀
よ
り
傳
え
ら
れ
て
き
た
教
え
の
核
心
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
禪
宗
が
相
承
し
て
き
た
佛
教
の
根
本
義
で
も
あ
る
。
僧
は
玄
沙
に
「
こ
こ
（
福
州
玄
沙
院
）
で
は
、
こ
の
こ
と
を
ど
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う
論
じ
て
い
る
の
か
」
と
問
う
た
の
で
あ
る
が
、
玄
沙
は
「
少
人
聽
」（
だ
れ
も
聽
く
人
が
い
な
い
）、
つ
ま
り
こ
こ
で
は
そ

う
い
う
こ
と
を
教
え
ず
、
議
論
も
し
な
い
と
答
え
た
。
そ
の
理
由
を
玄
沙
は
別
の
と
こ
ろ
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

仁
者
，
宗
乘
是
什
麼
事
？ 

不
可
由
汝
用
功
莊
嚴
便
得
去
也
。
不
可
他
心
宿
命
便
得
去
也
。
會
麼
？
只
如
釋
迦
出
頭
來
，

作
得
如
許
多
變
弄
，
説
十
二
分
教
，
如
缾
灌
水
，
大
作
一
場
佛
事
。
向
此
門
中
用
一
點
不
得
，
用
毫
頭
伎
倆
不
得
。
知

麼
？ 

如
同
夢
事
，
亦
如
寐
語
。
沙
門
不
應
出
頭
來
。
不
同
夢
事
，
蓋
爲
識
得
。
知
麼
？
識
得
即
是
大
出
脫
底
人
、
大

徹
頭
人
。（『
玄
沙
廣
錄
』
卷
下
）

諸
君
、
宗
乘
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
？ 

き
み
た
ち
が
修
行
を
積
ん
で
飾
り
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
他
心
通
や
宿
命
通
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
分
か
る
か
？ 

お
釋
迦
さ
ん
が
出
て
き
て
、
あ
ま

た
の
手
管
を
弄
し
て
十
二
分
教
を
説
き
、
瓶
よ
り
水
を
灌
ぐ
よ
う
に
一
滴
も
漏
ら
さ
ず
傳
え
て
、
佛
事
を
盛
大
に
演
じ

た
と
し
て
も
、
そ
ん
な
も
の
は
わ
が
禪
門
に
お
い
て
は
何
の
役
に
も
立
た
ず
、
毛
一
す
じ
ほ
ど
の
技
量
も
發
揮
で
き
は

し
な
い
の
だ
。
分
か
る
か
？ 

そ
ん
な
も
の
は
夢
の
よ
う
な
も
の
、
寢
言
み
た
い
な
も
の
だ
。
そ
ん
な
こ
と
で
沙
門
が

本
來
の
面
目
を
發
揮
で
き
る
は
ず
は
な
い
の
だ
。
夢
と
同
じ
く
し
な
い
の
は
、
し
か
と
自
己
の
面
目
を
見
て
取
っ
て
い

る
か
ら
な
の
だ
。
分
か
る
か
？ 

見
て
取
れ
た
な
ら
、
大
解
脱
の
人
で
あ
り
、
大
悟
徹
底
し
た
人
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
宗
乘
」
と
は
、
釋
迦
が
説
い
た
種
々
の
方
便
説
法
の
こ
と
で
は
な
く
、
自
己
を
識
得
す
る
こ
と
、
自
己
を

知
る
こ
と
（
己
事
究
明
）
が
そ
れ
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
大
悟
徹
底
し
た
人
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
自
己
を
知
る
こ
と
で

あ
る
か
ら
、
人
に
問
う
べ
き
こ
と
で
は
な
く
、
人
が
教
え
ら
れ
る
こ
と
で
も
な
い
。「
宗
乘
」
と
は
あ
く
ま
で
も
問
う
僧
の
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自
己
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
言
葉
で
傳
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
言
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。『
玄
沙
廣
錄
』
に
は

「
宗
門
中
事
」（
宗
乘
）
に
つ
い
て
以
下
の
問
答
が
あ
る
。

百
法
座
主
問
：
「
如
何
是
宗
門
中
事
？
」
師
云
：
「
是
大
德
事
。」
云
：
「
作
何
體
悉
？
」
師
云
：
「
不
用
體
悉
。」（
卷
中
）

問
：
「
如
何
是
宗
門
中
事
？
」
師
云
：
「
瞌
睡
作
麼
！
」
云
：
「
和
尚
何
不
接
學
人
？
」
師
云
：「
者
鈍
漢
！
」（
卷
下
）

本
則
で
は
玄
沙
が
「
少
人
聽
」
と
答
え
た
意
圖
を
問
わ
れ
、「
石
耳
峰
を
移
す
こ
と
が
で
き
た
ら
、
教
え
て
や
ろ
う
」
と

僧
遁
禪
師
は
答
え
た
。
む
ろ
ん
こ
れ
は
馬
祖
の
「
一
口
吸
盡
西
江
水
」
の
變
奏
で
あ
る
が
、
歸
宗
義
柔
（
法
眼
文
益
下
の
同

門
）
が
わ
た
し
な
ら
こ
う
答
え
る
、
と
し
て
別
語
し
た
、「
且
ら
く
低
聲
せ
よ
」（
シ
ー
ッ
、
大
き
な
聲
で
言
っ
て
は
い
け
な

い
）
と
は
、「
そ
ん
な
こ
と
を
訊
ね
て
、
人
に
聞
か
れ
た
ら
笑
わ
れ
る
ぞ
」
と
た
し
な
め
た
の
で
あ
る
。

四
．『
景
德
傳
燈
錄
』
の
文
學
性
、
宋
代
文
人
へ
の
影
響

本
書
第
五
章
「『
景
德
傳
燈
錄
』
の
文
學
性
」、
第
六
章
「『
景
德
傳
燈
錄
』
の
宋
代
文
人
へ
の
影
響
」
の
二
章
は
從
來

の
『
景
德
傳
燈
錄
』
研
究
に
な
い
、
本
書
の
創
新
で
あ
る
。「『
景
德
傳
燈
錄
』
の
文
學
性
」
で
は
、
禪
僧
の
傳
記
に
見
ら

れ
る
傳
奇
的
、
戲
曲
的
な
敍
述
や
文
學
的
表
現
、
對
話
の
諧
謔
、
修
辭
的
技
法
（
譬
喩
、
曲
解
、
比
擬
、
歇
後
）
な
ど
の
特

徴
を
概
觀
し
、
收
錄
・
引
用
さ
れ
る
偈
頌
詩
歌
に
つ
い
て
内
容
と
表
現
の
特
色
（
多
様
な
形
式
、
形
象
性
）
を
概
説
し
て
い

る
。「
詩
に
よ
っ
て
禪
を
證
す
る
」
と
い
う
一
節
で
は
、
禪
と
詩
の
表
現
方
法
の
一
致
（
體
驗
の
個
性
的
表
現
、
象
徴
・
比
喩

の
運
用
）、
禪
僧
の
詩
的
表
現
愛
好
な
ど
を
論
ず
る
。「『
景
德
傳
燈
錄
』
の
宋
代
文
人
へ
の
影
響
」
の
章
で
は
、
宋
代
文
人
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に
と
っ
て
『
景
德
傳
燈
錄
』
が
『
楞
嚴
經
』、『
圓
覺
經
』、『
維
摩
經
』
と
と
も
に
、
佛
教
を
學
び
、
禪
に
參
ず
る
必
讀
書

で
あ
っ
た
こ
と
の
具
體
相
を
敍
べ
る
。
影
響
の
う
ち
の
「
抄
集
」
の
項
で
は
も
っ
と
も
早
い
例
と
し
て
晁
迥
『
法
藏
碎
金

錄
』（
一
〇
二
七
年
）、
つ
い
で
蘇
轍
（
一
〇
三
九
～
一
一
一
二
）
の
抄
錄
一
卷
、
曾
慥
『
類
説
』（
卷
二
十
、
一
一
三
七
年
）、

胡
寅
の
抄
錄
三
卷
（『
傳
燈
玉
英
集
』
か
ら
の
抄
錄
、
一
一
五
〇
年
）
を
擧
げ
る
。
王
隨
『
傳
燈
玉
英
集
』
十
五
卷
（
存
九
卷
）

に
つ
い
て
は
一
節
を
設
け
て
專
論
し
、
王
隨
居
士
の
師
承
關
係
、
佛
門
人
物
と
の
交
友
を
敍
べ
、『
傳
燈
玉
英
集
』
は
『
景

德
傳
燈
錄
』
を
約
半
分
の
量
に
取
捨
削
減
し
て
い
る
が
、『
景
德
傳
燈
錄
』
初
刊
本
の
原
貌
を
よ
く
傳
え
て
い
る
こ
と
を
論

ず
る
。「
閲
讀
」
の
項
で
は
張
商
英
（『
羅
湖
野
錄
』
卷
上
）、
呉
恂
（
同
卷
下
）
が
『
景
德
傳
燈
錄
』
を
讀
ん
で
參
禪
し
た

情
景
を
紹
介
し
、
閲
讀
の
例
と
し
て
陳
舜
兪
（『
廬
山
記
』）、
陳
與
義
（『
増
廣
箋
注
簡
齋
詩
集
』
卷
九
「
次
韻
謝
天
寧
老
見

貽
」
詩
）、
胡
仔
（『
苕
溪
漁
隱
叢
話
』
前
集
卷
二
十
）、
理
學
家
の
鄒
浩
（『
道
郷
集
』
卷
二
）、
朱
熹
（『
朱
子
語
類
』
卷
百
二

十
六
）、
曾
丰
（『
緣
督
集
』
卷
六
）、
ま
た
女
子
の
參
禪
の
例
と
し
て
項
氏
（
劉
宰
『
漫
塘
集
』
卷
三
十
）、
樓
慧
靖
（『
佛
祖

統
紀
』
卷
二
十
八
）
を
紹
介
す
る
。「
題
詠
」
の
項
で
は
詩
題
に
『
傳
燈
錄
』
の
書
名
を
入
れ
た
詩
（
王
安
石
、
蘇
軾
、
蘇
轍
、

王
庭
珪
）
を
紹
介
し
、
ま
た
「
宋
代
人
に
よ
る
宋
詩
の
注
と
『
景
德
傳
燈
錄
』」
の
節
で
は
、
宋
詩
は
典
故
を
愛
用
し
た
が
、

そ
の
新
し
い
典
故
の
ひ
と
つ
に
『
景
德
傳
燈
錄
』
の
故
事
の
援
用
が
あ
り
、
詩
注
に
は
そ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
さ

か
ん
に
作
ら
れ
た
宋
代
詩
話
に
も
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
二
章
は
文
學
出
身
の
著
者
ら

し
い
『
景
德
傳
燈
錄
』
の
新
研
究
で
あ
る
。

案
ず
る
に
、『
景
德
傳
燈
錄
』
の
宋
代
文
學
へ
の
影
響
と
い
う
テ
ー
マ
は
從
來
書
か
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
今
や
各
種

の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
檢
索
を
利
用
す
れ
ば
容
易
に
書
け
る
の
で
あ
り
、
こ
の
二
章
も
そ
の
よ
う
に
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
問
題
に
な
る
の
は
そ
の
精
度
で
あ
る
。
宋
詩
の
注
に
出
典
と
し
て
『
景
德
傳
燈
錄
』
を
引
く
場
合
、
往
々
に
し
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て
不
正
確
な
の
は
施
注
者
が
記
憶
に
頼
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
蘇
東
坡
の
詩
「
秋
後
風
光
雨
後
山
，
滿
城
流
水
碧
潺
潺
。
煙
雲
好
處
無
多
子
，
及
取
昏
鴉
未
到
間
」（『
集
注

分
類
東
坡
詩
』
卷
九
「
追
和
子
由
去
歲
試
擧
人
洛
下
所
詠
詩
五
首
暴
雨
初
晴
樓
上
晩
景
」）
の
注
に
「『
傳
燈
錄
』
曰
：
大
愚
禪

師
曰
：
佛
法
無
多
子
」
と
あ
る
の
を
、
著
者
は
出
典
を
卷
十
二
臨
濟
章
と
し
、
大
愚
で
は
な
く
臨
濟
の
語
だ
と
訂
正
し
て

い
る
（
三
九
六
頁
）。
さ
ら
に
「
無
多
子
」
に
つ
い
て
、「
子
は
接
尾
辭
で
唐
五
代
で
は
一
般
に
少
な
い
こ
と
を
示
す
數
量
詞

の
後
ろ
に
つ
き
、
無
多
子
は
沒
有
多
少
の
意
」
と
説
明
し
、
例
と
し
て
「
想
君
本
領
無
多
子
，
畢
竟
難
禁
這
一
頭
」（『
五

燈
會
元
』
卷
十
八
雲
巖
天
游
禪
師
章
）
を
引
く
。
著
者
は
「
無
多
子
」
の
構
造
を
「
無
多
」
＋
「
子
」
と
見
て
い
る
よ
う
だ

が
、「
無
」
＋
「
多
子
」
で
あ
っ
て
、「
多
子
」
を
「
多
」
の
口
語
形
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。「
子
は
接
尾
辭
で
唐
五
代
で
は

一
般
に
少
な
い
こ
と
を
示
す
數
量
詞
の
後
ろ
に
つ
く
」
と
い
う
説
明
も
い
い
か
げ
ん
で
、
江
藍
生
・
曹
廣
順
『
唐
五
代
語

言
詞
典
』
で
は
、
名
詞
接
尾
辭
の
用
法
を
「
唐
人
對
小
玩
偶
例
稱
“
子
”」（
唐
代
の
人
は
小
さ
な
玩
具
に
つ
い
て
子
を
つ
け

て
呼
ぶ
）
と
説
明
し
、「
黃
金
人
子
」、「
一
瓷
新
婦
子
」、「
昆
侖
子
」
な
ど
の
人
形
の
例
を
擧
げ
て
い
る
。「
無
多
子
」
は
た

し
か
に
「
沒
有
多
少
」
に
は
違
い
な
い
が
、「
佛
法
無
多
子
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
？ 

『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
十
二
「
臨
濟

章
」
は
異
同
の
多
い
と
こ
ろ
で
、
金
藏
本
、
四
部
叢
刊
本
（
卷
十
二
は
南
宋
前
期
刊
本
）、
元
延
祐
本
は
「
佛
法
也
無
多
子
」

で
あ
る
が
（『
傳
燈
玉
英
集
』
は
卷
六
を
缺
く
）、
東
禪
寺
版
は
「
元
來
黃
檗
佛
法
無
多
子
！
」
で
あ
る
。
前
者
は
「
佛
法
と

は
言
っ
て
も
多
く
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」、
後
者
は
「
黃
檗
の
佛
法
は
あ
れ
こ
れ
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
！
」。
つ
ま

り
黃
檗
が
説
法
で
い
つ
も
言
っ
て
い
た
「
即
心
是
佛
」
と
い
う
「
ひ
と
つ
の
事
」
を
言
う
。
宋
の
胡
宏
の
「
人
に
贈
る
」
詩

に
い
う
、「
孝
弟
（
悌
）
須
是
知
本
根
，
萬
般
功
用
且
休
論
。
聖
門
事
業
無
多
子
，
守
此
心
爲
第
一
門
」（『
五
峰
集
』
卷
一
）。

儒
教
の
教
え
に
遵
っ
て
行
な
う
べ
き
根
本
は
た
だ
ひ
と
つ
、
孝
悌
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
無
多
子
」
に
は
「
ひ
と
つ
」
を
言

う
場
合
が
あ
り
、「
佛
法
無
多
子
」
は
そ
の
例
で
あ
る
。
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ま
た
『
王
荊
公
詩
注
』
卷
四
十
二
「
與
道
原
歩
至
景
德
寺
」
詩
「
前
時
偶
見
花
如
夢
，
紅
紫
紛
披
競
深
淺
」
李
璧
注

「『
傳
燈
錄
』
：
陸
亘
大
夫
見
南
泉
，
南
泉
云
：
『
老
僧
見
一
株
花
，
如
夢
相
似
。』
陸
當
下
有
省
。」（
三
九
九
頁
）
の
例
で
、

著
者
は
出
典
を
卷
八
「
池
州
南
泉
普
願
章
」
だ
と
指
摘
し
て
い
る
だ
け
で
、
こ
の
引
用
の
誤
り
を
訂
正
し
て
い
な
い
。
正
し

く
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

陸
亘
大
夫
向
師
道
：
「
肇
法
師
甚
奇
怪
！ 

道
『
萬
物
同
根
，
是
非
一
體
』。」
師
指
庭
前
牡
丹
花
云
：
「
大
夫
，
時
人

見
此
一
株
花
如
夢
相
似
。」
陸
罔
測
。

南
泉
は
「
時
人
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
じ
つ
は
婉
曲
に
陸
亘
を
指
し
て
、「
そ
な
た
は
僧
肇
の
佛
教
的
萬
物
齊
同
論
に
惑

わ
さ
れ
て
、
目
前
に
實
在
す
る
花
の
美
し
さ
を
見
て
い
な
い
」
と
た
し
な
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
僧
肇
の
語
は
「
天
地
與
我

同
根
，
萬
物
與
我
一
體
」（「
涅
槃
無
名
論
」）
で
あ
る
が
、
陸
亘
は
引
用
の
よ
う
に
記
憶
し
て
い
た
。
こ
れ
に
對
す
る
答
え

は
、「
佛
教
の
理
論
、
佛
教
の
術
語
が
形
成
さ
れ
ぬ
以
前
の
地
平
に
お
い
て
（
そ
う
い
う
觀
念
に
囚
わ
れ
ず
に
）、
ひ
と
り
孤

獨
に
修
行
せ
よ
」
と
言
っ
た
南
泉
ら
し
い
對
話
で
あ
る
。
王
安
石
の
詩
は
こ
の
意
を
受
け
と
め
て
、「
わ
た
し
は
以
前
花
を

見
て
も
、
南
泉
が
言
っ
た
よ
う
に
、
夢
の
よ
う
に
し
か
見
て
い
な
か
っ
た
が
、
今
は
こ
の
花
が
紅
や
紫
の
鮮
や
か
さ
を
競
う

よ
う
に
咲
き
誇
っ
て
い
る
の
を
さ
な
が
ら
に
見
て
い
る
」
と
詠
じ
た
の
で
あ
る
。
李
璧
注
の
引
用
で
は
逆
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
で
は
注
釋
の
用
を
な
さ
な
い
。

宋
詩
の
詩
語
の
注
に
『
傳
燈
錄
』
を
引
く
ケ
ー
ス
を
著
者
が
「
行
話
」（
業
界
用
語
）、「
俗
語
」
の
出
處
と
し
て
解
説
し

て
い
る
の
は
、
禪
語
錄
の
口
語
語
彙
研
究
者
の
注
意
を
引
く
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
時
に
正
確
を
缺
く
説
明
が
見
ら
れ
る
。
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「
一
轉
語
」
を
「
轉
撥
機
鋒
之
語
」、「
點
撥
人
覺
悟
之
語
」（
三
九
四
頁
）
と
解
し
て
い
る
が
、「
轉
」
は
回
數
を
表
わ
す
南

方
方
言
の
量
詞
で
あ
り
、『
朱
子
語
類
』
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
禪
宗
特
有
の
語
（
行
話
）
と
は
言
え
な
い
。
ま
た

文
末
の
「
在
」
を
「
作
爲
詞
綴
，
唐
宋
時
用
於
動
詞
或
動
詞
短
語
之
後
，
表
示
動
作
或
狀
態
之
延
續
」（
三
九
七
頁
）
と
説

明
す
る
の
も
正
確
で
は
な
く
、
確
認
・
強
調
を
表
わ
す
文
末
助
詞
と
す
べ
き
で
あ
る
。

『
景
德
傳
燈
錄
』
の
宋
代
文
人
へ
の
影
響
と
い
う
著
者
が
設
定
し
た
新
し
い
テ
ー
マ
は
、
對
象
を
宋
詩
の
注
だ
け
に
限
ら

ず
、
宋
代
の
筆
記
（
文
人
隨
筆
）
を
視
野
に
入
れ
る
と
、
よ
り
豐
か
な
成
果
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
評

者
の
望
蜀
の
談
で
あ
る
。

五
．「
未
完
の
思
考
―
『
景
德
傳
燈
錄
』
の
文
化
史
的
意
義
」

こ
の
終
章
は
本
書
の
結
論
に
あ
た
る
論
考
で
、『
景
德
傳
燈
錄
』
を
文
化
史
の
角
度
か
ら
そ
の
性
質
を
論
ず
る
。
す
な
わ

ち
『
景
德
傳
燈
錄
』
の
出
現
は
ど
う
い
う
意
義
を
持
つ
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
著
者
は
三
つ
の
面
を
指
摘
し
て
い
る
。

一
．『
景
德
傳
燈
錄
』
は
敕
に
よ
っ
て
大
藏
經
に
編
入
さ
れ
、
國
家
の
承
認
を
得
た
宗
教
聖
典
と
し
て
、
禪
宗
内
に
お
い
て

學
習
さ
れ
、
以
後
の
燈
史
編
纂
の
規
範
と
な
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
佛
教
界
、
一
般
人
士
に
ま
で
「
禪
の
知
識
」
を
提
供
す
る

源
泉
と
な
っ
た
。
二
．
禪
宗
は
他
の
教
宗
と
異
な
り
、
所
依
の
經
典
を
持
た
な
い
か
ら
、
佛
陀
以
來
の
傳
承
の
正
統
性
を
證

明
す
る
た
め
に
燈
史
が
編
纂
さ
れ
た
が
、『
景
德
傳
燈
錄
』
は
法
眼
宗
の
燈
史
と
し
て
出
現
し
、
そ
の
後
は
臨
濟
宗
か
ら
の

修
正
を
施
す
東
禪
寺
版
が
現
わ
れ
、
元
延
祐
本
も
注
で
法
系
を
辯
じ
、
つ
づ
く
四
燈
史
も
正
統
宗
派
を
主
張
す
る
性
格
を
持

つ
。
三
．『
景
德
傳
燈
錄
』
が
記
錄
し
た
唐
五
代
の
禪
宗
は
地
方
を
根
據
地
と
し
た
分
派
で
あ
っ
た
が
、
宋
朝
の
統
一
を
契

機
と
し
て
、『
景
德
傳
燈
錄
』
は
地
域
性
を
突
破
し
、
禪
を
統
一
的
に
系
統
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
禪
僧
は
傳
統
の
中
に

自
己
の
位
置
を
見
出
し
、
傳
統
は
當
世
の
禪
僧
を
加
え
て
生
命
を
獲
得
す
る
と
い
う
「
相
互
證
明
の
う
ち
に
傳
統
と
當
世
を
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聯
結
す
る
」
役
割
り
を
果
た
し
た
。

案
ず
る
に
、
二
と
三
は
禪
宗
燈
史
の
性
格
と
役
割
り
を
言
う
も
の
で
、
一
が
「
文
化
史
的
意
義
」
に
當
た
る
。「『
景
德

傳
燈
錄
』
が
宋
代
以
後
の
禪
の
言
説
の
標
準
を
提
供
し
た
」
と
は
言
っ
て
も
、「
法
眼
宗
の
正
統
性
」
を
示
し
た
テ
ク
ス
ト

が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
宗
派
性
を
超
え
た
禪
一
般
の
共
通
知
識
と
な
っ
た
こ
と
の
論
證
は
、
實
は
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

『
景
德
傳
燈
錄
』
が
馬
祖
系
を
南
嶽
下
第
八
世
ま
で
（
卷
六
～
卷
十
三
）
記
錄
し
、
石
頭
系
を
青
原
下
第
十
一
世
ま
で
（
卷
十

四
～
卷
二
十
六
）
收
錄
し
た
と
こ
ろ
に
、
ま
ず
中
唐
馬
祖
の
禪
が
唐
代
禪
の
基
調
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
さ
ら
に
宋
初
の
編

者
道
原
が
「
法
眼
宗
の
正
統
性
」
を
主
張
し
て
い
る
の
を
看
取
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
宋
代
士
大
夫
た
ち
が
「
禪
と

は
な
に
か
？
」
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
た
の
か
は
、
お
そ
ら
く
か
れ
ら
が
直
接
に
接
觸
し
た
個
々
の
禪
僧
を
通
し
て
で
あ
っ

た
。
そ
の
こ
と
は
宋
詩
の
『
景
德
傳
燈
錄
』
引
用
だ
け
で
な
く
、
よ
り
廣
い
探
究
に
よ
っ
て
こ
そ
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
博
論

を
も
う
一
本
出
せ
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
著
者
は
文
獻
學
的
な
實
證
研
究
を
積
み
重
ね
な
が
ら
、
最
後
に
大
上
段
の

結
論
を
急
ぎ
す
ぎ
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
き
な
り
結
論
で
「
未
完
の
思
考
」
と
は
何
を
言
う
の
か
、
わ
た
し
は
最
初
戸
惑
っ
た

が
、
ど
う
や
ら
「
禪
の
正
統
性
へ
の
運
動
」
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。「
正
統
性
へ
の
意
欲
」
な
ど
、
胡
適
の
南
北

宗
鬪
爭
史
觀
の
影
響
を
受
け
た
歐
米
學
者
の
好
ん
だ
テ
ー
マ
で
、
中
國
の
學
者
が
古
典
禪
、
宋
代
禪
の
研
究
に
こ
れ
を
持
ち

込
む
必
要
は
な
い
。
こ
の
問
題
は
本
書
の
附
論
に
も
關
わ
っ
て
い
る
。

六
．
附
錄
「
傳
統
、
現
代
と
後
現
代
の
間
―
―
近
現
代
禪
宗
研
究
の
歷
程
へ
の
考
察
」

こ
の
附
論
は
近
現
代
に
お
け
る
中
國
禪
宗
史
研
究
を
著
者
な
り
に
總
覽
し
た
長
編
の
學
習
札
記
で
あ
る
。『
景
德
傳
燈

錄
』、『
宋
高
僧
傳
』
等
を
代
表
と
す
る
禪
宗
の
傳
統
的
資
料
の
敍
述
を
歷
史
的
事
實
と
み
な
し
て
こ
れ
を
祖
述
す
る
過
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去
（
近
代
ま
で
）
の
「
傳
統
的
研
究
」
に
對
し
て
、
新
資
料
と
客
觀
性
、
合
理
性
、
論
理
的
整
合
性
の
觀
點
に
よ
る
批
判
を

加
え
た
「
現
代
的
研
究
」
が
現
わ
れ
、
さ
ら
に
こ
れ
が
前
世
紀
八
〇
年
代
か
ら
の
「
後
現
代
（
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
）
的
研
究
」

が
、
客
觀
性
を
自
認
し
た
「
現
代
的
研
究
」
の
意
識
せ
ざ
る
恣
意
性
を
暴
き
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
や
中
國
禪
宗
史
研

究
、
燈
史
研
究
は
困
境
に
陷
っ
た
。
著
者
は
「
近
現
代
の
禪
宗
研
究
の
遺
産
の
基
礎
の
上
に
、
い
か
に
し
て
傳
統
的
研
究
を

斬
り
捨
て
る
こ
と
な
く
、
ま
た
現
代
的
研
究
の
盲
點
を
反
省
し
、
さ
ら
に
後
現
代
的
研
究
の
問
題
提
起
に
答
え
て
、
い
か
に

禪
宗
研
究
の
新
方
法
と
新
規
範
を
打
ち
立
て
る
か
は
、
現
在
の
禪
宗
研
究
が
向
き
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
」（
四

一
八
頁
）
と
の
認
識
か
ら
、
中
國
語
、
日
本
語
、
英
語
で
書
か
れ
た
大
量
の
研
究
著
作
を
網
羅
整
理
し
詳
細
か
つ
批
判
的
に

回
顧
し
總
括
し
た
。
こ
の
點
で
こ
の
附
論
は
目
下
も
っ
と
も
充
實
し
た
中
國
禪
宗
史
研
究
の
總
括
で
あ
る
。
著
者
は
「
傳
統

的
研
究
」、「
現
代
的
研
究
」、「
後
現
代
的
研
究
」
の
成
果
を
詳
述
し
た
あ
と
、
最
後
に
整
理
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
問
い
か

け
て
い
る
。

上
述
の
よ
う
に
、
後
現
代
史
學
の
興
起
は
現
代
史
學
が
無
意
識
に
抱
え
こ
ん
で
い
た
理
論
の
前
提
に
對
し
て
、
全
面

的
な
批
判
を
加
え
、
現
代
史
學
自
身
が
氣
づ
か
な
か
っ
た
問
題
を
暴
き
出
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ

は
後
現
代
思
潮
の
洞
察
に
驚
歎
す
る
と
同
時
に
、
こ
れ
に
對
し
て
も
問
い
を
提
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
後
現
代
は
「
眞

理
」、「
知
識
」
の
形
成
過
程
を
洞
察
し
た
時
に
、
過
去
に
隱
蔽
さ
れ
た
問
題
を
發
見
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時

に
「
眞
理
」
そ
れ
自
身
に
對
す
る
追
究
を
棚
上
げ
し
た
の
で
あ
る
。
後
現
代
は
人
び
と
の
認
識
過
程
の
歷
史
性
と
複
雜

さ
を
發
見
す
る
と
同
時
に
、
人
の
認
識
能
力
に
對
し
て
も
懷
疑
を
投
げ
か
け
た
。
後
現
代
思
潮
の
も
と
で
、
禪
宗
研
究

は
「
歷
史
の
眞
實
」
の
考
證
か
ら
「
歷
史
記
述
の
眞
實
」
の
研
究
へ
と
轉
換
し
、「
歷
史
の
眞
實
」
の
追
究
か
ら
「
歷

史
を
理
解
す
る
眞
實
」
の
考
察
へ
と
轉
換
し
た
。
こ
の
轉
換
の
過
程
で
過
去
に
隱
蔽
さ
れ
不
問
に
さ
れ
た
問
題
に
、
研
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究
者
は
不
斷
に
直
面
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
歷
史
の
眞
實
」
と
「
歷
史
を
理
解
す
る
眞
實
」
は
分
か
ち
難
い

が
、
問
題
は
、
わ
れ
わ
れ
が
兩
者
を
は
っ
き
り
と
分
け
て
考
え
る
こ
と
を
放
棄
し
て
よ
い
の
か
、
と
同
時
に
、「
眞
理
」

の
追
究
を
も
放
棄
し
て
よ
い
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
後
現
代
思
潮
の
潮
流
の
な
か
に
あ
り
、「
何
で
あ
る
か
」
の
追
究
か
ら
「
何
故
そ
う
な
の
か
」

の
描
寫
へ
と
轉
換
し
た
。
し
か
し
「
何
故
そ
う
な
の
か
」
が
よ
り
明
確
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
人
び
と
の
「
眞
理
」
に

對
す
る
追
究
と
憧
れ
を
解
消
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。「
知
識
の
形
成
過
程
」
が
よ
り
眞
實
と
な
っ
た
と
し

て
も
、
人
び
と
の
人
生
の
修
養
と
は
何
の
關
わ
り
も
持
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
別
の
面
で
人
類
の
知
識
が
ひ
と
つ
増

え
た
に
す
ぎ
な
い
。
傳
統
的
な
禪
の
敍
事
が
「
善
の
追
求
」
に
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
そ
の
目
的
は
人
生
に
お
け
る
悟

り
を
導
く
こ
と
に
あ
る
。
現
代
的
な
禪
の
敍
事
が
「
眞
の
追
求
」
に
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
そ
の
目
的
は
す
で
に
發
生

し
過
ぎ
去
っ
た
過
去
の
す
が
た
を
追
求
す
る
こ
と
に
あ
る
。
で
は
、
後
現
代
的
な
禪
の
敍
事
は
何
を
追
求
し
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
後
現
代
は
何
を
追
求
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
自
體
、
あ
る
い
は
後
現
代
に
と
っ
て
は
無
用
な
問
い

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
問
題
は
、
人
間
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
意
義
の
追
求
を
放
棄
し
て
よ
い
の
か
と
い
う
と
こ
ろ

に
あ
る
。（
四
八
七
～
四
八
八
頁
）

案
ず
る
に
、
こ
れ
は
百
年
の
研
究
史
を
至
極
眞
面
目
に
學
習
し
て
き
た
著
者
の
率
直
な
疑
問
の
提
示
と
志
向
の
表
明
で

あ
り
、
こ
の
附
論
が
單
な
る
紹
介
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
こ
ま
で
導
い
た
長
文
の
敍
述
は
、
高
く
評
價
さ
る
べ
き
で
あ
る

⑾
。

著
者
は
本
書
『
景
德
傳
燈
錄
研
究
』
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
現
今
に
お
け
る
中
國
禪
宗
史
研
究
の
困
境
を
解
決
せ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
冒
頭
「
引
言
」
の
「
近
世
の
禪
宗
研
究
と
燈
史
の
運
命
」
に
僞
史
と
さ
れ
た
燈
史
を
研
究
す
る
こ
と
に
意

義
は
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
か
つ
て
鈴
木
大
拙
と
胡
適
の
間
に
禪
の
本
質
を
め
ぐ
る
論
爭
が
あ
り
、
大
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拙
の
立
場
は
暗
默
の
う
ち
に
禪
宗
内
部
の
「
傳
統
的
」
研
究
に
據
っ
て
い
た
。
胡
適
は
合
理
主
義
的
な
「
實
證
」
研
究
、
い

わ
ば
近
代
人
の
信
ず
る
「
歷
史
の
眞
實
」
を
標
榜
す
る
實
證
主
義
に
よ
っ
て
燈
史
を
僞
史
だ
と
批
判
し
、
こ
れ
に
對
し
て
、

實
證
研
究
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
柳
田
聖
山
先
生
は
「
僞
史
に
も
こ
れ
を
作
り
出
し
た
宗
教
的
眞
實
」
が
あ
り
、
燈
史
の
研

究
と
は
こ
れ
の
思
想
史
的
探
究
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
反
論
し
、
そ
う
し
て
こ
の
「
歷
史
を
理
解
す
る
眞
實
」
の
探
究
が

一
般
に
も
承
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
現
代
的
」
研
究
で
あ
る
。「
後
現
代
（
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
）
の
研
究
」

と
は
、
柳
田
先
生
の
薫
陶
を
受
け
た
歐
米
學
者
が
、
實
證
研
究
も
思
想
史
的
探
究
も
跳
び
越
え
て
、
從
來
の
禪
宗
史
研
究
を

評
論
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
純
粹
な
「
眞
實
」
や
「
客
觀
」
な
る
も
の
が
あ
る
と
思
う
の
は
幻
想
錯
覺
な
い
し
傲
慢
に
す
ぎ

ず
、「
實
證
」
し
「
探
究
」
し
た
も
の
は
、
結
局
は
研
究
者
の
置
か
れ
た
時
代
的
、
社
會
的
、
思
想
史
的
環
境
の
影
響
を
受

け
、
甚
だ
し
く
は
研
究
者
個
人
の
た
だ
の
好
惡
、
先
入
見
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
産
物
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
こ
と
を
意

識
し
な
か
っ
た
だ
け
だ
と
し
た
の
で
あ
る
、
と
。
す
べ
て
を
相
對
に
解
消
し
て
、
研
究
の
列
か
ら
距
離
を
置
き
、
先
人
の
成

果
を
高
み
に
立
っ
て
あ
ざ
笑
う
、
ま
こ
と
に
高
踏
的
破
壞
的
な
評
論
で
あ
る
。
こ
う
い
う
評
論
が
成
り
立
つ
の
は
、「
禪
で

ゴ
ル
フ
を
や
る
」
と
か
、「
禪
で
株
を
や
る
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
か
た
が
流
行
す
る
歐
米
で
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
い
っ

た
ん
こ
う
い
う
評
論
に
馴
染
む
と
、「
研
究
」
な
ど
眞
面
目
に
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
後
現
代
的
思
潮
に
乘
っ
て
こ
う

言
い
放
っ
た
學
者
は
事
實
そ
の
後
、
何
の
「
研
究
」
も
で
き
な
く
な
っ
た
。
後
現
代
的
思
潮
の
主
張
は
、
歷
史
的
文
獻
も
特

定
の
環
境
の
な
か
で
「
作
ら
れ
た
」
産
物
で
あ
っ
て
、
文
學
と
同
じ
性
質
を
持
ち
、「
事
實
」
や
「
眞
實
」
な
ど
と
い
う
シ

ロ
モ
ノ
で
は
な
く
、
文
學
創
作
と
同
じ
に
扱
う
べ
き
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
面
も
た
し
か
に
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
、
結
局
は
文
獻
を
丹
念
に
正
確
に
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の
馴
染
み
深
い
言
い
か
た
で
は
、「
何
が
言
わ
れ
て
い
る
か
」

と
同
時
に
「
ど
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
か
」
を
「
思
想
史
的
に
」
讀
み
解
く
、
ウ
ラ
も
オ
モ
テ
も
總
合
的
に
讀
み
取
る
と

い
う
原
點
に
歸
著
す
る
。
禪
宗
文
獻
の
研
究
は
そ
の
點
で
は
ま
だ
ま
だ
理
想
に
ほ
ど
遠
い
現
狀
で
あ
る
か
ら
、
基
本
的
文
獻
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で
あ
る
『
景
德
傳
燈
錄
』
の
本
書
の
よ
う
な
實
直
な
文
獻
學
的
研
究
は
、
十
分
な
る
存
在
の
意
義
が
あ
り
、
か
つ
高
い
價
値

を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
   （

二
〇
二
〇
年
八
月
五
日
稿
）

【
注
釋
】

⑴
石
井
修
道
『
宋
代
禪
宗
史
の
研
究
』（
大
東
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
第
一
章
第
二
節
「『
佛
祖
同
參
集
』
と
『
景
德
傳
燈
錄
』」。

⑵
椎
名
宏
雄
「『
傳
燈
玉
英
集
』
の
基
礎
的
考
察
」（『
曹
洞
宗
研
究
員
研
究
生
研
究
紀
要
』
第
九
號
、
一
九
七
七
年
）。

⑶
石
井
修
道
『
宋
代
禪
宗
史
の
研
究
』
第
一
章
第
二
節
「『
佛
祖
同
參
集
』
と
『
景
德
傳
燈
錄
』」、
第
七
節
「
皮
肉
骨
髓
得
法
説
の
成
立
背

景
に
つ
い
て
」。

⑷
椎
名
宏
雄
「『
祖
堂
集
』
の
編
成
」（『
宗
學
研
究
』
第
二
一
號
、
一
九
七
九
年
）、
石
井
修
道
『
宋
代
禪
宗
史
の
研
究
』
第
一
章
第
五
節

「『
祖
堂
集
』
と
『
景
德
傳
燈
錄
』」。
鈴
木
哲
雄
「『
祖
堂
集
』
對
照
『
景
德
傳
燈
錄
』」（『
愛
知
學
院
大
學
禪
研
究
所
紀
要
』
第
二
二
號
、

一
九
九
四
年
）
は
兩
書
の
記
載
を
對
照
さ
せ
た
勞
作
で
、
こ
れ
を
見
れ
ば
『
景
德
傳
燈
錄
』
は
『
祖
堂
集
』
を
參
考
に
し
て
い
な
い
こ
と

は
明
白
で
あ
る
。

⑸
鈴
木
哲
雄
、
椎
名
宏
雄
「
宋
・
元
版
『
景
德
傳
燈
錄
』
の
書
誌
的
考
察
」（『
愛
知
學
院
大
學
禪
研
究
所
紀
要
』
第
四
・
五
號
、
一
九
七
五

年
）

⑹
尾
崎
康
「
宋
刊
新
唐
書
に
つ
い
て
」（『
斯
道
文
庫
論
集
』
第
一
一
輯
、
一
九
七
四
年
）。
尾
崎
論
文
は
静
嘉
堂
文
庫
本
『
新
唐
書
』
を
長

澤
規
矩
也
が
北
宋
嘉
祐
（
一
〇
五
六
～
一
〇
六
三
）
刊
本
と
し
た
舊
説
を
檢
證
し
て
、
刻
工
名
か
ら
南
宋
紹
興
七
年
（
一
一
三
七
）
刊

本
と
改
め
、
四
部
叢
刊
本
第
三
編
子
部
に
收
錄
す
る
鐵
琴
銅
劍
樓
藏
本
『
景
德
傳
燈
錄
』
に
も
同
じ
刻
工
名
が
見
え
る
こ
と
に
言
及
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
鐵
琴
銅
劍
樓
藏
本
『
景
德
傳
燈
錄
』（
卷
四
～
九
、
卷
十
三
～
三
十
）
は
南
宋
紹
興
刊
本
と
改
め
た
。
た
だ
し
著
者
は
黃

永
年
『
唐
史
史
料
學
』（
上
海
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）
が
引
用
し
た
尾
崎
論
文
に
據
っ
て
い
る
。
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⑺
椎
名
宏
雄
「
宋
元
版
禪
籍
研
究
（
八
）
―
景
德
傳
燈
錄
・
萬
僧
問
答
景
德
傳
燈
全
錄
―
」（『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
第
三
五
卷
第
一
號
、

一
九
八
六
年
）。
四
部
叢
刊
本
『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
四
～
九
、
卷
十
三
～
三
十
を
南
宋
紹
興
四
年
（
一
一
三
四
）
刊
本
、
卷
十
～
十
二
を

南
宋
前
期
刊
本
と
改
め
た
。
い
わ
く
、「（
四
部
叢
刊
本
を
）
い
た
ず
ら
に
宋
版
と
し
て
無
批
判
に
用
い
る
者
が
後
を
斷
た
ず
、
ま
た
、
筆

者
の
誤
っ
た
舊
稿
が
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
る
責
任
上
、
看
過
で
き
な
い
」。
つ
ま
り
四
部
叢
刊
本
が
宋
元
版
五
種
の
合
綴
本
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
を
宋
版
と
し
て
引
用
す
る
非
を
指
摘
し
て
い
る
。

⑻
拙
稿
「
臨
濟
錄
テ
ク
ス
ト
の
系
譜
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
六
二
册
、
二
〇
一
二
年
）。

⑼
西
口
芳
男
「
東
禪
寺
版
『
景
德
傳
燈
錄
』
解
題
」、
禪
文
化
研
究
所
刊
基
本
典
籍
叢
刊
『
景
德
傳
燈
錄
』（
禪
文
化
研
究
所
、
一
九
九
〇

年
）。
研
究
論
文
目
録
（
一
九
八
八
年
ま
で
）、
東
禪
寺
版
と
四
部
叢
刊
本
と
の
異
同
表
を
附
す
。

⑽
著
者
は
本
書
刊
行
の
の
ち
、
點
校
本
『
景
德
傳
燈
錄
』（
中
國
禪
宗
典
籍
叢
刊
、
中
州
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
九
年
）
を
出
版
し
た
。
底

本
は
金
藏
本
で
、
缺
卷
を
東
禪
寺
版
に
よ
っ
て
補
っ
て
い
る
の
は
、
古
版
を
尊
重
し
た
の
で
あ
る
が
、
四
部
叢
刊
本
等
の
宋
版
は
入
校

し
て
い
な
い
。
な
お
些
細
な
こ
と
で
あ
る
が
、
著
者
は
日
本
貞
和
四
年
（
一
三
四
八
）
覆
刻
本
『
景
德
傳
燈
錄
』
の
京
都
大
學
谷
村
文

庫
藏
本
の
頭
注
に
し
ば
し
ば
引
か
れ
る
一
山
一
寧
を
「
入
元
僧
」
と
言
う
（
本
書
二
五
八
頁
）
の
は
渡
日
元
僧
の
誤
り
で
あ
る
。
一
山
一

寧
の
禪
錄
注
釋
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
日
中
禪
宗
交
流
資
料
中
有
關
漢
語
史
料
鉤
沈
―
介
紹
『
五
燈
會
元
一
山
抄
』
與
『
愚
中
周
及
年
譜

抄
』」（『
禪
宗
語
言
叢
考
』、
復
旦
大
學
出
版
社
、
二
〇
二
〇
年
）
參
照
。
な
お
、
著
者
は
谷
村
文
庫
本
『
景
德
傳
燈
錄
』
を
「
元
延
祐
本

系
統
」
と
し
て
い
る
が
、
じ
つ
は
福
州
開
元
寺
版
の
覆
刻
本
で
、
元
延
祐
本
の
序
跋
を
補
寫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
に
お

け
る
『
景
德
傳
燈
錄
』
の
最
初
の
出
版
で
あ
る
（
西
口
芳
男
「
福
州
東
禪
寺
版
『
景
德
傳
燈
錄
』
に
つ
い
て
」
注
37
、『
禪
文
化
研
究
所
紀

要
』
第
一
五
號
、
一
九
八
八
年
）。

⑾
龔
雋
、
陳
繼
東
『
中
國
禪
學
研
究
入
門
』（
研
究
生
・
學
術
入
門
手
册
、
復
旦
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
に
は
、
こ
の
歐
米
流
「
後
現

代
的
研
究
」
を
詳
細
に
紹
介
し
、
そ
の
價
値
を
大
い
に
賞
讚
し
つ
つ
も
、
最
後
に
は
や
は
り
次
の
よ
う
な
感
想
を
漏
ら
し
て
い
る
、「
し
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か
し
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
見
る
と
、
精
巧
な
敍
述
と
外
緣
性
の
文
化
批
判
は
、
や
は
り
か
れ
ら
を
禪
の
思
想
の
内
部
へ
參
入
さ
せ
る
も
の
で

は
な
く
、
か
れ
ら
の
著
述
の
價
値
、
効
用
と
力
量
も
、
有
効
に
禪
の
〈
現
場
〉
を
〈
表
現
〉
で
き
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
も
〈
わ
れ
わ
れ
〉

が
〈
か
れ
ら
〉
の
禪
學
著
述
を
讀
む
時
に
い
つ
も
感
ず
る
あ
る
種
の
隔
靴
掻
痒
な
の
で
あ
る
」（「
禪
學
著
述
と
西
洋
世
界
」、
二
六
六
頁
）。
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正法眼蔵　第二十九　山水経　私釈　［上］

正
法
眼
蔵　

第
二
十
九　

山
水
経　

私
釈　
［
上
］

松
岡　

由
香
子

凡
例

は
じ
め
に

一
章　
山
の
活
計

一
節　

山
水
の
功

一
、
而
今
の
山
水
は
…
…
…
…
…
…
道
現
成
な
り
。  

 

228

二
、
と
も
に
法
位
に
住
し
て
…
…
…
…
現
成
の
透
脱
な
り
。  

251

三
、
山
の
諸
功
徳
高
広
な
る
を
も
て
…
…
山
よ
り
透
脱
す
る
な
り
。  

 

262

二
節　

青
山
常
運
歩

一
、
大
陽
山
楷
和
尚
示
衆
云
…
…
…
…
運
歩
の
ゆ
え
に
常
な
り
。  

 

268

二
、
青
山
の
運
歩
は
…
…
…
…
…
…
退
歩
歩
退
と
も
に
撿
點
あ
る
べ
し
。  

 

282

三
、
未
朕
兆
の
正
当
時
…
…
…
…
…
…
小
見
小
聞
の
沈
溺
せ
る
の
み
な
り
。  

 

299

三
節　

各
々
の
見
成

一
、
し
か
あ
れ
ば
、
所
得
の
功
徳
を
挙
せ
る
を
形
名
と
し
…
…
…
…
一
隅
の
管
見
な
り
。  

 

316

二
、
転
境
転
心
は
大
聖
の
所
呵
な
り
、
…
…
東
山
水
上
行
な
り
、
審
細
に
参
究
す
べ
し
。  

 

329

　
　

三
、
石
女
夜
生
児
は
…
…
…
…
…
…
生
児
現
成
の
修
証
な
り
と
参
学
す
べ
し
、
究
徹
す
べ
し
。  

 346
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二
章　
　
山
と
水

一
節　

東
山
水
上
行

一
、
雲
門
匡
真
大
師
い
は
く
…
…
…
…
修
証
活
計
に
透
脱
な
ら
ん
。  

 

361

一
、
い
ま
現
在
大
宋
国
に
…
…
…
…
自
然
の
外
道
児
な
り
。  

 

377

三
節　

諸
水
と
諸
山

一
、
し
る
べ
し
、
こ
の
東
山
水
上
行
は
…
…
…
…
修
証
即
不
無
な
り
。  

 

399



223

正法眼蔵　第二十九　山水経　私釈　［上］

凡
例

一
、『
正
法
眼
蔵
』
の
巻
名
は
《　

》
で
く
く
り
、
引
用
は
〈　

〉
で
表
し
た
。

一
、
漢
文
で
書
か
れ
た
『
永
平
広
録
』『
宝
慶
記
』
は
テ
キ
ス
ト
（
春
秋
社
本
）
に
よ
っ
て
書
き
下
し
た
。
そ
の
番
号
は
テ

キ
ス
ト
の
番
号
で
あ
る
。
頁
数
と
区
別
す
る
た
め
に
、
横
書
き
の
算
数
字
で
示
し
た
。

一
、『
永
平
元
和
尚
和
歌
集
』
の
番
号
は
テ
キ
ス
ト
の
番
号
で
あ
る
。

一
、
諸
解
釈
の
引
用
の
頁
数
は
（　

）
の
中
に
漢
数
字
で
記
し
た
。

一
、
田
中
忠
雄
の
『
道
元
』
は
戦
前
に
出
た
も
の
で
あ
り
、
旧
字
、
歴
史
的
仮
名
づ
か
い
を
用
い
て
い
る
の
で
、
新
字
、

現
代
仮
名
づ
か
い
に
改
め
た
。

一
、
テ
キ
ス
ト　

略
号

こ
の
巻
は
道
元
の
真
蹟
完
本
が
あ
る
稀
な
巻
で
あ
る
。
真
蹟
本
を
テ
キ
ス
ト
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
本
文
に
つ
い
て

の
問
題
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
句
読
点
は
『
河
村
本
』
を
用
い
た
。
矢
印
の
下
は
略
号
で
あ
る
。

『
道
元
集
』
中
世
禅
藉
叢
刊　

第
二
巻　
（
臨
川
書
店
、
二
〇
一
五
）

『
道
元
禅
師
全
集
』
第
一
巻　

河
村
孝
道
（
春
秋
社
、
一
九
九
一
）
→
『
河
村
本
』

◎
《
山
水
経
》
以
外
の
道
元
の
テ
キ
ス
ト

『
正
法
眼
蔵
』　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　

『
道
元
禅
師
全
集
』
第
一
巻
、
第
二
巻
（
春
秋
社
、
一
九
九
一
、一
九
九
三
）

『
永
平
道
元
和
尚
広
録
』（『
永
平
広
録
』）         『
道
元
禅
師
全
集
』
第
三
、四
巻
（
春
秋
社
、
一
九
八
八
）

真
字
『
正
法
眼
蔵
』 （『
三
百
則
』）                 『
道
元
禅
師
全
集
』
第
五
巻
（
春
秋
社
、
一
九
八
九
）

『
宝
慶
記
』　　
　
　
　
　
　
　
　

                     『
道
元
禅
師
全
集
』
第
七
巻
（
春
秋
社
、
一
九
九
〇
）
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『
永
平
元
和
尚
和
歌
集
』   

（『
和
歌
集
』）            『
道
元
禅
師
全
集
』
第
七
巻
（
春
秋
社
、
一
九
九
九
〇
）

「
尽
未
来
際
不
離
吉
祥
山
示
衆
」                 『
道
元
禅
師
全
集
』
第
五
巻　

河
村
孝
道
（
春
秋
社
、
一
九
九
〇
）

◎
［
註
釈
の
参
照
］

『
道
元
』
上　
『
日
本
思
想
大
系
』
12　

寺
田
透
、
水
野
弥
穂
子
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
）
→
『
思
想
』・
頭
注

『
正
法
眼
蔵
』
二　

岩
波
文
庫　

水
野
弥
穂
子
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
）
→
『
文
庫
』
脚
注

『
正
法
眼
蔵　

正
法
眼
蔵
随
聞
記
』　

日
本
古
典
文
学
大
系
』
81　

西
尾
実
、
鏡
島
元
隆
、
酒
井
得
元
、
水
野
弥
穂
子

（
岩
波
書
店
、  
一
九
六
五
）
→
『
文
学
大
系
』・
頭
注

◎
［
現
代
語
訳
］

『
正
法
眼
蔵
』
全
訳
注
（
二
）
増
谷
文
雄
（［
講
談
社
学
術
文
庫
］
講
談
社
、
二
〇
〇
四
＝
『
現
代
語
訳　

正
法
眼
蔵
』
第
二
巻
、

一
九
七
三
、
角
川
書
店
）
→
［
増
谷
訳
］

『
原
文
対
照
現
代
語
訳　

道
元
禅
師
全
集
』
第
三
巻　

水
野
弥
穂
子
（
春
秋
社
、
二
〇
〇
六
）
→
［
水
野
訳
］

他
に
も
次
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
現
代
語
訳
が
あ
る
が
、
あ
ま
り
参
照
し
な
か
っ
た
。

全
訳
『
正
法
眼
蔵
』
巻
二　

中
村
宗
一
（
誠
信
書
房
、
一
九
七
二
）、
抄
訳
『
道
元
』
日
本
の
名
著
７　

玉
城
康
四
郎
（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
三
）、

抄
訳　
『
道
元
』　

鏡
島
元
隆
（
講
談
社
、
一
九
九
四
）、『
正
法
眼
蔵
』
２　

石
井
恭
二
（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
六
）、『
現
代
語
訳　

正
法
眼
蔵
』

第
二
巻　

西
嶋
和
夫
（
金
沢
文
庫
、
一
九
九
八
）

◎
［
諸
解
釈
］

《
山
水
経
》
巻
全
体
を
解
釈
す
る
も
の
で
参
照
す
る
の
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

田
中
忠
雄
『
道
元
』（
新
潮
社
、
一
九
四
三
） 

→
田
中
『
道
元
』
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古
田
紹
欽
『
正
法
眼
蔵　

山
水
経
・
春
秋　

私
釈
』（
宝
文
館
、
一
九
六
〇
）
→
古
田
『
私
釈
』

安
谷
白
雲
『
正
法
眼
蔵
参
究
―
山
水
経
・
有
時
』（
春
秋
社
、
一
九
六
八
）
→
安
谷
『
参
究
』

森
本
和
夫
『
正
法
眼
蔵　

花
開
い
て
世
界
起
る
』（
山
水
経
・
梅
花
）（
大
蔵
出
版
、
一
九
八
二
）
→
森
本
『
花
開
』

森
本
和
夫
『
道
元
を
読
む
』（
春
秋
社
、
一
九
八
二
）
→
森
本
『
道
元
』

内
山
興
正
『
正
法
眼
蔵　

山
水
経
・
古
鏡
を
味
わ
う
』（
柏
樹
社
、
一
九
八
八
）
→
内
山
『
味
わ
う
』

な
お
『
正
法
眼
蔵
註
解
全
書
』
第
一
巻
に
あ
る
江
戸
時
代
ま
で
の
諸
註
解
は
、
ほ
と
ん
ど
参
照
し
な
か
っ
た
。

参
照
す
る
場
合
の
略
号
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

略
号　
　
　
　
　

書
名

『
聞
書
』　　
　
　
『
正
法
眼
藏
抄
』
に
収
む　
　

 　

                 　
　
　
　
　
　

詮
慧
提
唱

『
御
抄
』　　
　
　
『
正
法
眼
藏
抄
』（
泉
福
寺
所
蔵
）（
一
三
〇
三—

一
三
〇
八
）   

経
豪
著

『
弁
註
』            『
正
法
眼
蔵
弁
註
並
調
弦
』（
一
七
三
〇
）                 

　
　
　
　
　
　
　
　

天
桂
伝
尊
著

『
聞
解
』            『
正
法
眼
蔵
聞
解
』（
一
七
五
五
―
一
七
七
六
）            

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

面
山
瑞
方
著

『
私
記
』            『
正
法
眼
蔵
私
記
』（
？
―
一
七
八
八
）                         

安
心
院
蔵
海
著

『
那
一
宝
』　　
　
『
正
法
眼
蔵
那
一
宝
』（
一
七
九
一
）                   　
　
　
　
　

父
幼
老
卵
著

（
以
上
『
正
法
眼
蔵
註
解
全
書
』
に
よ
る
）

『
啓
迪
』　　
　
　
『
正
法
眼
藏
啓
迪
』（
一
八
七
三
頃
）                                      

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
有
穆
山
提
唱
（
大
法
輪
閣
、
１
９
６
５
）

◎
［
一
部
で
こ
の
巻
を
解
釈
す
る
部
分
が
あ
る
も
の
］

倉
澤
幸
久
『
道
元
思
想
の
展
開
』（
春
秋
社
、
二
〇
〇
〇
）
一
九
三
頁
以
下 
→
倉
澤
『
展
開
』　

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
）
→
頼
住
『
道
元
』
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◎
［
論
文
］

竹
村
牧
男
「
道
元
の
言
語
哲
学
」（『
講
座　

道
元
』
第
四
巻
、
春
秋
社
、
一
九
八
〇
）
→
竹
村
「
言
語
」

頼
住
光
子
「
道
元
の
世
界
認
識
に
関
す
る
一
考
察
―
『
正
法
眼
蔵
』「
山
水
経
」
巻
等
を
て
が
か
り
と
し
て
」（『
倫
理
学

紀
要
』
第
６
輯
、
東
京
大
学
文
学
部
倫
理
学
教
室
、
一
九
九
〇
）
→
頼
住
［
一
考
察
］

佐
藤
悦
成
「『
正
法
眼
蔵
』「
山
水
経
」
考
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
40
号
2
、
印
度
学
仏
教
学
研
究
会
、一
九
九
二
）
→
佐
藤
［
考
］

◎
［
参
考
文
献
］

小
川
隆
『
禅
思
想
史
講
義
』（
春
秋
社
、
二
〇
一
五
）
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は
じ
め
に

○
執
筆
状
況
と
『
正
法
眼
蔵
』
七
十
五
巻
で
の
位
置
づ
け

こ
の
巻
は
『
正
法
眼
蔵
』
の
巻
の
中
で
も
比
較
的
早
い
仁
治
元
年
（
一
二
四
〇
）
十
月
十
八
日
、
道
元
四
十
一
歳
の
示
衆

で
あ
る
。

《
現
成
公
案
》《
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
》《
一
顆
明
珠
》《
即
心
是
仏
》《
洗
面
》《
洗
浄
》《
礼
拝
得
髄
》《
谿
声
山
色
》《
諸
悪

莫
作
》《
有
時
》《
伝
衣
》
に
次
ぐ
十
二
番
目
で
あ
る
。
深
草
の
興
聖
寺
で
、
よ
う
や
く
雲
水
も
集
ま
り
だ
し
た
頃
で
あ
ろ

う
。
時
は
晩
秋
で
あ
る
が
、
周
り
は
樹
々
に
囲
ま
れ
た
寺
で
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
れ
以
前
に
説
か
れ
た
も
の
で
、
こ
の
巻
に
特
に
関
係
す
る
も
の
は
《
有
時
》
と
《
谿
声
山
色
》
で
あ
る
。《
谿
声
山
色
》

は
同
じ
年
の
四
月
に
、《
有
時
》
は
直
前
の
十
月
一
日
頃
（
開
冬
日
）
に
書
か
れ
て
い
る
。

《
谿
声
山
色
》
と
《
山
水
経
》
は
、
巻
名
か
ら
は
似
た
主
題
の
よ
う
で
あ
る
が
、
内
容
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
七
十
五
巻
本
編
集
に
お
い
て
は
《
山
水
経
》
は
巻
二
十
九
、《
谿
声
山
色
》
は
巻
二
十
五
と
、
中
頃
に
位
置
づ
け

ら
れ
て
、
か
な
ら
ず
し
も
最
重
要
な
巻
と
は
い
え
な
い
。《
有
時
》
も
、
道
元
の
き
わ
め
て
独
自
な
思
惟
が
表
明
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
巻
二
十
に
配
さ
れ
て
お
り
、
同
じ
よ
う
な
位
置
づ
け
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
道
元
は
、
修
証
と
直
結
す
る
内
容
を
持
つ
《
現
成
公
案
》《
身
心
学
道
》《
行
仏
威
儀
》《
大
悟
》《
坐
禅
箴
》

《
坐
禅
儀
》
や
、
禅
仏
教
に
お
い
て
誤
解
さ
れ
て
き
た
重
要
語
句
を
正
し
く
示
す
《
仏
性
》、《
即
心
是
仏
》、《
心
不
可
得
》

《
古
仏
心
》
な
ど
を
最
重
要
な
も
の
と
し
て
、
最
初
に
集
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

《
現
成
公
案
》《
有
時
》
な
ど
が
道
元
独
自
の
用
語
に
よ
る
そ
の
展
開
で
あ
る
の
に
対
し
て
、《
山
水
経
》
は
、
と
り
わ
け

独
自
の
用
語
を
用
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
き
わ
め
て
ユ
ニ
ー
ク
な
思
惟
が
言
語
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
中
に
い
わ
ゆ

る
「
禅
宗
」
の
批
判
を
入
れ
て
い
る
が
、
同
じ
よ
う
に
禅
宗
批
判
を
含
む
巻
に
は
無
事
禅
な
ど
の
批
判
を
含
む
《
坐
禅
箴
》、
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白
居
易
へ
の
批
判
を
含
む
《
諸
悪
莫
作
》、
悟
り
の
浅
深
、
女
性
蔑
視
批
判
の
《
礼
拝
得
髄
》、
洞
山
五
位
批
判
の
《
春
秋
》、

大
慧
宗
杲
批
判
《
説
心
説
性
》、《
自
証
三
昧
》、
三
教
一
致
批
判
の
《
諸
法
実
相
》
な
ど
が
あ
る
。《
山
水
経
》
は
そ
の
よ
う

な
批
判
の
魁
を
含
む
。

《
山
水
経
》
は
か
な
り
長
い
。
長
い
順
で
は
《
行
持
》、《
仏
性
》
と
次
第
し
て
、
第
十
五
番
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
巻
は

主
に
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
公
案
（
則
）
の
難
し
さ
か
ら
、
比
較
的
難
解
な
巻
と
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
、
解
釈
は
さ
ほ
ど
多
く

は
な
い
。

一
章　
山
の
活
計

一
節　

山
水
の
功
徳

＊

一
、　　

而
今
の
山
水
は
、
古
仏
の
道
現
成
な
り
。

［
注
釈
］

○
而
今　

既
成
の
熟
語
で
は
、
今
か
ら
後
、
こ
れ
か
ら
、
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
而
今
而
後
」
と
四
字
で
も
同
じ
意
味
で
あ
る
。
た
だ
道

元
が
「
而
今
」
と
い
う
の
は
、
道
元
独
自
の
用
い
方
で
あ
り
、
七
十
五
巻
本
『
正
法
眼
蔵
』
中
の
三
十
四
巻
に
八
十
六
回
使
わ
れ
る
道

元
の
根
本
語
の
一
つ
で
あ
る
。
詳
し
く
は
私
釈
に
ゆ
ず
る
が
、「
今
か
ら
後
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
ま
た
時
間
的
な
今
現
在
や
「
い

ま
こ
こ
」
で
は
な
く
、
打
坐
に
お
い
て
現
成
し
て
い
る
時
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、『
日
本
思
想
大
系
』
の
『
道
元
上
』
も
、
そ
れ
に
基
づ
く
岩
波
文
庫
、『
正
法
眼
蔵 

正
法
眼
蔵
随
聞
記 

日
本
古
典
文
学
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大
系
』
も
、
こ
れ
を
「
し
き
ん
」
と
読
ん
で
い
る
。

『
文
学
大
系
』・
頭
注
に
は
、「
シ
キ
ン
は
唐
音
読
み
。
い
ま
と
訓
ず
る
」
と
あ
る
が
、
な
に
を
典
拠
に
し
て
い
る
か
不
明
で
あ
る
。

『
思
想
』
凡
例
で
も
、
振
仮
名
は
、「
底
本
に
あ
る
も
の
は
片
仮
名
で
、
校
訂
者
に
よ
る
も
の
は
平
仮
名
で
つ
け
た
。
校
訂
者
に
よ
る
振

仮
名
は
歴
史
的
仮
名
づ
か
い
に
よ
っ
た
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
真
筆
本
に
あ
る
片
仮
名
の
振
仮
名
は
三
十
二
箇
所
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、

「
而
今
」
に
は
な
い
し
、
ど
の
真
蹟
本
に
も
「
而
今
」
は
な
い
。

そ
の
振
仮
名
に
つ
い
て
一
言
す
れ
ば
、
真
蹟
本
に
あ
る
振
仮
名
は
、
と
て
も
道
元
自
身
が
付
け
た
も
の
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ

は
称
名
寺
蔵
の
『
真
字
正
法
眼
蔵
』（
中
）
に
つ
け
ら
れ
た
片
仮
名
の
振
仮
名
に
よ
く
似
た
字
体
で
あ
り
、
違
っ
た
読
み
が
字
の
左
右
に

あ
る
こ
と
も
同
じ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
耽
溺
」
に
は
右
に
「
チ
ム
シ
ヤ
ク
」、
左
に
「
シ
ツ
ミ
、
ヲ
ホ
ル
」
と
あ
る
。『
文
学
大
系
』

で
は
「
チ
ム
ジ
ヤ
ク
」
と
振
仮
名
が
あ
る
。
あ
る
い
は
強ケ

ウ

弱ニ
ヤ
ク、

湿シ
ツ

乾カ
ム

、
動ト

ウ

静シ
ヨ
ウ、

冷
リ
ヤ
ウ

暖ナ
ム

と
熟
語
が
振
仮
名
を
つ
け
て
左
右
二
行
に
あ
る
の

も
三
つ
あ
る
。
左
の
読
み
は
「
コ
ハ
ク　

ヨ
ハ
シ
」、「
シ
メ
ル　

カ
ハ
ク
」、「
ス
サ
ケ
シ　

ア
タ
タ
カ
ナ
リ
」
で
あ
り
、
道
元
が
読
み

を
つ
け
る
必
要
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
而
今
を
は
じ
め
、
ほ
と
ん
ど
が
校
訂
者
の
つ
け
た
振
仮
名
で
あ
る
。
な
ぜ
、

辞
書
に
も
な
い
唐
音
で
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
分
か
ら
な
い
。
ほ
と
ん
ど
振
仮
名
の
な
い
真
筆
本
で
あ
る
の
に
、
読
者
を
い

た
ず
ら
に
混
乱
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
と
に
岩
波
文
庫
は
も
っ
と
も
よ
く
読
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
残
念
で
あ
る
。

○
古
仏　
「
古
仏
」
の
道
元
の
用
法
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
新
古
の
古
の
意
味
を
含
む
も
の
で
、
例
え
ば
〈
正
伝
し
き
た
り
て
、
古
仏
今
仏
な

り
〉《
仏
教
》
な
ど
五
箇
所
あ
る
が
、
も
う
一
つ
は
古
に
深
い
尊
敬
の
意
味
を
込
め
て
「
禅
師
」
な
ど
の
代
わ
り
に
仏
祖
に
対
し
て
用
い
る
。

如
浄
に
対
す
る
「
先
師
古
仏
」
が
も
っ
と
も
多
く
、『
正
法
眼
蔵
』
に
四
十
三
箇
所
あ
る
。
こ
こ
で
は
誰
を
指
す
か
は
明
確
で
は
な
い
。

○
道
現
成　

道
現
成
の
「
道
」
は
、「
道い

う
」
と
い
う
こ
と
で
、《
山
水
経
》
と
い
う
巻
名
か
ら
も
「
言
葉
」
で
あ
り
〈
諸
仏
の
道
現
成
、

こ
れ
仏
教
な
り
〉《
仏
教
》
と
あ
る
用
法
と
同
じ
で
あ
る
。
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【
現
代
語
訳
】

［
打
坐
の
］
今
の
山
・
水
は
、
古
仏
の
道こ

と
ばの

現
成
で
あ
る
。

【
諸
釈
の
検
討
】

田
中
『
道
元
』

而
今
の
山
水
と
は
、
い
ま
の
山
水
、
現
在
ま
の
あ
た
り
見
る
こ
の
山
水
で
あ
る
。（
五
）

こ
の
文
章
は
今
も
残
る
宇
治
の
興
聖
宝
林
寺
で
書
か
れ
た
。
山
々
は
秋
深
い
空
に
ま
の
あ
た
り
迫
り
、
も
の
の
ふ
の

や
そ
宇
治
川
は
こ
れ
を
縫
う
て
走
る
。
そ
の
せ
せ
ら
ぎ
に
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
道
元
は
、
而
今
の
山
水
、
と
云
う
た
の

で
あ
る
。
正
法
眼
蔵
山
水
経
と
い
う
が
、
山
水
経
と
名
付
け
る
仏
説
や
大
蔵
が
別
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
山
水

は
、
道
元
の
わ
け
て
も
好
む
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。（
六
）

わ
れ
ら
の
参
学
す
る
正
法
眼
蔵
山
水
経
の
巻
は
こ
の
（
宝
林
寺
が
開
か
れ
た
）
時
か
ら
四
年
後
の
示
衆
に
か
か
る
。

…
…
越
前
へ
の
移
住
は
、
こ
れ
よ
り
三
年
後
の
寛
元
元
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
行
履
を
顧
み
れ
ば
、
道
元
の
山
水
を
恋
う

る
跡
ま
こ
と
に
歴
々
た
る
も
の
が
あ
る
。（
七
）

そ
し
て
、
山
居
の
偈
頌
を
二
首
引
く
。

夜
坐
更こ

う

闌た

け
て
眠

ね
む
り

未
だ
熟
せ
ず
／
情ま

こ
とに

知
る
、
辨
道
は
山
林
に
可
な
る
こ
と
を
／
渓
声
耳
に
入
り
月
眼ま

な
こに

至
る
／
此

の
外ほ

か

更
に
何
の
用
心
を
か
須も

ち

い
ん
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西
来
の
祖
道
我
れ
東
に
伝
う
／
月
に
釣
り
雲
に
耕
し
て
古
風
を
慕
う
／
世
俗
の
紅
塵
飛
ん
で
到
ら
ず
／
深
山
雪
夜
草

庵
の
中
（
同
）

ま
た
鎌
倉
か
ら
帰
山
し
て
「
今
日
山
に
帰
る
に
雲
喜
気
あ
り
。
山
を
愛
す
る
の
愛
初は

じ
めよ

り
甚

は
な
は
だし

」
と
語
っ
た
こ
と
を
い
い

「
傘
松
道
詠
の
心
も
、
殆
ど
み
な
山
水
に
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
二
首
を
引
く
。

山
の
は
の
ほ
の
め
く
よ
い
の
月
影
に
光
も
う
す
く
と
ぶ
ほ
た
る
か
な

我
庵
は
越こ

し

の
し
ら
や
ま
冬
こ
も
り
凍こ

お
りも

雪
も
雲
か
か
り
け
り
（
八
）

山
水
経
の
姉
妹
と
も
み
る
べ
き
巻
に
、
正
法
眼
蔵
谿
声
山
色
な
る
優
れ
て
美
し
き
文
章
が
あ
る
。
峯
の
色
溪
の
響
き

は
、
み
な
な
が
ら
、
わ
が
仏
々
祖
々
の
声
と
姿
と
で
あ
っ
た
。
城
邑
聚
落
に
住
せ
ず
、
権
門
勢
家
に
近
づ
か
ず
、
た
だ

深
山
幽
谷
に
居
し
て
一
箇
半
箇
を
説
得
せ
よ
と
は
、
そ
の
師
天
童
如
淨
の
慈
誨
で
あ
る
。（
九
）

而
今
の
山
水
は
、
頑
石
の
住
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
道
元
は
学
道
の
人
は
須
く
貧
な
る
べ
し
、
と
語
っ
た
。（
一
〇
）

志
を
重
し
と
す
れ
ば
、
必
ず
清
浄
を
願
い
、
清
浄
を
願
え
ば
、
や
が
て
水
の
功
徳
を
尊
ぶ
の
で
あ
る
。
山
水
の
水

は
、
道
元
に
お
い
て
、
清
浄
を
学
す
る
心
に
繋
が
っ
て
い
る
。
…
…
而
今
の
山
水
と
は
、
い
ま
ま
の
あ
た
り
見
聞
す
る

と
こ
ろ
の
宇
治
草
庵
の
秋
色
深
き
渓
声
山
色
で
あ
る
。（
一
二
、一
三
）

（
検
討
）

田
中
が
引
用
し
て
い
る
和
歌
な
ど
は
確
か
に
道
元
が
山
水
を
愛
で
る
真
情
で
あ
り
、
山
水
と
共
に
あ
る
実
生
活
で
、
山
居

が
辦
道
に
は
必
要
だ
と
い
う
こ
と
は
そ
の
通
り
だ
と
思
う
。「
い
ま
ま
の
あ
た
り
見
聞
す
る
と
こ
ろ
の
」
と
い
う
が
、
こ
れ
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は
筆
者
（
田
中
）
が
今
、
見
聞
す
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
叙
述
か
ら
は
、
そ
う
と
は
思
え
な
い
。
道
元
が
、《
山
水
経
》

を
書
い
て
い
る
今
、
見
聞
す
る
と
い
う
こ
と
の
よ
う
に
読
め
る
。
し
か
し
、
道
元
の
い
う
〈
而
今
の
山
水
〉
は
、
そ
ん
な
限

定
さ
れ
た
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。「
而
今
」
の
意
味
、
重
み
が
顧
慮
さ
れ
て
い
な
い
。

ち
な
み
に
、
小
さ
な
こ
と
だ
が
、
今
の
宇
治
興
聖
寺
は
、
道
元
の
建
て
た
深
草
興
聖
宝
林
寺
で
は
な
い
。
一
六
四
八
年
宇

治
山
田
（
山
城
の
朝
日
茶
園
）
に
再
興
さ
れ
た
も
の
が
宇
治
仏
徳
山
興
聖
寺
で
あ
る
。
ま
た
、
田
中
の
文
で
は
《
谿
声
山
色
》

巻
に
和
歌
が
あ
る
よ
う
に
読
め
る
が
、
和
歌
は
「
傘
松
道
詠
」
で
「
峯
の
色
溪
の
響
き
も
、
み
な
な
が
ら
、
わ
が
釈
迦
牟
尼

仏
の
声
と
姿
と
」
で
あ
る
。
ま
た
「
城
邑
聚
落
に
住
せ
ず
、
権
門
勢
家
に
近
づ
か
ず
、
た
だ
深
山
幽
谷
に
居
し
て
一
箇
半
箇

を
説
得
せ
よ
」
は
、
如
淨
の
言
葉
で
は
な
く
、
道
元
が
法
語
八
に
引
く
船
子
が
夾
山
に
与
え
た
言
葉
「
向
後
、
城
隍
聚
落
に

住
す
る
こ
と
な
か
れ
。
…
…
深
山
钁
頭
の
辺
に
向
い
て
一
箇
半
箇
を
接
取
し
て
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
『
建
撕

記
』（
原
本
は
『
元
古
仏
縁
記
』
一
五
八
九
年
に
遡
る
）
に
は
、
如
浄
の
言
葉
と
し
て
「
国
王
大
臣
に
近
づ
か
ず
、
聚
洛
城
邑
に
居

せ
ず
、
す
べ
か
ら
く
深
山
幽
谷
に
住
し
て
、
閑
人
を
雲
集
す
る
を
要
せ
ず
、…
…
も
し
一
箇
半
箇
を
接
得
す
る
こ
と
あ
ら
ば
、

仏
祖
の
慧
命
を
嗣
続
し
て
」
と
あ
る
。

田
中
は
、
道
元
の
〈
古
仏
の
道
現
成
〉
を
、〈
古
仏
の
道
〉
で
切
り
、「
古
道
を
挙
揚
す
る
」（
一
五
）「
而
今
の
山
水
と
古

道
」（
一
六
）
と
い
う
が
、
道
は
言
葉
で
あ
り
、「
古
仏
の
道
現
成
」
と
続
け
て
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
誤
り

は
『
聞
書
』
の
「
古
仏
道
と
云
ひ
」（
二
七
九
）、『
聞
解
』「
古
仏
の
大
道
現
成
す
る
」（
二
一
八
）
な
ど
に
由
来
し
よ
う
。

古
田
『
私
釈
』

（『
啓
迪
』
は
）「
風
流
を
弄
ぶ
山
水
で
は
な
い
、
こ
れ
仏
道
の
山
水
ぢ
ゃ
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
普
通
我
々
が
口
に
す

る
山
水
と
云
う
こ
と
か
ら
区
別
す
る
た
め
に
は
、
山
水
経
の
山
水
を
仏
道
の
山
水
と
よ
ん
で
も
よ
か
ろ
う
。
…
…
道
元
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に
取
っ
て
大
切
な
こ
と
は
「
而
今
の
山
水
」
で
あ
り
、
絶
対
現
在
の
山
水
で
あ
る
。（
一
〇
、一
一
）

山
は
山
、
水
は
水
と
し
て
而
今
に
常
住
不
変
の
働
き
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
山
は
動
か
ず
、
水
は
流
れ
て
何
時

と
て
変
わ
ら
ぬ
働
き
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
一
二
）

（
検
討
）

古
田
が
「
仏
道
の
山
水
」
と
呼
ぶ
内
実
は
「
而
今
に
常
住
不
変
の
働
き
」
を
な
し
て
い
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
が
、「
常

住
不
変
」
は
実
体
を
形
容
す
る
詞
で
、「
働
き
」
が
常
住
不
変
だ
と
は
い
う
ま
い
。
水
は
流
れ
、
凍
る
し
、
蒸
発
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
ど
こ
が
常
住
不
変
だ
ろ
う
か
。「
絶
対
現
在
」
と
は
如
何
な
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
道
元
は
す
ぐ
後

で
、〈
青
山
常
運
歩
〉
と
古
仏
の
言
を
引
き
、
さ
ら
に
〈
東
山
水
上
行
〉
も
引
い
て
お
り
、
山
の
運
歩
が
こ
の
節
の
主
題
で

あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
「
山
は
動
か
ず
」
と
言
う
の
か
、
理
解
に
苦
し
む
。

安
谷
『
参
究
』

ま
え
が
き
で
、
田
中
『
道
元
』（
七
、八
、九
頁
）
の
前
出
し
た
諸
句
を
ほ
ぼ
引
用
し
て
「
私
も
全
く
同
感
で
あ
っ
て
、
外
に

言
い
よ
う
は
な
い
」（
四
三
）
と
感
服
し
て
い
る
。
ま
た
原
田
老
師
の
提
唱
の
言
葉
を
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
而
今
」
の
語
を
提
唱
な
さ
る
と
き
に
、「
而
今
」
と
は
た
ん
な
る
今
で
は
な
い
。
無
限
の
過
去
か
ら
今
日
に
到
る
ま

で
全
部
を
ひ
っ
く
る
め
て
、
而
し
て
今
だ
、
と
い
わ
れ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。（
四
五
）

時
間
空
間
の
全
部
を
あ
げ
て
、
而
今
の
外
に
は
何
物
も
な
い
と
い
う
響
き
を
感
じ
る
。
…
…
そ
れ
だ
か
ら
今
と
い
う

存
在
は
無
限
の
時
間
を
呑
ん
で
い
る
今
で
あ
る
。
こ
れ
を
一
応
、
而
今
と
称
す
る
。（
同
）

空
間
の
な
い
時
間
と
い
う
も
の
も
有
り
得
な
い
が
、
時
間
の
な
い
空
間
と
い
う
も
の
も
有
り
得
な
い
。
…
…
ど
の
よ
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う
な
絶
海
の
孤
島
で
も
、
人
跡
未
踏
の
山
奥
で
も
、
無
限
の
過
去
か
ら
の
歴
史
を
持
っ
て
い
る
し
、
未
来
永
劫
、
存
在

す
る
限
り
、
そ
の
土
地
の
歴
史
が
つ
づ
く
。（
四
六
）

元
来
時
間
と
空
間
と
は
二
つ
で
な
い
か
ら
、
絶
対
に
交
叉
し
よ
う
が
な
い
。
時
間
と
い
え
ば
時
間
で
全
部
尽
き
る

し
、
空
間
と
い
え
ば
全
部
空
間
で
尽
き
て
い
る
。
時
間
と
空
間
が
出
逢
う
と
い
う
こ
と
は
有
り
得
な
い
。
い
わ
ん
や
、

時
間
と
空
間
と
の
交
叉
点
に
立
っ
て
い
る
自
分
な
ど
と
い
う
も
の
が
、
時
空
の
外
に
有
る
べ
き
で
は
な
い
。
…
…
さ
れ

ば
時
間
と
い
っ
て
も
空
間
と
い
っ
て
も
自
己
と
い
っ
て
も
、
全
く
同
一
物
で
あ
っ
て
、
た
だ
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
呼
び
方

を
か
え
て
ふ
た
た
び
そ
れ
を
頭
に
描
く
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
内
容
を
「
而
今
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ

し
て
い
る
。（
同
）

而
今
と
い
う
も
、
山
水
と
い
う
も
、
同
体
異
名
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
を
仏
道
で
あ
る
と
い
う
の
で
、
古
仏
の
道
現
成

な
り
と
示
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。（
四
七
）

「
古
仏
の
道
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
も
う
一
つ
大
切
な
ひ
び
き
を
感
じ
る
。
古
仏
と
は
直
接
に
は
次
に
出
て
く
る
大

陽
山
楷
和
尚
を
さ
し
、
間
接
的
に
は
雲
門
匡
真
大
師
そ
の
他
の
す
べ
て
の
仏
祖
を
さ
す
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
主
と
し

て
大
陽
山
楷
和
尚
を
さ
し
、
そ
の
楷
和
尚
が
説
道
な
さ
れ
た
「
青
山
常
運
歩
」
の
語
を
さ
し
て
い
る
お
も
む
き
を
味
わ

い
得
る
。
そ
れ
は
次
の
と
こ
ろ
に
「
い
ま
仏
祖
の
説
道
、
す
で
に
運
歩
を
指
示
す
」
と
あ
る
の
を
見
る
と
、
そ
の
よ
う

に
受
け
取
れ
る
。（
同
）

（
検
討
）

安
谷
は
《
有
時
》
を
念
頭
に
、
こ
こ
で
時
間
と
空
間
と
自
己
を
解
釈
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
「
山
水
経
・
有

時
」
と
い
う
副
題
で
、
両
巻
の
註
解
を
一
書
に
し
て
い
る
。
そ
の
着
眼
点
は
評
価
し
た
い
し
、「
而
今
」
を
重
視
し
て
い
る

の
も
評
価
す
る
。
た
だ
時
間
を
離
れ
て
空
間
は
な
い
、
而
今
の
外
に
何
も
な
い
と
い
う
と
、
い
か
に
も
道
元
の
《
有
時
》
の
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思
想
に
合
っ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
道
元
の
〈
有
時
〉
は
、
時
間
と
空
間
で
は
な
い
。〈
時
す
で
に

こ
れ
有
な
り
、
有
は
み
な
時
な
り
〉
と
は
、「
時
間
・
空
間
」
と
言
表
さ
れ
る
幅
を
も
っ
た
「
間
」
を
排
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
安
谷
が
な
し
て
い
る
「
時
間
と
空
間
」
へ
の
言
及
は
お
よ
そ
《
有
時
》
の
内
実
と
は
異
な
る
。《
有
時
》
に
は
「
空
間
」

は
説
か
れ
な
い
。

「
人
跡
未
踏
の
山
奥
」
な
り
「
孤
島
」
な
り
が
、「
無
限
の
過
去
か
ら
の
歴
史
を
持
っ
て
い
る
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
そ

の
存
在
す
る
も
の
は
、
普
通
は
、
時
間
の
中
で
生
成
し
て
き
た
の
で
、
存
在
と
し
て
考
え
れ
ば
、
実
は
つ
い
最
近
ま
で
存
在

し
な
か
っ
た
し
、
も
う
じ
き
存
在
し
な
く
な
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
仏
教
に
「
未
来
永
劫
、
存
在
す
る
」
も
の
は
な
い
。

「
而
今
と
い
う
も
、
山
水
と
い
う
も
、
同
体
異
名
」
な
ど
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
「
山
水
」
が
「
仏
道
」
で
あ
る
と
も
、
考
え
ら
れ
な
い
。「
古
仏
の
道
」
と
い
う
田
中
の
誤
り
を
ひ
き
ず
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
ろ
う
。

と
は
い
え
、「
古
仏
の
道
」
を
「
大
陽
山
楷
和
尚
を
さ
し
、
間
接
的
に
は
雲
門
匡
真
大
師
」
な
ど
古
仏
た
ち
の
「
説
道
」

と
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。

森
本
『
花
開
』

「
而
今
の
山
水
」
が
「
古
仏
の
道
現
成
」
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
の
を
読
め
ば
、
そ
れ
だ
け
で
も
、
す
で
に
、
こ

の
場
合
の
「
山
水
」
が
た
ん
な
る
客
観
的
な
“
自
然
”
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
の
見
当
が
つ
く
は
ず
な
の

で
あ
る
。（
一
〇
）

文
字
通
り
、「
而
今
」
は
「
今
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
今
と
い
う
今
」
な
の
で
あ
り
、「
今
で
あ
る
今
」

な
の
で
あ
る
。
…
…
「
永
遠
の
い
ま
」
な
り
「
絶
対
の
今
」
な
り
と
き
め
つ
け
る
こ
と
も
誤
解
の
も
と
と
な
ら
ず
に
は
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す
ま
な
い
で
あ
ろ
う
。（
一
二
）

そ
も
そ
も
「
而
今
」
が
た
ん
な
る
「
今
」
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、「
而
」
と
い
う
字
の
は
た
ら
き
に
注
目
せ
ざ
る
を

え
な
い
。
そ
れ
は
、「
如
」
に
通
じ
る
の
で
あ
る
。
…
…
『
正
法
眼
蔵
』
の
な
か
で
は
第
三
十
一
「
諸
悪
莫
作
」
の
巻

に
お
い
て
、「
如
今
」
と
い
う
言
葉
が
つ
ぎ
の
よ
う
な
ふ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
…
…
如
今
の
修
行
な
る
四
大
五
蘊

の
ち
か
ら
、
上
項
の
四
大
五
蘊
を
修
行
な
ら
し
む
る
な
り
。（
一
三
）

「
古
仏
」
と
い
う
場
合
の
「
古
」
は
、「
新
」
と
の
相
対
的
な
「
古
」
で
は
な
く
て
、
い
わ
ば
絶
対
的
な
「
古
」
な
の

で
あ
る
。（
一
六
）

あ
ら
ゆ
る
「
仏
」
は
「
古
仏
」
な
の
で
あ
り
、「
古
仏
」
で
な
い
「
仏
」
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
…
…「
古

仏
」
は
「
古
で
あ
る
仏
」
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
の
現
成
が
「
而
今
の
山
水
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
わ
け
で

あ
る
。（
一
七
）

「
道
」
を
「
こ
と
ば
」
と
し
て
読
み
な
お
し
て
み
て
も
、
な
お
「
古
仏
の
道
現
成
」
を
「
古
仏
の
こ
と
ば
の
実
現
」

と
受
け
取
る
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
じ
つ
は
、「
こ
と
ば
」
と
は
、
そ
れ
自
体
が
「
現
成
」
な
の
で
あ
っ
て

み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
受
け
取
り
方
は
し
り
ぞ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
よ
う
な
受
け
取
り
方
に
は
、
依
然

と
し
て
、「
古
仏
」
を
個
人
的
な
主
体
的
人
格
と
し
て
と
ら
え
る
態
度
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
一
九
）

「
山
水
」
は
“
も
の
”
で
は
な
く
て
“
こ
と
ば
”
な
の
で
あ
り
、「
古
仏
」
も
ま
た
“
こ
こ
ろ
”
で
は
な
く
、“
こ
と

ば
”
な
の
で
あ
る
。
…
…
そ
ん
な
わ
け
で
「
山
水
」
は
「
諸
法
」
で
あ
り
、「
古
仏
」
は
「
仏
法
」
で
あ
る
と
し
て
も
、

「
諸
法
の
仏
法
な
る
時
節
」
で
あ
る
「
而
今
」
に
お
い
て
、「
と
も
に
」
お
な
じ
く
「
法
」
な
の
で
あ
り
、
同
一
の
も
の

な
の
で
あ
る
。（
二
二
）
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森
本
『
道
元
』［
５
日
本
人
と
自
然
］

従
来
、
や
や
も
す
れ
ば
、
安
易
に
「
山
水
経
」
と
か
「
谿
声
山
色
」
と
か
い
っ
た
巻
が
、
自
然
を
愛
す
る
日
本
人
に
は

好
ま
れ
や
す
く
、
理
解
さ
れ
や
す
い
と
い
う
よ
う
な
通
念
の
は
び
こ
っ
て
い
る
気
配
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。（
四
七
）

（
川
端
康
成
が
ノ
ー
ベ
ル
賞
講
演
で
引
用
し
た
和
歌
に
対
し
て
）「
道
元
の
和
歌
『
春
は
花　

夏
ほ
と
と
ぎ
す　

秋
は
月　

冬

雪
さ
え
て　

冷
し
か
り
け
り
』
も
『
本
来
の
面
目
』
と
題
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
か
な
ら
ず
し
も
自
然
愛
を
詠
ず
る
も

の
で
は
な
い
の
だ
。」（
同
）
と
い
い
、「
む
し
ろ
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
通
念
こ
そ
、“
初
心
の
情
量
”
と
し
て
、
捨
て

て
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。」（
四
八
）
と
い
う
。

近
代
西
洋
文
明
の
行
き
づ
ま
り
に
際
会
し
て
、
あ
ら
た
め
て
日
本
的
な
文
化
に
注
目
す
る
た
め
に
道
元
を
見
直
そ
う

と
す
る
よ
う
な
態
度
は
ま
っ
た
く
錯
誤
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。（
五
三
）

森
本
『
道
元
』［
６
わ
が
山
水
体
験
］

そ
の
道
場
を
包
む
よ
う
に
迫
っ
て
い
た
山
の
姿
と
、
道
場
の
真
下
を
流
れ
る
谷
川
の
響
き
に
、
日
夜
身
近
か
に
接
し

て
い
る
う
ち
に
、
そ
れ
ま
で
味
わ
っ
た
こ
と
の
な
い
ひ
と
つ
の
新
た
な
経
験
の
な
か
に
踏
み
込
ん
で
い
る
自
分
を
感
じ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
言
葉
に
な
り
に
く
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
あ
え
て
言
葉
を
探
ろ
う
と
す
る
と
、
き
ま
っ
て
思

い
出
さ
れ
る
の
が
『
山
水
経
』
で
あ
り
『
谿
声
山
色
』
な
の
で
あ
っ
た
。（
五
八
）

（
検
討
）

た
し
か
に
森
本
『
道
元
』
が
道
元
の
言
葉
を
日
本
人
の
自
然
愛
の
表
れ
と
す
る
通
念
を
批
判
す
る
の
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。

そ
う
で
は
あ
る
が
、
道
元
で
あ
れ
、
仏
道
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
は
や
は
り
「
近
代
西
洋
文
明
の
行
き
づ
ま
り
」
に
対
置
し
う
る

も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
西
洋
人
、
南
米
も
含
め
た
西
洋
文
明
の
染
み
付
い
た
人
々
に
、

道
元
や
仏
道
は
受
用
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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森
本
が
い
う
よ
う
に
道
元
が
「
山
水
」
と
い
う
の
は
、
ネ
イ
チ
ャ
ー
、
客
観
的
対
象
と
し
て
の
自
然
で
は
な
い
と
し
て

も
、
道
元
が
実
際
に
見
て
い
た
、
そ
れ
に
囲
ま
れ
て
い
た
山
紫
水
明
の
自
然
と
無
関
係
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
森
本

も
、
ス
イ
ス
・
イ
タ
リ
ア
に
近
い
フ
ラ
ン
ス
の
町
の
峡
谷
で
行
わ
れ
た
摂
心
に
参
加
し
て
、
先
の
感
慨
を
持
っ
た
と
い
う
。

誰
も
自
然
科
学
者
で
な
い
か
ぎ
り
、「
客
観
的
対
象
と
し
て
の
自
然
」
を
問
題
に
は
す
る
ま
い
。

日
本
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
人
が
住
む
場
所
は
、
壁
で
囲
ま
れ
た
都
市
（
町
）
で
あ

り
、
そ
の
郊
外
に
農
地
や
森
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
日
本
は
、
自
然
を
取
り
込
ん
だ
町
（
京
都
や
奈
良
な
ど
大
都
会
も
）
で
あ

り
、
そ
の
四
季
折
々
の
自
然
の
美
し
さ
は
や
は
り
世
界
の
中
で
も
際
立
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
目
に
見
え
、
耳
に
聞
こ
え

る
自
然
だ
け
で
は
け
っ
し
て
な
い
が
、
そ
れ
を
離
れ
て
《
山
水
経
》
が
い
わ
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
よ
り
詳
し
く
論
じ
て
い
る
『
花
開
』
に
は
、
疑
問
点
が
多
い
。

〈
而
今
〉
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
、
他
の
語
「
如
今
」
と
通
ず
る
と
し
て
「
如
今
」
の
説
明
を
一
頁
（
一
四
）
に
わ
た
っ
て

解
釈
す
る
の
は
、
厳
密
に
選
び
取
ら
れ
た
詞
を
用
い
る
道
元
の
テ
キ
ス
ト
に
対
す
る
態
度
で
は
な
か
ろ
う
。

「『
今
と
い
う
今
』
な
の
で
あ
り
、『
今
で
あ
る
今
』」
と
い
っ
て
も
、
意
味
は
は
っ
き
り
し
な
い
し
、
そ
れ
を
「
永
遠
の
い

ま
」
と
言
え
ば
、
誤
解
の
も
と
に
な
る
、
と
『
花
開
』
で
い
っ
て
お
い
て
、
す
で
に
森
本
の
『
読
解
』
で
は
、「
永
遠
の
現

在
」
と
い
い
、『
読
解
』
シ
リ
ー
ズ
で
は
観
念
的
な
詞
が
目
に
付
く
。

「
古
仏
」
に
つ
い
て
も
、
道
元
は
〈
正
伝
し
き
た
り
て
、
古
仏
今
仏
な
り
〉《
仏
教
》
と
も
使
う
。
こ
の
場
合
は
新
古
の
古

で
あ
り
、
古
仏
で
な
い
仏
（
新
仏
）
も
あ
る
。

ま
た
、「
道
」
を
正
し
く
「
こ
と
ば
」
と
捉
え
て
も
、「
古
仏
の
こ
と
ば
」
で
は
な
い
と
し
て
、「
山
水
」
も
「
古
仏
」
も

こ
と
ば
で
あ
り
、
法
で
あ
る
か
ら
同
じ
で
あ
る
と
い
う
。
そ
ん
な
こ
と
が
本
文
か
ら
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
か
。
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内
山
『
味
わ
う
』

「
而
今
」
と
は
、
い
ま
と
い
う
意
味
で
す
が
、
わ
れ
わ
れ
が
「
い
ま
」
と
い
う
場
合
、
今
の
時
代
と
か
今
の
世
の
中

と
か
い
う
よ
う
に
、
い
ま
と
は
、
い
か
に
も
幅
が
あ
る
よ
う
な
感
じ
で
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
厳
密
に
い
え
ば
、
一

瞬
前
は
も
う
過
去
で
あ
っ
て
、
今
で
は
な
い
。
一
瞬
後
は
ま
だ
未
来
で
あ
っ
て
今
で
は
な
い
。
つ
ま
り
「
い
ま
」
と
は

そ
う
い
う
今
で
は
な
い
、
過
去
と
未
来
に
は
さ
ま
れ
て
ま
っ
た
く
長
さ
を
持
た
ぬ
無
の
一
点
で
す
。
こ
れ
は
『
有
時
』

の
巻
で
申
し
上
げ
た
こ
と
で
す
が
、
而
今
と
は
結
局
前
後
際
断
し
て
い
る
。
前
後
際
断
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
無
で

あ
る
。
そ
の
無
の
今
が
、
尽
有
尽
界
、
時
々
刻
々
に
展
開
し
て
い
る
。
こ
れ
が
生
命
実
物
で
す
。…
…
こ
の
『
山
水
経
』

で
い
う
山
も
、
山
を
見
て
、
こ
れ
が
山
で
あ
る
と
い
う
以
前
、
分
別
の
働
く
以
前
の
、
実
物
の
山
で
す
。（
二
一
、二
二
）

ま
た
《
山
水
経
》
か
ら
汲
み
取
る
べ
き
こ
と
と
し
て
こ
う
言
わ
れ
る
。

つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
動
・
不
動
、
常
・
無
常
と
い
う
二
つ
に
分
け
た
考
え
―
―
つ
ま
り
山
は
不
動
、
川
は
流
れ
て
止

ま
ら
な
い
、
と
普
通
は
考
え
て
い
る
の
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
動
と
い
え
ば
、
山
も
水
も
動
い
て
い
る
。
不
動
と
い
え

ば
、
山
も
水
も
動
か
な
い
。
そ
う
い
う
二
つ
に
分
か
れ
る
以
前
の
生
命
実
物
に
目
を
開
く
と
い
う
こ
と
が
大
切
だ
、
と

い
う
こ
と
を
い
い
た
い
の
で
す
。（
二
七
、二
八
）

（
検
討
）

こ
の
「
而
今
」
の
解
釈
は
一
見
、
安
谷
の
「
時
間
」
解
釈
を
批
判
し
て
い
る
正
し
い
解
釈
の
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、

《
有
時
》
巻
の
〈
時
す
で
に
こ
れ
有
な
り
、
有
は
み
な
時
な
り
〉
の
ど
こ
に
い
ま
は
「
無
の
一
点
」
と
い
う
余
地
が
あ
ろ
う

か
。
ど
こ
に
「
一
瞬
間
」
と
い
う
時
間
だ
け
で
論
じ
ら
れ
る
事
態
が
あ
ろ
う
か
。
た
だ
《
有
時
》
の
解
釈
と
し
て
は
「
無
の

一
点
」
と
い
う
こ
と
を
除
い
て
は
ほ
ぼ
妥
当
し
よ
う
。
ま
た
「
見
て
」「
分
別
の
働
く
以
前
」
は
『
善
の
研
究
』（
西
田
幾
多

郎
）
の
「
た
と
え
ば
、
色
を
見
、
音
を
聞
く
刹
那
、
…
…
こ
の
色
、
こ
の
音
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
判
断
す
ら
加
わ
ら
な
い
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前
を
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
純
粋
経
験
は
直
接
経
験
と
同
一
で
あ
る
」
と
同
じ
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

西
田
は
そ
れ
を
「
純
粋
経
験
」
と
い
い
、
内
山
は
「
実
物
の
山
」
と
い
う
。
は
る
か
に
表
現
が
異
な
る
の
で
あ
る
が
、
哲

学
者
で
は
な
い
内
山
に
は
「
実
物
」
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
。

『
文
庫
』
脚
注

《
山
水
経
》
を
「
山
水
が
自
己
の
正
体
の
不
変
の
真
実
（
経
・
ス
ー
ト
ラ
）
で
あ
る
こ
と
を
説
く
」（
一
八
四
）
と
す
る
。

（
検
討
）

「
自
己
の
正
体
」
と
は
何
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
「
不
変
の
真
実
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
の
か
。
そ
も
そ
も
「
不

変
」
を
使
う
の
は
、
仏
法
の
解
釈
と
し
て
ま
ず
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

竹
村
「
言
語
」

而
今
の
山
水
は
、
古
仏
の
道
得
が
現
成
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
。（
二
〇
二
）

こ
こ
で
古
仏
の
道
現
成
の
道
は
あ
く
ま
で
道い

う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
仏
の
説
法
・
転
法
輪
と
し

て
、
山
水
＝
経
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
れ
が
道
う
の
現
成
か
と
い
え
ば
、
空
劫
已
然
即
而
今
活
計
、
朕
兆
未
萌
即
現
成

透
脱
と
し
て
、
脱
落
即
現
成
の
法
位
に
住
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
永
遠
の
「
現
身
説
法
の
化
儀
」（「
谿
声
山

色
」）
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
、
か
つ
て
脱
落
即
現
成
に
お
い
て
成
立
す
る
道
得
（
言
語
表
現
）
が
あ
る
と
い
う
言
い
方

を
し
た
が
、
も
は
や
脱
落
底
の
自
己
表
現
、
脱
落
即
現
成
が
た
だ
ち
に
道
得
で
あ
る
。
性
の
説
・
心
の
説
で
あ
る
と
言

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
道
得
は
、
言
語
表
現
を
脱
し
て
表
現
一
般
に
拡
が
る
。
こ
う
し
て
山
水
だ
け
で
は

な
い
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
は
、
説
法
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
二
〇
二
、三
）
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《
古
仏
心
》
の
〈
い
は
ゆ
る
問
処
は
、
…
…
華
開
の
万
木
百
草
、
こ
れ
古
仏
の
道
得
な
り
、
古
仏
の
問
処
な
り
、
世
界
起

の
九
山
八
海
、
こ
れ
古
仏
の
日
面
月
面
な
り
、
古
仏
の
皮
肉
骨
髄
な
り
〉
を
引
い
て
こ
う
い
う
。

そ
れ
は
、
結
局
、
一
切
の
存
在
が
脱
落
底
の
自
己
表
現
と
し
て
あ
る
、
脱
落
即
現
成
の
位
に
住
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。（
二
〇
三
）

（
検
討
）

ま
ず
、
道
が
「
い
う
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
脱
落
即
現
成
に
お
い
て
成

立
す
る
道
得
」
と
い
う
が
、「
脱
落
」
は
自
己
の
事
態
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
現
成
」
は
、〈
公
案
、
証
究
、
密
有
〉
の
現

成
で
あ
り
、
つ
ま
り
法
の
現
成
で
あ
っ
て
、「
道
得
」
に
直
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
「
古
仏
の
道
」
は
、

や
は
り
次
に
引
か
れ
る
二
人
の
禅
師
の
詞
に
限
定
さ
れ
よ
う
。

倉
澤
『
展
開
』

こ
の
巻
で
は
、
言
語
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
。（
一
九
二
）

「
今
、
目
の
前
の
山
水
は
」
と
訳
す
。
目
の
前
の
山
・
水
が
そ
の
ま
ま
本
来
的
基
盤
で
あ
り
、
か
つ
本
来
的
基
盤
の

上
に
真
実
の
存
在
と
し
て
現
れ
出
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
説
か
れ
て
い
る
。（
一
九
三
）

（
検
討
）

言
語
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
二
章
二
節
の
無
理
会
話
と
し
て
存
在
し
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
そ

れ
が
こ
の
巻
の
中
心
的
問
題
で
は
な
か
ろ
う
。
ま
た
「
目
の
前
の
山
・
水
が
そ
の
ま
ま
本
来
的
基
盤
で
あ
」
る
と
言
う
が
、

何
の
本
来
的
基
盤
な
の
か
、
そ
の
上
に
「
目
の
前
の
山
・
水
が
…
…
真
実
の
存
在
と
し
て
現
れ
出
て
い
る
」
の
で
あ
れ
ば
、
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論
理
的
に
目
の
前
の
山
水
も
、
本
来
的
基
盤
も
真
実
の
存
在
も
同
じ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
本
覚
思
想
と
変
わ
ら
な
い
解
釈

と
な
ろ
う
。

同
様
に
玉
城
康
四
郎
『
道
元
』
も
「
い
ま
目
の
あ
た
り
に
見
る
山
水
」（
一
八
三
）
と
訳
す
。

佐
藤
［
考
］

自
然
そ
の
も
の
が
釈
尊
の
長
広
舌
で
あ
る
と
の
み
主
張
す
れ
ば
、
禅
師
が
「
俗
」
の
立
場
と
観
る
道
教
の
無
為
自
然

に
陥
っ
て
し
ま
う
危
険
を
内
包
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
危
険
性
は
、
受
領
す
る
主
体
で
あ
る
「
己
」
が
確
立
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
消
滅
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
確
立
は
只
管
打
坐
の
行
に
よ
り
現
成
す
る
の
で
あ
る
、
と
道
元
禅
師
は
記

す
の
で
あ
る
。（
二
四
七
）

（
検
討
）

こ
れ
は
一
見
妥
当
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
「
受
領
す
る
主
体
で
あ
る
『
己
』」
と
い
う
が
、
何
を
受
領
す
る
か
。
山

水
を
か
。
ま
た
「『
己
』
が
確
立
さ
れ
る
」
と
い
う
表
現
は
、
少
々
問
題
を
感
じ
る
が
、
そ
れ
は
、「『
身
心
脱
落
の
結
跏
趺

坐
』
と
は
、
日
常
的
に
自
己
と
認
識
し
て
い
る
心
意
識
や
感
覚
・
知
覚
活
動
を
停
止
さ
せ
、
外
界
を
知
識
・
経
験
と
い
う
濾

過
器
を
経
由
さ
せ
ず
に
捉
え
る
こ
と
が
、
禅
師
の
思
想
の
基
盤
と
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
」（
二
四
八
）
と
い
う
説
明
に
お
い

て
、
感
覚
器
官
に
受
容
さ
れ
る
事
態
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。

『
文
学
大
系
』・
巻
頭
解
説

こ
の
巻
の
題
号
で
あ
る
『
山
水
経
』
は
、
自
然
主
義
的
な
印
象
を
与
え
る
が
、
こ
の
山
水
は
決
し
て
そ
の
よ
う
な
観

照
的
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
山
水
は
、
永
遠
の
真
実
で
あ
り
、
具
体
的
現
実
の
無
限
絶
対
の
真
実
で
あ
っ
た
の
で
あ
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る
。
即
ち
こ
こ
に
い
う
山
水
は
我
々
の
本
来
の
面
目
で
あ
っ
て
、
観
照
さ
れ
た
自
然
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
而

今
の
山
水
は
古
仏
の
道
現
成
」「
空
劫
以
前
の
消
息
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

『
文
学
大
系
』・
頭
注

今
ま
の
あ
た
り
の
山
水
。
こ
の
山
水
が
真
実
の
現
成
で
あ
る
。
こ
の
山
水
は
、
尽
十
方
界
、
大
自
然
の
意
味
で
、
こ
れ
と

相
対
し
て
い
る
自
分
も
山
水
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
山
水
は
、
我
々
が
な
が
め
る
対
象
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
検
討
）

「
こ
の
山
水
は
…
…
観
照
的
な
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
永
遠
の
真
実
」
や
「
無
限
絶
対
の
真
実
」
と
表

現
で
き
る
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。「
永
遠
」
と
は
何
か
、「
真
実
」
と
は
何
か
、「
無
限
絶
対
」
と
は
い
か
な
る
こ
と
を
い

う
の
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
よ
う
に
抽
象
的
に
い
え
る
よ
う
な
事
態
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
は
「
ま
の
あ
た
り
の
山

水
」
な
の
だ
ろ
う
か
。「
今
ま
の
あ
た
り
の
山
水
」
と
「
我
々
が
な
が
め
る
対
象
と
し
て
存
在
す
る
」
山
水
と
は
ど
う
違
う

の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
「
目
の
当
た
り
の
山
水
」
が
、
ど
う
し
て
「
こ
れ
と
相
対
し
て
い
る
自
分
も
山
水
で
あ
る
」
な
ど
と
い

え
る
の
だ
ろ
う
か
。

［
水
野
訳
］
は
「
而い

今ま

」
と
ル
ビ
を
振
り
、
括
弧
の
中
に
「（
こ
こ
に
古
仏
の
道
を
修
行
し
て
い
る
人
の
見
る
）
山
水
」
と
入
れ

て
い
る
。

（
検
討
）

「
修
行
し
て
い
る
人
の
見
る
」
山
水
、
と
限
定
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
「
見
る
」
は
ふ
つ
う
の
「
見
る
」
と
い

う
こ
と
を
出
て
い
な
い
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
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頼
住
［
一
考
察
］

「
山
水
」
と
は
道
元
に
と
っ
て
は
、
単
な
る
自
然
の
景
物
で
は
な
く
て
、
存
在
の
確
固
た
る
在
り
よ
う
を
開
示
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。（
一
〇
三
）

「
而
今
」
と
い
う
詞
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
中
国
語
と
し
て
は
単
に
「
今
」
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
、
道

元
は
、
こ
の
言
葉
を
、
証
り
の
一
瞬
、
真
理
の
開
示
さ
れ
る
一
瞬
と
い
う
非
常
に
重
い
意
味
を
担
わ
せ
て
使
っ
て
い

る
。（
一
〇
四
）

こ
こ
で
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
「
山
水
」
と
は
、
常
識
が
日
常
的
自
明
性
の
う
ち
に
把
握
す
る
よ
う
な
「
山
水
」
で

は
な
く
、
非
日
常
的
な
特
権
的
瞬
間
に
お
け
る
「
山
水
」
な
の
で
あ
る
。（
同
）

「
而
今
の
山
水
」
に
出
会
う
と
い
う
事
態
は
、
諸
仏
諸
祖
の
言
葉
を
ま
っ
て
始
め
て
成
立
す
る
事
態
で
あ
り
、
そ
の

言
葉
は
、
わ
れ
わ
れ
が
ど
う
山
水
を
認
識
す
る
べ
き
で
あ
る
か
を
指
示
す
る
と
い
う
意
味
で
、
規
範
性
を
持
っ
て
い

る
。（
一
〇
五
）

（
検
討
）

「
而
今
」
を
吟
味
し
て
い
る
の
は
い
い
が
、「
証
り
の
一
瞬
、
真
理
の
開
示
さ
れ
る
一
瞬
」
と
い
う
よ
う
な
事
態
は
道
元
に

は
な
い
。
悟
り
は
一
瞬
で
は
な
く
〈
行
仏
〉
と
か
〈
修
の
証
〉
と
か
、〈
仏
向
上
事
〉
な
ど
、
継
続
す
る
行
を
離
れ
て
は
な

い
。「
常
識
が
日
常
的
自
明
性
の
う
ち
に
把
握
す
る
よ
う
な
『
山
水
』
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
正
し
い
だ
ろ
う
が
、「
特

権
的
瞬
間
に
お
け
る
『
山
水
』」
と
い
え
ば
、「
見
性
」
の
よ
う
な
感
じ
で
あ
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
瞬
間
」
の
事
態
で
は

あ
る
ま
い
。
ま
た
、
祖
師
の
言
葉
は
、「
ど
う
山
水
を
認
識
す
る
べ
き
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
は
ど
う

山
水
を
認
識
す
る
か
、
で
は
あ
る
ま
い
。
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【
私
釈
】

ま
ず
、「
而
今
の
山
水
」
の
「
而
今
」
が
問
題
で
あ
る
。

「
而
今
」
は
、［
注
釈
］
で
述
べ
た
よ
う
に
『
正
法
眼
蔵
』
で
三
十
四
巻
に
八
十
六
回
も
使
わ
れ
る
道
元
の
根
本
語
の
一
つ

で
あ
る
。
そ
の
用
法
は
、
い
ち
お
う
、「
か
つ
て
」
や
「
の
ち
」
で
は
な
い
「
い
ま
」
と
い
う
意
味
で
、
た
と
え
ば
〈
こ
の

時
節
、
か
つ
て
さ
き
に
あ
ら
ず
、
さ
ら
に
の
ち
に
あ
る
べ
か
ら
ず
、
た
だ
而
今
の
み
に
あ
る
な
り
〉《
看
経
》
と
い
わ
れ
、

「
而
今
の
」
と
名
詞
に
つ
く
こ
と
も
〈
而
今
の
因
縁
〉《
安
居
》《
大
悟
》《
祖
師
西
来
意
》、〈
而
今
の
示
衆
〉《
仏
向
上
事
》

な
ど
と
あ
る
。
そ
し
て
更
に
、
た
ん
に
時
間
的
な
「
今
」
に
は
尽
き
な
い
意
味
を
持
つ
重
要
な
用
法
が
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
「
而
今
」
は
、
特
に
《
有
時
》
で
は
〈
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
〉
と
い
わ
れ
、〈
わ
れ
〉
と
不
離
の
時
と
し
て
示
さ
れ
る
。

「
わ
れ
」
と
不
離
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
「
さ
と
り
の
と
き
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
る
。

〈
今
時
人
還
假
悟
否
…
…
〉
の
問
答
を
商
量
し
て
〈
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
〉《
大
悟
》
と
い
わ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
も
「
さ
と
り
」
と
は
「
人
人
の
而
今
」

で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

さ
と
り
の
意
味
を
含
む
「
而
今
」
で
あ
る
が
、
道
元
に
と
っ
て
「
さ
と
り
」
は
、
一
時
の
体
験
で
は
あ
り
え
ず
、
修
証
一
等

の
打
坐
に
お
い
て
現
成
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、〈
恁
麼
時
の
而
今
〉《
谿
声
山
色
》
は
、
継
起
す
る
而
今
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

こ
れ
が
、
次
の
よ
う
に
「
正
当
恁
麼
時
」
の
「
而
今
」
で
あ
り
、
道
元
独
自
の
用
法
の
典
型
で
あ
る
。

〈
み
な
と
も
に
大
悟
を
拈
来
し
て
、
さ
ら
に
大
悟
す
る
な
り
。
そ
の
正
当
恁
麼
時
は
、
而
今
な
り
。〉《
大
悟
》
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さ
て
、《
山
水
経
》
で
は
、〈
而
今
の
山
水
は
〉
と
い
わ
れ
て
い
て
、
諸
釈
が
な
し
た
よ
う
な
「
今
、
目
前
の
」
と
い
う
意

味
に
尽
き
る
は
ず
は
な
い
。
頼
住
［
一
考
察
］
は
、「
而
今
の
山
水
」
を
、
特
別
な
瞬
間
を
経
験
し
た
仏
祖
の
山
水
で
あ
り
、

私
た
ち
は
そ
の
仏
祖
の
言
葉
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
而
今
の
山
水
」
に
出
会
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
、
と
し
た
。
後
半
は
と

も
か
く
、「
特
別
な
瞬
間
を
経
験
し
た
仏
祖
の
山
水
」
で
は
な
い
。
先
に
も
み
た
よ
う
に
道
元
に
は
特
別
な
体
験
、
と
い
う
こ

と
は
な
い
。
た
し
か
に
「
而
今
」
に
は
、
さ
と
り
の
時
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
道
元
に
お
い
て
は
打
坐
に

お
け
る
現
成
で
あ
る
。
説
明
を
つ
け
れ
ば
、
正
当
恁
麼
時
と
い
う
而
今
の
、
打
坐
に
お
い
て
現
成
し
て
い
る
山
水
で
あ
る
。

そ
の
〈
而
今
の
山
水
〉
は
、
田
中
が
い
う
「
現
在
ま
の
あ
た
り
に
見
る
こ
の
山
水
」
や
、
水
野
の
い
う
「
古
仏
の
道
を
修

行
し
て
い
る
人
の
見
る
」
山
水
で
は
な
い
。
現
代
の
解
釈
は
多
く
田
中
や
水
野
の
よ
う
に
人
が
目
で
知
覚
す
る
と
い
う
意
味

で
、「
目
に
し
て
い
る
」「
見
て
い
る
」
山
水
と
し
て
い
る
。

「
現
在
ま
の
あ
た
り
見
る
」「
い
ま
ま
の
あ
た
り
見
聞
す
る
と
こ
ろ
の
宇
治
草
庵
の
」（
田
中
）

「
今
、
目
の
前
の
山
水
」（
倉
澤
）

「
い
ま
目
の
あ
た
り
に
見
る
山
水
」（
玉
城
）

「
今
ま
の
あ
た
り
の
山
水
」（『
文
学
大
系
』・
頭
注
）

こ
の
よ
う
に
言
う
と
き
、
山
水
と
そ
れ
を
見
て
い
る
人
が
あ
る
。
そ
し
て
、
人
間
が
見
て
い
る
山
や
川
が
そ
の
ま
ま
悟
り

を
顕
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
間
違
い
を
、
道
元
は
こ
う
指
摘
し
て
批
判
す
る
。

〈
諸
仏
如
来
ひ
ろ
く
法
界
を
証
す
る
ゆ
え
に
、
微
塵
法
界
、
み
な
諸
仏
の
所
証
な
り
。
し
か
あ
れ
ば
、
依
正
二
報
と
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も
に
如
来
の
所
証
と
な
り
ぬ
る
が
ゆ
え
に
、
山
河
大
地
・
日
月
星
辰
・
四
倒
三
毒
、
み
な
如
来
の
所
証
な
り
。
山
河
を

み
る
は
如
来
を
み
る
な
り
。
…
…
か
く
の
ご
と
く
い
ふ
と
も
が
ら
、
稲
麻
竹
葦
の
ご
と
く
、
朝
野
に
遍
満
せ
り
。
し
か

あ
れ
ど
も
、
こ
の
と
も
が
ら
、
た
れ
人
の
児
孫
と
い
ふ
こ
と
あ
き
ら
か
な
ら
ず
、
す
べ
て
仏
祖
の
道
を
し
ら
ざ
る
な

り
。
た
と
ひ
諸
仏
の
所
説
と
な
る
と
も
、
山
河
大
地
た
ち
ま
ち
に
凡
夫
の
所
見
な
か
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
諸
仏
の
所
説

と
な
る
道
理
を
な
ら
は
ず
、
き
か
ざ
る
な
り
。
な
ん
ぢ
微
塵
を
み
る
は
法
界
を
み
る
に
ひ
と
し
と
い
ふ
、
た
み
の
王
に

ひ
と
し
と
い
は
ん
が
ご
と
し
。〉《
四
禅
比
丘
》

「
而
今
の
山
水
」
は
、
人
に
よ
っ
て
見
ら
れ
た
山
水
で
は
な
い
し
、
道
元
が
見
て
い
た
山
水
で
も
な
い
。

〈
而
今
の
山
水
〉
が
現
成
す
る
に
は
、
そ
の
打
坐
の
場
に
山
水
が
環
境
と
し
て
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。「
現
成
」
は
、

な
に
も
な
い
も
の
が
、
現
成
す
る
わ
け
で
は
な
い
。〈
万
法
す
す
み
て
自
己
を
修
証
す
る
〉《
現
成
公
案
》
の
で
は
あ
る
が
、

「
万
法
」
と
い
う
漠
然
と
し
た
も
の
が
現
成
す
る
の
で
は
な
い
。

坐
禅
す
る
私
を
包
む
山
水
は
〈
身
処
に
き
き
、
心
処
に
き
く
、
…
…
眼
処
聞
声
こ
れ
可
必
不
必
な
り
〉《
谿
声
山
色
》
と

い
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
あ
り
方
で
あ
る
。
坐
禅
の
時
、
六
根
は
そ
の
特
定
の
対
象
に
対
し
て
は
働
か
な
い
。
目
は
何
か
を
見

な
い
、
耳
は
何
か
を
聞
か
な
い
、
肌
は
何
か
を
感
じ
な
い
、
鼻
は
何
か
を
嗅
が
な
い
、
舌
は
何
か
を
味
わ
わ
な
い
、
意
識
は

何
か
に
つ
い
て
働
か
な
い
。
け
れ
ど
も
六
根
は
、
そ
の
ま
ま
十
方
に
開
放
さ
れ
て
あ
る
。「
何
を
、
ど
の
よ
う
に
」
と
い
う

分
別
な
く
、
聞
こ
え
、
見
ら
れ
、
嗅
が
れ
…
…
不
思
量
底
を
思
量
す
る
の
で
あ
る
。〈
而
今
の
山
水
〉
は
、
そ
こ
に
見
ら
れ

聞
か
れ
、
感
じ
ら
れ
た
山
水
で
あ
る
。「
証
上
に
」「
あ
ら
し
め
」
ら
れ
た
「
万
法
」《
辦
道
話
》
で
あ
る
。

道
元
は
実
際
に
風
光
明
媚
な
深
草
や
、
深
山
で
あ
る
越
前
の
山
奥
に
道
場
を
建
て
て
弟
子
と
共
に
住
ん
だ
。
道
元
が
生

涯
、
い
か
に
堂
宇
の
周
り
の
自
然
を
愛
し
た
か
は
、
田
中
『
道
元
』
が
書
い
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
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永
平
寺
や
山
深
い
多
く
の
禅
堂
で
あ
れ
ば
、
打
坐
に
お
い
て
〈
而
今
の
山
水
は
〉
が
、
成
り
立
つ
だ
ろ
う
が
、
都
会
や
ビ

ル
の
中
で
は
、〈
而
今
の
山
水
〉
と
は
な
ら
な
い
。
仏
道
の
〈
山
水
〉
を
参
究
す
る
時
、
あ
ら
た
め
て
人
間
に
と
っ
て
の
環

境
と
は
な
に
か
を
、
深
く
考
え
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

如
浄
は
若
い
道
元
に
対
し
て
、「
初
心
の
弁
道
功
夫
す
る
時
は
」
と
、
必
要
な
条
件
と
し
て
色
々
挙
げ
る
中
で
、「
伎
楽
・

歌
詠
等
の
声
を
聞
く
べ
か
ら
ず
。
諸
々
の
舞
妓
を
見
る
べ
か
ら
ず
。
諸
の
残
害
を
見
る
べ
か
ら
ず
。
諸
の
卑
醜
の
事
を
見
る

べ
か
ら
ず
。
屠
所
を
歴
見
す
べ
か
ら
ず
。
…
…
往
い
て
、
大
魚
お
よ
び
大
海
・
悪
画
・
傀
僂
を
観
る
こ
と
な
か
れ
。
尋
常
に

は
応
に
青
山
渓
水
を
観
る
べ
し
」（『
宝
慶
記
』（
5
））
と
い
う
。
見
る
べ
き
も
の
は
、
山
水
の
ほ
か
は
『
了
義
経
』
だ
け
で
あ

る
。
ま
た
如
淨
は
「
直
に
須
く
深
山
幽
谷
に
居
し
て
、
仏
祖
の
聖
胎
を
長
養
す
べ
し
。
必
ず
古
徳
の
証
せ
し
と
こ
ろ
に
至
ら

ん
」（『
宝
慶
記
』（
10
））
と
教
え
た
。

仏
法
の
弁
道
の
場
に
つ
い
て
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
、
坐
禅
は
、
阿
蘭
若
つ
ま
り
人
里
近
く
の
森
林
で
あ
っ
た
。
そ
こ
は
比

丘
の
寝
所
で
も
あ
る
林
で
あ
り
、
人
々
が
集
ま
っ
て
生
活
す
る
聚
落
（
村
）
で
は
な
い
。
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
残
さ
れ
た

言
葉
（
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
四
、五
章
な
ど
）
は
、
あ
ま
り
自
然
を
説
い
て
い
な
い
が
、
後
の
経
典
で
は
霊
鷲
山
（
耆
闍
崛
山
）
が
説

法
の
場
と
設
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。『
長
老
偈
』（
テ
ー
ラ
ガ
ー
タ
ー
）
で
は
、
そ
の
安
ら
ぎ
が
周
り
の
自
然
の
風
光
と
関
係

し
て
い
る
こ
と
が
、
多
く
の
偈
で
伺
わ
れ
る
。
例
え
ば
こ
う
い
わ
れ
る
。

碧あ
お

き
雲
の
色
を
帯
び
、
麗
し
く
、
冷
や
や
か
な
水
あ
り
、
清
き
流
れ
あ
り
、
イ
ン
ダ
ゴ
ー
パ
カ
草
に
覆
わ
れ
た
こ
れ

ら
の
岩
山
は
、
わ
た
し
を
楽
し
ま
せ
る
。（
テ
ー
ラ
ガ
ー
タ
ー
一
三
）

清
く
澄
ん
だ
水
あ
り
、
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
岩
盤
あ
り
、
黒
面
の
猿
と
鹿
が
い
て
、
水
と
苔
で
覆
わ
れ
て
い
る
岩
山

は
、
わ
た
し
を
楽
し
ま
せ
る
。（
テ
ー
ラ
ガ
ー
タ
ー
一
一
三
）
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樹
木
の
根
元
の
茂
み
の
中
に
進
み
入
っ
て
、
心
の
う
ち
に
安
ら
ぎ
を
落
ち
着
け
て
、
瞑
想
せ
よ
、
ゴ
ー
タ
マ
よ
。
怠

る
こ
と
な
か
れ
。（
テ
ー
ラ
ガ
ー
タ
ー
一
一
九
）

…
…
こ
の
大
地
は
緑
草
ゆ
た
か
に
、
水
が
み
ち
て
い
る
。
空
は
雲
が
美
し
い
。
心
喜
べ
る
人
に
は
、
温
良
な
る
す
が

た
が
あ
る
。（
テ
ー
ラ
ガ
ー
タ
ー
二
一
一
）

愛う
る
わし

い
台
地
に
は
、
雨
が
降
り
注
ぐ
。
山
々
に
は
仙
人
が
し
ば
し
ば
訪
れ
る
。
岩
山
で
は
、
孔
雀
が
甲
高
く
鳴
い
て

い
る
。
そ
れ
ら
の
岩
山
は
、
わ
た
し
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
。
し
っ
か
り
と
決
意
し
て
瞑
想
に
沈
潜
し
よ
う
と
欲
し
て

い
る
わ
た
し
に
と
っ
て
、［
こ
の
場
所
で
十
分
で
あ
る
。］（
テ
ー
ラ
ガ
ー
タ
ー
一
〇
六
五
、六
六
）

世
俗
の
（
在
家
の
人
）
た
ち
が
ざ
わ
め
か
ず
、
鹿
の
群
れ
が
往
来
し
、
さ
ま
ざ
ま
の
鳥
が
群
が
る
そ
れ
ら
の
岩
山
は
、

わ
た
し
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る
。（
テ
ー
ラ
ガ
ー
タ
ー
一
〇
六
九
）

ち
な
み
に
こ
こ
に
「
岩
山
」
と
あ
る
が
、
そ
の
描
写
か
ら
は
樹
木
が
茂
っ
た
山
だ
と
思
わ
れ
る
。

中
国
に
お
い
て
も
、
経
典
翻
訳
や
教
学
の
研
鑽
が
大
都
市
で
な
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
禅
宗
は
、
四
祖
（
黄
梅
の
双
峰
山
）、

五
祖
（
黄
梅
の
憑
茂
山
）
あ
た
り
か
ら
、
山
で
の
修
行
と
な
り
、
石
頭
・
馬
祖
あ
た
り
か
ら
山
作
務
が
あ
り
、
園
頭
が
い
て
農

作
業
も
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
南
泉
の
鎌
の
公
案
が
あ
り
（『
五
灯
会
元
』
巻
三
）、
趙
州
は
「
大
蘿
蔔
頭
（
大
根
）
を
出
す
」

（『
趙
州
録
』
巻
上
）
と
答
え
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
、
念
仏
は
長
安
な
ど
大
都
市
で
流
行
し
た
。

そ
れ
ゆ
え
〈
山
水
〉
は
、
竹
村
が
「
あ
ら
ゆ
る
事
象
は
、
説
法
と
し
て
存
在
し
て
い
る
」、「
一
切
の
存
在
が
脱
落
底
の
自

己
表
現
と
し
て
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
は
、
何
に
で
も
お
き
か
え
ら
れ
る
（
普
遍
化
で
き
る
）
も
の
で
は
な
い
。
彼
が
そ
こ
で

引
用
す
る
〈
華
開
の
万
木
百
草
、
こ
れ
古
仏
の
道
得
な
り
、
古
仏
の
問
処
な
り
、
世
界
起
の
九
山
八
海
、
こ
れ
古
仏
の
日
面

月
面
な
り
、
古
仏
の
皮
肉
骨
髄
な
り
〉《
古
仏
心
》
で
も
、「
万
木
百
草
」
は
山
に
あ
る
も
の
で
、「
九
山
八
海
」
も
山
と
水
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に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
而
今
の
山
水
」
は
、
打
坐
に
お
い
て
〈
万
法
す
す
み
て
自
己
を
修
証
す
る
〉、
そ
の
万
法
と
し
て
の
山
水
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ぜ
と
り
わ
け
「
山
」
と
「
水
」
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
巻
の
中
で
順
次
示
さ
れ
て
く
る
。

〈
而
今
の
山
水
は
〉
に
続
け
て
〈
古
仏
の
道
現
成
な
り
〉
と
い
わ
れ
る
。

「
古
仏
」
は
、
ひ
と
つ
に
は
「
而
今
」
に
対
す
る
「
古
」
で
あ
り
、
今
・
古
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
、「
仏
」
や
「
諸
仏
」

で
な
く
〈
古
仏
〉
と
い
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
、
道
元
の
尊
敬
す
る
仏
祖
に
対
す
る
尊
称
が
「
古

仏
」
で
あ
り
、
安
谷
が
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
後
で
そ
の
言
葉
が
言
及
さ
れ
る
大
陽
山
楷
和
尚
や
雲
門
な
ど
「
山
」
に
つ

い
て
道こ

と
ばを

言
い
得
た
仏
祖
の
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、〈
而
今
の
山
水
〉
の
「
山
水
」
を
自
己
と
す
る
解
釈
が
あ
る
。『
文
庫
』
脚
注
で
は
「
山
水
が
自
己
の
正
体

の
不
変
の
真
実
（
経
・
ス
ー
ト
ラ
）
で
あ
る
こ
と
を
説
く
」
と
あ
る
。
不
変
の
真
実
が
経
・
ス
ー
ト
ラ
で
あ
る
の
も
お
か
し

い
が
、
ど
う
し
て
山
水
を
自
己
の
正
体
（
こ
れ
も
意
味
が
わ
か
ら
な
い
が
）
と
い
う
の
か
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
最
初
の
註
解
書

『
聞
書
』
に
「
こ
の
山
水
古
仏
也
と
可
心
得
」（
二
八
一
）、『
私
記
』
に
「
山
水
の
自
己
な
り
」（
二
一
九
）
な
ど
と
あ
る
か
ら

だ
ろ
う
。

〈
道
現
成
〉
の
「
道
」
は
、
竹
村
が
「
あ
く
ま
で
道い

う
」
と
い
う
通
り
「
道い

う
」
あ
る
い
は
「
道こ

と
ば」

で
あ
る
。

そ
し
て
「
古
仏
の
道
」
は
、
二
節
以
下
の
祖
師
た
ち
の
詞
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
そ
こ
で
道
得
さ
れ
た
よ
う
に
、「
而
今
の

山
水
」
は
現
成
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
『
文
庫
』
脚
注
は
古
釈
を
ひ
き
ず
っ
て
「
仏
道
の
現
成
」
と
す
る
。
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＊

二
、    

と
も
に
法
位
に
住
し
て
、
究
尽
の
功
徳
を
成
ぜ
り
。
空
劫
已
前
の
消
息
な
る
が
ゆ
え
に
、
而
今
の
活
計
な
り
。
朕
兆

未
萌
の
自
己
な
る
が
ゆ
え
に
、
現
成
の
透
脱
な
り
。

［
注
釈
］

○
法
位
に
住
し
て　
『
法
華
経
』
方
便
品
「
是
法
住
法
位
、
世
間
相
常
住
」（T

9,9b

）
に
よ
る
。
同
じ
詞
を
道
元
は
〈
是
法
住
法
位
、
世
間

相
常
住
な
り
〉《
恁
麼
》、〈
法
住
法
位
な
り
、
世
相
常
住
な
り
〉《
諸
法
実
相
》
と
引
く
。

次
の
用
例
に
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
も
の
が
普
通
は
変
化
し
て
い
る
、
変
遷
し
て
い
る
と
見
え
る
状
態
を
、
前
後
か
ら
断
た
れ
た
「
ひ

と
と
き
の
位
」
と
し
て
、
捉
え
る
。

＊
道
元
用
例

〈
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
、
後
あ

り
、
先
あ
り
。
…
…
生
も
一
時
の
く
ら
ゐ
な
り
、
死
も
一
時
の
く
ら
ゐ
な
り
。〉《
現
成
公
案
》

そ
れ
は
と
り
わ
け
、《
有
時
》
で
は
、
去
来
に
対
す
る
あ
り
方
に
対
比
し
て
い
わ
れ
る
。

〈
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
〉。

〈
む
ま
〉
は
、
十
一
時
か
ら
、
十
三
時
ま
で
二
時
間
で
あ
り
、
時
計
の
長
針
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
動
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

を
〈
む
ま
〉
と
い
う
住
法
位
の
上
下
だ
と
い
う
。
薪
と
い
う
住
法
位
の
前
後
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
打
坐
に
お
け
る
〈
有
時
の
而
今
〉

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
言
え
て
、〈
有
時
の
住
位
な
り
。
住
法
位
の
活
鱍
鱍
地
な
る
、
こ
れ
有
時
な
り
。
…
…
去
来
と
認
じ
て
、
住

位
の
有
時
と
見
徹
せ
る
皮
袋
な
し
〉《
有
時
》
と
、
住
法
位
が
、
静
止
し
た
も
の
で
も
、
去
来
で
も
な
い
こ
と
を
い
う
。
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○
空
劫
已
前　

劫
（
世
界
期
の
単
位
）
は
順
番
に
空
劫
、
成
劫
、
住
劫
、
壊
劫
が
あ
り
、
そ
の
世
界
期
の
初
め
で
あ
る
空
劫
以
前
、
時
間
以

前
。

○
活
計　

く
ら
し
む
き
、
生
業
。
活
き
る
働
き
。

○
朕
兆
未
萌　
「
朕
」
は
名
詞
で
は
①
縫
い
目
、
②
前
兆
、
き
ざ
し
の
意
、「
兆
」
は
き
ざ
し
。「
萌
」
も
、
①
萌
え
る
、
芽
が
出
る
と
い
う

意
味
で
、
②
き
ざ
し
で
も
あ
る
。
も
の
の
前
兆
さ
え
未
だ
萌き

ざ

さ
な
い
時
。
働
き
出
る
様
子
の
ま
っ
た
く
な
い
時
。

○
透
脱　

脱
落
と
似
た
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
〈
浄
を
超
越
し
、
不
浄
を
透
脱
し
、
非
浄
非
不
浄
を
脱
落
す
る
な
り
〉《
洗

面
》、〈
脱
落
し
き
た
り
透
脱
し
き
た
る
に
、
か
な
ら
ず
姓
な
り
〉《
仏
性
》、〈
た
だ
眼
睛
の
活
出
な
り
、
自
他
を
脱
落
す
、
た
だ
吾
髄
の

附
嘱
な
り
、
自
他
を
透
脱
せ
り
〉《
自
証
三
昧
》

「
透
脱
」
と
「
脱
落
」
の
微
妙
な
違
い
が
は
っ
き
り
す
る
の
が
次
の
例
で
あ
る
。〈
自
己
の
身
心
骨
髄
に
脱
落
な
ら
し
む
べ
し
、
自
己
の

山
河
尽
界
に
透
脱
な
ら
し
む
べ
し
〉《
見
仏
》。
人
間
の
事
態
に
関
し
て
は
「
脱
落
」
が
使
わ
れ
、（
万
）
法
の
事
態
に
関
し
て
は
「
透

脱
」
が
使
わ
れ
る
。
そ
れ
が
明
ら
か
な
の
は
、『
正
法
眼
蔵
』
に
お
け
る
三
十
回
の
用
例
の
ほ
と
ん
ど
が
、
次
の
よ
う
に
人
間
で
は
な
い

事
態
に
対
し
て
使
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

〈
以
表
す
る
が
ゆ
え
に
諸
仏
体
を
透
脱
す
。〉《
仏
性
》、〈
身
心
を
も
ぬ
く
る
道
と
せ
り
、
…
…
こ
れ
を
参
究
し
て
向
来
を
も
透
脱
す

べ
し
、
末
上
を
も
透
脱
す
べ
し
、
正
当
恁
麼
時
を
も
透
脱
す
べ
し
。〉《
恁
麼
》、〈
声
色
透
脱
の
道
あ
り
。〉〈
搆
本
宗
末
お
の
づ
か
ら

透
脱
な
る
べ
し
。〉《
阿
羅
漢
》、〈
諸
仏
の
大
道
、
そ
の
究
尽
す
る
と
こ
ろ
、
透
脱
な
り
、
現
成
な
り
、
そ
の
透
脱
と
い
ふ
は
、
あ
る

ひ
は
生
も
生
を
透
脱
し
、
死
も
死
を
透
脱
す
る
な
り
。〉《
全
機
》、〈
四
海
五
湖
、
も
し
透
脱
せ
ざ
ら
ん
は
、
徧
参
に
あ
ら
ず
。〉《
徧

参
》、〈
滅
は
滅
を
跳
出
透
脱
す
る
を
滅
と
す
。〉《
三
十
七
品
菩
提
分
法
》、〈
正
法
眼
蔵
の
仏
祖
の
正
伝
せ
る
鉢
盂
、
こ
れ
透
脱
古
今

底
の
鉢
盂
な
り
。〉《
鉢
盂
》
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な
お
こ
れ
が
「
透
体
脱
落
」
の
短
縮
形
、
あ
る
い
は
同
じ
意
味
と
は
い
え
な
い
の
は
、「
透
体
脱
落
」
は
七
十
五
巻
本
で
は
、
た
だ
一
箇

所
〈
悉
有
を
会
取
す
る
こ
と
か
く
の
ご
と
く
な
れ
ば
、
悉
有
そ
れ
透
体
脱
落
な
り
〉《
仏
性
》
と
使
わ
れ
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。

【
現
代
語
訳
】

（
山
も
水
も
）
と
も
に
ひ
と
と
き
の
定
ま
っ
た
位
で
あ
り
、
究
め
尽
く
さ
れ
た
功
徳
を
成
就
し
て
い
る
。
時
が
始
ま
る
以
前

の
様
子
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
い
ま
の
生
き
生
き
し
た
営
み
で
あ
る
。
も
の
が
萌
す
以
前
の
自
己
で
あ
る
か
ら
、
現
成
の
透
脱

で
あ
る
。

【
諸
釈
の
検
討
】

田
中
『
道
元
』

法
位
に
住
す
る
と
は
、
そ
の
も
の
に
な
り
切
る
と
い
う
よ
う
な
心
で
あ
る
。
山
は
山
に
成
り
き
っ
て
、
余
物
を
ま
じ
へ

な
い
時
節
に
、
そ
の
本
来
の
面
目
功
徳
を
究
尽
す
る
の
で
あ
る
。
古
仏
の
生
死
去
来
も
、
そ
の
時
々
の
住
法
位
で
あ
る
。

…
…
若
し
山
の
山
を
見
る
が
如
く
、
山
に
な
り
き
っ
て
参
学
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
脚
を
嶮
崖
に
労
役
す
る
で
あ
ろ
う
。

山
の
峨
々
た
る
は
、
法
位
に
住
し
て
然
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
主
体
的
に
背
伸
び
し
て
い
る
姿
で
は
な
い
。（
一
七
）

山
の
聳
ゆ
る
や
峨
峨
。
峨
峨
た
る
は
、
山
の
本
来
の
面
目
で
あ
る
。
…
…
そ
の
本
来
の
面
目
功
徳
を
究
尽
す
る
の
で

あ
る
。（
一
七
）

身
心
を
挙
し
て
古
仏
の
道
に
住
す
れ
ば
、
山
水
と
も
に
法
位
に
住
し
て
究
尽
の
功
徳
を
成
ず
る
。
わ
れ
と
山
水
と
古

仏
身
は
、
奇
し
く
も
同
時
の
現
成
で
あ
る
。
而
今
の
山
水
は
、
わ
が
尽
力
現
成
せ
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。（
二
〇
）

声
色
の
現
れ
る
の
は
、
渓
山
の
自
己
を
挙
似
す
る
力
で
あ
る
。
こ
の
力
に
引
か
れ
て
、
わ
れ
は
汝
を
渓
声
山
色
と
見
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聞
す
る
。
究
尽
の
功
徳
と
は
、
畢
竟
し
て
こ
の
力
を
い
う
。（
二
二
）

こ
こ
で
空
劫
已
然
と
あ
る
の
は
、
詳
し
く
言
え
ば
成
住
壊
空
の
四
劫
以
前
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
山
水
の
悠
久
は
、

何
千
億
万
年
を
四
つ
合
わ
せ
た
時
間
よ
り
も
更
に
以
前
に
遡
る
が
故
に
、
而
今
の
活
計
で
あ
る
。
…
…
い
ま
山
水
の
自

己
は
、
父
母
も
生
ま
れ
ず
、
朕
兆
も
未
だ
現
れ
ざ
る
底
の
自
己
で
あ
る
か
ら
、
現
成
の
透
脱
な
り
と
い
う
。
…
…
こ
の

自
己
は
我
の
自
己
で
な
く
し
て
、
山
水
の
自
己
、
朕
兆
未
萌
の
自
己
な
る
が
故
で
あ
る
。（
二
四
、二
五
）

（
検
討
）

〈
法
位
に
住
す
る
〉
に
つ
い
て
、「
山
は
山
に
成
り
き
」
る
と
か
、
山
が
「
主
体
的
に
背
伸
び
を
し
て
い
る
姿
で
は
な
い
」

と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
そ
の
後
、「
山
に
な
り
き
っ
て
参
学
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
脚
を
嶮
崖
に
労
役

す
る
で
あ
ろ
う
」
と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、
修
行
者
が
山
に
成
り
き
る
と
い
う
こ
と
ら
し
い
が
、
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
か
。「
古
仏
の
道
に
住
す
れ
ば
」
は
、「
道
」
が
「
こ
と
ば
、
い
う
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
誤
っ
た
解
釈
で
あ
ろ

う
が
、
田
中
は
そ
こ
か
ら
「
わ
れ
と
山
水
と
古
仏
身
」
が
同
時
の
現
成
で
あ
る
と
い
う
。「
古
仏
身
」
と
い
う
こ
と
は
い
わ

れ
て
い
な
い
。「
而
今
の
山
水
は
、
わ
が
尽
力
現
成
せ
し
め
る
」
と
い
う
が
、
ど
の
よ
う
に
な
の
か
、
そ
の
尽
力
の
内
実
が

少
し
も
見
え
な
い
。
ど
う
も
〈
究
尽
の
功
徳
を
成
〉
ず
る
の
は
、「
渓
山
の
自
己
を
挙
似
す
る
力
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
は
い
わ
れ
て
い
な
い
。

空
劫
以
前
を
「
四
劫
以
前
」
や
「
更
に
以
前
に
遡
る
」
と
い
う
が
、
時
間
的
に
捉
え
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
ま
た
こ
の

〈
自
己
〉
は
「
山
水
の
自
己
」
だ
ろ
う
か
。
こ
の
巻
に
「
山
（
水
）
の
自
己
」
と
い
う
表
現
は
な
い
。

安
谷
『
参
究
』

法
位
に
住
す
る
と
は
な
ん
の
こ
と
か
。
山
は
山
の
法
位
に
住
し
、
水
は
水
の
法
位
に
住
す
る
こ
と
だ
。
そ
れ
を
簡
単
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に
い
う
と
、
山
は
是
れ
山
、
水
は
是
れ
水
だ
。
だ
が
凡
人
の
見
た
、
山
は
こ
れ
山
で
は
な
い
。
常
識
で
考
え
た
水
は
こ

れ
水
で
は
な
い
。
と
も
に
究
尽
の
功
徳
を
成
ぜ
る
山
で
あ
り
、
水
で
あ
る
。（
四
七
）

究
尽
の
功
徳
を
成
ず
る
と
は
、
な
ん
の
こ
と
か
。
山
は
山
で
三
世
十
方
を
尽
く
し
て
い
る
。
水
は
水
で
全
宇
宙
を
尽

く
し
て
い
る
。
山
も
水
も
、
と
も
に
時
間
空
間
を
呑
ん
だ
而
今
で
あ
る
。…
…
も
ち
ろ
ん
、
山
と
い
う
も
水
と
い
う
も
、

本
来
の
自
己
の
こ
と
で
あ
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。（
四
八
）

空
劫
以
前
と
は
、
一
般
に
天
地
開
闢
以
前
と
解
す
る
が
、
こ
の
言
葉
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
思
想
、
概
念
、
認
識
、
信

仰
等
の
心
識
の
作
用
以
前
と
い
う
ひ
び
き
が
主
で
あ
る
。
…
…
し
た
が
っ
て
、
空
劫
以
前
の
消
息
と
い
う
も
、
而
今
の

活
計
と
い
う
も
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
…
…
活
計
と
は
、
生
活
の
事
実
と
い
う
こ
と
だ
。（
四
八
）

朕
兆
未
萌
も
空
劫
以
前
と
同
じ
で
、
な
ん
ら
の
き
ざ
し
も
、
ま
だ
あ
ら
わ
れ
な
い
時
代
と
い
う
言
葉
で
あ
る
が
、
こ

れ
も
や
は
り
心
識
の
作
用
以
前
と
い
う
重
要
な
ひ
び
き
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
消
息
」
と
い
う
か
わ
り
に
「
自

己
」
と
、
あ
か
ら
さ
ま
に
本
来
の
自
己
を
点
出
し
て
、
そ
れ
が
而
今
な
る
山
水
だ
と
示
し
て
い
る
。
山
水
を
自
己
の
外

に
見
て
い
る
凡
人
に
は
、
青
天
の
へ
き
れ
き
で
あ
る
。（
四
九
）

（
検
討
）

「
法
位
に
住
し
て
」
に
関
し
て
は
、「
凡
人
の
見
た
」、「
常
識
で
考
え
た
」
山
水
で
は
な
い
、
と
い
う
の
は
当
た
っ
て
い
よ

う
が
、〈
究
尽
の
功
徳
を
成
ぜ
る
〉
山
で
は
、
ず
れ
る
。
本
文
は
〈
法
位
に
住
し
て
、
究
尽
の
功
徳
を
成
ぜ
り
〉
と
い
わ
れ
て

い
る
。
な
ぜ
山
が
「
三
世
十
方
を
尽
く
し
て
」
い
る
の
か
、
水
が
「
全
宇
宙
を
尽
く
し
て
い
る
」
の
か
。
も
し
安
谷
が
《
有

時
》
の
（
時
時
の
時
に
尽
有
尽
界
あ
る
な
り
）
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
に
対
し
て
も
言
え
る
こ
と
で

あ
り
、
山
の
功
徳
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
そ
の
内
実
は
、
は
じ
め
は
「
山
が
…
…
尽
く
し
て
い
る
」
と
い
わ
れ
る
が
、
け
っ

き
ょ
く
、
本
来
の
自
己
で
、
人
が
究
尽
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
「
空
劫
以
前
」
を
時
で
は
な
く
、「
心
識
の
作
用
以
前
」
と
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い
う
の
は
、
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
た
だ
本
来
の
自
己
を
而
今
の
山
水
だ
と
い
う
の
は
、
妥
当
だ
ろ
う
か
。

森
本
『
花
開
』

…
…
「
空
劫
」
よ
り
前
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
現
象
の
生
ず
る
以
前
、
す
な
わ
ち
「
諸
法
」
の

成
立
す
る
以
前
を
意
味
す
る
。（
二
三
）

あ
り
の
ま
ま
の
絶
対
的
真
実
の
状
態
が
「
朕
兆
未
萌
」
な
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
、
個
人
的
主
体

と
し
て
の
自
己
な
ど
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
が
な
い
。
こ
の
場
合
の
「
自
己
」
は
「
朕
兆
未
萌
」
に
と
っ
て
の
「
自

己
」
な
の
で
あ
り
、「
そ
の
も
の
」
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
現
成
の
透
脱
」
で

あ
る
と
い
わ
れ
る
の
だ
。「
透
脱
」
と
は
「
透
り
脱
け
る
」
こ
と
で
あ
り
「
ぬ
け
出
る
」
こ
と
で
あ
っ
て
、「
脱
却
」
な

り
「
解
脱
」
な
り
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
こ
と
は
た
だ
ち
に
、
あ
り
の
ま
ま
の
姿
、
す
な
わ
ち
真
実
相
が
顕
現
す
る
こ

と
を
意
味
す
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。（
二
三
、二
四
）

（
検
討
）

空
劫
已
前
は
、
時
間
的
以
前
で
は
あ
る
ま
い
。「『
朕
兆
未
萌
』
に
と
っ
て
の
『
自
己
』」
と
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で

は
「
朕
兆
未
萌
」
と
い
う
“
も
の
が
ら
”
が
、
自
己
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
ん
な
も
の
は
な
い
。「
あ
り
の
ま
ま
の
絶

対
的
真
実
」、「
あ
り
の
ま
ま
の
姿
」
と
い
う
が
、
そ
の
「
あ
り
の
ま
ま
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
だ
ろ
う
か
。

内
山
『
味
わ
う
』

だ
か
ら
「
空
劫
已
前
」
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
成
住
壊
空
以
前
、
あ
ら
ゆ
る
思
考
以
前
の
と
こ
ろ
で
す
。
普
通

の
人
は
、
時
間
と
い
う
も
の
を
、
永
遠
の
過
去
か
ら
永
遠
の
未
来
に
向
か
っ
て
流
れ
て
い
る
と
思
い
、
そ
し
て
そ
の
中
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の
一
点
に
自
分
が
生
き
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
生
命
実
物
と
し
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
い
つ
も
言
う
よ
う

に
、
私
は
私
の
住
ま
う
世
界
を
も
っ
て
生
ま
れ
て
来
、
そ
の
時
間
と
と
も
に
生
き
、
最
後
に
時
間
と
と
も
に
死
ん
で
ゆ

く
。（
二
九
）

父
や
母
が
生
ま
れ
て
い
な
い
以
前
の
自
分
の
本
来
の
面
目
と
は
、
要
す
る
に
生
命
実
物
で
す
。
概
念
以
前
、
思
い
で

思
う
以
前
、
一
切
分
離
以
前
の
生
命
実
物
で
す
。
す
る
と
山
は
山
で
な
い
。
水
は
水
で
な
い
。
そ
れ
を
「
現
成
の
透
脱

な
り
」
と
い
う
。「
透
脱
」
と
は
、
透
過
脱
落
で
す
、
山
が
、
山
と
決
ま
っ
た
概
念
で
つ
か
ま
え
ら
れ
る
以
前
。
つ
ま

り
無
相
、
相
が
な
い
。（
三
一
）

（
検
討
）

空
劫
已
前
を
時
間
で
は
な
く
、「
思
考
以
前
」「
概
念
以
前
」
と
い
う
の
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
を
「
生
命
実

物
」
と
共
な
る
時
間
と
す
る
が
、
そ
れ
で
は
「
私
の
住
ま
う
世
界
」
の
時
間
が
、
空
劫
已
前
と
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
空
劫

已
前
の
自
己
は
「
本
来
の
面
目
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
「
生
命
実
物
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
と
、
生
命
実
物
と

は
何
か
、
こ
の
世
に
あ
る
時
、
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
か
、
と
問
わ
れ
よ
う
。
人
が
、
思
考
以
前
に
ど
の
よ
う
に
な
れ

る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
、
本
能
と
間
違
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。「
透
脱
」
と
は
、
透
過
脱
落
だ

と
言
っ
て
も
内
実
が
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
は
山
の
「
無
相
」
だ
、
と
い
っ
て
も
、
道
元
は
す
ぐ
後
で
、
山
の
究
尽
の

功
徳
を
具
体
的
有
様
（
有
相
）
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。

頼
住
［
一
考
察
］

…
…
こ
の
「
不
生
」
と
い
う
言
葉
は
、
た
と
え
ば
、《
現
成
公
案
》
の
「
た
き
木
は
い
と
な
る
。
…
…
し
る
べ
し
、

薪
は
薪
の
法
位
に
住
し
て
、
さ
き
あ
り
、
の
ち
あ
り
。
…
…
死
も
一
時
の
く
ら
ゐ
な
り
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
わ
か
る
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と
お
り
、「
法
位
に
住
し
て
」、
す
な
わ
ち
、
在
る
べ
き
あ
り
方
を
実
現
し
て
、
絶
対
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と

を
、
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
一
つ
一
つ
の
認
識
行
為
が
絶
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
「
一
念
」
以
外
に
、
真
理
の
成

就
す
る
場
合
は
な
い
、
と
道
元
は
い
う
の
で
あ
る
。（
九
一
）

（
検
討
）

「
住
法
位
」
と
は
「
在
る
べ
き
あ
り
方
を
実
現
」
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
が
「
一
つ
一
つ
の
認
識
行
為

が
絶
対
的
な
も
の
」
で
あ
る
一
念
だ
と
い
わ
れ
る
が
「
絶
対
的
な
も
の
」
と
い
う
言
い
方
は
、
道
元
の
解
釈
、
い
や
お
よ
そ

仏
法
の
解
釈
に
ふ
さ
わ
し
く
あ
る
ま
い
。
ま
た
道
元
も
仏
道
も
「
認
識
行
為
」
を
絶
対
化
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

【
私
釈
】

〈
と
も
に
〉
は
、
山
と
水
が
「
と
も
に
」
で
あ
る
。
後
に
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
、
山
と
切
り
離
せ
な
い
水
で
あ
る
。

〈
法
位
に
住
し
て
〉
と
は
、〔
注
釈
〕
に
も
書
い
た
よ
う
に
《
現
成
公
案
》
で
、
燃
え
て
い
る
状
態
で
あ
る
「
薪
、
灰
と
な

る
」
に
つ
い
て
、
ふ
つ
う
に
人
が
見
る
無
常
、
去
来
の
姿
で
は
な
く
、
薪
や
灰
は
、
前
後
が
切
れ
て
い
る
「
ひ
と
と
き
の

位
」
で
あ
る
と
い
う
。

［
水
野
訳
］
で
は
「
法
位
（
法
と
し
て
あ
る
べ
き
あ
り
方
）
に
住

と
ど
ま

っ
て
」（
二
二
七
）
と
あ
る
が
、
法
位
は
、
漢
字
の
語
感
か
ら

く
る
こ
の
よ
う
な
状
態
で
は
な
く
、
こ
の
「
住
」
は
停
ま
る
と
い
う
よ
り
、「
在
る
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
い
。
頼
住

［
一
考
察
］
の
「
在
る
べ
き
あ
り
方
を
実
現
し
て
」
も
、
同
じ
よ
う
に
、
語
感
を
頼
る
誤
り
に
思
え
る
。

〈
而
今
の
山
水
〉
は
、
打
坐
に
お
い
て
現
成
し
て
い
る
山
水
で
あ
る
か
ら
、
普
通
の
意
識
的
判
断
で
あ
る
〈
去
来
の
相
〉

《
有
時
》
で
は
な
く
、〈
有
時
の
而
今
〉《
有
時
》、
す
な
わ
ち
打
坐
の
「
い
ま
こ
こ
」
の
〈
ひ
と
と
き
の
く
ら
い
〉《
生
死
》

で
あ
る
。
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そ
の
山
水
が
〈
究
尽
の
功
徳
を
成
ぜ
り
〉
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。〈
而
今
の
山
水
〉
は
、
打
坐

に
お
け
る
山
水
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
知
覚
や
判
断
、
造
作
を
離
れ
た
山
水
は
、
そ
の
ま
ま
で
素
晴
ら
し
い
働
き
を

し
て
い
る
。
そ
の
〈
功
徳
〉
は
す
ぐ
後
の
三
で
、〈
山
の
諸
功
徳
、
高
広
な
る
を
も
て
〉
と
言
及
さ
れ
、
二
節
は
じ
め
で
も

〈
山
は
、
そ
な
は
る
べ
き
功
徳
の
虧
闕
す
る
こ
と
な
し
〉
と
展
開
さ
れ
る
の
で
、
そ
こ
で
見
た
い
。

そ
れ
が
〈
究
尽
の
〉
功
徳
で
あ
る
の
は
、
人
に
お
け
る
仏
道
の
究
尽
と
呼
応
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
打
坐
は
〈
頭
頭
に

辺
際
を
つ
く
さ
ず
と
い
ふ
事
な
く
、
処
処
に
蹈
翻
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
〉《
現
成
公
案
》
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
い
つ
も

究
尽
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
現
成
で
あ
る
万
法
も
究
尽
さ
れ
て
い
る
。
坐
禅
し
て
功
夫
し
て
最
後
に
辿
り
着
く
の
が
究
尽
な

の
で
は
な
い
。
打
坐
に
お
い
て
人
間
の
働
き
を
や
め
れ
ば
、
万
法
は
自

お
の
ず
から

現
成
す
る
の
で
あ
る
。《
現
成
公
案
》
も
〈
仏
家

の
風
は
、
大
地
の
黄
金
な
る
を
現
成
せ
し
め
、
長
河
の
蘇
酪
を
参
熟
せ
り
〉
で
結
ば
れ
て
い
る
。
仏
道
修
行
や
成
仏
の
影
響

は
、
人
間
が
か
か
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
、
人
間
が
覚
知
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
、
万
法
に
お
い
て
成
就
さ
れ
る
。

つ
ま
り
山
や
水
は
、
人
間
の
活
動
を
離
れ
た
時
、
す
な
わ
ち
打
坐
の
時
に
、
は
じ
め
て
本
来
の
素
晴
ら
し
い
あ
り
か
た
と

し
て
成
就
す
る
。

そ
の
こ
と
が
〈
空
劫
已
前
の
消
息
な
る
が
ゆ
え
に
、
而
今
の
活
計
な
り
〉
と
い
わ
れ
る
。〈
空
劫
已
前
の
消
息
〉
と
は
、

大
方
の
諸
釈
の
よ
う
に
、
ふ
つ
う
は
や
は
り
時
間
が
は
じ
ま
っ
た
時
（
世
界
創
造
な
ど
）
と
い
う
の
を
考
え
て
、
そ
れ
以
前
の

こ
と
か
と
思
う
が
、
そ
れ
も
直
線
的
時
間
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
唯
識
で
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
時
間
も
空
間
も
我
々
の
意
識
以
前
の
心
の
作
用
（
阿
頼
耶
識
）
で
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
〈
空
劫
已
前
の
消
息
〉
と
は
、
時
間
的
な
永
劫
の
過
去
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
意
識
以
前
、
認
識
以
前
の
と
こ
ろ
、
阿
頼

耶
識
の
止
滅
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
打
坐
の
と
こ
ろ
、
身
心
脱
落
の
と
こ
ろ
を
お
い
て
は
、
な
い
。

〈
各
各
の
脱
殻
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
〉《
谿
声
山
色
》
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と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
人
が
各
々
脱
穀
を
得
る
、
す
な
わ
ち
い
ま
ま
で
の
所
与
の
す
べ
て
を
脱
落
さ
せ
る
と
き
に
、
現
成
す

る
の
が
曠
劫
未
明
の
事
、
す
な
わ
ち
空
劫
已
前
の
消
息
で
あ
る
。

そ
れ
を
「
概
念
以
前
、
思
い
で
思
う
以
前
、
一
切
分
離
以
前
」（
内
山
『
味
わ
う
』）
と
い
う
の
は
、
間
違
い
で
は
な
い
が
、

生
命
実
物
と
し
て
の
「
我
」
が
残
る
。
そ
の
も
っ
と
深
い
無
意
識
の
我
、
時
間
・
空
間
・
言
語
を
立
て
る
「
識
」
の
な
く

な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
父
母
の
未
だ
生
ま
れ
な
い
そ
の
前
と
は
、
歴
史
的
社
会
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
言
語
や
認
識
、

そ
し
て
時
空
意
識
が
生
ま
れ
る
以
前
、
集
合
的
無
意
識
以
前
で
も
あ
る
。
そ
こ
に
は
も
は
や
「
自
己
」
も
「
他
己
」
も
な

い
。こ

の
よ
う
な
〈
万
法
す
す
み
て
自
己
を
修
証
す
る
〉《
現
成
公
案
》
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
万
法
と
自
己
の
か
か
わ
り
が
、

こ
れ
ら
の
道
元
の
叙
述
の
通
奏
低
音
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
、「
自
己
な
る
山
水
」（
田
中
）
と
し
た
り
、
安
谷
の
よ
う
に
す

ぐ
に
「
本
来
の
自
己
」
と
い
っ
た
り
、
内
山
の
よ
う
に
「
生
命
実
物
」
と
い
っ
た
り
し
て
、
人
間
に
引
き
つ
け
な
い
方
が
い

い
だ
ろ
う
。

〈
而
今
の
活
計
〉
と
は
、
例
え
ば
五
月
の
青
葉
で
あ
る
と
か
、
秋
の
真
っ
赤
な
紅
葉
が
は
ら
は
ら
と
落
ち
る
さ
ま
と
い
う
よ

う
に
、
生
き
生
き
と
働
い
て
い
る
山
河
で
あ
る
。
そ
れ
が
究
尽
の
功
徳
の
一
例
で
あ
ろ
う
。
諸
釈
は
、
山
の
功
徳
、
水
の
功

徳
の
具
体
性
を
欠
い
て
い
る
。
道
元
が
こ
の
巻
で
示
し
た
い
一
つ
の
こ
と
は
、
具
体
的
な
「
山
水
の
功
徳
」
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
。『
文
庫
』
脚
注
は
〈
而
今
の
活
計
〉
を
「
現
在
の
我
々
の
生
き
て
い
る
現
実
」
と
す
る
が
、
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。

こ
の
よ
う
に
〈
空
劫
已
前
の
消
息
な
る
が
ゆ
え
に
、
而
今
の
活
計
な
り
〉
は
、
ま
ず
は
山
水
の
あ
り
方
を
い
っ
て
い
る

が
、
そ
の
山
水
の
あ
り
方
が
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
打
坐
と
い
う
人
（
自
己
）
の
あ
り
方
を
離
れ
て
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
の
こ
と
を
明
瞭
に
示
す
の
が
、
続
く
〈
朕
兆
未
萌
の
自
己
な
る
が
ゆ
え
に
、
現
成
の
透
脱
な
り
〉
で
あ
る
。

〈
朕
兆
未
萌
の
自
己
〉
は
、
明
確
に
人
の
あ
り
方
を
い
っ
て
い
る
。
こ
の
巻
で
〈
自
己
〉
と
使
わ
れ
る
の
は
、
次
の
よ
う
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に
、
す
べ
て
山
と
水
な
ど
に
対
す
る
人
の
自
己
で
あ
る
。

〈
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
。
…
…
自
己
の
運
歩
を
し
ら
ん
が
ご

と
き
、
ま
さ
に
青
山
の
運
歩
を
も
し
る
べ
き
な
り
、
青
山
す
で
に
有
情
に
あ
ら
ず
非
情
に
あ
ら
ず
、
自
己
す
で
に
有
情

に
あ
ら
ず
非
情
に
あ
ら
ず
。〉

〈
青
山
の
運
歩
、
お
よ
び
自
己
の
運
歩
、
あ
き
ら
か
に
撿
點
す
べ
き
な
り
〉

〈
水
の
水
に
修
証
す
る
が
ゆ
え
に
、
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
。〉

〈
魚
を
つ
る
あ
り
、
人
を
つ
る
あ
り
、
道
を
つ
る
あ
り
、
こ
れ
と
も
に
古
来
水
中
の
風
流
な
り
。
さ
ら
に
す
す
み
て

自
己
を
つ
る
あ
る
べ
し
。〉

こ
こ
で
、
は
っ
き
り
、
山
な
ど
万
法
と
自
己
は
異
な
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
山
水
の
自
己
」（
田
中
『
道

元
』）、「
本
来
の
自
己
を
点
出
し
て
、
そ
れ
が
而
今
な
る
山
水
だ
と
示
し
て
い
る
」（
安
谷
『
参
究
』）、「
山
と
い
う
も
水
と
い

う
も
、
本
来
の
自
己
の
こ
と
で
あ
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。」（
同
）
と
い
う
の
は
誤
っ
た
解
釈
で
あ
る
。

五
欲
を
伴
っ
て
生
ま
れ
る
そ
の
以
前
、
別
の
詞
で
い
え
ば
「
父
母
未
生
以
前
」
の
自
己
と
し
て
現
成
す
る
、
そ
れ
は
ま
ぎ

れ
も
な
く
打
坐
の
而
今
で
あ
る
。

そ
し
て
〈
朕
兆
未
萌
の
自
己
〉
は
、〈
現
成
の
透
脱
な
り
〉
と
示
さ
れ
る
。「
朕
兆
未
萌
の
自
己
の
現
成
な
り
」、
で
も
よ

い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
そ
れ
が
〈
現
成
の
透
脱
〉
と
い
わ
れ
る
の
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

〈
透
脱
〉
は
、
こ
の
《
山
水
経
》
巻
に
七
回
も
言
及
さ
れ
る
大
事
な
用
語
で
あ
る
。
ち
な
み
に
「
脱
落
」
は
一
回
も
使
わ
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れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
か
。
す
で
に
［
注
釈
］
で
み
た
よ
う
に
、「
脱
落
」
が
人
に
対
し
て
使
わ
れ
る
の
に
、「
透
脱
」
は
、
万

法
や
事
態
に
対
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
巻
が
人
間
の
修
証
の
あ
り
方
で
は
な
く
、
万
法
の
あ
り
方
を
説
く
か
ら
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
人
の
自
己
を
示
す
〈
朕
兆
未
萌
の
自
己
〉
の
〈
現
成
〉
に
、
さ
ら
に
〈
透
脱
〉
が
加
え
ら
れ
て
、
そ
の
自
己

が
、
透
明
に
万
法
へ
と
消
え
て
い
く
趣
き
が
感
じ
ら
れ
る
。

こ
の
巻
は
修
証
す
る
自
己
で
は
な
く
、〈
す
す
み
て
自
己
を
修
証
す
る
〉
万
法
、
と
り
わ
け
打
坐
の
場
に
あ
ら
ま
ほ
し
い

万
法
で
あ
る
山
水
の
あ
り
よ
う
に
こ
そ
、
焦
点
を
当
て
て
論
じ
ら
れ
て
い
く
。《
現
成
公
案
》
や
《
有
時
》
や
《
諸
悪
莫
作
》

な
ど
が
、
自
己
の
あ
り
方
に
お
け
る
諸
法
を
展
開
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
巻
は
、
ほ
と
ん
ど
自
己
を
消
し
て
、
あ
る

い
は
自
己
を
脱
落
し
て
、
た
だ
山
水
の
あ
り
方
と
し
て
展
開
し
て
い
る
と
い
え
ま
い
か
。

＊

三
、　　
　

山
の
諸
功
徳
、
高
広
な
る
を
も
て
、
乗
雲
の
道
徳
、
か
な
ら
ず
山
よ
り
通
達
す
。
順
風
の
妙
功
、
さ
だ
め
て
山
よ
り

透
脱
す
る
な
り
。

［
注
釈
］

○
乗
雲　
『
文
学
大
系
』・
頭
注
に
『
文
選
』
永
明
九
年
策
秀
才
文
「
崆
峒
有
順
風
之
請
、
華
封
致
乗
雲
之
拝
（
崆
峒
に
順
風
の
請
あ
り
、
華

封
に
乗
雲
の
拝
を
致
す
）」
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
「
乗
雲
」
と
次
の
「
順
風
」
が
採
ら
れ
た
こ
と
は
、『
永
平
広
録
』
巻
八
、
法
語
に
「
俗

猶
有
崆
峒
・
華
封
之
拝
請
、
順
風
・
乗
雲
之
詞
、
播
于
百
世
。（
俗
に
猶
お
崆
峒
・
華
封
の
拝
請
あ
り
。
順
風
・
乗
雲
の
詞
あ
り
、
百
世
に

播ほ
ど
こす

）」（
一
四
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
の
『
文
選
』
の
言
葉
の
出
典
は
、『
荘
子
』
天
地
篇
で
あ
る
。
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「
堯
観
乎
華
。
華
封
人
曰
、
…
…
千
載
厭
世
、
去
而
上
僊
、
乗
彼
白
雲
、
至
于
帝
郷
。（
堯
、
華
に
観あ

そ

ぶ
。
華
の
封さ

き
も
り人

曰
く
、
…
…
千
載
世

を
厭
え
ば
、
去
り
て
上
僊
し
、
彼
の
白
雲
に
乗
り
て
帝
郷
に
至
る
。）」
略
し
た
と
こ
ろ
を
解
説
す
れ
ば
、
華
の
封
人
が
堯
を
、
祝
福
し
て
、

一
、
男
子
が
多
い
こ
と
、
二
、
富
、
三
、
長
寿
に
恵
ま
れ
る
よ
う
に
言
っ
た
の
に
対
し
て
、
堯
が
断
っ
た
の
で
、
そ
の
三
つ
が
優
れ
て

い
る
こ
と
を
封
人
が
反
論
し
て
、
長
寿
で
千
年
生
き
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
世
が
厭
に
な
っ
た
ら
雲
に
乗
っ
て
帝
郷
に
行
け
る
、
と

い
っ
た
。

『
文
庫
』
脚
注
は
「
淮
南
子
、
原
道
訓
」
の
「
乗
雲
陵
霄
、
与
造
化
倶
」
を
出
典
と
し
て
い
る
。

○
道
徳　

人
の
踏
み
行
う
べ
き
道
で
あ
る
が
、
老
子
に
『
道
徳
経
』
が
あ
り
、
恬
淡
、
虚
無
の
学
と
し
て
も
っ
ぱ
ら
道
と
徳
を
説
く
。「
道

徳
」
と
い
う
詞
は
七
十
五
巻
本
で
は
こ
こ
だ
け
に
見
え
る
、
荘
子
・
老
子
の
「
道
徳
」
は
十
二
巻
本
で
は
批
判
し
て
こ
う
い
わ
れ
る
。

　
〈
古
徳
曰
、
老
子
・
荘
子
、
尚
自
未
識
小
乗
能
著
所
著
・
能
破
所
破
、
況
大
乗
中
若
著
若
破
。
是
故
不
与
仏
法
少
同
。
然
者
世
間
愚
者
迷

於
名
相
、
濫
禅
者
惑
於
正
理
、
欲
将
道
徳
・
逍
遥
之
名
斉
於
仏
法
解
脱
之
説
。
豈
可
得
乎
。（
老
子
・
荘
子
、
尚
お
自
ら
小
乗
の
能
著
所

著
、
能
破
所
破
を
識
ら
ず
。
況
ん
や
大
乗
の
中
の
若
し
は
著
し
、
若
し
は
破
す
る
を
や
。
是
の
故
に
仏
法
と
少
し
く
同
じ
か
ら
ず
。
然
れ

ば
、
世
間
の
愚
者
、
名
相
に
迷
い
、
濫
禅
の
者
は
正
理
に
惑
い
、
道
徳
・
逍
遥
の
名
を
将
て
仏
法
解
脱
の
説
に
斉
し
め
ん
と
欲
う
。
豈
に
得

べ
け
ん
や
。）《
四
禅
比
丘
》

○
順
風　

乗
雲
と
同
じ
く
『
文
選
』
の
「
崆
峒
有
順
風
之
請
」
か
ら
採
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
出
典
は
『
荘
子
』
在
宥
篇
の
「
廣
成
子
南

首
而
臥
。
黄
帝
順
下
風
、
膝
行
而
進
（
廣
成
子
、
南
首
に
し
て
臥ふ

す
。
黄
帝
、
下
風
に
順し

た
がい

、
膝
行
し
て
進
み
）」
で
あ
る
。「
下
風
」
と

は
、
他
人
の
支
配
を
受
け
る
低
い
地
位
。
こ
の
話
は
こ
の
巻
の
四
章
三
節
に
も
関
説
さ
れ
る
。《
古
鏡
》
に
も
〈
軒
轅
黄
帝
膝
行
進
崆
峒

問
道
乎
廣
成
子
…
…
（
軒
轅
黄
帝
、
膝
行
し
て
崆
峒
に
進
ん
で
道
を
廣
成
子
に
問
う
…
…
）
と
引
か
れ
る
。

『
文
庫
』
脚
注
の
「
順
風
の
よ
う
な
自
在
な
は
た
ら
き
」
は
当
た
っ
て
い
な
い
。
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【
現
代
語
訳
】

山
の
多
く
の
功
徳
は
非
常
に
広
く
高
い
の
で
あ
る
か
ら
、
雲
に
乗
（
っ
て
帝
郷
に
到
る
、
と
防
人
が
天
子
を
祝
す
よ
う
な
臣
下
の

礼
と
し
て
の
）
道
徳
は
、
か
な
ら
ず
山
か
ら
深
く
（
人
に
）
達
し
、（
天
子
が
聖
人
に
教
え
を
乞
う
た
め
に
）
謙
虚
に
低
い
地
位
に

順し
た
がう

よ
う
な
優
れ
た
あ
り
方
は
、
き
っ
と
山
か
ら
（
の
影
響
で
）
透
脱
す
る
の
で
あ
る
。

【
諸
釈
の
検
討
】

田
中
『
道
元
』

傍
観
さ
れ
た
山
水
は
死
せ
る
自
然
で
あ
る
。
乗
雲
の
道
徳
、
順
風
の
妙
功
の
通
達
透
脱
す
る
筈
は
断
じ
て
あ
り
得
な

い
。
い
ま
、
自
己
な
る
山
水
は
、
古
仏
の
身
心
を
獲
て
、
我
を
も
人
を
も
朕
兆
未
萌
の
自
己
に
帰
せ
し
め
る
道
徳
・
功

徳
で
あ
る
。
生
の
始
は
朕
兆
未
萌
の
と
こ
ろ
に
、
死
の
終
は
空
劫
已
前
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。（
二
六
、二
七
）

（
検
討
）

「
自
己
な
る
山
水
」
が
、「
古
仏
の
身
心
を
獲
て
」「
朕
兆
未
萌
の
自
己
に
帰
せ
し
め
る
」
と
は
、
い
っ
た
い
如
何
な
る
こ

と
を
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
「
自
己
に
帰
せ
し
め
る
道
徳
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。「
朕
兆
未
萌
」
も
「
空
劫
已
前
」
も

同
じ
こ
と
の
言
い
換
え
で
あ
る
が
、
一
方
は
「
生
の
始
」、
他
方
は
「
死
の
終
」
と
い
う
の
は
、
如
何
な
る
理
由
な
の
か
。

「
生
の
始
に
冥く

ら

く
、
…
…
死
の
終
に
冥く

ら

い
」（
空
海
）
迷
え
る
解
釈
で
は
な
か
ろ
う
か
。

安
谷
『
参
究
』

山
と
い
っ
た
か
ら
高
広
と
い
う
言
葉
が
自
然
に
あ
ら
わ
れ
、
乗
雲
と
い
う
言
葉
も
自
然
に
出
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
雲
に
縁
を
か
り
て
、
風
と
い
う
言
葉
が
自
然
に
出
た
の
で
あ
ろ
う
。
山
の
功
徳
と
は
、
前
に
の
べ
た
究
尽
の
功



265

正法眼蔵　第二十九　山水経　私釈　［上］

徳
で
あ
る
。
そ
れ
を
い
ま
高
広
の
二
字
に
し
ぼ
っ
た
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
本
来
の
自
己
の
功
徳
で
あ
る
。（
四
九
）

（
検
討
）

単
純
に
「
山
」
と
い
っ
た
か
ら
「
高
広
」、「
乗
雲
」「
順
風
」
と
い
う
言
葉
が
自
然
に
出
た
わ
け
で
あ
ろ
う
筈
は
な
い
。

ち
ゃ
ん
と
出
典
を
踏
ま
え
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
解
釈
の
帰
結
を
「
本
来
の
自
己
の
功
徳
」
に
持
っ
て
い
く
の
は
、「
山
す

な
わ
ち
自
己
」
と
い
う
誤
り
の
上
塗
り
で
あ
る
。

森
本
『
花
開
』

こ
こ
で
は
、
も
は
や
か
な
ら
ず
し
も
人
間
界
の
「
山
」
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
に
し
ろ

「
道
徳
」
に
せ
よ
、「
妙
功
」
に
せ
よ
、
仏
道
の
霊
妙
な
る
「
功
徳
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
同
じ
く

黄
帝
が
広
成
子
に
教
え
を
請
う
く
だ
り
の
「
順
下
風
、
膝
行
而
進
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
、
人
間
界
に

か
か
わ
る
と
は
い
え
、
伝
説
的
な
徳
行
の
説
話
な
の
で
あ
る
。（
二
五
）

（
検
討
）

「
仏
道
の
霊
妙
な
『
功
徳
』」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
は
意
味
不
明
の
仏
道
の
功
徳
や
伝
説
の
徳
行
の
話
な
の
で
は
な

く
、
山
の
様
々
な
働
き
が
人
間
の
徳
を
涵
養
す
る
話
で
あ
ろ
う
。

内
山
『
味
わ
う
』

こ
こ
で
い
う
山
は
今
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
概
念
で
つ
か
ん
だ
山
で
は
な
い
。
不
取
於
相
の
山
、
生
命
実
物
と
し
て

の
山
で
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
乗
雲
の
道
徳
、
順
風
の
妙
功
が
生
じ
る
。
雲
が
涌
き
、
風
が
吹
い
て
く
る
と
い
う
実

際
活
動
が
あ
る
。
…
…
五
月
ご
ろ
に
は
さ
わ
や
か
な
風
が
心
地
よ
く
吹
き
お
り
て
く
る
。
そ
う
い
う
実
際
的
な
働
き
と
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い
う
も
の
は
結
局
、
概
念
で
掴
ん
だ
山
で
は
駄
目
な
の
だ
。（
三
二
）

（
検
討
）

「
生
命
実
物
と
し
て
の
山
」
と
い
う
が
、「
五
月
ご
ろ
に
は
さ
わ
や
か
な
風
が
心
地
よ
く
吹
き
お
り
て
く
る
」
と
い
う
の

は
、
概
念
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
人
が
体
験
す
る
山
の
功
徳
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
外
面
的
な
、
山
が
人
間

に
与
え
る
影
響
も
内
包
し
て
い
よ
う
が
、
道
元
が
引
い
た
出
典
に
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
。

【
私
釈
】

こ
の
一
段
は
、
冒
頭
の
〈
究
尽
の
功
徳
〉
の
最
初
の
開
示
で
あ
り
、
こ
の
後
に
、
道
元
が
様
々
な
山
と
水
の
功
徳
を
展
開

し
て
い
く
原
形
と
も
い
う
べ
き
叙
述
で
あ
る
。

原
形
と
い
う
の
は
、《
山
水
経
》
は
『
正
法
眼
蔵
』
に
は
珍
し
く
、
中
国
の
老
荘
思
想
の
言
葉
が
多
く
引
か
れ
て
お
り
、

そ
の
初
出
と
な
る
こ
と
、
第
二
に
実
際
の
山
・
水
の
素
晴
ら
し
い
働
き
と
、
そ
れ
に
呼
応
し
影
響
さ
れ
た
人
間
の
あ
り
方

が
、
こ
の
巻
の
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
り
、
こ
こ
に
そ
れ
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

〈
山
の
諸
功
徳
〉
の
第
一
に
〈
高
広
〉
が
、
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
富
士
山
を
連
想
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
山
が
他
の

も
の
と
き
わ
だ
っ
て
異
な
る
の
は
、
高
く
、
広
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
大
き
な
高
い
山
に
は
夏
に
は
必
ず
白
雲
が
む
く

む
く
湧
き
、
秋
や
冬
に
は
さ
わ
や
か
な
風
や
冷
た
い
木
枯
ら
し
が
吹
き
下
ろ
す
、
そ
れ
は
ど
ん
な
に
か
す
ば
ら
し
い
働
き

（
功
徳
）
で
あ
る
か
、
と
い
う
、
自
然
の
恵
み
が
念
頭
に
置
か
れ
て
は
い
る
だ
ろ
う
が
、
道
元
は
そ
れ
を
『
文
選
』
の
一
句

「
崆
峒
有
順
風
之
請
、
華
封
致
乗
雲
之
拝
」
を
か
ら
め
て
詩
的
に
描
く
。「
乗
雲
の
道
徳
」
と
い
う
の
は
、
典
拠
に
照
ら
し
て

考
え
れ
ば
、
封
人
（
防
人
）
が
天
子
を
諭
し
た
こ
と
が
、
道
徳
の
「
忠
」
に
当
た
る
の
だ
ろ
う
か
。
ち
ょ
っ
と
苦
し
い
解
釈

で
あ
る
が
、
高
い
山
が
必
ず
上
昇
気
流
に
よ
る
雲
を
も
た
ら
す
と
い
う
働
き
を
、
人
の
内
面
の
涵
養
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
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出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
森
本
『
花
開
』
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
「
伝
説
的
な
徳
行
の
説
話
」
と
だ
け
い
う

の
は
、
当
を
失
し
て
い
よ
う
。

［
水
野
訳
］
も
「
雲
に
乗
っ
て
大
空
に
上
る
ほ
ど
の
道
の
功
徳
は
、
必
ず
山
か
ら
通
達
す
る
の
で
あ
り
、
風
に
順し

た
がう

不
可

思
議
の
功
徳
も
定き

ま

っ
て
山
か
ら
透

と
お
り

脱ぬ

け
る
の
で
あ
る
。」（
二
二
七
）
と
す
る
が
、
意
味
は
明
瞭
で
は
な
い
。

「
順
風
」
は
、
熟
語
と
し
て
は
帆
を
は
ら
ま
せ
る
追
い
風
で
あ
る
が
、
や
は
り
出
典
に
よ
っ
て
、
夏
に
山
か
ら
吹
き
下
ろ

す
冷
涼
な
風
の
素
晴
ら
し
い
働
き
と
、
天
子
が
聖
人
に
対
す
る
謙
遜
な
低
い
地
位
に
あ
る
よ
う
な
振
舞
が
優
れ
た
も
の
で

あ
る
と
し
て
、
そ
れ
（
風
・
振
舞
）
が
山
の
影
響
に
よ
っ
て
透
り
抜
け
る
、
と
し
た
の
だ
ろ
う
。〈
透
脱
〉
は
、「
～
を
透
脱
」

と
い
う
用
例
が
十
四
回
、「
～
に
透
脱
」
が
四
回
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
場
合
の
〈
～
よ
り
透
脱
〉
は
こ
こ
だ
け
で
あ
る
。

山
か
ら
吹
き
抜
け
る
と
い
う
語
感
と
重
な
っ
て
こ
う
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
山
の
功
徳
を
田
中
『
道
元
』、
安
谷
『
参
究
』
は
自
己
に
焦
点
を
あ
て
、
森
本
『
花
開
』
は
人
間
界
の
山
で
は
な
い

と
人
間
界
と
切
り
離
す
。
し
か
し
む
し
ろ
、
内
山
『
味
わ
う
』
が
「
さ
わ
や
か
な
風
が
心
地
よ
く
吹
き
お
り
て
く
る
」
と
い

う
よ
う
な
、
人
間
に
わ
か
る
実
際
の
山
の
功
徳
と
、
そ
の
内
面
に
及
ぼ
す
影
響
を
重
ね
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
後
の
山
・

水
の
働
き
（
功
徳
）
も
、
ふ
つ
う
に
理
解
で
き
る
こ
と
と
、
仏
道
か
ら
の
参
究
と
、
両
方
が
出
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

山
水
、
す
な
わ
ち
私
た
ち
を
癒
し
、
あ
る
い
は
励
ま
し
、
あ
る
い
は
叱
咤
し
、
あ
る
い
は
深
く
包
む
山
や
渓
が
、
こ
の
巻

で
は
、
あ
く
ま
で
主
人
公
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
か
っ
た
ら
、
ど
ん
な
に
か
私
た
ち
の
生
活
、
人
生
は
貧
し
く
淋
し
く
な

る
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
山
だ
か
ら
こ
そ
徳
の
高
い
人
も
好
ん
で
住
む
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
風
光
は
、
仏
道
と
も
深
く
関
係
す

る
と
道
元
は
い
う
。
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〈
谿
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
。〉《
谿
声
山
色
》

二
節　

青
山
常
運
歩

＊

一
、　　
　

大
陽
山
楷
和
尚
、
示
衆
云
、
青
山
常
運
歩
、
石せ
き

女に
ょ

夜
生
児
。

　

山
は
、
そ
な
は
る
べ
き
功
徳
の
虧き

闕け
つ

す
る
こ
と
な
し
。
こ
の
ゆ
え
に
常
じ
ょ
う
あ
ん
じ
ゅ
う

安
住
な
り
、
常
じ
ょ
う

運う
ん

歩ぽ

な
り
。
そ
の
運
歩
の
功

徳
、
ま
さ
に
審
細
に
参
学
す
べ
し
。
山
の
運
歩
は
人
の
運
歩
の
ご
と
く
な
る
べ
き
が
ゆ
え
に
、
人
間
の
行

ぎ
ょ
う

歩ほ

に
お
な
じ

く
み
え
ざ
れ
ば
と
て
、
山
の
運
歩
を
う
た
が
ふ
こ
と
な
か
れ
。

　

い
ま
仏
祖
の
説
道
、
す
で
に
運
歩
を
指
示
す
、
こ
れ
そ
の
得
本
な
り
。
常
運
歩
の
示じ

衆し
ゅ

を
究ぐ
う

辦べ
ん

す
べ
し
、
運
歩
の
ゆ

え
に
常
な
り
。

［
注
釈
］

○
大
陽
山
楷
和
尚　

芙
蓉
道
楷
（
一
〇
四
三
～
一
一
一
八
）
投
子
義
青
の
法
嗣
。
投
子
の
師
の
大
陽
警
玄
の
住
し
た
と
こ
ろ
が
大
陽
山
。
道

元
の
法
系
の
祖
師

○
示
衆
云　

出
典　
『
嘉
泰
普
灯
録
』
巻
三　

芙
蓉
道
楷
章

　

上
堂
。
良
久
曰
、
青
山
常
運
步
。
石
女
夜
生
児
。
便
下
座
。

○
運
歩　

①
持
ち
運
び
歩
く
こ
と
、
②
歩
を
運
ぶ
こ
と
、
歩
く
こ
と
、
③
物
事
の
成
り
行
き
な
ど
の
意
味
が
あ
り
、「
歩
く
」
よ
り
は
広
い

意
味
。

○
石
女　

生
ま
ず
女
、
子
ど
も
を
産
め
な
い
女
、
特
に
「
生
児
」
と
共
に
あ
る
場
合
は
次
の
二
例
の
よ
う
に
こ
の
意
味
で
あ
る
。
あ
る
い
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は
石
の
女
。
し
か
し
、「
石
作
り
の
女
人
像
」（『
文
庫
』
脚
注
）
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

「
問
、
承
教
有
言
。
如
化
人
煩
悩
如
石
女
児
。
此
理
如
何
。
師
曰
、
闍
梨
直
如
石
女
児
去
（
問
う
、
教
え
を
承
る
に
言
あ
り
。
化
人
の
煩

悩
の
如
き
は
石
女
の
児
の
如
し
。
此
の
理
、
如
何
。
師
曰
く
、
闍
梨
、
直
に
石
女
児
の
如
く
去い

け
）」『
景
徳
伝
燈
録
』
巻
十
五
盤
山
和
尚

章
（T

51,325a

）

「
結
子
空
華
生
児
石
女
。
且
作
麼
生
会
（
子
を
結
ぶ
空
華
、
児
を
生
む
石
女
。
且
ら
く
作そ

麼も

生さ
ん

か
会
す
）」『
景
徳
伝
燈
録
』
巻
二
十
六
光
慶

寺
遇
安
章
（T

51,424c

）

○
虧
闕　
「
虧
」
も
「
闕
」
も
欠
け
る
と
い
う
意
味
。

○
行
歩　

動
物
や
人
間
が
歩
い
て
行
く
こ
と
。「
駕
以
白
牛
、
膚
色
充
潔
。
形
体
殊
好
。
有
大
筋
力
。
行
歩
平
正
。
其
疾
如
風
（
駕
す
る
に

白
牛
を
以
て
し
、
膚
色
は
充
潔
し
、
形
体
は
殊
好
な
り
。
大
筋
力
有
っ
て
行
歩
は
平
正
な
り
。
そ
の
疾
き
こ
と
風
の
如
し
）」『
法
華
経
』
譬

喩
品
（T

9,12c

）

＊
道
元
用
例

〈
成
桂
知し

か客
と
廊
下
を
行
歩
す
る
つ
い
で
に
〉《
仏
性
》

○
得
本　

末
節
で
は
な
く
根
本
を
得
る
こ
と
。

「
如
今
且
要
識
心
達
本
。
但
得
其
本
不
愁
其
末
。
他
時
後
日
自
具
去
在
（
如
今
、
且し

ば
らく

心
を
識
り
本
に
達
す
る
を
要
す
。
但
だ
其
の
本
を
得

て
、
そ
の
末
を
愁
え
ざ
れ
。
他
時
後
日
、
具
し
去
る
な
り
）」『
景
徳
伝
燈
録
』
巻
十
八
仰
山
章
（T

51,283a

）

○
究
辦　

辦
は
、「
辦
道
話
」
の
辦
で
、
つ
と
め
る
、
処
理
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
辨
で
も
辯
で
も
な
い
の
で
、
識
別
す
る
、
弁
え
る
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と
い
う
意
味
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
つ
と
め
窮
め
る
こ
と
で
あ
り
、
坐
禅
を
つ
と
め
究
め
る
こ
と
。

【
現
代
語
訳
】

大
陽
山
の
（
芙
蓉
道
）
楷
和
尚
が
僧
た
ち
に
示
し
て
云
っ
た
、「
青
山
常
運
歩
、
石
女
夜
生
児
」
と
。

山
は
、
そ
こ
に
具
わ
る
べ
き
功は

た
ら
き徳

が
欠
け
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の
た
め
に
「
常
に
安
住
」
で
あ
り
、「
常
に
運
歩
」
で
あ

る
。
そ
の
運
歩
の
功は

た
ら
き徳

を
ほ
ん
と
う
に
こ
と
細
か
に
参
じ
学
す
る
が
よ
い
。
山
の
運
歩
は
人
の
運
歩
の
よ
う
で
あ
ろ
う
か

ら
、
人
間
が
歩
い
て
行
く
の
と
同
じ
様
に
は
見
え
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
山
の
運
歩
を
疑
っ
て
は
な
ら
な
い
。

い
ま
仏
祖
が
説
い
た
言
葉
（
青
山
常
運
歩
）
は
、
す
で
に
「
運
歩
」
を
指
し
て
お
り
、
こ
れ
こ
そ
、
そ
の
根
本
を
得
た
も

の
で
あ
る
。（
道
楷
和
尚
の
）「
常
運
歩
」
の
僧
た
ち
へ
の
示
し
を
、
つ
と
め
究
め
る
が
よ
い
。
運
歩
し
て
い
る
か
ら
、
常
で

あ
る
。

【
諸
釈
の
検
討
】

田
中
『
道
元
』

山
の
運
歩
を
う
た
が
う
こ
と
な
か
れ
、
と
い
う
言
葉
は
、
明
か
に
権
威
を
以
て
響
く
。
古
仏
の
道
を
踏
み
し
め
る
と

こ
ろ
に
現
成
す
る
権
威
で
あ
る
。（
三
二
）

田
中
は
こ
の
よ
う
に
い
っ
て
か
ら
、
皮
肉
骨
髄
を
得
る
話
を
い
ろ
い
ろ
語
り
、
皮
の
道
得
を
次
の
よ
う
に
い
う
。

仮た
と
え令

肉
の
道
得
の
如
く
な
ら
ず
と
も
、
断
じ
て
遅
疑
す
べ
き
で
な
い
。
…
…
善
知
識
若
し
仏
と
云
は
蝦
蟇
蚯
蚓
ぞ

と
云
ば
蝦
蟇
蚯
蚓
を
是
ぞ
仏
と
信
じ
て
日
頃
の
知
解
を
捨
つ
べ
き
な
り
、
と
随
聞
記
に
あ
る
。
こ
れ
は
皮
肉
の
道
得
で
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あ
っ
て
、
骨
髄
の
道
得
で
は
な
い
。
骨
髄
は
却
っ
て
相
好
光
明
を
説
く
。
…
…
そ
れ
故
に
、
青
山
常
運
歩
、
石
女
夜
生

児
の
示
衆
を
孤
疑
す
る
の
は
、
明
か
に
仏
祖
を
離
れ
る
わ
ざ
で
あ
る
。（
三
七
）

わ
れ
は
既
に
し
て
仏
祖
道
楷
に
参
入
し
て
、
い
さ
さ
か
も
山
の
運
歩
を
疑
著
せ
ぬ
。
山
の
運
歩
は
す
な
わ
ち
人
の
運

歩
の
ご
と
し
と
解
し
て
、
い
さ
さ
か
も
動
著
せ
ぬ
。
こ
の
不
動
は
、
お
ほ
よ
そ
凡
夫
的
活
計
の
能
く
す
る
と
こ
ろ
で
は

な
い
。（
三
九
）

常
と
運
歩
と
の
矛
盾
せ
ず
、
対
立
せ
ず
、
常
を
い
わ
ば
一
切
は
常
、
運
歩
を
言
は
ば
一
切
は
運
歩
で
尽
き
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。（
四
一
）

（
検
討
）

道
元
に
は
仏
道
を
踏
み
し
め
た
権
威
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
ま
っ
た
く
な
い
。
だ
か
ら
、
仏
は
蚯
蚓
だ
と
い
っ
て
信
じ

る
よ
う
な
「
皮
肉
の
道
得
」
で
あ
ろ
う
と
も
、
権
威
を
か
さ
に
き
る
の
は
、
道
元
と
は
関
係
な
い
。
疑
う
な
、
と
あ
る
か

ら
と
い
っ
て
「
山
の
運
歩
を
疑
著
せ
ぬ
」
と
い
っ
て
み
て
も
、
不
動
の
（
妄
）
信
を
い
う
だ
け
で
、
解
釈
に
は
な
っ
て
い
な

い
。
そ
れ
で
は
無
理
会
話
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。「
仏
祖
道
楷
に
参
入
し
て
」
な
ど
と
平
気
で
い
え
る
の
は
、
お
れ
は
凡
夫

で
は
な
い
、
と
い
う
響
き
を
感
じ
る
。「
常
を
い
わ
ば
…
…
」
以
下
は
『
御
抄
』
流
の
一
方
究
尽
の
論
理
で
あ
ろ
う
か
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、〈
運
歩
の
ゆ
え
に
常
な
り
〉
の
解
釈
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

古
田
『
私
釈
』

山
は
動
か
ぬ
と
見
る
一
面
だ
け
の
功
徳
し
か
持
た
な
い
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
常
に
不
動
で
あ
れ
ば
、
ま
た
常
に
動

く
と
見
る
も
う
一
面
の
功
徳
も
併
せ
具
備
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
山
の
運
歩
を
静
中
の
動
と
解
し
、
山
は
動
静
の
二

面
を
備
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
な
お
そ
の
動
と
言
う
こ
と
が
ど
う
し
て
言
わ
れ
る
か
判
然
と
し
な
い
し
、
山
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に
も
生
滅
変
化
が
あ
る
と
解
し
、
動
か
ぬ
よ
う
に
見
え
て
い
て
も
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
な
お
ま
た
こ
の
よ

う
な
動
静
の
対
比
が
ど
う
し
て
言
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
の
理
由
が
、
判
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
。（
一
五
）

山
の
運
歩
が
常
運
歩
で
あ
る
事
は
「
運
歩
の
ゆ
え
に
常
な
り
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
運
歩
が
不
断
の
運

歩
で
あ
る
か
ら
運
歩
が
常
で
あ
る
の
で
あ
り
。
…
…
（
一
六
）

（
検
討
）

山
の
安
住
と
運
歩
は
、
静
と
動
と
言
い
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
は
人
が
山
を
見
る
二
面
で
は
な
か
ろ

う
。
安
住
と
運
歩
は
、
動
静
の
「
対
比
」
で
は
な
い
が
、
そ
う
と
し
て
も
そ
の
理
由
は
、
判
然
と
し
な
い
と
だ
け
い
わ
れ

る
。

安
谷
『
参
究
』

青
山
常
運
歩
に
つ
い
て
、
人
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
平
原
見
明
師
は
、
托
鉢
し
て
国
有
地
に
も
木
を
植
え
て
あ
る
い

た
と
こ
ろ
、
あ
る
人
に
「
国
有
地
で
は
木
が
大
き
く
な
っ
て
も
伐
れ
な
い
（
売
れ
な
い
）」
と
い
わ
れ
て
、「
山
に
木
が

な
い
と
山
が
哭な

く
ん
じ
ゃ
」
と
い
っ
た
と
い
う
。

山
も
木
が
あ
れ
ば
喜
ぶ
と
い
う
話
と
し
て
は
分
か
る
が
、
こ
こ
で
の
常
運
歩
と
は
関
係
な
か
ろ
う
。

ま
た
常
運
歩
、
常
安
住
に
つ
い
て
は
こ
う
い
う
。

常
運
歩
と
い
う
も
、
常
安
住
と
い
う
も
、
と
も
に
自
己
本
来
の
山
の
面
目
を
道
破
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
人
間

の
運
歩
も
、
山
の
運
歩
も
、
天
地
万
物
の
運
歩
も
、
仏
道
修
行
の
運
歩
も
、
み
な
同
じ
こ
と
だ
。
…
…
片
足
が
大
地
に
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つ
い
て
、
常
安
住
の
と
き
、
他
の
片
足
が
前
進
し
て
、
常
運
歩
だ
。
…
…
な
ん
ぴ
と
も
、
自
己
の
境
遇
や
使
命
に
安
住

し
、
満
足
し
、
感
謝
し
、
歓
喜
踊
躍
し
て
こ
そ
、
そ
こ
に
無
限
の
進
歩
向
上
が
あ
る
。（
五
六
）

（
検
討
）

「
自
己
本
来
の
山
の
面
目
」
と
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
元
が
山
と
人
の
運
歩
の
関
係
を
い
っ
て
い
る
の
が
見
え
な

く
な
る
。
そ
し
て
人
の
仏
道
修
行
の
説
教
を
す
る
が
、
片
足
は
常
安
住
、
片
足
が
常
運
歩
な
ど
と
は
、
道
元
の
本
文
と
は
無

関
係
で
あ
る
。

内
山
『
味
わ
う
』

こ
の
場
合
、
山
の
運
歩
と
い
う
と
、
諸
行
無
常
な
の
だ
か
ら
当
然
だ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
生
成
流
転
す
る
の
だ
か

ら
、
山
だ
っ
て
生
成
流
転
す
る
道
理
だ
な
ど
と
考
え
る
の
は
概
念
的
な
話
で
し
か
な
い
。
あ
る
い
は
地
質
学
な
ど
で
は
、

地
球
上
の
山
が
何
紀
に
ど
う
し
て
で
き
た
と
い
っ
た
話
を
す
る
が
、
こ
れ
は
、
山
は
動
い
て
い
る
が
、
俺
は
動
い
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
た
観
察
者
の
話
で
し
か
な
い
―
―
。
い
ず
れ
も
見
ら
れ
る
も
の
と
見
る
者
が
分
か
れ
て
い
る
。

そ
う
で
は
な
く
て
、
生
命
実
物
と
し
て
は
、
山
と
自
己
が
分
か
れ
る
以
前
の
山
で
す
。
そ
う
い
う
山
の
歩
み
で
す
。
…
…

生
命
実
物
と
し
て
は
ど
う
せ
尽
有
尽
界
時
々
刻
々
で
あ
る
。
尽
十
方
界
そ
れ
ぐ
る
み
の
歩
み
で
す
。（
三
四
）

（
検
討
）

安
易
な
一
見
科
学
的
な
解
釈
が
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
よ
い
だ
ろ
う
が
、「
生
命
実
物
と
し
て
は
、
山
と
自
己
が

分
か
れ
る
以
前
の
山
」
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
内
山
の
道
得
で
は
あ
っ
て
も
、
何
の
解
釈
に
も
そ
れ
を
使
っ
て
い
て
観
念
化

し
て
い
る
。
こ
れ
な
ら
山
で
な
く
て
も
何
で
も
分
か
れ
る
以
前
の
あ
り
方
と
い
え
ば
す
む
こ
と
に
な
る
。
安
谷
と
同
様
に
、

道
元
が
〈
山
の
運
歩
は
人
の
運
歩
の
ご
と
く
な
る
べ
き
〉
と
い
う
大
事
な
点
が
、
こ
の
解
釈
で
は
出
て
き
よ
う
が
な
い
。
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頼
住
『
道
元
』

道
元
は
「
青
山
常
運
歩
（
山
は
常
に
歩
い
て
い
る
）」
と
世
界
の
あ
り
よ
う
を
語
っ
て
い
る
。
常
識
で
は
不
動
で
あ
る

は
ず
の
山
が
動
く
と
い
う
の
で
あ
る
。…
…
真
理
は
こ
の
異
質
の
あ
り
よ
う
を
通
じ
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
言
葉
（
青
山
常
運
歩
＝
筆
者
）
は
、
正
し
い
世
界
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
の
最
終
解
答
を
、
人
々
に
対
し
て
教
え

込
む
言
葉
で
は
な
い
。
…
…
道
元
は
こ
の
言
葉
を
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
ず
意
図
し
て
い
る
の
は
、
山
に
対
し
て
私

た
ち
が
通
常
持
っ
て
い
る
既
成
概
念
を
突
き
崩
す
こ
と
で
あ
る
。（
三
六
）

「
運
歩
の
ゆ
え
に
常
な
り
」
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
無
窮
の
運
動
が
続
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
「
常
」

で
あ
り
、「
常
安
住
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
常
」（
永
遠
）
と
は
、
何
も
動
き
の
な
い
固
着
し
た
状
態
で
は

な
く
て
、
無
窮
の
運
動
が
続
い
て
い
る
と
い
う
、
無
窮
性
の
中
に
読
み
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
運
動
が
無

窮
の
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
仏
教
は
今
日
ま
で
伝
わ
っ
て
き
た
と
さ
れ
る
。（
五
四
）

「
運
歩
」
と
は
文
字
通
り
に
は
歩
く
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
道
元
は
、
仏
道
に
お
い
て
実
践
す

る
、
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
を
「
運
歩
」
と
い
う
言
葉
で
象
徴
さ
せ
て
い
る
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
仏
教
で
は
「
行

（
歩
く
こ
と
）・
住
（
と
ど
ま
る
こ
と
）・
坐
（
す
わ
る
こ
と
）・
臥
（
伏
す
）」
を
四
威
儀
と
し
て
人
間
の
行
為
を
代
表
さ
せ
、

僧
に
と
っ
て
は
「
行
・
住
・
坐
・
臥
」
の
す
べ
て
が
修
行
で
あ
る
と
す
る
。（
同
）

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、「
青
山
」
と
人
間
が
「
運
歩
」
す
る
と
い
う
の
は
、「
歩
く
」
と
い
う
局
面

に
限
ら
ず
、
行
為
の
す
べ
て
に
ま
で
拡
張
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
行
為
と
い
う
の
は
た
ん
な
る
日

常
的
な
行
為
で
は
な
く
、
仏
道
修
行
、
つ
ま
り
真
理
の
体
得
を
め
ざ
す
実
践
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
五
五
）

（
検
討
）

正
し
い
世
界
の
捉
え
方
を
教
え
込
む
の
で
は
な
い
と
い
う
の
は
、
当
然
の
こ
と
だ
ろ
う
が
、
既
成
概
念
を
崩
す
と
い
う
こ
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と
が
主
眼
だ
ろ
う
か
。
ま
た
〈
常
〉
を
「
永
遠
」
と
す
る
が
、
常
に
は
永
遠
と
い
う
意
味
は
な
い
。
そ
し
て
「
無
窮
の
運
動

が
続
け
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
中
に
「
常
運
歩
」
の
意
味
を
含
ま
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、〈
運
歩
の

ゆ
え
に
常
な
り
〉
の
解
釈
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
〈
人
の
運
歩
〉
は
行
住
坐
臥
で
は
な
い
し
、
行
住
坐
臥
を
「
無
窮
の
運

動
」
と
は
い
う
ま
い
。

【
私
釈
】

ま
ず
文
章
の
区
切
り
方
で
あ
る
が
、
こ
の
〈
山
は
そ
な
は
る
べ
き
功
徳
の
〉
で
始
ま
る
段
落
は
、
道
元
直
筆
本
に
は
三

章
の
〈
強
弱
に
あ
ら
ず
〉
ま
で
改
行
が
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
テ
キ
ス
ト
（
春
秋
社
版
、
岩
波
文
庫
、
思
想
体
系
、
石
井
訳
本
）
は
、

〈
山
の
運
歩
を
う
た
が
ふ
こ
と
な
か
れ
〉
で
改
行
し
、〈
い
ま
仏
祖
の
説
道
〉
か
ら
〈
青
山
の
運
歩
を
も
し
る
べ
き
な
り
〉
を

一
段
落
と
す
る
。
文
学
大
系
は
〈
常
運
歩
の
示
衆
を
究
辧
す
べ
し
〉
で
改
行
し
て
〈
運
歩
の
ゆ
へ
に
常
な
り
〉
か
ら
新
し
い

段
落
と
す
る
。

し
か
し
、
こ
こ
は
〈
青
山
常
運
歩
〉
の
〈
常
〉
が
参
究
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
〈
運
歩
の
ゆ
へ
に
常
な
り
〉
ま
で
続
い
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、〈
い
ま
仏
祖
の
説
道
〉
と
は
〈
常
運
歩
の
示
衆
〉
で
あ
り
、
そ
れ
が
〈
運
歩
の
ゆ
へ
に
常

な
り
〉
と
参
究
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
以
下
に
「
常
」
が
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、〈
青
山
の
運

歩
は
〉
で
新
し
い
段
落
が
始
ま
り
、
そ
の
疾
さ
、〈
不
覚
不
知
〉
が
参
究
さ
れ
、〈
青
山
の
運
歩
〉
を
め
ぐ
っ
て
は
〈
小
見
小

聞
に
耽
溺
せ
る
の
み
な
り
〉
ま
で
続
く
。

安
谷
『
参
究
』
は
〈
大
陽
山
楷
和
尚
〉
以
下
の
節
を
、
ず
っ
と
長
く
と
っ
て
〈
不
覚
不
知
、
不
見
不
聞
、
這
箇
道
理
な

り
〉
ま
で
を
第
二
段
落
と
す
る
が
、〈
青
山
の
運
歩
は
〉
と
始
ま
る
段
落
は
、
少
な
く
と
も
〈
青
山
の
運
歩
を
も
し
る
べ
き

な
り
〉
ま
で
続
い
て
い
る
し
、
そ
の
後
に
も
〈
青
山
の
運
歩
〉
は
、〈
青
山
す
で
に
有
情
に
あ
ら
ず
〉
の
段
落
で
も
そ
の
次
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の
段
落
で
も
〈
青
山
も
運
歩
を
〉、
続
く
段
落
で
も
〈
青
山
は
運
歩
不
得
〉
と
続
き
、〈
小
見
小
聞
に
耽
溺
せ
る
の
み
な
り
〉

で
終
わ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
安
谷
が
〈
不
見
不
聞
、
這
箇
道
理
な
り
〉
で
改
行
す
る
の
は
、
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
。

さ
て
、
一
節
で
〈
而
今
の
山
水
は
古
仏
の
道
現
成
〉
と
い
わ
れ
た
、
そ
の
「
古
仏
の
道こ

と
ば」

の
一
つ
が
「
青
山
常
運
歩
」
で

あ
る
。

こ
れ
を
道
得
し
た
芙
蓉
道
楷
は
、
道
元
の
尊
敬
す
る
仏
祖
た
ち
の
中
で
も
特
異
な
扱
い
を
さ
れ
て
い
る
。《
行
持
下
》
に

そ
の
言
が
載
る
祖
師
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
『
嘉
泰
普
灯
録
』
第
二
十
五
巻
諸
方
広
語
に
載
る
広
語
（X

79,442b

）
千
百
字
以

上
を
、
す
べ
て
そ
の
ま
ま
（「
努
目
」
を
「
怒
目
」
と
す
る
な
ど
い
く
つ
か
の
字
の
変
更
は
あ
っ
て
も
）
引
用
し
て
い
る
。
以
下
、
訓

み
下
し
て
示
す
。（　
）
内
は
『
嘉
泰
普
灯
録
』
の
語
。［　

］
内
は
説
明
。

夫
れ
出
家
は
、
塵
労
を
厭
い
、
生
死
を
脱
す
る
こ
と
を
求
め
ん
が
為た

め

に
、
心
を
休
め
、
念
を
息や

め
、
攀
縁
を
断
絶

す
。
故
に
出
家
と
名
づ
く
。
豈
に
等
閑
の
利
養
を
以
て
、
平
生
を
埋
没
す
べ
け
ん
や
。
直じ

き

に
須
ら
く
両
頭
撒さ

っ
か
い開

し
、
中

間
放
下
し
て
、
声
に
遇
い
色
に
遇
う
も
、
石
上
に
華
を
栽
う
る
が
如
く
、
利
を
見
、
名
を
見
る
も
、
眼
中
に
屑
を
著
く

に
似
た
る
べ
し
。
況
ん
や
無
始
よ
り
以こ

の
か
た来

、
是
れ
曾
て
経
歷
せ
ざ
る
に
は
あ
ら
ず
。
又
是
れ
次
第
を
し
ら
ざ
る
に
は

あ
ら
ず
。
頭
を
翻
じ
て
尾
と
作
す
に
過
ぎ
ず
。
止た

だ
是
の
如
く
に
於
て
、
何
ぞ
須す

べ
から

く
苦
苦
と
し
て
貪
恋
す
べ
け
ん
。

如い

ま今
、
歇や

ま
ず
ん
ば
、
更
に
何
れ
の
時
を
か
待
た
ん
。
所ゆ

え以
に
先せ

ん
し
ょ
う聖

は
人
を
し
て
只た

だ

要か
な
らず

今
時
を
尽
却
せ
し
む
。
能
く

今
時
を
尽
さ
ば
、
更
に
何
事
か
有
ら
ん
。
若も

し
心
中
の
無ぶ

事じ

な
る
こ
と
を
得う

れ
ば
、
仏
祖
も
猶な

お

是
れ
冤お

ん
け家

な
る
が
ご
と

し
。
一
切
の
世
事
、
自じ

然ね
ん

に
冷
淡
に
し
て
、
方ま

さ

に
始
め
て
那
辺
に
相
応
せ
ん
。

你な
ん
じ

見
ず
や
隠い

ん

山ざ
ん

は
死
に
至
る
ま
で
肯あ

え

て
人
に
見ま

み

え
ず
。
趙
州
は
死
に
至
る
ま
で
肯
て
人
に
告
げ
ず
、
匾へ

ん
た
ん担

は
橡

し
ょ
う
り
つ栗

［
ど
ん
ぐ
り
］
を
拾
う
て
食
と
為
し
、
大だ

い

梅ば
い

は
荷か

葉よ
う

を
以
て
衣
と
為
す
。
紙し

え衣
道ど

う
じ
ゃ者

は
只た

だ

紙
を
披は

お

り
、
玄
太
上
座
は
只た

だ
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布
を
著き

る
。
石
霜
は
枯
木
堂
を
置
き
て
衆し

ゅ
（
人
）
と
与と

も

に
坐
臥
し
、
只
だ
你
が
心し

ん

を
死
了
せ
ん
こ
と
を
要
す
。
投と

う
す子

は

人
を
し
て
米
を
辦
ぜ
し
め
て
、
同ど

う
し
ょ煑

共く
さ
ん餐

（
飡
）
し
、
爾な

ん
じが

事
を
省
取
す
る
こ
と
を
得
ん
と
要
す
。
且し

ば
らく

従
上
の
諸し

ょ

聖し
ょ
う、

此
の
如
く
の
榜
様
［
手
本
］
有
り
。
若
し
長
処
無
く
ば
、
如い

か何
ん
が
甘
ん
じ
得
ん
。
諸
仁
者
、
若
し
也ま

た
斯こ

こ

に
於

て
体
究
せ
ば
、
的ま

こ
とに

不ふ

虧き

［
欠
け
る
こ
と
の
な
い
完
全
な
］
の
人
な
ら
ん
。
若
し
也ま

た
肯あ

え

て
承

じ
ょ
う

当と
う

せ
ざ
れ
ば
、
向
後
、

深
く
恐
る
ら
く
は
費
力
（
苦
労
）
せ
ん
。

山さ
ん
ぞ
う僧

、
行
業
取
る
と
こ
ろ
無
く
し
て
、
忝

か
た
じ
け
なく

も
山
門
に
主
た
り
。
豈
に
坐い

な
がら

常
住
を
費
し
て
、
頓と

ん

に
先せ

ん
し
ょ
う聖

の
付ふ

嘱ぞ
く

を
忘
る
可
け
ん
や
。
今い

ま

は
輒す

な
わち

古
人
の
住
持
た
る
体
例
に
略

り
ゃ
く

斆こ
う

（
学
）
せ
ん
と
欲
す
。
諸
人
と
議
定
し
て
、
更
に
山
を

下
ら
ず
、
齋
に
赴
か
ず
、
化
主
［
人
々
に
施
物
を
請
い
、
法
を
説
く
僧
］
を
発
せ
ず
。
唯た

だ
本
院
の
荘
課
［
荘
園
の
年

貢
］
一
歲
の
所
得
を
将も

ち

て
、
均ひ

と

し
く
三
百
六
十
分
と
作な

し
、
日ひ

び

に
一
分
を
取
り
て
之
を
用
い
、
更
に
人
に
随
い
て
添
減

せ
ず
。
以
て
飯
に
備
う
べ
き
に
は
則
ち
飯
と
作
し
、
飯
と
作
す
に
足
ら
ざ
れ
ば
則
ち
粥
と
作
し
、
粥
と
作
す
に
足
ら
ざ

れ
ば
則
ち
米
湯
と
作
す
べ
し
。
新
到
の
相
見
は
、
茶
湯
の
み
、
更
に
煎
點
［
煎
茶
と
点
心
］
せ
ず
。
唯
だ
一
茶
堂
を
置

き
て
、
自
ら
去い

き
て
取
用
す
。
務
め
て
縁
を
省
き
、
専
一
に
辦
道
せ
ん
こ
と
を
要
す
。

又
況
ん
や
活
計
具
足
し
、
風
景
疎
な
ら
ず
。
華は

な

は
笑え

む
こ
と
を
解げ

し
、
鳥
は
啼な

く
こ
と
を
解げ

す
。
木も

く

馬ば

長ち
ょ
う

鳴め
い

し
、

石せ
き
ぎ
ゅ
う牛

善
走
す
。
天て

ん
が
い外

の
青せ

い
ざ
ん山

色
寡す

く
なく

、
耳じ

は
ん畔

の
鳴め

い
せ
ん泉

声こ
え

無
し
。
嶺れ

い

上じ
ょ
う

猿
啼な

き
、
露
、
中
宵
［
真
夜
中
］
の
月
を
湿

う
る
お

す
。
林
間
、
鶴つ

る

唳な

き
、
風
、
清

せ
い
　
ぎ
ょ
う

暁
の
松
を
回め

ぐ

る
。
春
風
起
る
時
、
枯こ

ぼ
く木

龍り
ゅ
う
ぎ
ん

吟
し
、
秋
葉
凋し

ぼ

み
て
、
寒
林
、
華
散
ず
。

玉ぎ
ょ
く
か
い

堦
、
苔た

い
せ
ん蘚

の
紋
を
鋪し

き
、
人
面
、
煙え

ん
か霞

の
色
を
帶
ぶ
。
音
塵
寂じ

ゃ
く
じ爾

と
し
て
、
消

し
ょ
う
そ
く息

宛え
ん
ぜ
ん然

［
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
］
た

り
。
一
味
蕭し

ょ
う
じ
ょ
う

條
［
ひ
っ
そ
り
も
の
さ
び
し
い
］
と
し
て
、
趣
向
［
目
ざ
す
］
す
べ
き
無
し
。

山
僧
今
日
、
諸
人
の
面
前
に
向む

か

っ
て
家
門
を
説
く
。
已す

で

に
是
れ
便た

よ
り

を
著つ

け
ず
。
豈あ

に

更
に
去ゆ

い
て
陞し

ん
ど
う堂

し
入に

ゅ
っ
し
つ室

し
、

拈ね
ん
つ
い槌

竪じ
ゅ
ほ
つ払

し
、
東と

う
か
つ喝

西せ
い
ぼ
う棒

し
、
張ち

ょ
う
び眉

怒
（
努
）
目
し
て
、
癎か

ん
び
ょ
う病

の
発
す
る
が
如
く
相
似
す
べ
け
ん
や
。
唯
だ
上
座
を
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屈く
っ
ち
ん沈

す
る
［
貶
め
る
］
の
み
に
あ
ら
ず
、
況
ん
や
亦
た
先せ

ん

聖し
ょ
うに

辜こ

ふ負
［
そ
む
く
］
せ
ん
。

你
見
ず
や
、
達
磨
西
来
し
、
少
室
の
山
下
に
到
り
、
面
壁
九
年
す
。
二
祖
立り

ゅ
う

雪せ
つ

断だ
ん

臂ぴ

す
る
に
至
る
。
謂
つ
べ
し
、

艱か
ん
し
ん辛

を
受
け
尽
す
と
。
然し

か

れ
ど
も
達
磨
曾
て
一
詞
を
措そ

り
ょ
う了

せ
ず
。
二
祖
曾
て
一
句
を
問も

ん

著じ
ゃ
くせ

ず
。
還ま

た
達
磨
を
喚
ん
で

人
の
為た

め

に
せ
ず
と
作な

し
得
ん
や
、
二
祖
を
喚
ん
で
師
に
求
め
ず
と
做な

し
得
ん
や
。
山さ

ん
ぞ
う僧

、
古
聖
の
做さ

処し
ょ

を
説せ

つ

著じ
ゃ
くす

る
に

至
る
毎ご

と

に
、
便
ち
身
を
容い

る
る
に
地
無
し
と
覚
え
、
後こ

う
じ
ん人

の
軟な

ん
じ
ゃ
く弱

な
る
こ
と
を
慚
愧
す
。
又
況
ん
や
百
味
の
珍ち

ん

羞し
ゅ
う、

逓
た
が
い

に
相あ

い
供
養
し
、
我
は
四
事
［
飲
食
・
衣
服
・
臥
具
・
医
薬
］
具
足
し
て
、
方
に
発
心
す
べ
し
と
道
う
を
や
。
只
恐
ら

く
は
做そ

手し
ゅ

脚き
ゃ
く

不
迭
［
間
に
合
わ
ず
］
し
て
、
便す

な
わち

是
れ
隔

か
く
し
ょ
う生

隔か
く
せ世

し
去
ら
ん
。
時
光
、
箭や

に
似
た
り
。
深
く
惜
し
む

べ
し
と
為
す
。
然し

か

も
是か

く

の
如
く
な
り
と
雖
も
、
更
に
他
人
の
、
長
に
従
っ
て
相
い
度
す
る
こ
と
在
ら
ん
。
山
僧
、
也ま

た

強し

い
て
你
を
教
え
る
こ
と
得
ず
。
諸
仁
者
、
還ま

た
古
人
の
偈
を
見
る
や
。
山さ

ん
で
ん田

脱
粟
の
飯は

ん

、
野
菜
淡た

ん
こ
う黃

の
齏し

い

［
和
え

物
］、
喫
す
る
こ
と
は
則
ち
君
が
喫
す
る
に
従ま

か

す
。
喫
せ
ざ
れ
ば
東
西
す
る
に
任
す
、
と
。
伏
し
て
惟お

も

ん
み
れ
ば
同
道
、

各
自
努
力
せ
よ
。
珍
重
。

祖
師
の
語
で
こ
れ
ほ
ど
長
く
原
文
を
引
用
さ
れ
る
例
は
な
い
。
も
っ
と
も
『
嘉
泰
普
灯
録
』
の
「
広
語
」
に
は
「
青
山
常

運
歩
…
…
」
の
句
は
な
く
、
そ
の
第
三
巻
の
芙
蓉
道
楷
章
に
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
広
語
に
、
な
ぜ
道
楷
が
「
青
山
常
運
歩
」

と
い
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
理
解
す
る
鍵
が
あ
る
。〈
石
女
夜
生
児
〉
に
つ
い
て
は
、
四
節
で
ふ
れ
ら
れ
る
の
で
、
そ
こ
で
論

じ
た
い
。

〈
青
山
常
運
歩
〉
の
句
は
、
広
語
の
「
更
に
山
を
下
ら
ず
、
斎
に
赴
か
ず
。
化
主
を
発
せ
ず
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
絶

対
に
山
か
ら
下
り
な
い
で
、
在
家
の
供
養
で
あ
る
斎
を
受
け
ず
、
極
限
的
簡
素
な
生
活
を
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
出
て
き
た

も
の
で
あ
る
。
道
楷
に
と
っ
て
山
水
は
、
た
だ
環
境
世
界
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
日
々
の
日
常
に
、
目
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に
見
、
耳
に
聞
き
、
肌
で
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
様
子
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。

風
景
疎
な
ら
ず
。
華
は
笑
む
こ
と
を
解
し
、
鳥
は
啼
く
こ
と
を
解
す
。
木
馬
長
鳴
し
、
石
牛
善
走
す
。
天
外
の
青

山
色
寡
く
、
耳
畔
の
鳴
泉
声
無
し
。
嶺
上
猿
啼
き
、
露
、
中
宵
の
月
を
湿
す
。
林
間
、
鶴
唳
き
、
風
、
清
暁
の
松
を
回

る
。
春
風
起
る
時
、
枯
木
龍
吟
し
、
秋
葉
凋
み
て
、
寒
林
、
華
散
ず
。

日
々
、
朝
夕
、
い
や
刻
々
、
同
じ
山
は
な
い
。
こ
れ
は
た
ま
た
ま
廬
山
に
遊
行
し
た
蘇
東
坡
《
谿
声
山
色
》
や
、
私
た
ち

が
出
か
け
て
眺
め
る
山
と
は
ま
っ
た
く
違
う
の
で
あ
る
。

〈
山
は
、
そ
な
は
る
べ
き
功
徳
の
虧
闕
す
る
こ
と
な
し
〉
と
い
う
、
山
に
具
わ
っ
て
い
る
功
徳
と
は
、「
風
景
…
…
煙
霞
の

色
を
帶
ぶ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
強
い
て
い
え
ば
「
匾
担
は
橡
栗
を
拾
う
て
食
と
為
し
、
大
梅
は
荷
葉
を
以
て
衣

と
為
す
」
と
い
う
ど
ん
ぐ
り
や
蓮
の
葉
を
も
た
ら
す
こ
と
も
、
山
の
功
徳
で
あ
ろ
う
。

〈
こ
の
ゆ
え
に
常
安
住
な
り
〉
と
は
、「
音
塵
寂
爾
と
し
て
、
消
息
宛
然
た
り
。
一
味
、
蕭
條
と
し
て
、
趣
向
す
べ
き
無

し
」
と
い
う
、
そ
の
あ
る
が
ま
ま
、
ひ
っ
そ
り
と
し
て
何
の
手
を
加
え
る
べ
き
こ
と
も
な
い
、
静
か
な
さ
ま
で
あ
ろ
う
。

〈
常
運
歩
な
り
〉
は
、
ま
さ
に
こ
の
刻
々
移
り
変
わ
る
さ
ま
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
尽
き
る
も
の
で
も
な
い
。

と
は
い
え
、
こ
の
見
ら
れ
聞
か
れ
感
じ
ら
れ
る
青
山
を
捨
象
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の
点
を
指
摘
す
る
解
釈
は
少

な
い
が
、
そ
こ
を
は
っ
き
り
さ
せ
な
い
と
、《
山
水
経
》
か
ら
、
な
に
か
仏
法
（
の
真
理
、
縁
起
）
と
い
う
抽
象
的
な
も
の
を

帰
納
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

た
と
え
ば
、《
諸
法
実
相
》
巻
に
は
、「
唯
仏
与
仏
、
乃
能
究
尽
、
諸
法
実
相
」
あ
る
い
は
「
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
、
皆

属
此
経
、
此
経
開
方
便
門
、
示
真
実
相
」
と
い
う
仏
教
用
語
、
経
典
の
句
を
め
ぐ
っ
て
、
縷
々
、
難
解
な
論
が
展
開
さ
れ

る
。
そ
し
て
三
教
一
致
批
判
の
後
、
突
如
と
し
て
あ
る
夜
の
如
浄
の
普
説
の
具
体
的
状
況
が
細
か
に
述
べ
ら
れ
て
、
入
室

話
、〈
杜
鵑
啼
、
山
竹
裂
〉
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
〈
天
童
よ
り
こ
の
や
ま
に
い
た
る
に
、
い
く
そ
ば
く
の
山
水
と
お
ぼ
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え
ざ
れ
ど
も
、
美
言
奇
句
の
実
相
な
る
、
身
心
骨
髄
に
銘
し
き
た
れ
り
。
か
の
と
き
の
普
説
入
室
は
、
衆
家
お
ほ
く
わ
す
れ

が
た
し
と
お
も
へ
り
。
こ
の
夜
は
微
月
わ
づ
か
に
樓
閣
よ
り
も
り
き
た
り
、
杜
鵑
し
き
り
に
な
く
と
い
へ
ど
も
、
静
閑
の
夜

な
り
き
〉
と
締
め
括
ら
れ
る
。

ホ
ト
ト
ギ
ス
が
啼
く
の
は
、
耳
に
聞
こ
え
る
自
然
の
声
で
あ
る
。
そ
れ
が
諸
法
実
相
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
諸
法
実
相

な
ら
ば
本
覚
思
想
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
を
離
れ
て
諸
法
実
相
は
な
い
。
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
聞
こ
え
ず
、
坐
禅
修
行
の
な
い
と

こ
ろ
で
、〈
杜
鵑
啼
、
山
竹
裂
〉
を
い
く
ら
解
釈
し
、
味
わ
っ
て
み
て
も
、
諸
法
実
相
と
は
な
ん
の
関
係
も
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
〈
而
今
の
山
水
〉、
す
な
わ
ち
打
坐
の
と
こ
ろ
に
現
成
す
る
山
や
水
の
具
体
性
は
、
な
ん
と
し
て
も
こ
の
巻
全
体
を
通
じ

て
見
失
っ
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
五
感
で
捉
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
〈
常
安
住
な
り
、
常
運
歩
な
り
〉
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

青
山
が
〈
常
安
住
〉
で
あ
る
の
は
、
い
わ
ば
普
通
の
人
で
も
い
う
道こ

と
ばで

あ
り
、
誰
も
疑
問
に
は
思
わ
な
い
。
そ
れ
に
対
し

て
〈
常
運
歩
〉
は
、
古
仏
の
道
で
あ
る
。
山
の
二
面
性
や
、
人
の
見
方
の
二
面
性
（
古
田
『
私
釈
』）
で
は
な
い
。
山
は
無
数

の
面
を
も
っ
て
い
よ
う
し
、
人
の
山
に
対
す
る
見
方
も
数
多
あ
る
。
常
識
に
対
し
、
そ
れ
を
覆
す
言
葉
（
頼
住
『
道
元
』）
で

は
あ
ろ
う
が
、
た
だ
奇
矯
な
詞
な
の
で
は
な
く
、
実
態
が
あ
る
〈
古
仏
の
道
〉
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、〈
そ
の
運
歩
の
功
徳
、

ま
さ
に
審
細
に
参
学
す
べ
し
〉
と
い
わ
れ
、〈
常
運
歩
の
示
衆
を
究
辦
す
べ
し
〉
と
い
わ
れ
る
。

さ
て
〈
青
山
常
運
歩
〉
は
、
青
山
は
常
に
運
歩
す
る
、
と
読
め
ば
、「
青
山
」
は
主
語
で
あ
る
か
ら
、
青
山
と
い
う
一
つ

の
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
青
山
が
、
い
つ
も
、
運
歩
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
そ
う
い
う
理
解
こ
そ
が
問
題

な
の
で
あ
る
。

こ
の
発
語
が
示
し
て
い
る
の
は
、〈
而
今
の
山
〉
で
あ
る
。
発
語
し
て
い
る
の
は
、
古
仏
で
あ
る
。
そ
れ
を
忘
れ
て
〈
山

の
運
歩
は
人
の
運
歩
の
ご
と
く
な
る
べ
き
が
ゆ
え
に
〉
と
い
わ
れ
る
と
、
人
と
い
う
固
定
し
た
も
の
が
、
足
で
前
に
歩
い
て
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い
く
の
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
か
と
、
考
え
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
こ
と
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。

こ
こ
で
い
う
〈
人
の
運
歩
〉
と
は
、
安
谷
『
参
究
』
の
い
う
よ
う
な
、「
人
が
歩
く
こ
と
」
で
は
な
く
、「
人
の
歩
み
」、

す
な
わ
ち
人
の
春
秋
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
に
生
き
て
い
る
そ
の
全
体
で
あ
っ
て
、
何
か
動
作
を
す
る
（
足
を
運
ぶ
）
こ
と

で
は
な
い
。〈
青
山
常
運
歩
〉
が
発
語
さ
れ
て
い
る
仏
と
は
、
た
し
か
に
道
楷
で
は
あ
る
が
、
仏
と
い
う
こ
と
か
ら
い
え
ば
、

坐
禅
の
人
の
ほ
か
に
な
い
。
坐
禅
は
何
か
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
い
っ
ぽ
う
寝
る
こ
と
も
「
寝
る
」
が
動
詞
で
あ
る
よ
う
に

何
か
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
な
に
も
し
な
い
打
坐
の
事
態
に
お
い
て
、「
わ
た
し
」
と
い
う
固
定
し
た
「
も
の
」
は
、
実
は

落
ち
る
。
た
だ
而
今
、
而
今
の
自
己
が
現
成
す
る
ば
か
り
あ
る
。
あ
え
て
い
え
ば
、
こ
の
現
成
が
「
運
歩
」
で
あ
る
。
こ
の

運
歩
に
お
い
て
、
万
法
も
現
成
し
、
し
た
が
っ
て
山
も
現
成
し
、
運
歩
す
る
。

そ
の
あ
り
さ
ま
を
道
元
は
〈
去
来
は
尽
十
方
界
を
両
翼
三
翼
と
し
て
、
飛
去
飛
来
し
、
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
も
い
う
。
な
に
か
、
動
く
「
も
の
」、
歩
む
「
も
の
」、
去
り
、
来
る
「
も
の
」
が

あ
る
の
で
は
な
い
。
全
体
が
全
体
と
し
て
去
来
す
る
。
あ
え
て
言
っ
て
み
れ
ば
、
尽
十
方
界
と
は
地
球
で
あ
り
、
そ
れ
が
翼

を
は
や
し
て
、
太
陽
の
ま
わ
り
を
飛
び
回
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
ま
た
、
そ
れ
は
光
陰
と
も
い
え
る
。
人

の
光
陰
と
山
の
光
陰
は
等
し
い
と
い
っ
て
も
い
い
。
あ
る
い
は
私
の
一
年
の
歩
み
は
、
こ
の
木
の
一
年
の
歩
み
と
同
じ
で
あ

る
と
い
っ
て
も
い
い
。

そ
し
て
〈
人
間
の
行
歩
に
お
な
じ
く
み
え
ざ
れ
ば
と
て
、
山
の
運
歩
を
う
た
が
ふ
こ
と
な
か
れ
〉
と
つ
づ
く
。

〈
人
間
の
行
歩
〉
と
は
、
こ
こ
で
は
足
を
使
っ
て
歩
く
こ
と
を
意
味
し
て
、
運
歩
に
比
べ
れ
ば
「
歩
く
」
と
い
う
要
素
が

強
い
だ
ろ
う
。
道
元
は
人
間
が
歩
く
よ
う
に
見
え
な
い
が
、〈
山
の
運
歩
を
う
た
が
ふ
こ
と
な
か
れ
〉
と
い
う
。〈
青
山
〉
は

尽
十
方
界
の
一
端
と
し
て
、
三
足
五
足
で
進
歩
退
歩
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ど
う
や
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ

ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
が
次
に
問
題
と
な
る
。
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〈
い
ま
仏
祖
の
説
道
、
す
で
に
運
歩
を
指
示
す
、
こ
れ
そ
の
得
本
な
り
〉
と
は
、
道
楷
を
仏
祖
と
呼
び
、〈
説
道
〉
す
な
わ

ち
そ
の
説
い
た
道こ

と
ばで

あ
る
「
青
山
常
運
歩
」
は
「
運
歩
」
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
根
本
を
得
た
言
葉
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
元
来
、
こ
の
言
葉
は
問
答
で
は
な
く
、
道
楷
が
上
堂
し
て
し
ば
ら
く
黙
っ
て
い
て
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
述
べ

て
座
を
下
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
弟
子
た
ち
が
各
自
参
究
せ
よ
、
と
い
う
指
示
の
言
葉
で
あ
る
。
道
元
も
〈
常
運
歩
の
示
衆

を
究
辦
す
べ
し
〉
と
い
う
。

そ
し
て
そ
の
参
究
の
要
を
、〈
運
歩
の
ゆ
え
に
常
〉
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
道
楷
の
〈
常
運
歩
〉
を
、
道
元
は
〈
常
〉

と
〈
運
歩
〉
と
い
う
二
つ
の
言
葉
に
分
け
〈
運
歩
の
ゆ
え
に
常
な
り
〉
と
出
す
。
こ
こ
で
も
、「
青
山
は
常
に
運
歩
す
る
」

と
い
う
主
語
と
動
詞
に
な
る
言
い
回
し
を
避
け
て
い
る
。
打
坐
の
私
は
い
つ
も
い
ま
こ
こ
、
常
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た

〈
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
、
こ
れ
平
常
心
な
り
〉《
身
心
学
道
》
と
い
う
、
運
歩
（
光
陰
）
を
ふ
ま
え
た
「
常
」
で
あ
ろ
う
。

＊

二
、　　
　

青
山
の
運
歩
は
其
疾
如
風
よ
り
も
す
み
や
か
な
れ
ど
も
、
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
み
る
眼
目
あ
ら
ざ
る
人
は
、
不
覚
不
知
・
不
見
不
聞
、
這
箇
道
理
な
り
。
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
。
自
己
の
運
歩
な
き
に
は
あ
ら
ず
、
自
己
の

運
歩
い
ま
だ
し
ら
れ
ざ
る
な
り
、
あ
き
ら
め
ざ
る
な
り
。
自
己
の
運
歩
を
し
ら
ん
が
ご
と
き
、
ま
さ
に
青
山
の
運
歩
を

も
し
る
べ
き
な
り
。
青
山
す
で
に
有
情
に
あ
ら
ず
、
非
情
に
あ
ら
ず
。
自
己
す
で
に
有
情
に
あ
ら
ず
、
非
情
に
あ
ら
ず
。
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い
ま
青
山
の
運
歩
を
疑
著
せ
ん
こ
と
、
う
べ
か
ら
ず
。
い
く
法
界
を
量
局
と
し
て
、
青
山
を
照
鑑
す
べ
し
と
し
ら
ず
。

青
山
の
運
歩
お
よ
び
自
己
の
運
歩
、
あ
き
ら
か
に
撿
點
す
べ
き
な
り
、
退
歩
歩
退
と
も
に
撿
點
あ
る
べ
し
。

［
注
釈
］

○
其
疾
如
風　

出
典
は
前
出
『
法
華
経
』
譬
喩
品
「
駕
以
白
牛
、
…
…
行
歩
平
正
。
其
疾
如
風
（
駕
す
る
に
白
牛
を
以
て
す
…
…
行
歩
は
平

正
な
り
、
其
の
疾
き
こ
と
風
の
如
し
）」（T

9,12c

）。

○
世
界
裏
の
華
開　

般
若
多
羅
の
付
法
の
偈
に
あ
る
言
葉
。『
宝
林
伝
』（
巻
七
欠
巻
）
に
初
出
し
『
祖
堂
集
』
に
次
の
よ
う
に
出
る
。

「
而
し
て
吾
が
偈
を
聴
け
、
曰
く
、
心
地
に
諸
種
を
生
ず
る
は
、
事
に
因
り
復
た
理
に
因
る
。
果
満
ち
て
、
菩
提
円
か
な
れ
ば
、
華
開
き
て

世
界
起
る
。」（
巻
二
）『
景
徳
伝
燈
録
』
巻
二
に
も
ほ
ぼ
も
同
じ
よ
う
に
出
る
。（T

51,216b

）

道
元
は
《
空
華
》
で
こ
の
則
を
展
開
。
一
人
が
覚
り
を
開
く
（
只
管
打
坐
す
る
）
と
世
界
全
体
が
覚
り
と
な
る
こ
と
。

○
山
中
人　
〈
踰
城
し
入
山
す
る
、
出
一
心
・
入
一
心
な
り
、
山
の
所
入
な
る
思
量
箇
不
思
量
底
な
り
〉《
身
心
学
道
》
か
ら
山
に
入
る
と

は
、
出
家
学
道
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
山
中
人
」
は
、
仏
道
修
行
者
と
推
測
さ
れ
、
道
元
は
こ
う
引
用
す
る
。

　
〈（
志
閑
）
師
云
、
い
か
な
ら
ん
か
こ
れ
山
中
人
。
末
山
い
は
く
、
非
男
女
等
相
。
師
い
は
く
、
な
ん
ぢ
な
ん
ぞ
変
ぜ
ざ
る
。
末
山
い
は

く
、
こ
れ
野
狐
精
に
あ
ら
ず
、
な
に
を
か
変
ぜ
ん
。
師
、
礼
拝
す
〉《
礼
拝
得
髄
》

　
　

山
中
人
を
仏
道
に
入
っ
た
出
家
修
行
者
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
も
は
や
男
女
の
相
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
志
閑
は
そ
の
答
え
を
深
く
頷

い
た
の
で
あ
る
。

　
『
文
学
大
系
』・
頭
注
は
「
山
は
尽
十
方
界
で
あ
る
か
ら
、
山
に
中
・
外
の
別
は
な
い
。
こ
こ
の
中
・
外
は
同
じ
く
山
の
上
で
の
中
・
外

で
、
両
者
同
じ
く
山
中
人
で
あ
る
」
と
い
う
奇
妙
な
も
の
で
あ
る
。『
御
抄
』
の
「
山
中
人
と
は
以
山
人
と
談
［
ず
る
］
也
。
別
人
の
あ

る
に
あ
ら
ず
、
ゆ
え
に
不
覚
不
知
也
。
山
外
人
と
は
、
又
山
の
外
に
別
に
外
人
あ
る
べ
き
に
あ
ら
ず
、
山
中
の
う
え
に
は
山
外
人
と
云
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事
も
あ
る
べ
し
。」（
二
二
二
）
と
い
う
解
釈
か
ら
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
思
想
』・
頭
注
は
「『
山
中
人
』
と
は
世
界
を
あ
ら
し
め
る
開
花
を
見
る
ひ
と
だ
の
意
」
と
す
る
が
、〈
華
開
〉
を
「
見
る
」
人
だ
ろ
う

か
。〈
華
開
〉
は
見
え
る
の
か
。

○
不
覚
不
知
・
不
見
不
聞　

出
典
『
法
華
経
』
安
楽
行
品
「
如
来
方
便
、
隨
宜
説
法
、
不
聞
不
知
、
不
覚
不
問
、
不
信
不
解
（
如
来
は
方
便

し
て
、
宜
し
き
に
随
っ
て
説
法
す
る
も
、
聞
か
ず
知
ら
ず
、
覚さ

と

ら
ず
問
わ
ず
、
信
ぜ
ず
解
せ
ず
）（T

9,38c

）

○
這
箇
道
理　

こ
の
道
理
。
不
覚
不
知
・
不
見
不
聞
を
指
す
と
取
る
。［
水
野
訳
］
は
「
這こ

の箇
道
理
を
不
覚
不
知
で
あ
り
不
見
不
聞
で
あ
る
」

と
す
る
が
、
道
理
に
当
た
る
も
の
が
記
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
こ
の
読
み
は
取
ら
な
い
。

○
疑
著　

著
は
助
詞
で
、
動
詞
の
後
に
置
か
れ
て
動
作
の
進
行
や
完
成
を
示
す
。
疑
っ
て
い
る
。

○
し
ら
ん　
「
知
ら
む
」
の
音
便
。
知
る
＋
む
（
推
量
の
助
動
詞
）。
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

○
べ
き
な
り　

べ
し
の
未
然
形
（
べ
き
）
＋
な
り
（
断
定
）。
助
動
詞
「
べ
し
」
は
①
推
量
（
…
…
に
ち
が
い
な
い
）、
②
予
定
（
…
…
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
）、
③
当
然
（
…
…
す
る
は
ず
だ
）、
④
適
当
（
…
…
す
る
の
が
よ
い
）、
⑤
可
能
（
…
…
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
）
な

ど
の
意
味
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
③
当
然
、
と
取
る
。
き
っ
と
…
…
す
る
は
ず
で
あ
る
。

○
非
情　

有
情
（
衆
生
）
に
対
し
て
、
木
石
の
よ
う
に
感
情
が
な
く
、
身
心
が
動
か
な
い
も
の
。
無
情
と
同
義
語
。
た
だ
し
、
無
情
が
一

般
的
で
あ
る
。
道
元
も
、
こ
の
箇
所
と
《
伝
衣
》《
袈
裟
功
徳
》《
谿
声
山
色
》《
洗
浄
》
に
の
み
「
非
情
」
を
使
う
。
そ
れ
に
対
し
て

「
無
情
」
は
七
十
五
巻
本
に
九
十
八
回
使
わ
れ
る
。

＊
道
元
用
例

〈
布
は
生
物
の
縁
に
あ
ら
ざ
る
か
。
情
非
情
の
情
、
い
ま
だ
凡
情
の
情
を
解
脱
せ
ず
、
い
か
で
か
仏
袈
裟
を
し
ら
ん
。〉《
伝
衣
》

○
い
く
法
界　

幾
つ
の
法
界
。
道
元
は
〈
し
ば
ら
く
方
隅
法
界
を
建
立
す
る
の
み
な
り
、
無
想
天
は
か
み
、
阿
鼻
獄
は
し
も
と
せ
る
に
あ

ら
ず
〉《
山
水
経
》、〈
天
上
人
間
大
千
法
界
〉《
仏
性
》、〈
法
界
の
い
く
三
界
も
、
衆
生
の
種
品
お
な
じ
か
る
べ
き
な
り
〉《
仏
経
》、〈
法
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界
こ
と
ご
と
く
発
菩
提
心
な
り
、
…
…
自
出
一
隻
手
な
り
、
異
類
中
行
な
り
、
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
、
修
羅
等
の
な
か
に
し
て
も
発
菩

提
心
す
る
な
り
〉《
身
心
学
道
》、〈
天
上
人
間
法
界
等
〉《
行
仏
威
儀
》
な
ど
と
使
う
。
天
台
宗
の
『
仏
祖
統
紀
』
に
い
う
声
聞
・
縁
覚
・

菩
薩
・
仏
に
六
道
を
加
え
た
十
法
界
（T

49,448b

）
の
よ
う
な
こ
と
を
指
す
の
だ
ろ
う
。

○
量
局　

限
定
さ
れ
た
範
囲
、
量
。

○
照
鑑　

明
ら
か
に
見
る
、
照
ら
し
合
わ
せ
て
見
る
。
特
に
神
仏
な
ど
が
、
明
ら
か
に
見
る
こ
と
を
い
う
。
道
元
は
他
に
一
度
だ
け
如
浄

の
言
葉
と
し
て
使
う
。

〈
提
挙
聡
明
、
照
鑑
山
語
、
不
勝
皇
恐
（
提
挙
［
人
名
、
銀
子
、
一
万
鋌
を
布
施
］
聡
明
な
り
、
山
語
を
照
鑑
す
。
皇
恐
に
勝た

え
ず
）《
行

持
下
》。
こ
の
「
山
語
」
は
、
如
浄
が
「
山
僧
」
と
自
称
し
て
い
る
の
で
如
浄
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。

○
撿
點　
「
撿
」（
検
は
俗
字
）
は
、
調
べ
る
、
引
き
合
わ
せ
る
、
し
め
く
く
る
、
な
ど
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
點
（
点
）」
は
「
検
査
す

る
、
逐
一
照
合
す
る
」
と
い
う
意
味
で
、
二
つ
の
事
柄
を
比
較
し
て
調
べ
た
り
、
道
理
を
逐
一
調
べ
て
検
査
す
る
と
い
う
意
味
に
な
る
。

＊
道
元
用
例

〈
大
水
小
水
を
檢
點
し
〉《
現
成
公
案
》

〈
十
年
後
な
る
か
、
一
念
万
年
な
る
か
。
子
細
に
撿
點
し
、
撿
點
を
子
細
に
す
べ
し
〉《
行
仏
威
儀
》

〈
而
今
の
自
己
、
こ
れ
却
迷
な
る
か
、
不
迷
な
る
か
、
撿
點
将
来
す
べ
し
〉《
大
悟
》

な
ど
の
ほ
か
、《
観
音
》、《
画
餅
》、《
授
記
》、《
礼
拝
得
髄
》、《
密
語
》、《
自
証
三
昧
》
に
も
出
る
。

【
現
代
語
訳
】

青
山
の
運
歩
は
疾
風
よ
り
も
っ
と
早
い
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
山
中
の
人
（
修
証
者
）
は
覚
知
し
な
い
の
で
あ
る
。「
山

中
」
と
は
世
界
内
で
の
華
開
（
仏
に
よ
る
覚
り
の
世
界
）
で
あ
る
。
山
の
外
に
い
る
人
は
覚
知
し
な
い
の
で
あ
る
。
山
を
み
る
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眼
目
の
な
い
人
は
、
覚
知
せ
ず
、
見
聞
し
な
い
こ
と
、
こ
の
道
理
で
あ
る
。
も
し
山
の
運
歩
を
疑
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
自
己

の
運
歩
も
ま
だ
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
自
己
の
運
歩
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
自
己
の
運
歩
を
い
ま
だ
知
ら
な
い
の
で
あ

り
、
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
自
己
の
運
歩
を
知
る
よ
う
な
（
人
）
な
ら
ば
、
き
っ
と
青
山
の
運
歩
を
も
知
る
は

ず
で
あ
る
。
青
山
は
す
で
に
、
有
情
で
は
な
く
、
非
情
で
は
な
い
、
自
己
は
す
で
に
有
情
で
は
な
く
非
情
で
は
な
い
。
い

ま
、
青
山
の
運
歩
を
疑
た
が
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ど
れ
だ
け
の
法
界
を
限
度
と
し
て
、
青
山
を
照
ら
し
鑑み

る
べ
き
だ
と
も

知
ら
な
い
。
青
山
の
運
歩
と
自
己
の
運
歩
と
を
明
ら
か
に
比
べ
て
調
べ
て
見
る
が
よ
い
。（
進
歩
だ
け
で
な
く
）
退
歩
も
、
歩

き
退
く
こ
と
も
、
と
も
に
比
べ
て
調
べ
て
み
る
が
よ
い
。

【
諸
釈
の
検
討
】

田
中
『
道
元
』

人
も
身
心
を
挙
し
て
力
走
す
れ
ば
、
其
疾
如
風
よ
り
も
速
や
か
な
韋
駄
天
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
青
山
運
歩
の
其
疾
如

風
を
疑
著
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
と
と
も
に
、
青
山
運
歩
の
参
学
が
、
実
に
人
人
の
力
走
乃
至
力
量
次
第
で
あ
る
こ

と
を
思
う
べ
き
で
あ
る
。（
四
二
）

山
に
居
る
人
山
を
見
ず
故
、
山
中
人
は
山
の
運
歩
に
つ
い
て
不
覚
不
知
で
あ
る
。
な
ん
と
あ
わ
れ
な
こ
と
で
は
な
い

か
。
併
し
、
山
を
出
て
他
境
に
身
を
置
く
さ
す
ら
い
人
は
、
さ
ら
に
一
層
嗤
う
べ
き
で
あ
る
。（
四
二
）

さ
て
、
山
中
人
は
不
覚
不
知
な
り
、
と
い
う
道
元
の
誘
い
に
瞞
ぜ
ら
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
の
言
葉
だ
け
な
ら
ば
、
山

に
居
る
人
山
を
知
ら
ず
と
い
う
凡
常
の
見
解
で
解
け
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
凡
見
を
持
っ
て
は
、
次
ぎ
の
山
外
人
は
不

覚
不
知
な
り
が
通
ら
な
い
。
…
…
然
る
に
、
こ
の
二
句
の
間
に
、
山
中
と
は
世
界
裏
の
華
開
な
り
、
と
あ
る
。
…
…
世

界
裏
に
一
華
開
く
と
き
を
山
中
と
い
い
、
ま
た
山
外
と
も
い
う
。
山
の
中
外
は
尽
世
界
が
山
と
な
っ
た
時
節
で
あ
る
か

ら
全
山
裡
の
中
外
で
あ
る
。
山
な
ら
ぬ
場
所
は
ど
こ
に
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。（
四
三
、四
四
）
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あ
わ
れ
に
見
え
る
不
覚
不
知
の
愚
か
さ
が
、
す
な
わ
ち
祖
道
を
生
き
る
も
の
の
面
目
で
あ
る
。（
四
五
）

「
啓
迪
」
は
不
覚
不
知
に
二
た
通
り
あ
っ
て
、
一
に
は
覚
知
す
べ
き
も
の
が
な
く
て
の
不
覚
不
知
、
二
に
は
覚
知
す

る
こ
と
が
出
来
ず
し
て
の
不
覚
不
知
、
山
中
及
び
山
外
人
の
不
覚
不
知
は
前
者
で
あ
り
、
山
を
見
る
眼
目
あ
ら
ざ
る
人

の
不
覚
不
知
は
後
者
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
。
…
…
解
釈
と
し
て
は
ま
こ
と
に
こ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
た
だ
道
元
の

行
文
に
は
、
そ
の
よ
う
な
二
た
通
り
の
区
別
が
、
あ
ら
わ
に
出
て
い
な
い
。
恐
ら
く
、
道
元
は
こ
の
区
別
を
も
不
覚
不

知
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
、
及
び
難
い
古
人
の
力
量
が
あ
る
。（
四
六
）

朕
兆
未
萠
の
自
己
、
古
仏
の
道
現
成
の
山
で
あ
る
。
乃
至
、
朕
兆
未
萠
の
山
、
古
仏
の
道
現
成
の
自
己
で
あ
る
。

…
…
古
仏
の
道
の
温
か
な
る
身
心
を
、
し
ば
ら
く
運
歩
と
い
う
。
身
心
あ
る
が
故
に
、
生
命
あ
り
、
生
命
あ
る
が
故
に

能
く
運
歩
す
る
の
で
あ
る
。
青
山
の
運
歩
を
い
わ
ゆ
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
比
擬
す
る
な
ら
ば
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
こ
そ
は
古
仏

の
道
で
あ
る
。
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
原
始
的
自
然
人
の
信
仰
に
比
擬
す
る
な
ら
ば
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
こ
そ
は
、
原
始
も
原
始
、

朕
兆
未
萠
の
原
始
人
の
信
仰
で
あ
る
。
原
始
と
い
う
の
は
、
根
源
と
い
う
程
の
意
味
で
あ
り
、
失
わ
れ
た
昔
日
の
遺
骸

で
は
な
く
、
受
持
し
て
而
今
に
伝
わ
る
根
源
で
あ
る
。（
四
八
、四
九
）

非
情
も
法
を
説
く
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
を
無
常マ

マ

説
法
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
非
情
（
無
情
）
に
あ
ら
ず
と
云
わ
れ
る
。

有
情
も
兀
坐
す
る
こ
と
が
あ
る
。
兀
兀
地
と
い
う
の
は
、
坐
し
て
非
思
量
の
境
涯
に
あ
る
を
い
う
。
す
な
わ
ち
有
情
に

情
な
く
、
思
量
な
き
有
様
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
有
情
に
あ
ら
ず
と
言
わ
れ
る
。（
四
九
、五
〇
）

す
で
に
尽
法
界
の
青
山
な
る
が
故
に
、
幾
枚
の
法
界
を
量
と
す
る
や
測
り
知
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
。
青
山
も

運
歩
も
辺
際
な
き
故
、
十
法
界
と
い
う
も
、
乃
至
華
厳
に
い
わ
ゆ
る
四
法
界
、
無
尽
法
界
も
、
こ
れ
ら
を
一
定
量
と
し

て
照
鑑
す
る
す
べ
が
な
い
。
…
…
運
歩
に
は
、
た
だ
前
進
の
み
で
な
く
、
退
歩
も
あ
る
。
そ
の
退
歩
歩
退
の
有
様
を
も

審
細
に
思
い
あ
き
ら
め
よ
。
…
…
例
え
ば
行
仏
威
儀
の
巻
に
も
、
威
儀
儀
威
と
あ
る
。
な
ぜ
か
よ
う
に
打
ち
返
す
か
と
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言
え
ば
、
仮
に
威
と
儀
と
を
分
ち
説
く
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
両
者
の
対
峙
に
陥
る
の
を
嫌
う
の
で
あ
る
。（
五
一
）

（
検
討
）

〈
青
山
の
運
歩
は
其
疾
如
風
よ
り
も
す
み
や
か
な
れ
ど
も
〉
を
解
釈
し
て
、
人
は
力
走
し
て
韋
駄
天
の
よ
う
に
な
る
か
ら

山
の
運
歩
も
そ
う
で
あ
る
、
と
は
、
恐
れ
入
る
解
釈
で
あ
る
。〈
運
歩
〉
は
歩
い
た
り
走
っ
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
山

中
人
を
「
山
に
居
る
人
」
と
し
て
「
不
覚
不
知
」
だ
か
ら
あ
わ
れ
だ
と
し
、
山
外
人
の
不
覚
不
知
は
嗤
う
べ
き
だ
と
い
う
。

だ
が
、
田
中
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
い
ち
お
う
の
解
釈
で
、
こ
の
二
句
の
間
に
、「
山
中
と
は
世
界
裏
の
華
開
」
が
あ
り
、
そ

れ
ゆ
え
、
山
中
山
外
と
い
っ
て
も
「
山
な
ら
ぬ
場
所
は
ど
こ
に
も
な
い
」
と
い
う
。
そ
れ
は
『
御
聴
書
抄
』
の
「
山
な
ら
ぬ

所
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
道
理
な
る
が
ゆ
え
に
、
不
覚
不
知
な
る
べ
し
」（
二
二
六
）
や
『
聞
解
』
の
「
一
切
こ
の
山
中
を
外
れ
た

も
の
は
無
い
」（
二
二
二
）
の
踏
襲
で
あ
ろ
う
が
、
的
を
外
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
不
覚
不
知
を
「
祖
道
を
生
き
る
も
の
の

面
目
」
で
あ
る
と
い
う
。
せ
っ
か
く
〈
世
界
裏
の
華
開
〉
を
《
梅
花
》
に
よ
っ
て
解
釈
し
て
も
、
そ
れ
を
「
山
中
と
い
い
、

ま
た
山
外
と
い
う
」
と
い
う
の
で
は
、
道
元
が
い
う
山
中
人
と
山
外
人
の
区
別
を
無
み
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
山
を
見
る

眼
目
あ
ら
ざ
る
人
の
不
覚
不
知
」
と
前
二
者
は
違
う
と
い
う
の
は
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
が
、
道
元
に
は
そ
の
区
別
が
出
て
い

な
い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
そ
の
区
別
を
読
み
取
る
こ
と
が
、
道
元
の
詞
を
読
む
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

ま
た
「
古
仏
の
道
の
温
か
な
る
身
心
を
、
し
ば
ら
く
運
歩
と
い
う
」
と
、
古
仏
の
言
葉
の
身
心
は
生
命
が
あ
る
か
ら
、
よ

く
運
歩
す
る
と
い
う
。
そ
し
て
「
ア
ニ
ミ
ズ
ム
こ
そ
古
仏
の
道
」
と
言
い
切
る
。
青
山
の
運
歩
を
ア
ニ
ミ
ズ
ム
だ
と
い
う
の

は
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
誤
解
で
あ
る
。
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
は
、
現
代
人
が
霊
魂
を
も
っ
て
い
る
と
は
考
え
な
い
大
石
や
大
樹
な

ど
、
動
物
や
植
物
、
無
生
物
の
中
に
霊
魂
（
ア
ニ
マ
）
が
存
在
す
る
と
い
う
宗
教
観
で
あ
る
。

〈
有
情
に
あ
ら
ず
〉
の
解
釈
は
、〈
自
己
す
で
に
有
情
に
あ
ら
ず
〉
の
解
釈
な
ら
ば
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
が
、〈
非
情
に
あ
ら

ず
〉
は
、
無
情
説
法
の
ゆ
え
だ
と
は
思
え
な
い
。
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〈
い
く
法
界
を
量
局
と
し
て
〉
の
解
釈
は
、
妥
当
な
も
の
で
は
あ
ろ
う
。〈
退
歩
歩
退
〉
な
ど
と
表
現
す
る
の
は
、
果
た
し

て
田
中
が
い
う
よ
う
な
意
味
だ
ろ
う
か
。

古
田
『
私
釈
』

山
中
の
人
は
山
と
と
も
に
人
が
常
安
住
、
常
運
歩
で
あ
っ
て
、
別
に
山
の
動
不
動
を
覚
知
す
る
必
要
は
な
い
わ
け
で

あ
る
。
山
の
運
歩
が
人
の
運
歩
で
あ
っ
て
山
と
人
が
わ
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。（
一
七
）

ま
た
「
山
外
人
は
不
覚
不
知
な
り
」
の
下
に
著
語
し
て
「
山
を
見
る
眼
目
あ
ら
ざ
る
人
は
、
不
覚
不
知
不
見
不
聞
」

と
書
き
添
え
た
も
の
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
重
要
な
点
は
花
の
開
く
こ
と
で
は
な
く
て
山
中
が
世
界
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
道
元
が
山
中
を
一
大
世
界
と
見
た
こ
と
を
、
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。（
一
八
）

青
山
と
自
己
と
は
有
情
非
情
の
区
別
に
よ
っ
て
わ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
有
情
非
情
を
超
越
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
青
山
が
自
己
で
、
自
己
が
青
山
で
あ
っ
て
二
つ
の
も
の
で
は
有
り
得
な
い
の
で
あ
る
。（
二
一
）

道
元
自
筆
の
《
山
水
経
》
は
「
し
ら
す
」
に
な
っ
て
い
る
が
、
草
稿
本
で
は
可
知
と
あ
っ
た
も
の
を
清
書
に
際
し
て

誤
っ
て
不
知
と
読
ん
で
、「
し
ら
す
」
と
書
き
下
し
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。（
二
二
）

（
検
討
）

古
田
は
〈
山
中
人
〉
を
「
山
と
人
が
わ
か
れ
て
い
な
い
」
と
い
い
、
青
山
が
自
己
で
あ
る
と
い
う
が
、
そ
れ
で
は
山
中

人
、
山
外
人
と
分
け
て
説
い
て
い
る
道
元
の
区
別
が
無
意
味
に
な
る
。
ま
た
、〈
山
外
人
…
…
〉
の
著
語
が
、
続
く
〈
山
を

見
る
眼
目
あ
ら
ざ
る
人
…
…
〉
で
あ
る
と
は
、
道
元
の
文
を
見
る
眼
目
の
な
い
人
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
山
中
を
一
大
世
界
と
す

れ
ば
、〈
山
中
人
〉
は
世
界
の
中
に
い
る
人
と
な
り
、
出
世
間
の
僧
で
は
な
い
。
そ
の
考
え
は
「
老
卵
の
『
那
一
宝
』
に
山

中
の
人
と
は
仏
門
に
入
る
三
乗
の
人
を
い
い
、
山
外
の
人
と
は
人
天
の
仏
門
に
入
ら
な
い
人
を
い
う
の
で
あ
る
と
説
い
て
い
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る
の
は
賛
成
し
か
ね
る
」（
一
九
）
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
表
れ
て
い
る
。

ま
た
自
筆
本
《
山
水
経
》
を
国
の
重
要
文
化
財
に
す
る
の
に
携
わ
っ
た
人
が
、「
不
知
」
と
「
可
知
」
と
い
う
全
く
正
反

対
の
意
味
を
、
道
元
が
清
書
で
間
違
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
あ
り
え
な
い
こ
と
を
い
う
の
は
い
か
が
な
も
の
か
。

安
谷
『
参
究
』

万
物
の
流
れ
る
本
当
の
姿
な
ど
は
、
わ
れ
わ
れ
凡
夫
に
は
、
と
て
も
見
え
な
い
。
た
だ
大
ざ
っ
ぱ
な
想
像
を
め
ぐ
ら

す
に
過
ぎ
な
い
。（
五
七
）

山
中
人
と
は
青
山
の
運
歩
を
大
悟
大
徹
し
た
人
の
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。（
五
八
）

「
不
覚
不
知
」
と
い
う
同
じ
言
葉
を
こ
こ
で
は
二
た
通
り
に
使
っ
て
い
る
、
一
つ
は
文
字
通
り
の
不
覚
不
知
で
あ

り
、
も
う
一
つ
は
覚
不
覚
を
超
越
し
、
知
不
知
を
超
越
し
た
意
味
に
用
い
て
い
る
。
す
べ
て
の
も
の
ご
と
が
、
自
己
と

同
化
し
て
、
一
体
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
意
識
に
の
ぼ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
悟
り
も
ま
た
そ
れ
と
同
じ
こ
と
で
、
悟

り
が
自
己
の
人
格
と
同
化
し
、
自
己
の
生
活
と
一
体
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
悟
り
ら
し
い
も
の
が
意
識
に
の
ぼ
ら
な
く

な
る
。
そ
れ
を
こ
こ
で
は
「
山
中
人
は
不
覚
不
知
な
り
」
と
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
山
外
人
の
不
覚
不
知
は
、
山
を
み

る
眼
目
の
な
い
凡
夫
の
不
覚
不
知
で
あ
る
。（
五
九
）

こ
こ
（
も
し
山
の
運
歩
…
…
＝
筆
者
）
の
解
説
も
、
二
、三
の
本
を
拝
見
し
た
が
、
い
ず
れ
も
自
己
と
山
と
を
二
つ
に
見

て
、
そ
れ
が
一
つ
だ
と
、
理
窟
で
く
っ
つ
け
た
継
ぎ
目
の
あ
と
が
見
え
る
。
無
縫
塔
に
な
っ
て
い
な
い
。
多
く
は
概
念

の
操
作
に
流
れ
て
い
る
。
…
…
自
己
が
一
歩
あ
る
く
の
は
、
全
宇
宙
が
一
歩
あ
る
く
の
だ
。（
六
三
）

自
己
の
運
歩
と
は
、
歩
く
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
生
活
の
全
部
を
代
表
し
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
を
要
約
す
る
と
、
行

住
坐
臥
だ
。
著
衣
喫
飯
だ
。
痾
屎
送
尿
だ
。…
…
だ
か
ら
自
己
の
運
歩
を
知
れ
ば
、
青
山
の
運
歩
が
明
瞭
的
確
に
な
る
。
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運
歩
は
す
べ
て
青
山
だ
と
い
う
こ
と
が
明
瞭
に
な
る
。（
六
三
、六
四
）

す
べ
て
の
存
在
を
有
情
と
非
情
と
に
分
け
る
の
は
、
常
識
論
だ
。
そ
れ
は
便
宜
上
か
り
に
分
類
す
る
だ
け
の
こ
と

で
あ
っ
て
、
本
当
は
分
け
ら
れ
な
い
。
…
…
「
青
山
す
で
に
有
情
に
あ
ら
ず
非
情
に
あ
ら
ず
、
自
己
す
で
に
有
情
に
あ

ら
ず
非
情
に
あ
ら
ず
」
の
一
句
は
、
こ
の
物
心
二
元
の
凡
見
を
徹
底
的
に
打
破
し
て
、
絶
対
一
元
の
真
実
の
世
界
に
め

ざ
め
さ
せ
る
力
が
あ
る
。
こ
の
真
実
の
世
界
を
か
り
に
名
づ
け
て
仏
性
と
い
い
、
無
字
、
隻
手
等
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
六
四
、六
五
）

山
も
川
も
、
地
球
も
月
も
、
す
べ
て
活
き
て
い
る
。
全
宇
宙
は
活
物
だ
。
い
や
活
仏
だ
よ
。
こ
れ
を
ビ
ル
シ
ャ
ナ
仏

と
も
い
う
。
山
も
水
も
つ
ね
に
成
長
す
る
。（
六
五
）

青
山
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
流
動
運
歩
す
る
の
で
は
な
い
、
運
歩
流
動
を
青
山
と
い
う
の
だ
。
…
…
た
だ
自
己
の
真
実

に
徹
す
る
こ
と
が
肝
要
だ
。（
七
〇
）

（
検
討
）

〈
青
山
の
運
歩
〉
は
、
は
た
し
て
「
万
物
の
流
れ
る
本
当
の
姿
」
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
本
文
を
読
ん
だ
ら
道
元
が
「
不
覚
不

知
」
を
二
通
り
で
は
な
く
三
通
り
に
解
釈
し
て
い
る
の
は
分
か
る
は
ず
で
あ
る
。
覚
っ
た
人
の
不
覚
不
知
を
「
悟
り
が
自
己

の
人
格
と
同
化
し
、
自
己
の
生
活
と
一
体
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
悟
り
ら
し
い
も
の
が
意
識
に
の
ぼ
ら
な
く
な
る
」
と
い
う
。

こ
れ
は
い
っ
た
ん
悟
っ
た
後
の
こ
と
を
い
う
見
性
禅
の
人
な
ら
で
は
の
言
い
方
で
あ
る
が
、
道
元
は
〈
覚
知
に
ま
じ
は
る
は

証
則
に
あ
ら
ず
〉《
辦
道
話
》
と
、「
悟
っ
た
」
と
い
う
体
験
を
否
定
し
て
そ
れ
を
〈
不
覚
不
知
〉
と
し
て
い
る
。
ま
た
古
田

と
同
様
に
、〈
山
外
人
〉
と
〈
眼
目
あ
ら
ざ
る
人
〉
の
不
覚
不
知
を
同
じ
こ
と
と
す
る
が
、
見
性
禅
で
は
そ
う
な
る
の
だ
ろ
う

か
。「

運
歩
」
を
日
常
生
活
や
活
き
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
は
誤
り
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
充
分
だ
ろ
う
か
。
ま
た
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全
宇
宙
を
ビ
ル
シ
ャ
ナ
仏
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
密
教
の
観
点
で
も
あ
ろ
う
が
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
あ
ま
り

変
わ
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

内
山
『
味
わ
う
』

人
と
山
と
、
人
が
山
に
対
す
れ
ば
こ
そ
、
覚
知
す
る
。
し
か
し
、
自
己
と
山
と
の
分
か
れ
る
以
前
な
ら
不
覚
不
知
で

す
。
つ
ま
り
最
初
に
申
し
上
げ
た
「
而
今
」
な
ら
、
こ
う
だ
、
あ
あ
だ
と
判
断
す
る
余
地
が
ま
っ
た
く
な
い
。
そ
の
山

中
と
は
、「
世
界
裏
の
華
開
な
り
」
と
い
う
。
こ
れ
は
、
般
若
多
羅
尊
者
の
偈
に
「
華
開
い
て
世
界
お
こ
る
」
と
あ
る

の
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
も
の
で
、
山
中
と
い
え
ば
、
ど
っ
ち
へ
ど
う
転
ん
で
も
自
己
ぎ
り
の
自
己
の
生
命
、
そ
の
生
命

実
物
の
中
で
す
。
…
…
た
だ
坐
禅
し
て
い
る
。
浮
か
ぶ
も
の
は
浮
か
び
、
消
え
る
も
の
は
消
え
る
。
こ
れ
が
風
景
で
あ

り
山
中
の
世
界
裏
の
華
開
だ
。（
三
五
）

（
検
討
）

山
と
人
と
の
関
係
を
道
元
は
、
山
中
、
山
外
、
見
る
眼
目
が
な
い
、
と
三
通
り
に
い
っ
て
い
る
の
に
、「
自
己
と
山
と
の

分
か
れ
る
以
前
」
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
参
究
不
可
能
に
な
る
。
ま
た
、
坐
禅
し
て
い
る
こ
と
と
〈
世
界
裏
の
華
開
〉
に
深

い
関
連
が
あ
る
と
は
い
え
よ
う
が
、
こ
れ
で
は
坐
禅
中
が
「
世
界
裏
」
に
な
り
、
そ
こ
で
浮
か
び
、
消
え
る
思
い
が
〈
華

開
〉
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。

森
本
『
花
開
』

《
梅
花
》
で
「
尽
界
華
情
な
る
ゆ
へ
に
、
尽
界
は
梅
花
な
り
」
と
い
わ
れ
、「
尽
界
梅
華
な
る
が
ゆ
え
に
、
尽
界
は

瞿
曇
の
眼
睛
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
る
。「
瞿
曇
」
は
「
ゴ
ー
タ
マ
」
の
音
写
で
、
釈
迦
牟
尼
仏
を
指
す
の
で
あ
る
か
ら
、
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け
っ
き
ょ
く
、
梅
花
は
尽
界
で
あ
り
、
仏
の
悟
り
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
「
世
界
裏
の

華
開
」
と
は
、
普
遍
的
な
真
実
そ
の
も
の
と
し
て
の
「
尽
界
」
の
消
息
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
に
等
し

い
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る
「
山
中
」
も
ま
た
「
尽
界
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
山
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
ひ
と
つ
の
梅
の
花
が
「
尽
界
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
、「
山
中
人
」
も
「
山
」
そ
の

も
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
は
「
尽
界
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
山
」
そ
の
も
の
で
あ
る
「
山
中

人
」
が
「
山
の
運
歩
」
を
「
覚
知
」
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。（
三
〇
）

（
検
討
）

《
梅
花
》
で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
森
本
が
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
悟
り
の
世
界
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
「
普
遍

的
な
真
実
そ
の
も
の
と
し
て
の
『
尽
界
』」
で
あ
ろ
う
か
。「『
山
中
人
』
も
『
山
』
そ
の
も
の
」
で
尽
界
で
も
あ
る
、
結
局

「
山
」
だ
け
、
尽
界
だ
け
な
の
だ
か
ら
不
覚
不
知
で
あ
る
と
い
う
の
は
、『
御
聴
書
抄
』
の
「
世
界
裏
の
華
開
と
は
、
山
と
世

界
が
同
［
じ
］
程
な
る
也
」（
二
二
六
）
の
影
響
だ
ろ
う
。

頼
住
［
一
考
察
］

つ
ま
り
、
山
も
自
己
も
運
歩
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
道
元
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
。
自
己
の
運
歩
な
き
に
は
あ
ら
ず
、
自
己
の
運
歩
い
ま
だ
し
ら
ざ
る

な
り
、
あ
き
ら
め
ざ
る
な
り
、
自
己
の
運
歩
を
し
ら
ん
が
ご
と
き
、
ま
さ
に
青
山
の
運
歩
を
も
し
る
べ
き
な
り
」（
上

三
三
一
―
二
）
と
も
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
運
歩
」
が
、
単
な
る
「
歩
く
こ
と
」
で
は
な
く
て
、
存
在
の
隠
蔽
さ

れ
て
い
た
在
り
よ
う
を
開
示
す
る
言
葉
と
な
っ
て
い
る
。
全
世
界
の
全
事
物
も
運
歩
、
す
な
わ
ち
、
無
窮
に
し
て
無
常

な
る
運
動
変
化
を
な
し
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
全
世
界
の
全
事
物
が
運
動
変
化
す
る
と
は
、
先
述
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の
分
節
化
以
前
の
次
元
に
お
け
る
事
態
で
あ
る
。
こ
の
連
関
の
動
的
な
連
続
性
を
、
道
元
は
同
じ
「
山
水
経
」
巻
で
、

水
を
引
き
あ
い
に
出
し
て
、「
水
之
道
は
上
下
縦
横
に
通
達
（
上
三
三
七
）」、
全
世
界
に
遍
満
す
る
と
い
っ
て
い
る
。

（
一
〇
九
）

（
検
討
）

「『
運
歩
』
が
、
た
ん
な
る
『
歩
く
こ
と
』
で
は
な
く
て
、
存
在
の
隠
蔽
さ
れ
て
い
た
在
り
よ
う
を
開
示
す
る
言
葉
」
だ
と

い
う
の
は
、
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
「
全
世
界
の
全
事
物
が
運
動
変
化
す
る
」
と
い
っ
て
し
ま
う
と
、
科
学
の
地
動

説
の
よ
う
に
な
り
、
事
物
が
存
在
し
て
、
そ
れ
が
運
動
す
る
と
い
う
意
味
に
な
り
か
ね
な
い
。
た
と
え
ば
、「
薪
が
灰
と
な

る
」
は
、「
無
窮
に
し
て
無
常
な
る
運
動
変
化
」
と
は
い
う
ま
い
。

【
私
釈
】

さ
て
、
こ
こ
か
ら
〈
運
歩
〉
の
覚
知
の
問
題
で
あ
る
。〈
運
歩
〉
と
は
、
前
節
で
山
の
刻
々
の
現
成
と
解
さ
れ
た
。〈
青
山

の
運
歩
〉
は
、〈
其
疾
如
風
よ
り
も
す
み
や
か
〉
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。「
其
疾
如
風
」
は
「
行
歩
平
正
。
其
疾
如
風
」
と
い

う
『
法
華
経
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
漢
文
の
ま
ま
出
す
の
は
道
元
独
特
で
あ
る
。

「
運
歩
の
疾
さ
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
〈
行
歩
〉
の
疾
さ
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
歩
い
た
り
移
動
し
た
り
す
る
早
さ
で
は

な
い
。
そ
れ
が
〈
な
れ
ど
も
〉
と
逆
接
で
受
け
ら
れ
、
そ
の
あ
と
そ
の
疾
さ
の
〈
不
覚
不
知
〉
が
さ
ま
ざ
ま
な
人
に
於
て
言

わ
れ
る
。
さ
き
に
人
の
運
歩
は
そ
の
光
陰
で
も
あ
る
と
し
た
。〈
其
疾
如
風
〉
よ
り
も
早
い
「
矢
の
ご
と
し
」
と
形
容
さ
れ

る
光
陰
は
、
人
に
そ
れ
と
知
覚
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

道
元
は
そ
の
山
の
運
歩
の
疾
さ
の
不
覚
不
知
を
、
人
の
三
つ
の
レ
ベ
ル
で
説
明
す
る
。

第
一
の
〈
山
中
人
〉
と
は
、
た
ん
に
山
の
中
に
い
る
人
で
は
な
く
、
注
釈
で
見
た
よ
う
に
修
行
者
と
り
わ
け
修
証
し
て
い
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る
人
で
あ
る
。
そ
の
山
と
は
す
ぐ
後
で
〈
山
中
と
は
世
界
裏
の
華
開
な
り
〉
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。〈
世
界
裏
の
華
開
〉
と

は
、
般
若
多
羅
の
偈
、「
華
開
い
て
世
界
起
る
」
か
ら
き
た
も
の
で
、
そ
れ
は
、「
華
開
」
く
と
譬
え
ら
れ
た
ひ
と
り
の
「
覚

り
」
が
、
個
人
の
事
柄
（
一
華
）
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
一
人
の
覚
り
と
同
時
に
、
新
し
い
覚
り
の
「
世
界
が

起
る
」
こ
と
で
あ
り
、「
尽
十
方
界
是
自
己
」
と
い
い
う
る
事
態
の
現
成
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

そ
の
仏
と
世
界
の
関
係
を
、
道
元
は
《
空
華
》
に
〈
仏
祖
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
華
開
世
界
起
を
し
ら
ず
、
華
開
と
い
ふ
は
、

前
三
三
後
三
三
な
り
、
こ
の
員
数
を
具
足
せ
ん
た
め
に
、
森
羅
を
あ
つ
め
て
い
よ
よ
か
に
せ
る
な
り
〉
と
説
い
て
い
る
よ
う

に
、
仏
祖
で
あ
る
時
に
了
知
さ
れ
る
事
態
で
あ
り
、
尽
界
が
さ
と
り
に
な
る
こ
と
を
、〈
森
羅
を
あ
つ
め
て
い
よ
よ
か
に
せ

る
〉
と
言
表
し
て
い
る
。「
い
よ
よ
か
」
と
は
「
い
よ
や
か
」
と
同
じ
で
高
く
お
ご
そ
か
な
さ
ま
、
多
い
さ
ま
な
ど
を
表
す
。

打
坐
の
と
こ
ろ
（
仏
）
に
現
成
す
る
世
界
の
荘
厳
を
示
す
。
こ
の
道
元
の
《
空
華
》
の
〈
華
開
〉
の
解
説
に
よ
っ
て
、
い
っ

そ
う
〈
山
中
人
〉
は
山
に
譬
え
ら
れ
て
い
る
仏
法
の
中
に
あ
る
仏
で
あ
り
、
自
己
も
全
世
界
も
さ
と
り
と
な
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

〈
山
中
人
〉
の
〈
不
覚
不
知
〉
は
、《
辦
道
話
》
の
「
覚
知
に
ま
じ
は
る
は
証
則
に
あ
ら
ず
」
や
、《
現
成
公
案
》
の
〈
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
い
ず
〉
と
あ
る
、
そ
の
不
覚
不
知
で
も
あ

る
。
そ
こ
で
は
〈
山
の
運
歩
〉
に
対
し
て
も
不
覚
不
知
で
あ
る
。

第
二
の
〈
山
外
人
〉
と
は
、
山
に
入
っ
て
は
い
な
い
人
で
、
こ
の
ず
っ
と
後
に
〈
世
間
に
て
山
を
の
ぞ
む
時
節
と
、
山
中

に
て
山
に
あ
ふ
時
節
と
、
頂

ね
い

眼
睛
は
る
か
に
こ
と
な
り
〉（
四
章
一
節
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
世
間
に
い
て
外
か
ら
山
を

の
ぞ
む
人
々
で
あ
る
。
山
中
人
と
の
対
比
で
い
え
ば
、
修
証
し
て
い
な
い
人
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
山
を
の
ぞ
む
、
見
る
と

い
う
山
と
の
か
か
わ
り
が
あ
る
。
仏
道
を
歩
む
以
前
の
人
た
ち
は
、
山
の
運
歩
、
自
己
の
運
歩
を
知
ら
な
い
の
で
は
あ
る

が
、
そ
れ
で
も
〈
い
の
ち
は
光
陰
に
う
つ
さ
れ
て
し
ば
ら
く
も
と
ど
め
が
た
し
、
紅
顔
い
づ
く
へ
か
さ
り
に
し
、
た
づ
ね
ん
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と
す
る
に
蹤
跡
な
し
〉《
恁
麼
》
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
疾
さ
を
、
う
す
う
す
感
じ
て
は
い
る
が
、
知
っ
て
は
い
な
い
。

最
後
の
〈
山
を
み
る
眼
目
あ
ら
ざ
る
人
〉
は
、
山
が
運
歩
す
る
な
ど
と
は
思
い
及
ば
ず
、
日
常
に
お
い
て
も
、
光
陰
矢
の

如
し
と
も
思
わ
な
い
人
、
自
分
の
確
固
た
る
存
在
や
山
の
不
動
の
存
在
を
疑
わ
な
い
凡
人
の
こ
と
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ

ら
の
人
も
〈
不
覚
不
知
・
不
見
不
聞
〉
で
あ
る
の
は
、
当
た
り
前
の
こ
の
道
理
、〈
這
箇
道
理
〉
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

以
上
は
、
山
の
運
歩
の
「
疾
さ
」
の
不
覚
不
知
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
人
は
そ
も
そ
も
山
が
「
運
歩
」
す
る
、
な
ど
と
い
う

こ
と
を
、
疑
う
の
が
当
た
り
前
で
あ
る
。
山
が
鳴
動
は
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
運
歩
す
る
と
は
思
い
も
及
ば
な
い
。

道
元
は
、
不
覚
不
知
だ
か
ら
、
山
の
疾
い
運
歩
を
「
信
ぜ
よ
」
と
は
い
わ
な
い
。
む
し
ろ
〈
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
う
。

自
己
の
運
歩
は
、
山
の
運
歩
と
は
違
っ
て
〈
不
覚
不
知
〉
の
事
柄
で
は
な
く
、〈
自
己
の
運
歩
な
き
に
は
あ
ら
ず
、
自
己

の
運
歩
い
ま
だ
し
ら
ざ
る
な
り
、
あ
き
ら
め
ざ
る
な
り
〉
と
い
う
。
自
己
の
運
歩
は
、
か
え
っ
て
知
る
べ
き
こ
と
、
あ
き
ら

め
る
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
る
。
山
の
運
歩
も
〈
自
己
の
運
歩
を
し
ら
ん
が
ご
と
き
、
青
山
の
運
歩
を
も
し
る
べ
き
な
り
〉
と

い
わ
れ
て
、〈
自
己
の
運
歩
〉
が
知
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
山
の
運
歩
を
知
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

〈
自
己
の
運
歩
〉
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
自
分
が
歩
く
こ
と
や
活
動
す
る
こ
と
や
、
動
く
こ
と
で
は
な
い
。

〈
運
歩
〉
は
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
打
坐
の
と
こ
ろ
で
、
す
で
に
不
覚
不
知
に
刻
々
に
現
成
し
て
い
る
事
態
で
あ
る
。〈
自

己
の
運
歩
〉
は
、
む
し
ろ
、
私
が
活
動
を
や
め
て
、
身
体
が
動
く
こ
と
を
や
め
る
だ
け
で
は
な
く
、
心
も
動
く
こ
と
を
や
め

て
、
身
心
脱
落
し
た
と
き
に
現
成
す
る
。
そ
こ
で
は
じ
め
て
、
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

〈
青
山
す
で
に
有
情
に
あ
ら
ず
、
非
情
に
あ
ら
ず
。
自
己
す
で
に
有
情
に
あ
ら
ず
、
非
情
に
あ
ら
ず
〉

こ
れ
は
、
た
ん
に
有
情
、
非
情
と
い
う
区
別
（
分
別
）
を
無
化
（
撥
撫
）
す
る
た
め
に
だ
け
言
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
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〈
す
で
に
〉
と
い
う
一
言
が
大
事
で
あ
る
。

〈
す
で
に
〉
と
は
、
参
学
し
修
証
す
る
自
己
が
、
身
心
脱
落
し
た
と
こ
ろ
、
空
劫
以
前
を
い
う
〈
す
で
に
〉
で
あ
り
、
そ

こ
で
は
も
は
や
脱
落
し
た
自
己
と
し
て
、
有
情
で
も
非
情
で
も
な
い
。
そ
の
こ
と
に
対
応
し
て
、
対
象
と
し
て
あ
っ
た
万
法

も
脱
落
す
る
。〈
青
山
す
で
に
有
情
に
あ
ら
ず
、
非
情
に
あ
ら
ず
〉
な
の
で
あ
る
。

自
己
と
世
界
の
枠
組
み
が
、
打
坐
の
而
今
、
解
体
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
初
め
か
ら
「
二
つ
に
分
か
れ
る
以
前
」
で
も
な

く
、「
自
己
＝
世
界
」
な
の
で
も
な
く
、
自
己
が
世
界
に
な
り
切
る
の
で
も
な
い
。
打
坐
に
お
い
て
は
じ
め
て
「
尽
十
方
界

真
実
人
体
」
と
い
う
事
態
が
言
わ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
〈
運
歩
を
疑
著
〉
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
わ
れ
る
。
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
は
自
明
だ
、
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、〈
山
中
人
は
不
覚
不
知
〉
に
は
な
ら
な
い
。
打
坐
の
と

き
、
知
的
に
知
ろ
う
と
し
て
も
、
逆
に
疑
お
う
と
し
て
も
、
ま
さ
に
不
覚
不
知
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ

れ
で
は
、
ど
う
自
己
お
よ
び
青
山
の
運
歩
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

道
元
は
続
い
て
、〈
い
く
法
界
を
量
局
と
し
て
、
青
山
を
照
鑑
す
べ
し
と
し
ら
ず
〉
と
い
う
。

〈
い
く
法
界
〉
は
、
田
中
『
道
元
』
の
十
法
界
か
、
四
法
界
か
と
い
う
解
釈
で
も
い
い
だ
ろ
う
が
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜

生
・
修
羅
・
人
・
天
な
ど
も
一
つ
一
つ
法
界
と
い
わ
れ
て
い
る
お
り
、
後
の
章
で
、
水
に
つ
い
て
〈
か
れ
が
瓔
珞
は
わ
れ
水

と
み
る
、
水
を
妙
華
と
み
る
あ
り
。
し
か
あ
れ
ど
も
華
を
水
と
も
ち
ゐ
る
に
あ
ら
ず
、
鬼
は
水
を
も
て
猛
火
と
み
る
、
濃

血
と
み
る
。
龍
魚
は
宮
殿
と
み
る
、
樓
臺
と
み
る
、
あ
る
ひ
は
七
宝
摩
尼
珠
と
み
る
、
…
…
人
間
こ
れ
を
水
と
み
る
〉（
三

章
二
節
）
と
い
わ
れ
る
龍
魚
・
天
・
鬼
・
人
間
な
ど
そ
の
一
つ
一
つ
が
「
法
界
」
で
あ
る
と
も
解
釈
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
青
山
も
、
鳥
法
界
や
、
樹
木
法
界
や
、
法
界
に
よ
っ
て
い
く
ら
で
も
無
数
に
あ
る
。
そ
の
諸
法
界
の
見
方
（
照
鑑
）

を
い
う
の
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
〈
山
も
お
ほ
か
る
べ
し
。
大
須
彌
小
須
彌
あ
り
、
横
に
処
せ
る
あ
り
、
竪
に
処
せ
る
あ
り
、
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三
千
界
あ
り
、
無
量
国
あ
り
、
色
に
か
か
る
あ
り
、
空
に
か
か
る
あ
り
〉《
身
心
学
道
》
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
三
千
世
界
、

色
界
空
界
な
ど
の
法
界
と
も
取
れ
る
。

〈
青
山
を
照
鑑
す
〉
と
い
う
〈
照
鑑
〉
と
は
い
か
な
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。
宏
智
の
「
坐
禅
箴
」
を
道
元
は
、「
不
對
縁
而

照
、
其
照
自
妙
」《
坐
禅
箴
》
と
引
用
す
る
。「
縁
に
対
せ
ず
し
て
照
ら
す
」
と
い
う
よ
う
な
坐
禅
に
お
け
る
在
り
よ
う
な
の

だ
。
続
く
「
坐
禅
箴
」
の
引
用
は
「
其
知
自
微
、
曾
無
分
別
之
思
」
で
あ
る
。〈
自
己
の
運
歩
を
し
ら
ん
が
ご
と
き
、
ま
さ

に
青
山
の
運
歩
を
も
し
る
べ
き
な
り
〉
と
い
う
「
知
る
」
は
、
こ
の
「
事
に
触
れ
ず
し
て
知
る
」
と
い
う
知
り
か
た
で
あ

り
、
そ
の
知
は
「
曾
て
分
別
の
思
無
し
」
と
言
わ
れ
る
。
分
別
で
知
る
の
で
は
な
い
知
で
あ
る
。
道
元
は
こ
の
よ
う
な
意
味

で
、
打
坐
に
お
い
て
自
己
の
運
歩
を
知
り
、
青
山
を
照
鑑
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
知
り
よ
う
の
詳
細
が
こ
う

要
請
さ
れ
る
。

〈
青
山
の
運
歩
お
よ
び
自
己
の
運
歩
あ
き
ら
か
に
撿
點
す
べ
き
な
り
、
退
歩
歩
退
と
も
に
撿
點
あ
る
べ
し
〉
と
い
う
。

こ
こ
に
〈
撿
點
〉
と
い
う
用
語
が
出
て
き
た
が
、〈
撿
點
〉
は
〈
参
究
、
参
学
、
道
取
〉
な
ど
と
ど
う
異
な
る
の
だ
ろ
う

か
。〈
撿
點
〉
の
「
撿
」
は
「
調
べ
る
、
探
す
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
點
（
点
）」
は
「
検
査
す
る
、
逐
一
照
合
す
る
」

と
い
う
意
味
で
、
二
つ
以
上
の
事
柄
を
照
合
し
比
べ
て
調
べ
る
と
い
う
意
味
に
な
る
。《
現
成
公
案
》
で
〈
時
節
の
長
短
は

大
水
・
小
水
を
撿
點
し
、
天
月
の
広
狭
を
辦
取
す
べ
し
〉
と
い
わ
れ
た
。
大
水
小
水
の
二
つ
の
撿
點
で
あ
り
、〈
夜
間
を
日

裏
よ
り
お
も
ひ
や
る
と
、
夜
間
に
し
て
夜
間
な
る
と
き
と
撿
點
す
べ
し
、
す
べ
て
昼
夜
に
あ
ら
ざ
ら
ん
と
き
と
撿
點
す
べ
き

な
り
〉《
観
音
》
は
、
三
つ
の
場
合
を
撿
點
す
べ
し
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
〈
青
山
の
運
歩
〉
と
〈
自
己
の
運
歩
〉、〈
退
歩
〉
と
〈
歩
退
〉
の
撿
點
で
あ
る
。

比
べ
て
調
べ
る
と
い
っ
て
も
、
自
己
の
運
歩
こ
そ
、
知
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
が
、
こ
の
巻
で
は
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
い
わ

れ
な
い
。
山
水
の
運
歩
に
集
中
さ
れ
る
。
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こ
こ
ま
で
〈
運
歩
〉
と
い
う
用
語
で
い
わ
れ
て
き
た
が
、〈
運
歩
〉
は
、
暗
々
裏
に
一
方
向
に
進
む
と
い
う
こ
と
を
含
意

す
る
。
そ
の
一
方
向
は
安
易
に
数
直
線
的
時
間
理
解
に
取
り
込
ま
れ
る
。
そ
こ
で
、〈
運
歩
〉
だ
け
で
な
く
〈
退
歩
〉
と
い

わ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
退
歩
が
あ
れ
ば
、〈
歩
退
〉
つ
ま
り
歩
き
退
く
と
い
う
あ
り
方
も
あ
ろ
う
。
道
元
の
時
理
解
は
非
常
に

ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。
け
っ
し
て
直
線
的
な
過
去
現
在
未
来
で
は
な
い
。
そ
れ
は
時
に
お
け
る
〈
経
歴
〉
と
い
う
働
き
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

〈
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
〉《
有
時
》

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
含
意
し
て
の
〈
運
歩
〉、〈
退
歩
歩
退
〉
で
あ
ろ
う
。

＊

三
、　　

　
　
　
　
　
　

未
朕
兆
の
正
当
時
、
お
よ
び
空
王
那
畔
よ
り
、
進
歩
退
歩
に
運
歩
し
ば
ら
く
も
や
ま
ざ
る
こ
と
撿
點
す
べ
し
。

　

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
、
進
歩
の
と
き
、
退
歩
に
乖け

向こ
う

せ
ず
、
退
歩
の
と
き
、
進
歩
を
乖
向
せ
ず
。
こ
の

功
徳
を
山
流
と
し
、
流
山
と
す
。

　

青
山
も
運
歩
を
参
究
し
、
東
山
も
水
上
行
を
参
学
す
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
参
学
は
山
の
参
学
な
り
。
山
の
身
心
を
あ

ら
た
め
ず
、
や
ま
の
面
目
な
が
ら
、
廻
途
参
学
し
き
た
れ
り
。

　

青
山
は
運
歩
不
得
な
り
、
東
山
水
上
行
不
得
な
る
、
と
、
山
を
誹
謗
す
る
こ
と
な
か
れ
。
低
下
の
見
処
の
い
や
し
き
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ゆ
え
に
、
青
山
運
歩
の
句
を
あ
や
し
む
な
り
。
小
聞
の
つ
た
な
き
に
よ
り
て
、
流
山
の
語
を
お
ど
ろ
く
な
り
。
い
ま
流

水
の
言
も
、
七
通
八
達
せ
ず
と
い
へ
ど
も
、
小
見
小
聞
に
沈
溺
せ
る
の
み
な
り
。

［
注
釈
］

○
未
朕
兆　

朕
兆
未
萌
（
一
章
一
節
二
）
と
同
じ
。

○
空
王
那
畔　

空
王
に
つ
い
て
『
仏
教
語
大
辞
典
』（
中
村
元
）
は
「
空
劫
の
最
初
の
仏
を
空
王
仏
と
い
う
」
と
い
う
が
、
そ
の
出
典
は
こ

の
《
山
水
経
》
で
あ
る
。『
文
庫
』
脚
注
も
「
過
去
空
劫
に
出
現
し
た
空
王
仏
の
時
代
」
と
い
う
が
、「
空
劫
」
と
は
世
界
成
立
以
前
で

あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
仏
は
い
な
い
。「
空
王
仏
」
は
多
く
の
経
典
、
た
と
え
ば
『
法
華
経
』（T

9,30a

）『
観
仏
三
昧
海
経
』（T

15,688c

）

な
ど
に
出
る
が
、
こ
れ
ら
は
釈
迦
が
昔
発
心
し
て
従
っ
た
仏
の
名
で
あ
る
。
こ
の
「
空
王
那
畔
」
と
い
う
言
葉
は
道
元
以
前
に
は
な
い
。

道
元
も
他
に
一
度
だ
け
〈
古
仏
心
と
い
ふ
は
空
王
那
畔
に
あ
ら
ず
、
粥
足
飯
足
な
り
〉《
発
無
上
心
》
と
使
う
。
似
た
表
現
で
あ
る
「
空

王
以
前
」
は
〈
所
以
空
王
以
前
老
拳
頭
也
〉《
阿
羅
漢
》、〈
空
王
以
前
よ
り
見
釈
迦
牟
尼
仏
な
り
〉《
見
仏
》、〈
空
王
の
さ
き
に
成
道
せ

り
、
空
王
の
の
ち
に
成
道
せ
り
、
正
当
空
王
仏
に
同
参
成
道
せ
り
〉《
他
心
通
》
と
使
う
の
で
、
道
元
独
自
の
用
語
で
あ
ろ
う
。

「
那
畔
」
は
、「
那
」
は
こ
こ
で
は
「
あ
の
、
あ
れ
」
と
い
う
意
味
で
、「
畔
」
は
「
あ
ぜ
」
で
あ
る
が
、「
か
た
わ
ら
、
ほ
と
り
」
と

い
う
意
味
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
あ
の
あ
た
り
、
そ
の
あ
た
り
」
と
い
う
意
味
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
、
禅
語
録
で
は
「
威
音
那

畔
」
と
使
わ
れ
て
い
る
。「
威
音
那
畔
誰
辨
端
倪
」（『
圜
悟
禅
師
語
録
』T

47,725b

）
や
「
為
威
音
那
畔
空
劫
已
前
事
」（『
大
慧
語
録
』

T
47,893b

）、「
又
喚
作
父
母
未
生
時
事
。
又
喚
作
空
劫
已
前
事
。
又
喚
作
威
音
那
畔
消
息
」（『
大
慧
語
録
』T

47,892a

）
な
ど
と
あ
る
。

「
威
音
」
は
『
法
華
経
』
の
常
不
軽
菩
薩
品
に
出
る
「
威
音
王
仏
」
で
、
同
名
の
仏
が
二
万
億
人
い
た
と
さ
れ
る
。
こ
と
に
『
大
慧
語

録
』
は
、
父
母
未
生
時
、
空
劫
已
前
、
威
音
那
畔
が
同
意
語
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
《
佗
心
通
》
の
用
法
を
み
て
も
、
道

元
は
〈
空
王
那
畔
〉
を
「
空
劫
已
前
」
と
は
若
干
違
う
意
味
で
使
っ
て
い
よ
う
。「
空
劫
已
前
」
は
《
山
水
経
》
に
も
使
わ
れ
て
い
た
の



301

正法眼蔵　第二十九　山水経　私釈　［上］

で
、
両
方
を
使
い
分
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

○
乖
向　
「
乖
」
は
そ
む
く
、
も
と
る
の
意
。「
向
」
は
動
詞
で
は
む
か
う
、
名
詞
で
は
方
向
の
意
で
「
背
き
向
か
う
」。
罣
礙
と
似
た
意

味
。

○
山
流　

流
山　
「
山
流
」
は
「
山
」
が
主
語
で
あ
り
、
な
に
か
存
在
す
る
も
の
を
表
し
、
そ
の
存
在
す
る
も
の
が
流
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。「
流
山
」
は
流
れ
る
山
で
、
山
は
固
定
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
動
き
変
化
す
る
意
味
に
な
る
。

○
東
山
水
上
行　

出
典
「
問
如
何
是
諸
仏
出
身
処
。
師
云
。
東
山
水
上
行
（
問
う
、
如
何
な
ら
ん
か
、
是
れ
諸
仏
出
身
の
処
。
師
云
く
、
東

山
水
上
行
。）」（『
雲
門
匡
真
禅
師
広
録
』
守
堅
集T

47,545c

）

○
廻
途　

廻
は
め
ぐ
ら
す
、
む
き
を
変
え
る
、
も
と
に
戻
す
。「
途
」
は
道
。「
廻
途
」
で
途
を
廻
ら
す
の
意
か
。『
正
法
眼
蔵
』
で
こ
こ
だ

け
の
用
語
。

○
七
通
八
達　

十
分
に
通
じ
て
い
る
。
次
の
用
例
か
ら
い
っ
て
も
「
七
通
八
達
と
全
体
に
通
達
し
な
い
」［
水
野
訳
］
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

＊
道
元
用
例

〈
雲
居
山
弘
覚
大
師
、
こ
の
道
を
七
通
八
達
す
る
に
い
は
く
〉《
行
持
》

〈
こ
れ
を
仏
道
の
性
相
と
す
べ
し
、
こ
の
玄
沙
の
明
鏡
来
の
道
話
の
七
通
八
達
な
る
と
し
る
べ
し
〉《
古
鏡
》

【
現
代
語
訳
】

い
ま
だ
何
物
も
萌
さ
な
い
、
ま
さ
に
そ
の
時
、
な
ら
び
に
空
王
の
辺
り
か
ら
、
進
歩
退
歩
に
お
い
て
運
歩
が
一
時
も
止
ま

な
い
こ
と
を
、
点
検
す
る
が
よ
い
。
運
歩
が
も
し
休
む
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
仏
祖
は
出
現
し
な
い
の
で
あ
る
。
運
歩
に
も

し
究
極
が
あ
る
な
ら
ば
、
仏
法
が
今
日
に
至
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

進
歩
は
い
ま
だ
止
ま
ら
ず
、
退
歩
も
い
ま
だ
止
ま
ら
な
い
。
進
歩
の
と
き
、
退
歩
に
相
反
し
な
い
。
退
歩
の
と
き
進
歩
に
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相
反
し
な
い
。
こ
の
功は

た
ら
き徳

を
山
が
流
れ
る
と
し
、
流
れ
る
山
と
す
る
。
青
山
も
運
歩
を
修
行
し
究
め
、
東
山
も
水
上
行
を
修

行
し
学
ぶ
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
参し

ゅ
ぎ
ょ
う学

は
山
の
参
学
で
あ
る
。
山
の
身
心
を
あ
ら
た
め
ず
、
山
の
面
目
そ
の
ま
ま
で
、
道
を

廻
っ
て
参し

ゅ
ぎ
ょ
う学

し
て
き
た
の
で
あ
る
。

青
山
は
運
歩
で
き
な
い
、
東
山
は
水
上
を
行
け
な
い
と
い
っ
て
、
山
（
青
山
、
東
山
）
を
誹
謗
し
て
は
な
ら
な
い
。（
自
分

の
）
低
級
な
見
方
が
卑
し
い
た
め
に
、「
青
山
運
歩
」
の
句
を
疑
う
の
で
あ
る
。
聞
き
知
る
こ
と
が
少
な
く
て
劣
っ
て
い
る

た
め
に
、「
流
山
」
の
語
に
お
ど
ろ
く
の
で
あ
る
。
い
ま
「
流
水
」
と
い
う
（
普
通
に
い
わ
れ
る
）
言
葉
も
、
十
分
良
く
通
達

し
て
い
な
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
狭
い
わ
ず
か
な
見
聞
に
沈
み
溺
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

【
諸
釈
の
検
討
】

田
中
『
道
元
』

山
流
は
山
流
る
で
あ
る
が
、
山
流
る
で
は
、
今
ま
で
静
止
し
て
い
た
山
が
流
れ
始
め
た
と
い
う
思
い
も
附
著
す
る
。

こ
の
思
い
を
払
う
た
め
に
、
流
山
す
な
わ
ち
流
る
る
山
と
打
ち
返
す
の
で
あ
る
。
退
歩
歩
退
は
言
葉
を
奇
に
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
矢
張
り
こ
の
心
持
が
あ
る
。
…
…
尤
も
退
歩
歩
退
の
場
合
は
、
直
ぐ
そ
の
次
に
出
て
い
る
『
進
歩
退
歩
』

と
意
味
内
容
の
差
異
は
殆
ど
な
い
。（
五
一
、五
二
）

空
王
那
畔
は
さ
き
に
述
べ
た
四
劫
中
、
空
劫
の
時
現
れ
る
仏
を
空
王
と
い
い
、
那
は
彼
の
意
、
畔
は
辺
の
意
、

従
っ
て
空
劫
以
前
と
同
義
で
あ
る
。…
…
つ
ま
り
、
青
山
の
運
歩
の
無
辺
際
に
し
て
全
法
界
に
渉
る
所
以
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
無
窮
に
し
て
未
朕
兆
よ
り
未
だ
か
つ
て
間
断
な
き
所
以
を
辨
取
せ
よ
と
い
う
心
で
あ
る
。（
同
）

山
水
経
の
文
章
は
、
悉
く
覚
知
を
山
水
に
没
し
た
姿
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
参
学
の
困
難
な
所
以
が
あ
る
。
山
水
経
の

巻
で
、
自
我
の
覚
知
は
全
く
蹤
跡
を
残
さ
な
い
。
赤
肉
団
辺
振
古
風
は
、
山
の
進
歩
退
歩
の
中
に
埋
没
さ
れ
て
い
る
。
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（
五
三
、五
四
）

運
歩
は
時
の
経
歴
で
あ
り
、
経
歴
は
時
の
功
徳
で
あ
る
。
も
し
経
歴
す
る
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
諸
々
の
山
川
草
木

は
、
固
定
し
た
有あ

る
と
き時

に
殺
到
し
て
相
互
に
罣
礙
障
害
し
、
古
今
の
時
も
重
な
り
合
っ
て
動
き
が
と
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

正
法
眼
蔵
有
時
に
こ
れ
を
説
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
…
…
経
歴
は
そ
れ
時
の
功
徳
な
る
が
ゆ
え
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
時
な
り
、
石

頭
も
時
な
り
。
自
他
す
で
に
時
に
な
る
が
ゆ
え
に
、
修
証
は
諸
時
な
り
。
…
…
。
青
原
に
運
歩
の
尽
力
が
あ
り
、
時
に

経
歴
の
功
徳
あ
る
が
故
に
、
青
原
、
黄
檗
、
江
西
、
石
頭
の
如
き
仏
々
祖
々
も
出
現
し
た
の
で
あ
る
。（
五
七
）

同
じ
巻
に
は
ま
た
、
こ
の
尽
界
の
頭
々
物
々
を
、
時
々
な
り
と
覷
見
す
べ
し
、
物
々
の
相
礙
せ
ざ
る
は
、
時
々
の
相

礙
せ
ざ
る
が
ご
と
し
。
こ
の
ゆ
え
に
、
…
…
成
道
も
か
く
の
ご
と
し
、
と
い
う
。（
五
七
）

青
原
も
黄
檗
も
飛
去
し
た
有あ

る
と
き時

で
な
く
、
有う

じ時
の
而
今
で
あ
る
。
そ
の
有う

じ時
の
而
今
に
経
歴
の
功
徳
が
あ
る
。
も

し
、
青
原
を
飛
去
す
る
時
に
一
任
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
而
今
に
不
到
で
あ
り
、
彼
は
今
日
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
ま
た
も

し
彼
に
経
歴
の
功
徳
が
な
い
な
ら
ば
、
彼
は
永
遠
に
不
死
不
動
不
壊
の
凝
然
た
る
固
ま
り
で
あ
っ
て
、
誰
で
も
何
時
で

も
彼
に
逢
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。（
五
八
）

乖
向
せ
ず
と
は
、
従
来
用
い
た
罣
礙
せ
ず
、
相
礙
せ
ず
と
同
様
の
義
、
邪
魔
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
進
歩
の
時
は
進

歩
の
究
尽
、
退
歩
の
時
は
退
歩
の
究
尽
、
両
者
対
峙
せ
ざ
る
が
故
に
、
乖
向
せ
ず
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
風
光
を
表
す

た
め
に
、
古
仏
は
快
便
難
逢
と
か
大
隔
と
か
云
う
た
。（
六
一
）

従
来
山
水
へ
の
参
学
は
わ
れ
ら
の
参
学
だ
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
。
仮
令
尽
法
界
の
山
な
る
時
節
と
決
定
し
て
も
、

な
お
そ
の
参
学
に
は
自
己
の
覚
知
を
附
著
し
た
の
で
あ
る
。
果
然
、
青
山
が
青
山
の
運
歩
を
参
究
し
、
東
山
も
東
山
の

水
上
行
を
参
学
す
る
と
聞
い
て
、
再
度
驚
倒
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（
六
六
）
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い
ま
得
る
に
あ
ら
ず
し
て
、
本
来
の
面
目
に
帰
る
の
で
あ
る
。
い
ま
帰
る
に
あ
ら
ず
し
て
、
山
の
住
位
は
元
来
、
初

め
よ
り
そ
の
帰
っ
た
姿
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
心
を
、
山
の
身
心
を
あ
ら
た
め
ず
、
山
の
面
目
な
が
ら
、
廻
途

参
学
し
き
た
れ
り
。
と
い
う
言
葉
に
託
し
て
あ
る
。
廻
途
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
解
釈
が
あ
る
け
れ

ど
も
、
い
ま
は
く
だ
く
だ
し
く
言
わ
ず
、
途
を
め
ぐ
ら
し
き
た
る
と
い
う
意
味
に
解
す
る
。
途
を
廻
っ
て
朕
兆
已
前
の

而
今
に
帰
る
を
、
廻
途
参
学
し
き
た
れ
り
、
と
い
う
。（
六
八
）

（
検
討
）

〈
空
王
那
畔
〉
に
つ
い
て
、
こ
の
田
中
『
道
元
』
の
解
釈
を
『
仏
教
語
大
辞
典
』
が
採
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ほ
ぼ
全

て
の
解
釈
が
こ
れ
に
倣
っ
て
い
る
。

「
山
流
流
山
」
の
説
明
は
、
だ
い
た
い
当
た
っ
て
い
よ
う
。
た
だ
〈
退
歩
歩
退
〉
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
〈
進
歩
退
歩
〉

と
差
異
は
な
い
と
は
思
わ
れ
な
い
。
進
歩
の
究
尽
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
い
う
の
か
、
不
明
で
あ
る
。

〈
運
歩
〉
を
「
時
の
経
歴
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
通
り
の
よ
う
に
も
思
う
が
、
道
元
は
〈
経
歴
は
そ
れ
時
の
功
徳
〉《
有

時
》
と
い
い
、「
経
歴
」
の
中
に
時
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ど
う
も
田
中
の
理
解
は
、「
時
」
が
停
ま
る
こ
と
な
く
動

い
て
い
る
こ
と
が
、「
時
の
経
歴
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
理
解
か
ら
経
歴
が
な
け
れ
ば
「
固
定
し
た
有あ

る
と
き時

に
殺
到
す
」
る

と
い
う
言
い
方
を
し
、「
古
今
の
時
も
重
な
り
合
」
う
と
い
う
。
道
元
が
〈
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
〉《
有
時
》
と
い
う
の
は
、
時
の
経
歴
を
い
う
た
め
で
は
な
く
、〈
青
原
も
時
な
り
、
黄
檗
も
時
な

り
、
…
…
〉《
有
時
》
と
い
う
た
め
で
あ
る
。
も
っ
と
も
《
有
時
》
と
の
共
鳴
に
着
目
し
た
点
は
評
価
で
き
る
。

た
だ
「
青
原
に
運
歩
の
尽
力
が
あ
り
、
時
に
経
歴
の
功
徳
あ
る
が
故
に
、
青
原
、
黄
檗
、
江
西
、
石
頭
の
如
き
仏
々
祖
々

も
出
現
し
た
」
と
い
う
の
で
は
、〈
運
歩
〉
が
人
間
の
努
力
す
る
こ
と
に
な
り
、〈
経
歴
〉
が
「
青
原
、
黄
檗
、
江
西
、
石

頭
」
な
ど
と
並
ん
で
出
る
こ
と
の
意
味
に
採
ら
れ
か
ね
な
い
。
そ
う
い
う
誤
解
を
防
ぐ
意
味
で
も
、
道
元
は
時
代
順
に
な
ら
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べ
な
い
で
、
こ
の
よ
う
な
順
番
に
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
時
代
順
な
ら
青
原
、
石
頭
、
江
西
（
馬
祖
）、
黄
檗
と
な
る
。

ま
た
田
中
が
「
山
水
経
の
文
章
は
、
悉
く
覚
知
を
山
水
に
没
し
た
姿
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
参
学
の
困
難
な
所
以
が
あ
る
」

と
い
う
の
は
、
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
こ
の
巻
で
は
一
章
と
二
章
二
節
そ
の
二
で
自
己
と
山
水
が
い
わ
れ
る
他
は
、
自
己
の

側
の
言
及
が
ほ
ぼ
、
な
い
。
そ
の
点
で
（
六
六
）
の
自
己
の
覚
知
が
付
か
な
い
「
青
山
が
青
山
の
運
歩
を
参
究
」
す
る
と
い

わ
れ
る
の
は
、
同
感
す
る
。

ま
た
「
乖
向
せ
ず
」
と
「
快
便
難
逢
と
か
大
隔
」
は
お
な
じ
よ
う
な
意
味
に
な
る
と
い
う
の
は
、
甚
だ
疑
わ
し
い
。

〈
山
の
身
心
を
あ
ら
た
め
ず
…
…
廻
途
参
学
〉
の
解
釈
で
四
度
も
「
帰
る
」
と
い
わ
れ
る
が
、〈
廻
途
〉
に
は
帰
る
と
い
う

意
味
は
な
く
〈
運
歩
〉
に
も
〈
退
歩
〉
に
も
帰
る
と
い
う
意
味
は
な
い
。「
帰
る
」
と
い
う
と
「
還
源
返
本
」
を
連
想
し
て

し
ま
う
。
た
だ
「
廻
途
」
と
い
う
言
葉
の
解
釈
は
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。

古
田
『
私
釈
』

天
地
の
未
だ
わ
か
れ
な
い
以
前
の
そ
の
時
、
あ
る
い
は
空
劫
威
音
王
那
畔
、
久
遠
の
昔
の
仏
で
あ
る
威
音
王
の
か
の

時
よ
り
こ
の
か
た
…
…
（
二
三
）

青
山
常
運
歩
、
こ
の
運
歩
す
る
と
こ
ろ
に
仏
祖
の
出
現
が
あ
り
、
仏
法
の
今
日
に
伝
わ
る
所
以
が
あ
る
の
で
あ
り
、

蔵
海
の
『
私
記
』
に
は
「
仏
祖
の
出
現
こ
れ
運
歩
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
二
三
）

『
辨
註
』
に
退
歩
歩
退
は
退
歩
進
歩
の
写
誤
で
は
な
い
か
と
い
っ
て
い
る
一
説
に
は
耳
を
傾
け
て
も
い
い
も
の
が
あ

る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。（
二
四
）

ま
た
東
山
水
上
行
と
い
う
こ
と
か
ら
い
い
得
ら
れ
る
流
水
の
語
も
、
小
見
小
聞
に
…
…
（
二
六
）

た
だ
厄
介
な
の
は
「
七
通
八
達
せ
ず
と
い
へ
ど
も
」
と
あ
る
一
句
で
、
こ
の
一
句
の
註
解
は
先
覚
者
も
明
確
に
し
て
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い
な
い
の
で
あ
り
、『
御
抄
』
も
「
つ
や
つ
や
流
水
の
道
理
い
か
な
る
と
も
七
通
八
達
せ
ざ
る
な
り
」
と
七
通
八
逹
し

な
い
こ
と
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
よ
う
に
窺
わ
れ
る
。
…
…
「
七
通
八
達
自
在
を
得
て
」（
聞
解
）
と
か
「
七
通
八
達
せ

る
ゆ
え
に
」（
私
記
）
と
か
解
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
否
定
が
肯
定
に
お
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
…
…
「
そ
の
運

歩
は
流
水
の
よ
う
に
七
通
八
達
す
る
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
が
」
と
附
言
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
の
で

あ
る
。（
二
六
）

（
検
討
）

空
劫
は
、
世
界
成
立
以
前
で
何
も
な
い
の
だ
か
ら
、
威
音
王
は
い
な
い
。
ま
た
こ
こ
は
威
音
王
で
は
な
く
、
空
王
と
い

わ
れ
て
い
る
。「
七
通
八
達
」
は
『
聞
解
』
に
「
其
［
の
］
流
る
る
と
計ば

か

り
一
方
の
小
見
小
聞
に
沈
溺
せ
る
の
み
で
、
七
通

八
達
自
由
自
在
を
得
て
水
の
流
面
不
流
面
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
ぬ
」（
二
二
九
）
な
ど
が
、
否
定
を
肯
定
に
し
て
い
る
の
は
そ

の
通
り
で
あ
る
に
し
て
も
、「
流
水
の
言
も
」
と
主
語
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
、「
運
歩
」
を
主
語
と
は
で
き
な
い
の
で

「
運
歩
が
流
水
の
よ
う
に
」
と
は
解
釈
で
き
な
い
。
ま
た
「
歩
退
」
は
「
進
歩
」
の
写
誤
だ
な
ど
お
よ
そ
あ
り
え
な
い
『
辨

註
』
の
妄
想
に
ど
う
し
て
耳
を
傾
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。《
山
水
経
》
は
道
元
の
直
筆
本
で
あ
り
、
古
田
は
そ
の
鑑
定
人

で
あ
る
。
真
蹟
に
は
「
退
歩
退
」
と
あ
っ
て
、
挿
入
と
し
て
下
の
退
の
右
上
に
歩
と
あ
る
の
だ
。『
辨
註
』
の
み
な
ら
ず
田

中
『
道
元
』
に
影
響
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

安
谷
『
参
究
』

未
朕
兆
の
正
当
時
と
い
う
の
も
、
空
王
那
畔
と
い
う
の
も
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、（
六
九
）

山
み
ず
か
ら
が
山
を
参
学
す
る
の
で
あ
っ
て
、
他
人
の
頭
の
ハ
エ
を
お
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
自
己
が
自
己
を
究

明
す
る
の
だ
。（
七
二
）
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廻
途
参
学
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、
ど
の
本
を
見
て
も
、
あ
ま
り
明
確
な
解
説
が
な
い
よ
う
だ
が
、
前
後
の
言
葉

か
ら
見
て
廻
向
返
照
の
退
歩
を
参
学
し
き
た
れ
り
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
と
思
う
。（
七
二
、七
三
）

山
と
は
自
己
で
あ
る
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
…
…
だ
か
ら
山
の
身
心
を
あ
ら
た
め
る
必
要
は
な

い
。
吾
人
の
生
理
作
用
や
心
理
作
用
を
と
り
か
え
る
必
要
は
毛
頭
な
い
。
衆
生
本
来
成
仏
だ
。
…
…
た
だ
廻
途
参
学
す

る
こ
と
が
大
切
だ
。
廻
光
返
照
す
る
こ
と
が
大
切
だ
。
貪
瞋
痴
そ
れ
な
に
も
の
ぞ
と
、
本
当
に
廻
光
返
照
し
て
、
衆
生

の
三
毒
が
、
た
ち
ま
ち
仏
の
三
徳
に
転
ず
る
と
こ
ろ
の
関
棙
子
を
つ
か
ま
え
る
こ
と
が
大
切
だ
。
…
…
山
を
誹
謗
す
る

こ
と
な
か
れ
。
私
に
は
と
て
も
仏
道
修
行
は
で
き
な
い
の
、
私
に
は
と
て
も
見
性
悟
道
で
き
な
い
の
と
、
自
己
を
誹
謗

す
る
こ
と
な
か
れ
だ
。（
七
三
）

（
検
討
）

「
山
と
は
自
己
で
あ
る
」、
と
単
純
に
言
い
切
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
道
元
は
か
な
ら
ず
山
と
自
己
を
分
け
て
述
べ
る
。

「
廻
向
返
照
の
退
歩
」
の
退
歩
は
、
自
己
の
内
側
に
向
か
う
こ
と
だ
と
思
う
が
、
山
の
退
歩
は
や
は
り
進
歩
に
対
す
る
逆
の

動
き
で
、
ど
ち
ら
も
運
歩
の
方
向
を
い
う
だ
け
で
あ
り
、
こ
こ
に
坐
禅
の
廻
向
返
照
を
読
み
込
む
こ
と
は
無
理
だ
ろ
う
。

〈
山
を
誹
謗
す
る
〉
を
た
だ
ち
に
「
自
己
を
誹
謗
す
る
」
と
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。

森
本
『
花
開
』

「
空
王
那
畔
」
は
「
空
劫
已
前
の
消
息
」
に
関
連
し
て
理
解
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。「
空
王
」
と
は
過
去
空
劫
に
最
初

に
出
現
し
た
仏
で
あ
り
、「
那
畔
」
は
「
か
な
た
の
ほ
と
り
」
を
意
味
す
る
の
だ
。（
三
二
）

こ
の
「
運
歩
」
は
、
絶
対
的
な
「
運
歩
」
で
あ
る
か
ら
、「
進
歩
」
と
「
退
歩
」
と
は
相
対
的
な
も
の
で
は
な
く

て
、「
進
歩
」
が
「
退
歩
」
に
そ
む
く
こ
と
は
な
い
し
、「
退
歩
」
が
「
進
歩
」
に
そ
む
く
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
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…
…
た
ん
に
「
山
が
流
れ
る
」
と
し
た
の
で
は
、「
山
」
を
能
動
的
な
主
体
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い

た
め
、
さ
ら
に
、「
流
れ
る
山
」
と
い
う
側
面
も
付
け
加
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。（
三
四
）

（
検
討
）

〈
空
王
那
畔
〉
は
田
中
『
道
元
』
と
同
様
の
解
釈
で
あ
り
、
踏
襲
と
お
も
わ
れ
る
が
そ
の
批
判
に
準
ず
る
。

絶
対
的
な
「
運
歩
」、
相
対
的
で
は
な
い
「
進
歩
」「
退
歩
」
と
は
、
い
か
な
る
こ
と
か
。
ま
た
「
山
が
流
れ
る
」
は
山
を

能
動
的
主
体
と
す
る
こ
と
な
の
か
。

内
山
『
味
わ
う
』

生
命
実
物
は
、
何
を
持
っ
て
量
る
か
。
量
る
べ
き
仕
切
り
、
限
り
、
と
い
う
も
の
は
な
い
。（
四
二
）

空
王
那
畔
と
は
過
去
の
空
劫
に
世
に
出
た
空
王
仏
と
い
う
仏
が
い
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
そ
の
空
王
仏
以
前
と
い
う

こ
と
で
、
結
局
、
未
朕
兆
と
同
じ
意
味
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
生
命
以
前
の
こ
と
。（
四
三
）

た
と
え
ば
進
歩
と
は
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
、
生
で
す
が
、
退
歩
と
は
死
を
い
う
。
さ
ら
に
「
歩
退
」
と
は
い
つ
も
言

う
「
生
ま
れ
る
以
前
に
堕
ろ
さ
れ
た
」
と
い
う
こ
と
で
す
。（
同
）

だ
い
た
い
わ
れ
わ
れ
は
生
と
死
と
い
う
両
足
で
歩
い
て
い
る
。
刻
々
に
生
で
歩
み
、
刻
々
に
死
で
歩
む
。
時
々
刻
々

生
死
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
生
き
て
い
る
。
…
…
ほ
ん
と
う
に
生
き
生
き
し
た
自
己
は
、
ま
さ
に
常
運
歩
し
て
い
る
自
己

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
そ
の
歩
み
が
止
ま
っ
て
し
ま
え
ば
、
お
釈
迦
様
も
こ
の
世
に
現
れ
な
か
っ
た
に
違
い
な

い
。
ま
た
歩
み
に
窮
ま
り
が
あ
れ
ば
、
仏
法
も
今
日
ま
で
伝
わ
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
。（
四
四
）

山
が
流
れ
る
、
流
れ
る
山
、
い
ず
れ
も
山
の
運
歩
を
い
う
。（
四
五
）
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（
検
討
）

〈
空
王
那
畔
〉
は
、
従
来
の
説
の
踏
襲
だ
が
、〈
那
畔
〉
も
「
以
前
」
と
同
じ
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
さ
ら
に
間
違
い
の
上
塗

り
で
あ
る
。

山
の
運
歩
の
話
が
、
人
の
歩
む
話
に
な
り
、「
生
と
死
と
い
う
両
足
で
歩
く
」
と
い
う
が
、
進
歩
が
生
で
退
歩
が
死
で
あ

れ
ば
、
時
々
刻
々
右
足
が
前
に
進
歩
し
、
左
足
が
後
ろ
に
退
歩
し
て
、
そ
も
そ
も
歩
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
し
て
、
こ
こ

は
人
の
生
死
の
話
で
は
な
く
、
山
の
運
歩
の
話
で
あ
る
。「
常
運
歩
し
て
い
る
自
己
」
な
ら
ば
、
な
ぜ
お
釈
迦
さ
ま
が
こ
の

世
に
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
理
解
で
き
な
い
。〈
山
流
・
流
山
〉
も
適
切
な
解
釈
と
は
思
え
な
い
。

【
私
釈
】

〈
未
朕
兆
の
正
当
時
、
お
よ
び
空
王
那
畔
よ
り
〉
と
い
わ
れ
て
い
る
。〈
未
朕
兆
〉
と
〈
空
王
那
畔
〉
を
す
べ
て
の
解
釈
が

同
じ
こ
と
だ
と
す
る
が
、［
注
釈
］
の
よ
う
に
同
じ
意
味
で
は
な
く
、
道
元
は
使
い
わ
け
て
い
る
。
最
初
の
〈
未
朕
兆
〉
は
、

諸
釈
の
通
り
、「
朕
兆
未
萌
」
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
〈
正
当
時
〉
と
い
わ
れ
、〈
正
当
時
〉
は
大
事
な
詞
で
あ
る
。

〈
正
当
時
〉
と
い
う
用
語
は
七
十
五
巻
本
に
は
こ
れ
以
外
に
は
次
の
よ
う
に
二
回
使
わ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

〈
示
真
実
相
は
蓋
時
に
し
て
初
中
後
際
断
な
り
、
そ
の
開
方
便
門
の
正
当
開
の
道
理
は
、
尽
十
方
界
に
開
方
便
門
す
る
な

り
、
こ
の
正
当
時
、
ま
さ
し
く
尽
十
方
界
を
覷
見
す
れ
は
、
未
曾
見
の
様
子
あ
り
〉《
諸
法
実
相
》、〈
恁
麼
の
正
当
時
節
〉

《
恁
麼
》

そ
れ
に
対
し
て
〈
正
当
恁
麼
時
〉
は
五
十
二
回
使
わ
れ
て
、〈
こ
れ
衆
生
成
仏
の
正
当
恁
麼
時
な
り
〉《
三
昧
王
三
昧
》
に

代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、「
恁
麼
」
が
坐
禅
に
よ
る
身
心
脱
落
「
さ
と
り
」
を
意
味
す
る
の
で
、
多
く
は
人
が
主
格
で
あ
る
。
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例
に
あ
げ
た
《
諸
法
実
相
》
で
は
、
真
実
相
が
開
か
れ
る
時
で
あ
り
、
主
格
は
人
で
は
な
い
。《
恁
麼
》
で
も
、
こ
こ
で
は

正
当
時
（
節
）
の
形
容
が
「
恁
麼
」
で
あ
る
か
ら
、「
正
当
恁
麼
時
」
と
同
じ
で
あ
る
。
運
歩
に
「
恁
麼
（
さ
と
り
）」
と
は
い

い
に
く
い
か
ら
〈
正
当
時
〉
と
い
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
内
実
は
「
正
当
恁
麼
時
」
で
あ
ろ
う
。
た
ん
な
る
「
朕
兆
未
萌
」

と
は
違
う
、
人
の
打
坐
と
い
う
実
存
の
か
か
わ
る
事
態
が
〈
未
朕
兆
の
正
当
時
〉
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
実
存
と
〈
お
よ

び
〉
は
並
列
し
て
〈
空
王
那
畔
よ
り
〉
と
続
く
。「
空
王
仏
」
つ
ま
り
古
い
昔
の
仏
の
あ
た
り
か
ら
、
と
な
り
、
山
の
運
歩

に
時
間
的
な
契
機
が
は
い
り
、〈
進
歩
退
歩
に
運
歩
し
ば
ら
く
も
や
ま
ざ
る
こ
と
撿
點
す
べ
し
〉
と
い
わ
れ
る
。

〈
進
歩
退
歩
〉
と
い
わ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
運
歩
と
い
う
と
き
、
人
は
た
い
て
い
直
線
的
に
動
く
こ
と
を
考
え
る
。

特
に
時
間
は
未
来
か
ら
過
去
に
一
直
線
に
動
く
、
流
れ
る
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。

『
正
法
眼
蔵
』
に
は
「
進
歩
」
と
い
う
詞
は
十
九
回
使
わ
れ
る
が
、
そ
の
内
、
十
五
回
《
仏
性
》、《
行
仏
威
儀
》、《
身
心

学
道
》、《
一
顆
明
珠
》、《
坐
禅
箴
》、《
授
記
》、《
諸
法
実
相
》、《
面
授
》、《
眼
睛
》、《
祖
師
西
来
意
》
は
「
退
歩
」
と
合
わ

せ
て
使
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
〈
無
量
阿
僧
祇
劫
ま
で
も
、
捨
身
受
身
し
も
て
ゆ
く
、
か
な
ら
ず
学
道
の
時
節
な
る
進
歩
退

歩
学
道
な
り
〉《
身
心
学
道
》。
ま
た
「
退
歩
」
は
都
合
十
六
回
使
わ
れ
る
が
、
進
歩
と
合
わ
せ
て
使
わ
れ
な
い
の
は
、
こ
の

巻
で
後
に
出
る
〈
退
歩
歩
退
と
も
に
〉
だ
け
で
あ
る
。
い
か
に
道
元
が
直
線
的
に
一
方
向
へ
進
む
時
間
、
と
い
う
観
念
を
批

判
し
て
み
て
い
た
か
が
分
か
る
。
運
歩
に
〈
進
歩
退
歩
〉
が
い
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、〈
運
歩
〉
は
一
定
方
向

に
進
む
こ
と
を
無
意
識
に
含
意
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
ろ
う
。

〈
運
歩
〉
に
つ
い
て
は
、
田
中
の
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
を
《
有
時
》
巻
と
の
関
連
で
読
む
こ
と
は
で
き
よ
う
。
ま
し
て
、

同
じ
年
同
じ
月
に
両
巻
は
説
か
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
。
だ
が
田
中
は
「
運
歩
は
時
の
経
歴
で
あ
り
」
と
言
う
が
、
厳
密
に
い

え
ば
、
道
元
は
「
時
の
経
歴
」
と
は
い
っ
て
お
ら
ず
〈
有
時
に
経
歴
の
功
徳
あ
り
〉
と
い
う
。「
経
歴
」
の
中
に
時
の
契
機

が
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。《
有
時
》
巻
で
い
え
ば
、〈
有
時
の
経
歴
〉
が
、
た
と
え
ば
〈
山
の
運
歩
〉
と
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
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ら
れ
る
だ
ろ
う
。《
有
時
》
で
は
、〈
わ
が
尽
力
す
る
有
時
な
り
〉
と
い
わ
れ
る
。
自
己
の
実
存
、
よ
り
厳
密
に
い
え
ば
打
坐

の
実
存
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
〈
有
時
〉
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
〈
未
朕
兆
の
正
当
時
〉
で
表
さ
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
。

し
か
し
、
道
元
は
詞
を
概
念
化
し
て
了
解
し
て
し
ま
う
こ
と
を
極
度
に
警
戒
す
る
。「
有
時
」
と
い
う
詞
は
、《
有
時
》
巻

に
初
出
し
て
、
五
十
二
回
使
わ
れ
る
が
、《
有
時
》
の
他
は
、《
空
華
》、《
神
通
》、《
諸
法
実
相
》
に
各
一
回
、（
引
用
で
「
あ

る
時
」
の
意
味
で
《
仏
向
上
事
》
で
一
度
使
わ
れ
る
の
は
入
れ
な
い
）
た
っ
た
三
回
使
わ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
「
運
歩
」
は
、

こ
の
《
山
水
経
》
に
し
か
使
わ
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、《
有
時
》
と
の
関
連
を
述
べ
る
こ
と
は
慎
重
に
し
た
い
。

〈
運
歩
〉
は
、
打
坐
の
と
こ
ろ
で
、
す
で
に
不
覚
不
知
に
刻
々
に
現
成
し
て
い
る
事
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
事
態
は
人
に
お

い
て
は
打
坐
の
と
こ
ろ
で
露
わ
に
な
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
初
め
て
生
起
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
い
つ
も
す
で
に
あ

る
実
相
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
が
止
む
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
を
私
た
ち
の
意
識
が
山
と
か
自
己
と
か
、
机

と
か
実
体
の
あ
る
個
物
と
し
て
捕
捉
し
て
、
そ
れ
ら
の
個
物
が
、
移
動
す
る
と
か
、
滅
す
る
と
か
、
時
間
的
な
変
化
と
し
て

認
識
す
る
。
こ
の
よ
う
に
世
界
と
い
う
空
間
が
あ
り
、
時
間
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
個
人
や
個
物
が
、
一
時
的
に
存
在
し
、

や
が
て
無
く
な
る
と
思
う
の
が
ふ
つ
う
の
見
方
で
あ
る
。

だ
か
ら
仏
祖
に
つ
い
て
も
、
中
国
と
い
う
空
間
世
界
に
例
え
ば
青
原
と
い
う
個
人
が
、
あ
る
時
に
出
世
し
て
、
そ
れ
は
今

は
な
い
、
と
思
う
。

と
こ
ろ
が
道
元
は
〈
運
歩
も
し
休
す
る
こ
と
あ
ら
ば
、
仏
祖
不
出
現
な
り
〉
と
い
う
。
逆
に
い
え
ば
、
運
歩
が
や
む
こ
と

が
な
い
か
ら
仏
祖
が
出
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
《
有
時
》
で
は
〈
山
も
時
な
り
、
海
も
時
な
り
。
…
…
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
〉
と
対
応
す
る
。
山
が
時
で
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あ
り
、
時
の
不
壊
が
仏
祖
出
現
の
道
理
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
山
は
運
歩
し
、
そ
の
運
歩
が
止
ま
な
い
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

あ
る
い
は
直
接
に
〈
青
原
も
時
な
り
、
黄
檗
も
時
な
り
、
江
西
も
石
頭
も
時
な
り
〉
と
い
う
。

仏
祖
が
「
時
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
時
「
有
時
で
あ
り
、
仏
祖
を
離
れ
な
い
」
が
、〈
つ
ら
な
り
な
が
ら
時
々

な
り
。
有
時
な
る
に
よ
り
て
吾
有
時
な
り
〉
と
い
う
自
己
の
運
歩
の
事
態
と
切
り
結
ぶ
か
ら
で
あ
る
。「
自
己
の
運
歩
」
と

い
う
と
、
自
己
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
運
歩
す
る
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
。
そ
う
で
は
な
く
自
己
は
運
歩
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
が
止
む
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
も
し
時
が
止
め
ば
、
自
己
も
な
く
な
る
。

そ
し
て
、
運
歩
で
あ
る
自
己
は
、〈
尽
十
方
界
真
実
人
体
〉《
身
心
学
道
》
と
い
わ
れ
る
自
己
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
運

歩
は
〈
去
来
は
尽
十
方
界
を
両
翼
三
翼
と
し
て
、
飛
去
飛
来
し
、
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
尽
十
方
界
の
運
歩
で
も
あ
る
。

つ
づ
い
て
〈
運
歩
も
し
究
極
あ
ら
ば
、
仏
法
不
到
今
日
な
ら
ん
〉
と
い
わ
れ
る
。

〈
運
歩
も
し
究
極
あ
ら
ば
〉
と
は
、〈
究
極
〉
と
は
、
行
き
着
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
先
は
な
く
、
や
は
り
運
歩

は
休
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
仏
祖
は
不
出
現
で
あ
り
、
仏
祖
が
不
出
現
で
あ
れ
ば
、
仏
法
は
、
今
日
に
到
ら

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
仏
法
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
そ
れ
が
伝
わ
る
の
で
は
な
く
、
仏
祖
が
説
き
、
生
き
る
道
が
仏
法
だ

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
に
も
誰
か
「
仏
祖
」
の
話
で
は
な
く
、
運
歩
す
る
自
己
で
あ
る
か
ら
、
打
坐
し
て
仏
と
な
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
こ
で
は
道
元
は
自
己
に
は
触
れ
な
い
。

〈
進
歩
い
ま
だ
や
ま
ず
、
退
歩
い
ま
だ
や
ま
ず
〉
は
、〈
運
歩
〉
の
け
っ
し
て
と
ど
ま
る
こ
と
の
な
い
事
態
を
、
あ
ら
た
め

て
強
調
し
て
い
る
。

〈
進
歩
の
と
き
、
退
歩
に
乖
向
せ
ず
、
退
歩
の
と
き
、
進
歩
を
乖
向
せ
ず
〉
と
は
、《
有
時
》
で
は
〈
今
日
よ
り
昨
日
に
経

歴
す
、
昨
日
よ
り
今
日
に
経
歴
す
〉
と
い
わ
れ
、〈
物
々
の
相
礙
せ
ざ
る
は
、
時
々
の
相
礙
せ
ざ
る
が
ご
と
し
〉
と
い
わ
れ
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て
い
た
こ
と
に
対
応
し
よ
う
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
「
乖
向
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
、
背
き
向
か
う
、
す
な
わ
ち
反
対
方
向

に
向
か
う
の
で
は
な
い
、
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
退
歩
も
進
歩
も
先
に
み
た
よ
う
に
、
自
己
の
運
歩
で

あ
る
と
同
時
に
尽
十
方
界
の
運
歩
で
あ
り
、
進
歩
の
と
き
は
、
尽
十
方
界
が
進
歩
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
残
る
何
か
が

あ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
方
向
を
妨
げ
る
「
何
か
」
は
存
在
せ
ず
、
退
歩
に
乖
向
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

〈
こ
の
功
徳
を
山
流
と
し
、
流
山
と
す
〉
と
い
う
。
功
徳
と
い
う
と
メ
リ
ッ
ト
か
と
思
う
が
、
そ
う
で
は
な
く
働
き
と
い

う
意
味
で
あ
る
。「
流
山
」
と
「
山
流
」
の
違
い
は
、
注
釈
に
記
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
普
通
に
は
「
山
流
」
と
い
え
ば
、

「
山
が
流
れ
る
」
と
取
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
「
能
所
二
見
を
撥
う
」（
田
中
『
道
元
』）
わ
け
で
は
な
い
が
、「
山
」
と
い

う
主
語
に
な
る
「
あ
る
も
の
」
が
あ
り
、
そ
の
あ
る
も
の
で
あ
る
山
が
流
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
山
は
常
に
運

歩
し
て
い
て
「
流
れ
る
」
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
流
れ
る
山
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
に
〈
流

山
と
す
〉
と
加
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
次
章
の
水
上
行
の
流
山
も
含
意
さ
れ
て
い
よ
う
。

〈
青
山
も
運
歩
を
参
究
し
、
東
山
も
水
上
行
を
参
学
す
る
〉
と
い
う
言
表
は
、
こ
の
節
で
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
言
表
で

あ
る
。

こ
れ
を
「
山
と
は
自
己
で
あ
る
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
」（
安
谷
『
参
究
』）
と
安
易
に
自
己
と
山
を
一
つ
、

同
一
と
す
る
解
釈
は
慎
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
山
が
、
人
間
の
よ
う
に
「
運
歩
」
し
た
り
、
山
が
水
上
を
行
く
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
そ
れ
を
参
学
（
修

行
）
す
る
と
い
う
な
ど
が
あ
ろ
う
か
、
と
い
ぶ
か
る
向
き
も
あ
ろ
う
が
、
道
元
は
そ
の
よ
う
な
人
に
対
し
て
、
こ
う
い
っ
た

の
だ
ろ
う
。

〈
青
山
は
運
歩
不
得
な
り
、
東
山
水
上
行
不
得
な
る
、
と
、
山
を
誹
謗
す
る
こ
と
な
か
れ
。
低
下
の
見
処
の
い
や
し
き
ゆ

え
に
、
青
山
運
歩
の
句
を
あ
や
し
む
な
り
。
小
聞
の
つ
た
な
き
に
よ
り
て
、
流
山
の
語
を
お
ど
ろ
く
な
り
〉。「
東
山
水
上
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行
」
を
、
道
元
は
「
流
山
」
と
み
な
し
た
の
だ
ろ
う
。

道
元
は
主
に
自
己
の
あ
り
方
を
説
く
が
、
そ
れ
以
上
に
自
己
と
尽
十
方
界
と
の
か
か
わ
り
を
説
く
と
こ
ろ
に
、
ど
の
禅
師

と
も
仏
教
教
学
と
も
違
う
、
道
元
の
仏
法
の
一
大
特
徴
が
あ
る
。《
現
成
公
案
》
の
終
わ
り
は
、〈
仏
家
の
風
は
、
大
地
の
黄

金
な
る
を
現
成
せ
し
め
、
長
河
の
蘇
酪
を
参
熟
せ
り
〉
と
結
ば
れ
て
い
た
。
自
己
を
な
ら
い
、
身
心
脱
落
し
て
開
か
れ
る
世

界
は
、
世
界
の
清
浄
化
で
あ
り
荘
厳
で
あ
る
。

今
日
の
世
界
の
危
機
は
、
人
間
の
資
源
乱
獲
、
化
学
的
合
成
物
の
大
量
生
産
、
大
量
消
費
と
い
う
働
き
に
よ
り
、
大
気
、

土
壌
、
海
、
河
川
が
汚
染
さ
れ
、
そ
の
た
め
の
恐
る
べ
き
気
候
変
動
の
災
害
で
あ
る
砂
漠
化
、
洪
水
、
森
林
火
災
、
熱
波
、

が
人
類
や
動
植
物
を
襲
っ
て
い
る
。
人
間
の
あ
り
方
が
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
の
あ
り
方
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
い
ま

や
仏
教
の
教
理
で
は
な
く
、
科
学
的
に
証
明
で
き
、
肌
で
実
感
で
き
る
現
実
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
仏
道
が
諸
法
を
浄
め
、
荘
厳
す
る
た
め
に
、
自
己
の
あ
り
方
を
説
く
の
は
、
ま
こ
と
に
道
理
で
あ
る
。
し
か

し
、
道
元
は
、
自
然
そ
の
も
の
、
万
法
そ
の
も
の
の
も
っ
て
い
る
働
き
に
、
仏
道
を
読
み
込
む
。
私
た
ち
人
間
の
修
行
や
成

仏
で
は
な
く
、
山
の
修
行
（
参
究
・
参
学
）
を
説
き
、〈
山
の
仏
祖
と
な
る
〉
道
理
を
と
く
。
さ
ら
に
後
に
は
〈
水
の
水
を
み

る
参
学
あ
り
。
水
の
水
を
修
証
す
る
ゆ
へ
に
、
水
の
水
を
道
著
す
る
参
究
あ
り
〉
と
も
い
う
。

考
え
れ
ば
、
私
た
ち
、
人
が
参
学
し
、
修
証
す
る
の
は
、
何
か
特
別
な
こ
と
を
す
る
わ
け
で
も
、
何
か
を
獲
得
す
る
こ
と

で
も
な
い
。
考
え
事
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
る
頭
脳
を
解
放
し
、
生
産
と
消
費
に
明
け
暮
れ
て
働
か
せ
て
い
る
手
足
、
身

体
を
止
め
、
そ
の
ま
ま
、
あ
る
が
ま
ま
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
あ
り
の
ま
ま
の
あ
り
方
は
、
実
は
青

山
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
が
お
の
ず
か
ら
な
し
て
い
る
あ
り
方
に
他
な
ら
な
い
。

〈
青
山
も
運
歩
を
参
究
し
、
東
山
も
水
上
行
を
参
学
す
る
〉
と
道
元
は
い
う
が
、
特
別
な
参
究
、
修
行
を
要
請
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
山
も
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
も
、
お
の
ず
か
ら
自
己
を
脱
落
し
た
働
き
で
あ
り
、
如
法
な
、
私
を
入
れ
な
い
あ
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り
方
、
自
身
の
欲
望
を
持
た
な
い
あ
り
方
を
し
て
い
る
。

〈
山
の
身
心
を
あ
ら
た
め
ず
、
や
ま
の
面
目
な
が
ら
、
廻
途
参
学
し
き
た
れ
り
〉
と
い
わ
れ
る
の
は
、
山
が
、
春
に
は
淡
い
紫

黄
に
芽
吹
き
、
秋
に
は
紅
葉
の
錦
を
ま
と
い
、
冬
に
は
真
っ
白
の
銀
世
界
に
埋
も
れ
る
そ
の
こ
と
が
、
さ
な
が
ら
の
参
学
な
の

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
人
間
に
対
し
て
も
、
山
の
持
つ
働
き
、
メ
リ
ッ
ト
で
も
あ
り
、
だ
か
ら
「
功
徳
」
な
の
で
あ
る
。

こ
の
万
法
の
さ
な
が
ら
（
宛
ら
＝
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
）
の
参
学
は
、『
正
法
眼
蔵
』
で
他
に
も
〈
雪
山
の
雪
山
の
た
め
に
大

悟
す
る
あ
り
、
木
石
は
木
石
を
か
り
て
大
悟
す
〉《
大
悟
》）
と
も
い
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
の
意
味
を
、
深
く
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
私
た
ち
の
勝
手
な
見
方
に
よ
る
山
や
樹
木
の
見
方
を
離
れ
れ
ば
、

そ
れ
ら
が
い
か
に
偉
大
な
、「
参
学
」
と
か
「
成
仏
」
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
で
あ
る
か
、
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で

あ
る
。
私
は
か
つ
て
屋
久
島
の
ヤ
ク
ス
ギ
ラ
ン
ド
に
一
人
で
訪
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
と
き
、
大
杉
が
「
よ
く
か
え
っ
て
き
た

ね
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
い
や
、
私
に
は
た
し
か
に
そ
う
聞
こ
え
た
。
私
は
声
を
放
っ
て
号
泣
し
た
。
今
思
え
ば
、
大
杉
た

ち
は
ま
る
で
仏
た
ち
や
菩
薩
た
ち
で
あ
る
よ
う
だ
。
山
を
霊
山
と
感
じ
る
人
々
は
古
来
た
く
さ
ん
い
た
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な

山
に
対
す
る
畏
敬
が
、〈
青
山
も
運
歩
を
参
究
し
、
東
山
も
水
上
行
を
参
学
す
る
〉
の
行
間
か
ら
感
じ
ら
れ
る
。

〈
や
ま
の
面
目
な
が
ら
、
廻
途
参
学
し
き
た
れ
り
〉
の
「
廻
途
」
は
、
ど
う
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
、
手
が
か

り
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、「
運
歩
」
が
〈
未
朕
兆
の
正
当
時
、
お
よ
び
空
王
那
畔
以
前
よ
り
〉
で
あ
る
か
ら
「
ず
っ
と
道
を

廻
っ
て
」
と
い
う
、
参
学
の
長
さ
を
表
す
意
味
に
と
っ
た
。

先
に
〈
青
山
は
運
歩
不
得
な
り
、
東
山
水
上
行
不
得
な
る
、
と
、
山
を
誹
謗
す
る
こ
と
な
か
れ
〉
を
、
人
間
的
な
凡
見
に

対
し
て
い
わ
れ
て
い
る
、
と
取
っ
た
が
、
実
際
は
、
僧
侶
に
向
か
っ
て
道
元
は
説
い
て
い
る
の
で
、
仏
祖
の
道
得
に
対
し

て
、
こ
の
よ
う
な
常
識
に
と
ら
わ
れ
た
見
方
を
し
て
い
て
は
、
と
う
て
い
ダ
メ
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
見
処
が
「
卑
し
い
」、

聞
く
こ
と
が
「
拙
い
」
と
い
い
「
低
下
・
小
聞
」
と
貶
め
る
言
葉
と
な
っ
て
い
る
。
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そ
う
い
う
人
た
ち
は
〈
流
山
〉
に
驚
く
だ
け
で
な
く
、〈
流
水
〉
と
い
う
常
識
的
表
現
に
つ
い
て
も
、
多
様
に
極
め
る
こ

と
が
な
く
、
小
さ
な
見
聞
に
沈
溺
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
う
い
わ
れ
る
の
は
、
の
ち
に
一
水
四
見
な
ど
、
流
れ
る
水
も
、
主

体
に
よ
っ
て
い
か
よ
う
に
も
見
え
る
し
、
表
現
さ
れ
る
こ
と
の
伏
線
で
あ
ろ
う
。

三
節

＊

一
、　　　
　
　
　
　

し
か
あ
れ
ば
、
所
積
の
功
徳
を
挙
せ
る
を
形
名
と
し
、
命
脈
と
せ
り
。
運
歩
あ
り
、
流
行
あ
り
。
山
の
山
児
を
生
ず

る
時
節
あ
り
、
山
の
仏
祖
と
な
る
道
理
に
よ
り
て
、
仏
祖
か
く
の
ご
と
く
出
現
せ
る
な
り
。

　

た
と
ひ
草
木
・
土
石
・
牆
壁
の
現
成
す
る
眼
睛
あ
ら
ん
と
き
も
、
疑
著
に
あ
ら
ず
、
動
著
に
あ
ら
ず
、
全
現
成
に
あ

ら
ず
。
た
と
ひ
七
宝
荘
嚴
な
り
と
見
取
せ
ら
る
る
時
節
現
成
す
と
も
、
実
帰
に
あ
ら
ず
。
た
と
ひ
諸
仏
行
道
の
境
界
と

見
現
成
あ
る
も
、
あ
な
が
ち
の
愛
処
に
あ
ら
ず
、
た
と
ひ
諸
仏
不
思
議
の
功
徳
と
見
現
成
の
頂
寧頁
を
う
と
も
、
如
実
こ

れ
の
み
に
あ
ら
ず
。
各
各
の
見
成
は
、
各
各
の
依
正
な
り
。
こ
れ
ら
を
仏
祖
の
道
業
と
す
る
に
あ
ら
ず
、
一
隅
の
管
見

な
り
。

［
注
釈
］

○
形
名
（
け
い
め
い
）　

出
典　
『
荘
子
』
天
道
篇
。

　

故
書
に
曰
く
、
形
あ
れ
ば
名
あ
り
と
。
形
名
な
る
者
は
、
古
人
に
も
こ
れ
有
る
も
、
先
に
す
る
所
以
に
非
ざ
る
な
り
。
古
え
の
大
道

を
語
る
者
は
、
五
変
し
て
形
名
を
挙
ぐ
べ
く
、
九
変
し
て
賞
罰
言
う
べ
き
な
り
。（
五
）

①
形
と
名
前
、
②
実
態
と
名
称
、
③
述
べ
た
意
見
と
、
実
際
に
行
っ
た
行
為
な
ど
、
③
は
「
韓
非
子
」
の
説
に
も
あ
る
。
君
子
の
行
動
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と
名
が
あ
う
と
、
無
為
と
な
る
。

こ
こ
で
は
「
形
を
あ
ら
わ
す
名
」
と
取
る
。

『
文
学
大
系
』・
頭
注
は
「
形
と
名
」
と
し
、「
形
と
名
で
は
な
く
、
単
に
名
（
形
に
ふ
さ
わ
し
い
）
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。」
と
す
る
。

［
水
野
訳
］
は
「
形
と
し
名
と
し
」。

○
命
脈　

①
命
、
い
の
ち
。
②
相
続
さ
れ
た
仏
祖
の
慧
命
。
こ
こ
で
は
②
も
含
意
し
よ
う
。
②
の
出
典
『
宏
智
広
録
』
巻
五
、「
若
恁
麼
辨

得
、
敲
諸
仏
之
骨
髄
、
得
祖
師
之
命
脈
。」（T

48,67c

）

○
流
行　

こ
こ
で
は
山
流
や
流
水
の
「
流
」
に
「
行
」
を
つ
け
て
名
詞
化
し
た
も
の
で
、
不
易
流
行
の
流
行
で
は
な
い
。

○
草
木
・
土
石
・
牆
壁
…
…
諸
仏
行
道　

）
出
典
は
『
像
法
決
疑
経
』（
い
わ
ゆ
る
偽
経
）

　

一
時
仏
在
跋
提
河
辺
沙
羅
双
樹
間
、
度
須
跋
陀
羅
竟
。
諸
大
菩
薩
・
声
聞
弟
子
・
諸
大
梵
王
・
天
・
龍
・
鬼
・
神
・
諸
国
王
等
、
一

切
大
衆
厳
然
不
散
…
…
今
日
座
中
無
央
数
衆
各
見
不
同
、
或
見
如
来
入
般
涅
槃
…
…
或
見
此
処
沙
羅
林
地
尽
是
土
砂
草
木
石
壁
、
或
見

此
処
金
銀
七
宝
清
浄
荘
厳
、
或
見
此
処
乃
是
三
世
諸
仏
所
行
之
処
。
或
見
此
処
即
是
不
可
思
議
諸
仏
境
界
、
真
実
法
体
。
…
…
如
来
所

説
総
含
万
法
、
演
説
一
字
一
句
一
音
所
唱
、
能
令
一
切
衆
生
随
種
種
類
種
種
根
性
各
得
不
同
所
解
各
異
（
一
時
、
仏
、
跋
提
河
辺
の
沙
羅

双
樹
の
間
に
在
し
て
須
跋
陀
羅
を
度
し
竟
る
。
諸
大
菩
薩
・
声
聞
弟
子
・
諸
大
梵
王
・
天
・
龍
・
鬼
・
神
・
諸
国
王
等
の
一
切
大
衆
、
厳
然

と
し
て
散
ら
ず
。
…
…
今
日
、
座
中
の
無
央
数
の
衆
、
各
見
同
じ
か
ら
ず
、
或
い
は
如
来
の
入
般
涅
槃
す
る
を
見
、
…
…
或
い
は
此こ

処こ

の
沙

羅
林
地
を
尽
く
是
れ
土
砂
草
木
石
壁
と
見
、
或
い
は
此
処
を
金
銀
七
宝
清
浄
荘
厳
と
見
、
或
い
は
此
処
を
乃
ち
是
れ
三
世
諸
仏
の
所
行
の
処

と
見
、
或
い
は
此
処
を
、
即
ち
是
れ
不
可
思
議
諸
仏
の
境
界
、
真
実
法
体
と
見
る
。
…
…
如
来
の
所
説
は
総
て
万
法
を
含
ん
で
、
一
字
一
句

一
音
の
唱
え
る
所
を
演
説
し
、
能
く
一
切
衆
生
を
し
て
種
種
の
類
、
種
種
の
根
性
に
随
い
て
各

お
の
お
の、

所
解
同
じ
か
ら
ず
、
各
、
異
な
る
を
得
せ

し
む
。T

85,1335c-1337a

）

○
動
著　

著
は
助
詞
で
、
動
詞
の
後
に
置
か
れ
て
動
作
の
進
行
や
完
成
を
示
す
。
動
に
は
、
お
ど
ろ
く
、
騒
ぐ
、
感
動
す
る
と
い
う
意
味
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も
あ
る
。『
文
庫
』
脚
注
は
「
こ
こ
ろ
を
動
か
す
こ
と
」
と
す
る
。
七
十
五
巻
本
の
用
法
で
は
〈
い
た
づ
ら
に
風
火
の
動
著
す
る
心
意
識

を
〉《
仏
性
》
以
外
は
、
十
四
巻
に
お
い
て
、
す
べ
て
否
定
、
禁
止
の
語
と
と
も
に
使
わ
れ
る
。
こ
こ
で
も
〈
動
著
に
あ
ら
ず
〉
と
否
定

で
あ
る
。
動
揺
す
る
、
右
往
左
往
す
る
と
い
う
意
味
に
と
る
。

○
実
帰　

真
実
に
帰
す
べ
き
本
来
の
所
。

＊
道
元
用
例

〈
行
持
こ
れ
世
人
の
愛
処
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
諸
人
の
実
帰
な
る
べ
し
〉《
行
持
上
》、〈
百
千
人
の
面
面
な
り
、
お
の
お
の
実
帰
を
も
と
む
〉

《
行
持
上
》、〈
た
だ
正
伝
仏
法
に
帰
敬
せ
ん
、
す
な
は
ち
お
の
れ
が
学
仏
の
実
帰
な
り
〉《
袈
裟
功
徳
》
な
ど
。

○
あ
な
が
ち
の　
「
あ
な
が
ち
（
強
）」
は
副
詞
で
あ
れ
ば
（
下
に
打
消
の
語
を
伴
っ
て
）
決
し
て
、
必
ず
し
も
、
む
や
み
に
、
の
意
味
に
な

り
、
形
容
動
詞
で
あ
れ
ば
①
身
勝
手
だ
、
②
い
ち
ず
だ
、
③
む
り
や
り
だ
、
④
は
な
は
だ
し
い
と
い
う
意
味
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
形

容
動
詞
の
語
根
「
あ
な
が
ち
」
に
格
助
詞
「
の
」（
性
質
、
状
態
を
示
す
）
が
付
い
た
も
の
と
解
す
る
。「
い
ち
ず
に
」
の
意
。

○
見
現
成　

見
の
現
成
。
先
の
〈
道
現
成
〉
に
対
し
て
い
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

○
見
成　
〈
見
成
〉
は
、
宗
門
で
は
伝
統
的
に
「
現
成
」
と
同
じ
だ
と
さ
れ
て
き
た
が
、「
現
成
」
と
は
別
の
言
葉
で
あ
る
。《
現
成
公
案
》

に
〈
得
処
か
な
ら
ず
自
己
の
知
見
と
な
り
て
、
慮
知
に
し
ら
れ
ん
ず
る
と
な
ら
ふ
こ
と
な
か
れ
。
証
究
す
み
や
か
に
現
成
す
と
い
へ
ど

も
、
密
有
か
な
ら
ず
し
も
見
成
に
あ
ら
ず
。
見
成
こ
れ
何
必
な
り
〉
と
違
い
が
説
か
れ
る
。

○
道
業　

こ
の
「
道
」
は
こ
こ
で
は
言
葉
の
意
味
で
、
言
語
と
し
て
の
営
み
、
働
き
。

○
管
見　

管
か
ら
の
ぞ
き
見
る
よ
う
な
狭
い
見
解
。

【
現
代
語
訳
】

そ
う
で
あ
る
か
ら
（
山
の
）
積
み
重
ね
て
き
た
功は

た
ら
き徳

を
挙
げ
て
、
形
を
あ
ら
わ
す
名
と
し
、（
仏
祖
の
）
命
脈
と
し
て
い
る
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の
で
あ
る
。
運
歩
が
あ
り
、
流
行
あ
り
、
山
が
山
児
を
産
む
時
節
が
あ
り
、
山
が
仏
祖
と
な
る
と
い
う
道
理
に
よ
っ
て
、
仏

祖
は
こ
の
よ
う
に
出
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
、（
山
は
）
草
木
・
土
石
．
牆

か
き
ね

壁か
べ

が
現
成
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
法
の
眼ま

な
こ睛

が
あ
る
よ
う
な
と
き
も
、
疑
い
で
は

な
く
、
動
揺
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
全
て
現
成
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
た
と
え
（
山
は
）
七
宝
で
飾
ら
れ
て
い
る
と
見み取

ら
れ
る
時
節
が
現
成
し
て
も
、
そ
れ
が
真
実
の
帰
処
で
は
な
い
。
た
と
え
（
山
は
）
諸
仏
が
道
を
行
ず
る
境
界
で
あ
る
と
い

う
見
方
が
現
成
し
て
も
、
必
ず
し
も
強
い
て
愛
す
べ
き
処
で
は
な
い
。
た
と
え
（
山
は
）
諸
仏
に
よ
る
霊
妙
な
優
れ
た
功は

た
ら
き徳

で
あ
る
と
い
う
見
方
の
現
成
が
最
高
を
極
め
て
も
、
真
実
の
あ
り
の
ま
ま
は
、
こ
れ
の
み
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
見
る
と

こ
ろ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
と
そ
の
主
体
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
仏
祖
の
言
語
の
営
み
と
す
る
の
で
は
な
い
。
管
か

ら
見
た
よ
う
な
狭
い
見
解
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

【
諸
釈
の
検
討
】

田
中
『
道
元
』

こ
れ
に
も
、
随
分
と
脳
漿
を
し
ぼ
っ
た
解
釈
が
あ
る
。
併
し
、
所
積
の
功
徳
と
は
、「
啓
迪
」
に
倣
っ
て
直
ぐ
後
に

出
る
運
歩
・
流
行
の
功
徳
と
見
て
も
よ
く
、
寧
ろ
既
出
の
流
山
・
流
水
、
さ
ら
に
遠
く
遡
っ
て
乗
雲
・
順
風
の
功
徳
を

も
含
む
と
考
え
て
よ
い
。
こ
れ
ら
の
所
積
の
功
徳
を
挙
揚
発
揮
す
る
の
が
、
山
の
形
名
で
あ
り
命
脈
で
あ
る
。
山
の
形

名
は
、
こ
れ
ら
の
功
徳
を
挙
似
す
る
姿
で
あ
り
、
そ
れ
が
山
の
御
い
の
ち
で
あ
る
。（
七
一
、七
二
）

一
類
の
仏
教
者
は
、
こ
の
娑
婆
世
界
を
草
木
土
石
の
現
成
と
見
る
。
山
を
土
石
牆
壁
の
集
積
す
る
穢
土
と
見
る
。
併

し
、
か
く
の
如
く
見
る
眼
睛
が
あ
り
人
が
あ
っ
て
も
、
こ
の
娑
婆
こ
の
山
を
疑
著
し
動
著
し
て
、
の
が
れ
出
た
り
改
造

し
直
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
さ
れ
ば
と
云
っ
て
、
こ
の
穢
土
を
全
法
界
の
全
現
成
と
す
る
の
で
も
な
い
。
…
…
こ
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れ
に
反
し
て
山
を
七
宝
荘
厳
な
り
と
見
取
す
る
世
界
観
も
あ
る
。
こ
の
仏
教
的
世
界
観
と
雖
も
、
た
だ
穢
土
観
の
裏
返

し
で
、
凡
常
の
業
感
よ
り
暫
く
か
よ
う
な
見
方
を
す
る
に
過
ぎ
ぬ
。（
七
五
）

因
み
に
こ
の
文
章
が
、
七
宝
荘
厳
な
り
と
見
取
せ
ら
る
る
時
節
現
成
す
と
も
…
…
と
い
う
風
に
重
大
に
書
か
れ
て
い

る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
時
節
や
現
成
と
い
う
の
は
、
道
元
で
は
共
に
一
大
事
の
場
合
で
あ
る
。
七
宝
荘
厳
の

見
取
は
、
仏
教
で
は
一
大
事
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
か
か
る
一
大
事
成
る
と
雖
も
、
こ
れ
を
実
帰
の
境
界
と
許
す
わ
け

に
は
行
か
ぬ
と
い
う
悲
壮
な
響
き
が
こ
も
っ
て
い
る
。
…
…
行
文
は
さ
ら
に
一
大
事
の
深
慮
に
突
き
進
む
。
た
と
え
世

界
す
な
わ
ち
山
を
諸
仏
行
道
の
境
界
と
見
る
時
節
現
成
あ
る
も
、
こ
の
境
界
す
ら
ひ
た
ぶ
る
に
恋
い
わ
た
る
べ
き
実
帰

の
場
所
で
は
な
い
。（
七
六
）

か
く
の
如
き
各
各
の
見
成
（
現
成
に
同
じ
）
は
、
各
自
の
見
る
と
こ
ろ
、
め
い
め
い
の
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、

こ
れ
ら
の
見
解
を
仏
祖
の
道
業
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
断
じ
て
云
え
ば
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
一
隅
の
管
見
に
過
ぎ

ぬ
。（
七
七
）

（
検
討
）

〈
所
積
の
功
徳
〉
の
解
釈
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、「（
運
歩
・
流
行
の
）
功
徳
を
挙
揚
発
揮
す
る
の
が
、
山
の
形
名
で
あ
」

る
、
と
い
っ
て
も
、「
山
の
形
名
」
が
い
か
な
る
こ
と
か
、
こ
れ
で
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。

山
が
主
題
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
主
体
と
し
て
の
「
一
類
の
仏
教
者
」
や
客
体
と
し
て
「
娑
婆
世
界
」
が
出
て
く
る
の
か
。

ま
た
土
石
牆
壁
の
集
積
す
る
所
が
な
ぜ
「
穢
土
」
に
な
る
の
か
。
お
そ
ら
く
『
聞
解
』「
先
ず
蔵
教
の
人
の
見
解
は
こ
の
娑

婆
の
草
木
土
木
の
現
成
す
る
穢
土
と
見
る
。（
二
三
一
）」
の
影
響
で
あ
ろ
う
。
ま
た
〈
疑
著
に
あ
ら
ず
、
動
著
に
あ
ら
ず
、

全
現
成
に
あ
ら
ず
〉
と
続
け
て
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
、「
疑
著
し
動
著
し
て
、
の
が
れ
出
た
り
改
造
し
直
し
た
り
す
る
こ

と
は
な
い
」
と
〈
動
著
に
あ
ら
ず
〉
で
切
っ
て
、
い
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
の
が
れ
出
た
り
改
造
し
直
し
た
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り
」
を
勝
手
に
付
け
加
え
る
の
は
お
か
し
い
。〈
七
宝
荘
厳
…
…
時
節
現
成
〉
と
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
「
一
大
事
」
だ
と
か
、

「
悲
壮
」
だ
と
か
「
深
慮
」
と
か
、
そ
れ
こ
そ
動
著
・
疑
著
す
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
こ
は
、
た
だ
各
各
の
見
の
不
十

分
さ
を
経
典
に
そ
っ
て
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
〈
見
成
〉
は
け
っ
し
て
「
現
成
」
で
は
な
い
。

古
田
『
私
釈
』

山
に
は
積
も
る
と
こ
ろ
の
功
徳
が
あ
り
、
そ
の
功
徳
を
も
っ
て
山
の
形
名
と
し
、
山
の
命
脈
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
山
は
名
山
と
か
、
高
山
と
か
い
う
だ
け
で
は
、
山
の
功
徳
を
い
い
現
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
不
動
が
山
の
命
脈

で
も
な
い
。
山
は
運
歩
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
…
…
山
は
仏
祖
と
し
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。（
二
九
）

…
…
そ
の
と
お
り
に
映
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
疑
い
も
な
け
れ
ば
不
確
定
に
思
っ
て
心
の
動
く
こ
と
も
な
い
の
で
あ

る
。
…
…
こ
の
「
全
現
成
に
あ
ら
ず
」
の
一
句
は
、「
疑
著
に
あ
ら
ず
、
動
著
に
あ
ら
ず
」
と
あ
る
に
な
ら
ん
で
い
わ

れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
次
に
で
て
く
る
「
実
帰
に
あ
ら
ず
」、「
愛
処
に
あ
ら
ず
」、「
如
実
こ
れ
の
み
に
あ
ら
ず
」
と

あ
る
の
に
な
ら
ん
で
い
わ
れ
て
い
る
。（
二
九
）

…
…
仏
祖
の
見
る
山
の
完
全
な
見
方
と
は
違
っ
た
一（

マ
マ
）遇

の
管
見
…
…
（
三
〇
）

（
検
討
）

山
が
仏
祖
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
山
が
仏
祖
と
し
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。「
運
歩
す
る
と
こ

ろ
に
」
な
ぜ
「
仏
祖
の
出
現
」
や
「
仏
法
の
今
日
に
伝
わ
る
」
こ
と
が
あ
る
な
の
か
、『
私
記
』
を
引
用
し
て
い
る
だ
け
で

は
意
味
が
な
い
。

〈
疑
著
〉、〈
動
著
〉
は
、
そ
れ
ら
と
な
ら
べ
て
〈
全
現
成
に
あ
ら
ず
〉
と
な
っ
て
切
れ
る
。〈
全
現
成
に
あ
ら
ず
〉
だ
け

を
、「
た
と
ひ
」
で
始
ま
る
仮
定
節
を
含
む
後
の
三
つ
と
並
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。〈
仏
祖
の
道
業
〉
は
「
仏
祖
の
見
る
山



322

の
完
全
な
見
方
」
で
は
な
い
。
仏
祖
で
あ
ろ
う
と
も
、
見
る
山
は
や
は
り
一
隅
の
管
見
で
あ
っ
て
「
見
方
」
で
あ
る
限
り

「
完
全
な
見
方
」
は
あ
り
得
な
い
。

安
谷
『
参
究
』

山
を
草
木
や
土
石
の
集
積
と
見
て
、
単
に
無
価
値
と
思
い
、
穢
土
と
思
っ
て
い
る
よ
う
な
凡
見
を
さ
す
も
の
で
は
な

く
て
、「
草
木
牆
壁
瓦
礫
み
な
仏
事
を
な
す
」
と
の
見
識
が
現
成
す
る
ほ
ど
の
眼
睛
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
ま
だ
徹
底
、

山
を
疑
著
し
た
の
で
も
な
く
、
徹
底
、
山
に
動
著
し
た
の
で
も
な
い
か
ら
、
し
た
が
っ
て
、
山
の
全
現
成
で
は
な
い
と

い
う
ほ
ど
の
意
で
あ
ろ
う
と
思
う
。（
七
八
）

七
宝
荘
厳
は
譬
喩
で
あ
っ
て
仏
国
土
を
意
味
す
る
も
の
と
思
う
。
山
す
な
わ
ち
こ
の
世
界
を
仏
国
土
な
り
と
見
取
せ

ら
れ
る
ほ
ど
の
時
節
が
現
成
し
て
も
、
ま
だ
ま
だ
仏
道
の
実
帰
で
な
い
。（
同
）

山
す
な
わ
ち
自
己
の
日
常
生
活
が
、
諸
仏
の
道
を
行
ず
る
境
界
な
り
と
の
見
地
が
現
成
し
て
も
…
…
。（
同
）

青
山
の
運
歩
、
す
な
わ
ち
自
己
の
行
履
が
、
諸
仏
不
思
議
の
功
徳
、
言
い
換
え
る
と
、
一
切
の
思
想
を
超
越
し
た
仏
境
界

な
り
と
の
見
識
現
成
と
い
う
よ
う
な
、
仏
祖
の
頂

を
得
た
と
し
て
も
、
事
実
そ
れ
だ
け
が
仏
道
の
全
部
で
は
な
い
。（
同
）

い
か
に
尊
い
境
地
に
到
達
し
て
も
、
そ
こ
に
知
見
解
会
が
残
っ
て
い
る
間
は
、
ま
だ
ま
だ
自
己
が
仏
道
に
な
っ
た
の

で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
ほ
ん
の
仏
道
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
言
い
換
え
る
と
、
そ
れ
ら
の
知
見
は
、
仏
道
修
行
の
途

上
に
お
け
る
、
そ
の
時
そ
の
時
の
光
景
に
す
ぎ
な
い
。
道
元
禅
師
が
天
童
如
浄
禅
師
に
参
じ
て
、
最
後
の
お
し
ら
べ
を

受
け
た
と
き
の
、
道
元
禅
師
の
お
言
葉
で
い
う
と
、「
こ
れ
は
こ
れ
暫
時
の
伎
倆
」
だ
。（
七
九
）

（
検
討
）

道
元
は
山
に
つ
い
て
い
っ
て
い
る
の
に
、「
山
す
な
わ
ち
こ
の
世
界
」、「
山
す
な
わ
ち
自
己
の
日
常
生
活
」、「
青
山
の
運
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歩
、
す
な
わ
ち
自
己
の
行
履
」
と
い
ろ
い
ろ
勝
手
に
拡
張
解
釈
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
安
谷
の
解
釈
の
特
徴
で
あ
る
。
ま
た

『
聞
解
』
や
田
中
『
道
元
』
を
承
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
草
木
土
石
も
「
無
価
値
」「
穢
土
」
と
い
う
わ
け
は
な
く
、
七
宝

荘
厳
が
「
仏
国
土
」
で
も
あ
る
ま
い
。「
疑
著
、
動
著
」
は
、
こ
の
解
釈
の
よ
う
に
肯
定
的
に
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
「
い
か
に
尊
い
境
地
に
到
達
し
て
も
、
そ
こ
に
知
見
解
会
が
残
っ
て
い
る
間
は
、
ま
だ
自
己
が
仏
道
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
。
…
…
仏
道
修
行
の
途
上
に
お
け
る
、
そ
の
時
そ
の
時
の
光
景
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
。
仏
道
を
究
極
の
悟
り
に
む
か

う
途
上
と
す
る
こ
と
は
、
修
証
一
如
を
い
う
道
元
の
と
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
ま
た
道
元
は
「
知
見
解
会
」
に
否
定
的
で
は

あ
る
が
、「
知
見
解
会
」
を
捨
て
る
と
は
い
わ
な
い
。
そ
れ
を
い
う
公
案
禅
の
あ
り
方
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、

「
見
」「
見
取
」
は
、「
知
見
解
会
」
や
「
見
識
」
と
は
微
妙
に
違
う
だ
ろ
う
。

如
浄
に
参
じ
て
、
道
元
が
い
っ
た
「
こ
れ
は
こ
れ
暫
時
の
伎
倆
」
は
、
謙
遜
の
言
葉
で
あ
っ
て
、「
い
え
い
え
、
ま
だ
不

十
分
で
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、〈
各
各
の
見
成
〉
は
そ
れ
で
は
不
十
分
だ
と
断
定
す
る
意
味
で
い
わ
れ
て
お
り
、
内
実

が
異
な
る
。

内
山
『
味
わ
う
』

こ
の
段
は
『
像
法
決
疑
経
』
と
い
う
お
経
の
文
句
を
も
と
と
し
た
話
で
す
。
…
…
つ
ま
り
四
つ
の
見
方
を
並
べ
て

い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
。
同
じ
よ
う
に
山
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
草
や
木
、
土
や
石
、
牆
壁
と
い
っ
た

そ
れ
ら
の
因
縁
で
な
り
た
っ
て
い
る
と
い
う
見
方
も
あ
る
。
し
か
し
そ
う
い
う
見
方
を
し
て
も
、
ほ
ん
と
う
に
山
を
現

し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。（
五
三
）

要
す
る
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
角
度
か
ら
見
た
世
界
で
し
か
な
く
、
ほ
ん
と
う
の
生
命
実
物
で
あ

る
仏
祖
の
道
業
で
は
な
い
。（
五
四
）
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（
検
討
）

ざ
っ
と
し
す
ぎ
て
は
い
る
が
、
だ
い
た
い
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
た
だ
〈
仏
祖
の
道
業
〉
は
、
内
山
の
「
生
命
実
物
」

と
同
じ
こ
と
だ
ろ
う
か
。

森
本
『
花
開
』

「
山
」
に
は
「
運
歩
」
も
あ
る
し
、「
流
れ
行
く
」
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
し
、「
山
」
が
「
山
の
児
」
を
生

む
と
い
う
時
節
も
あ
る
の
だ
。「
山
」
が
た
ん
な
る
客
観
的
対
象
物
で
は
な
く
て
、「
仏
祖
」
と
な
る
道
理
が
あ
る
為

に
、「
仏
祖
」
が
、
こ
の
よ
う
に
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
な
に
し
ろ
、「
而
今
の
山
水
」
は
「
古
仏
の
道
現
成
」
な
の
で

あ
っ
た
。（
三
六
）

第
一
は
「
山
」
を
「
草
木
土
石
牆
壁
」
と
し
て
、
た
ん
に
物
質
的
対
象
と
見
な
す
見
解
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
認

識
力
を
も
つ
と
き
も
、
そ
れ
を
疑
っ
て
み
る
こ
と
も
な
く
、
揺
り
動
か
し
て
み
る
こ
と
も
な
く
、
…
…
じ
つ
は
全
体
的

現
成
の
す
が
た
で
あ
り
、
現
成
公
案
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
と
ら
え
か
え
す
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。（
三
七
）

（
四
つ
の
見
解
を
総
括
し
て
）
い
ず
れ
も
、
依
然
と
し
て
、
二
元
論
的
な
対
象
的
把
握
の
弊
を
脱
し
切
っ
て
い
な
い
の

だ
。（
同
）

（
検
討
）

た
だ
道
元
の
言
葉
を
な
ぞ
る
だ
け
で
あ
る
。
ど
う
し
て
「
而
今
の
山
水
」
は
「
古
仏
の
道
現
成
」
な
ら
、
山
が
山
の
児
を

生
み
、
仏
祖
と
な
る
の
か
。

〈
動
著
〉
は
「
揺
り
動
か
す
」
こ
と
で
は
な
く
、〈
全
現
成
に
あ
ら
ず
〉
は
、
そ
の
見
解
が
全
現
成
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
総
括
し
て
の
べ
る
と
こ
ろ
も
、
例
え
ば
〈
諸
仏
不
思
議
の
功
徳
〉
の
ど
こ
が
〈
対
象
的
把
握
〉
な
の
だ
ろ
う
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か
。
二
元
論
的
な
も
の
は
だ
め
、
と
い
う
先
入
見
か
ら
の
解
釈
で
あ
る
。
ま
た
『
聞
解
』
の
見
当
は
ず
れ
の
天
台
四
教
に
当

て
は
め
る
と
い
う
解
釈
を
長
々
と
引
用
し
て
い
る
が
、
あ
や
ま
っ
た
解
釈
を
引
用
し
て
も
仕
方
な
い
。

【
私
釈
】

〈
し
か
あ
れ
ば
、
所
積
の
功
徳
を
挙
せ
る
を
形
名
と
し
、
命
脈
と
せ
り
〉
と
は
、
前
と
ど
う
繋
が
る
の
か
。

こ
こ
よ
り
前
で
「
功
徳
」
が
言
及
さ
れ
る
の
は
、
冒
頭
を
除
け
ば
〈
山
は
そ
な
は
る
べ
き
功
徳
の
虧
闕
す
る
こ
と
な
し
〉、

〈
そ
の
運
歩
の
功
徳
〉、〈
こ
の
功
徳
を
山
流
と
し
、
流
山
と
す
〉
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
運
歩
、
流
山
が
山
の
功
徳
だ
と
い
う

こ
と
で
、
そ
れ
を
形
と
し
て
名
（
句
）
と
な
っ
て
い
る
の
は
、「
青
山
常
運
歩
」「
東
山
水
上
行
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
山
の
功

徳
を
挙
揚
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
仏
祖
が
伝
え
て
き
た
命
脈
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

〈
運
歩
あ
り
、
流
行
あ
り
〉
と
は
、
そ
の
形
名
で
あ
る
「
青
山
常
運
歩
」「
東
山
水
上
行
」
の
通
り
に
、
実
際
そ
う
で
あ
る

こ
と
を
、
も
う
一
度
〈
運
歩
あ
り
、
流
行
あ
り
〉
と
示
し
て
い
る
。〈
流
行
〉
は
東
山
が
水
上
を
「
流
れ
行
く
」
と
解
せ
よ

う
。
詳
し
い
こ
と
は
次
章
に
譲
る
が
、
そ
の
功は

た
ら
き徳

は
、
山
の
山
な
が
ら
の
参
学
と
い
え
よ
う
。

〈
山
の
山
児
を
生
ず
る
時
節
あ
り
〉
の
〈
山
児
〉
と
は
、
最
初
に
挙
げ
ら
れ
た
道
楷
の
二
句
目
〈
石
女
夜
生
児
〉
と
関
係

し
よ
う
。
そ
の
句
に
つ
い
て
も
後
に
言
及
さ
れ
る
が
、
そ
の
〈
時
節
〉
は
夜
で
あ
り
、
そ
れ
は
私
た
ち
の
不
覚
不
知
の
時

節
、
さ
と
り
の
時
節
を
意
味
し
よ
う
。
人
（
衆
生
）
が
仏
に
な
る
と
い
う
一
般
に
は
不
可
能
事
が
、
私
た
ち
に
知
ら
れ
ず
に

成
就
す
る
。
そ
の
よ
う
に
私
た
ち
に
は
知
ら
れ
ず
に
〈
山
の
山
児
を
生
ず
る
〉
時
節
が
あ
り
、
そ
れ
が
、〈
山
の
仏
祖
と
な

る
道
理
〉
で
あ
る
。

〈
山
の
仏
祖
と
な
る
道
理
〉
は
、《
有
時
》
の
〈
山
も
時
な
り
、
海
も
時
な
り
。
…
…
こ
の
道
理
に
、
明
星
出
現
す
、
如
来

出
現
す
〉
と
呼
応
す
る
。
つ
ま
り
、
前
の
節
の
三
に
〈
運
歩
も
し
休
す
る
こ
と
あ
ら
ば
、
仏
祖
不
出
現
な
り
〉
と
い
わ
れ
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た
、
逆
の
こ
と
と
し
て
、
運
歩
が
あ
る
か
ら
、
仏
祖
が
出
現
す
る
。
こ
の
仏
祖
は
山
の
仏
祖
か
人
の
仏
祖
か
、
と
問
う
の
は

愚
か
で
あ
る
。
人
が
脱
落
し
た
と
こ
ろ
が
仏
祖
だ
か
ら
で
あ
る
。〈
居
士
の
悟
道
す
る
か
、
山
水
の
悟
道
す
る
か
〉《
谿
声
山

色
》
と
問
う
よ
う
に
、
悟
道
し
て
仏
祖
と
な
る
時
、
も
は
や
居
士
と
い
う
個
人
は
な
い
し
、
山
水
は
、
も
は
や
わ
た
し
た
ち

が
知
見
解
会
す
る
山
水
で
は
な
い
。

次
の
段
落
で
道
元
が
言
い
た
い
こ
と
は
、
山
の
功
徳
を
全
面
的
に
挙
し
て
い
る
の
は
、「
青
山
常
運
歩
」「
東
山
水
上
行
」

で
あ
っ
て
、
そ
の
他
い
か
よ
う
に
山
を
形
容
し
、
そ
の
功
徳
を
挙
し
て
も
、
そ
れ
は
見
取
で
あ
り
、
あ
る
見
（
方
）
で
あ
っ

て
、
そ
れ
ら
す
べ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
と
主
体
に
制
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
管
見
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
四
つ
の
〈
た
と
ひ
〉
の
後
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
山
は
」
を
入
れ
る
と
内
容
が
は
っ

き
り
す
る
。
山
を
如
何
よ
う
に
表
現
す
る
見
も
十
分
で
は
な
い
、
し
か
し
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
見
が
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
そ
の
山
に
つ
い
て
の
色
々
な
見
方
は
、
資
料
の
『
像
法
決
疑
経
』
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
道
元
は
な
ぞ
っ

て
い
る
。

そ
の
経
で
は
「
土
砂
草
木
石
壁
と
見
る
。
或
い
は
此こ

こ処
を
金
銀
七
宝
清
浄
荘
厳
と
見
、
或
い
は
此
処
を
乃
ち
是
れ
三
世
諸

仏
の
所
行
の
処
と
見
る
。
或
い
は
此
処
を
即
ち
是
れ
不
可
思
議
諸
仏
の
境
界
」
と
あ
り
、
そ
れ
を
道
元
は
〈
た
と
ひ
草
木
・

土
石
・
牆
壁
の
現
成
す
る
眼
睛
あ
ら
ん
と
き
も
、
疑
著
に
あ
ら
ず
、
動
著
に
あ
ら
ず
、
全
現
成
に
あ
ら
ず
。
た
と
ひ
七
宝
荘

嚴
な
り
と
見
取
せ
ら
る
る
時
節
現
成
す
と
も
、
実
帰
に
あ
ら
ず
。
た
と
ひ
諸
仏
行
道
の
境
界
と
見
現
成
あ
る
も
、
あ
な
が
ち

の
愛
処
に
あ
ら
ず
、
た
と
ひ
諸
仏
不
思
議
の
功
徳
と
見
現
成
の
頂

を
う
と
も
、
如
実
こ
れ
の
み
に
あ
ら
ず
〉
と
敷
衍
す

る
。
経
典
で
は
「
山
」
で
は
な
く
、「
沙
羅
林
地
」
を
い
か
に
見
る
か
、
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
要
は
同
じ
一
つ
の
処
を
ど

う
見
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
像
法
決
疑
経
』
で
は
、
そ
れ
ら
は
た
ん
に
様
々
に
見
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
道
元
は
そ
れ
に
〈
全
現
成
に
あ
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ら
ず
〉、〈
実
帰
に
あ
ら
ず
〉、〈
あ
な
が
ち
の
愛
処
に
あ
ら
ず
〉、
さ
ら
に
は
諸
仏
不
可
思
議
の
功
徳
と
い
う
見
方
と
し
て
は

最
高
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、〈
如
実
こ
れ
の
み
に
あ
ら
ず
〉
と
、
不
完
全
な
も
の
と
す
る
。
こ
の
点
は
経
典
に
言
及
さ
れ
て

い
な
い
。
続
く
〈
各
各
の
見
成
は
、
各
各
の
依
正
な
り
〉
は
、
経
典
で
も
「
種
種
の
類
、
種
種
の
根
性
に
随
い
て
各
、
所
解

同
じ
か
ら
ず
」
と
い
わ
れ
て
い
た
。「
所
解
」
と
「
見
成
」
は
、
思
っ
て
判
断
す
る
の
と
、
見
て
判
断
す
る
違
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
経
典
が
た
だ
種
類
、
そ
の
根
性
に
よ
っ
て
違
う
、
と
い
っ
て
い
る
の
を
、
道
元
は
さ
ら
に
〈
各
各
の
依
正
な
り
〉
と
深

め
る
。「
正
」
す
な
わ
ち
主
体
の
違
い
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
と
「
依
」
す
な
わ
ち
環
境
世
界
の
違
い
で
あ
る
と
す
る
。
そ

れ
は
、
後
に
一
水
四
見
を
説
く
伏
線
で
も
あ
ろ
う
。

『
像
法
決
疑
経
』
で
は
、
見
る
主
体
は
最
初
に
言
及
さ
れ
る
一
切
大
衆
で
あ
る
「
諸
大
菩
薩
・
声
聞
弟
子
・
諸
大
梵
王
・

天
・
龍
・
鬼
・
神
・
諸
国
王
」
で
あ
り
、
修
行
者
、
俗
弟
子
だ
け
で
は
な
く
、
梵
王
・
天
・
龍
・
鬼
・
神
と
人
間
以
外
も
含

む
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
何
で
あ
れ
、
見
解
、
見
取
、
会
取
、
思
い
、
思
量
な
ど
、
そ
れ
が
「
見
」
で
あ
る
限
り
、
管

見
す
な
わ
ち
狭
い
部
分
的
な
見
方
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
道
元
の
「
見
」
に
対
す
る
非
常
に
徹
底
的
な

立
場
が
窺
わ
れ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
言
葉
と
響
き
合
う
。

も
し
も
人
が
見
解
に
よ
っ
て
清
ら
か
に
な
り
得
る
の
で
あ
れ
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
ま
た
人
が
智
識
に
よ
っ
て
苦
し
み

を
捨
て
得
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
で
は
煩
悩
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
人
が
（
正
し
い
道
以
外
の
）
他
の
方
法
に
よ
っ
て

も
清
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
（
筆
者
＝
人
が
ま
っ
た
く
清
ら
か
に
な
る
の
は
見
解
に
よ
る
）
語
る
人

を
「
偏
見
あ
る
人
」
と
呼
ぶ
。（
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ789

）

彼
は
已
に
得
た
（
見
解
）［
先
入
見
］
を
捨
て
去
っ
て
執
着
す
る
こ
と
な
く
、
学
識
に
関
し
て
も
特
に
依
拠
す
る
こ
と
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を
し
な
い
。
人
々
は
（
種
々
異
な
っ
た
見
解
に
）
分
か
れ
て
い
る
が
、
か
れ
は
実
に
党
派
に
盲
従
せ
ず
、
い
か
な
る
見
解

を
も
そ
の
ま
ま
信
じ
る
こ
と
が
な
い
。（
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ800

）

こ
こ
に
、
微
妙
な
問
題
が
あ
る
。「
見
現
成
」
と
「
道
現
成
」
の
違
い
の
問
題
で
あ
る
。
見
、
あ
る
い
は
見
解
が
覚
り
で

は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
分
か
る
。

見
性
禅
で
は
禅
問
答
に
お
け
る
弟
子
の
発
語
（
見
解
）
や
身
体
動
作
は
、
た
い
て
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
さ
と
り
の
境
地
（
の

表
明
）
だ
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
は
浅
深
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
言
語
表
現
を
脱
し
た
と
こ
ろ
が
、
本
当
の
悟
り
で
あ

る
と
も
見
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
好
例
が
達
摩
の
四
員
の
弟
子
の
見
解
に
対
す
る
評
価
「
皮
肉
骨
髄
」
で
あ
る
。
無
言
で
立
っ

て
い
て
も
、
そ
れ
は
見
解
の
表
明
の
一
種
で
あ
る
。

〈
正
伝
な
き
と
も
が
ら
お
も
は
く
、
四
子
お
の
お
の
所
解
に
親
疎
あ
る
に
よ
り
て
、
祖
道
ま
た
皮
肉
骨
髄
の
浅
深
不

同
な
り
。
皮
肉
は
骨
髄
よ
り
も
疎
な
り
、
と
お
も
ひ
、
二
祖
の
見
解
す
ぐ
れ
た
る
に
よ
り
て
、
得
髄
の
印
を
え
た
り
、

と
い
ふ
。
か
く
の
ご
と
く
い
ふ
い
ひ
は
、
い
ま
だ
か
つ
て
仏
祖
の
参
学
な
く
、
祖
道
の
正
伝
あ
ら
ざ
る
な
り
。
し
る
べ

し
、
祖
道
の
皮
肉
骨
髄
は
、
浅
深
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
た
と
ひ
見
解
に
殊
劣
あ
り
と
も
、
祖
道
は
得
吾
な
る
の
み
な

り
。〉《
葛
藤
》。

こ
の
よ
う
に
道
元
は
「
見
解
」
に
浅
深
の
あ
る
こ
と
は
認
め
る
が
、
そ
れ
を
問
題
に
し
な
い
。
い
く
通
り
に
も
言
え
る

し
、
あ
る
い
は
示
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
見
解
な
の
で
あ
る
。
大
事
な
こ
と
は
、〈
祖
道
は
得
吾
な
る
の
み
な
り
〉
と
、
人

間
の
見
解
と
は
無
関
係
な
「
そ
の
こ
と
、
恁
麼
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
〈
祖
道
は
一
等
な
り
〉《
葛
藤
》
と
い
わ
れ
て
平
等
で
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あ
る
。
見
解
と
か
知
解
解
会
と
か
い
う
も
の
も
、
ま
っ
た
く
不
要
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
そ
れ
は
「
さ
と
り
」
で

は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
依
正
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
一
隅
の
管
見
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、〈
こ
れ
ら
を
仏
祖
の
道
業
と
す
る
に
あ
ら
ず
〉
と
い
わ
れ
た
、
仏
祖
の
道こ

と
ばの

行
為
と
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
が
「
青
山
常
運
歩
」。「
東
山
水
上
行
」
で
あ
ろ
う
。

＊

二
、　　　
　
　
　

転
境
転
心
は
大
聖
の
所
呵
な
り
、
説
心
説
性
は
仏
祖
の
所
不
肯
な
り
。
見
心
見
性
は
外
道
の
活
計
な
り
、
滞
言
滞
句

は
解
脱
の
道
著
に
あ
ら
ず
。
か
く
の
ご
と
く
の
境
界
を
透
脱
せ
る
あ
り
。
い
は
ゆ
る
青
山
常
運
歩
な
り
、
東
山
水
上
行

な
り
。
審
細
に
参
究
す
べ
し
。

［
注
釈
］

○
転
境
転
心　

大
正
大
蔵
経
に
は
道
元
の
こ
の
箇
所
だ
け
に
あ
る
言
葉
。
続
く
四
字
熟
語
と
の
整
合
性
で
、
そ
こ
で
言
及
さ
れ
る
「
心
」

を
含
む
四
字
熟
語
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
内
実
的
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
公
案
」
と
さ
れ
る
問
答
、
句
で
、
境
が
心
を

転
ず
る
と
か
、
心
が
境
を
転
ず
る
こ
と
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

○
大
聖　

仏
道
の
す
ぐ
れ
た
修
行
者
。

＊
道
元
用
例

〈
大
聖
の
行
履
、
は
る
か
に
凡
境
を
出
離
せ
る
の
み
な
り
。
大
聖
も
し
磨
塼
の
法
な
く
ば
、
い
か
で
か
為
人
の
方
便
あ
ら
ん
。〉《
古
鏡
》

こ
れ
は
南
嶽
を
大
聖
と
す
る
。

〈
伝
持
法
蔵
の
大
聖
、
む
か
ふ
べ
き
処
在
に
あ
ら
ず
…
…
人
こ
れ
を
壁
観
婆
羅
門
と
い
ふ
。〉《
行
持
下
》
こ
れ
は
達
磨
を
大
聖
と
す
る
。
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［
水
野
訳
］
で
は
「
大
聖
」
に
（
ほ
と
け
）
と
ル
ビ
を
振
る
。
古
田
『
私
釈
』
は
「
釈
迦
」。
し
か
し
釈
迦
に
限
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。

○
所
呵　
「
呵
」
は
大
声
で
責
め
る
、
叱
る
。
叱
責
す
る
と
こ
ろ
。

○
説
心
説
性　

心
や
性
を
説
く
こ
と
。
僧
密
と
洞
山
の
問
答
に
〈
裏
面
に
人
有
り
て
説
心
説
性
す
〉《
説
心
説
性
》
な
ど
と
出
る
。

『
思
想
』・
頭
注
は
「
見
心
見
性
」
と
と
も
に
「『
心
』『
性
』
を
独
立
し
た
も
の
と
し
て
こ
れ
を
説
い
た
り
、
こ
れ
を
見
得
せ
よ
と
い
う

説
」
と
い
う
が
、
例
え
ば
「
見
性
」
を
そ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

『
文
学
大
系
』・
頭
注
は
「
心
や
性
と
い
う
特
別
な
実
体
を
た
て
る
こ
と
を
仏
祖
は
認
め
な
い
」
と
い
う
が
、
こ
れ
も
「
実
体
」
か
ど
う

か
で
は
な
く
、「
心
を
説
き
、
性
を
説
く
」
こ
と
が
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
文
庫
』
脚
注
は
「
心
（
主
観
）
と
性
（
主
観
の
本
体
）
の
二
つ
を
立
て
て
説
く
」
と
す
る
が
、
禅
宗
で
い
う
「
心
」
や
「
性
」
は
そ
う

い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。

○
所
不
肯　
「
肯
」
は
が
え
ん
ず
る
と
訓
読
し
、
承
知
す
る
、
許
可
す
る
の
意
。
認
め
な
い
も
の
。

○
見
心
見
性　

こ
れ
も
四
字
熟
語
と
し
て
は
大
正
大
蔵
経
に
、
こ
の
箇
所
し
か
な
い
。
前
の
〈
説
心
説
性
〉
に
あ
わ
せ
て
、「
見
性
」
を
批

判
す
る
た
め
に
、
道
元
は
〈
見
心
見
性
〉
と
し
た
の
だ
ろ
う
。

　
「
見
性
」
は
、
宋
代
の
禅
宗
で
は
「
不
立
文
字
・
教
外
別
伝
・
直
指
人
心
・
見
性
成
仏
」
が
標
語
に
な
っ
て
い
る
が
、
道
元
は
そ
れ
を
こ

う
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。

〈
仏
法
、
い
ま
だ
そ
の
要
、
見
性
に
あ
ら
ず
。
西
天
二
十
八
祖
・
七
仏
、
い
づ
れ
の
処
に
か
仏
法
の
、
た
だ
見
性
の
み
な
り
と
あ
る
。
六

祖
壇
経
に
、
見
性
の
言
あ
り
、
か
の
書
、
こ
れ
偽
書
な
り
。
付
法
蔵
の
書
に
あ
ら
ず
、
曹
谿
の
言
句
に
あ
ら
ず
、
仏
祖
の
児
孫
、
ま
た

く
依
用
せ
ざ
る
書
な
り
。〉《
四
禅
比
丘
》。

『
文
庫
』
脚
注
は
「
心
と
か
性
と
か
い
っ
て
自
己
の
正
体
を
見
き
わ
め
よ
う
と
す
る
」
と
い
う
が
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。

○
滞
言
滞
句　

言
句
に
拘
泥
す
る
こ
と
。「
滞
言
」
は
永
嘉
玄
覚
が
「
豈
滞
言
而
惑
理
。（
豈
に
言
に
滞
り
、
理
に
惑
わ
ん
や
）」
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（T
51,242b

）
と
い
い
、「
滞
句
」
は
鼓
山
興
聖
国
師
が
「
句
不
当
機
、
言
非
展
事
。
承
言
者
喪
、
滞
句
者
迷
。（
句
、
機
に
当
た
ら
ず
、

言
、
展
事
に
非
ず
。
言
を
承
く
る
者
は
喪
し
、
滞
句
の
者
は
迷
う
）」（T

51,351a

）
と
使
う
。
い
ず
れ
も
批
判
で
あ
る
。『
碧
巌
録
』
第

十
二
則
評
唱
で
は
智
門
光
祚
の
上
堂
語
と
し
て
引
く
。「
言
無
展
事
。
語
不
投
機
。
承
言
者
喪
。
滞
句
者
迷
。（
言
は
展
事
無
く
、
語
は
投

機
せ
ず
。
言
を
承
く
る
者
は
喪
し
、
滞
句
の
者
は
迷
う
。）」（T

48,p153b

）

【
現
代
語
訳
】

境
を
（
心
に
）
転
じ
、
あ
る
い
は
心
を
（
境
に
）
転
ず
る
こ
と
は
、
す
ぐ
れ
た
修
行
者
の
叱
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
心
や
性
を

説
く
こ
と
は
仏
祖
が
認
め
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
見
心
、
見
性
」
は
、
仏
教
で
は
な
い
宗
教
の
や
り
方
で
あ
る
。
言
句
に

拘
泥
す
る
こ
と
は
、
解
脱
（
し
た
者
）
の
言
い
方
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
境
界
を
透
脱
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
で
い
う

「
青
山
常
運
歩
」
で
あ
る
。「
東
山
水
上
行
」
で
あ
る
。
審こ

と
こ
ま
か細

に
参
究
す
る
が
よ
い
。

【
諸
釈
の
検
討
】

田
中
『
道
元
』

青
山
を
境
と
し
、
見
る
も
の
を
心
に
擬
す
る
こ
と
は
、
能
所
対
峙
の
常
見
で
あ
っ
て
、
大
乗
の
談
で
な
い
こ
と
は
明

か
で
あ
る
が
、
転
境
帰
心
、
転
心
帰
境
と
い
え
ど
も
、
な
お
対
峙
の
名
残
を
と
ど
め
て
い
る
。
さ
ら
に
向
上
し
て
、
い

か
に
し
て
山
河
大
地
を
自
己
に
帰
せ
し
め
ん
、
と
い
う
の
も
、
こ
こ
に
呵
す
る
と
こ
ろ
の
転
境
で
あ
る
。
い
か
に
し
て

自
己
を
転
じ
て
山
河
大
地
に
帰
せ
し
め
ん
、
と
い
う
古
仏
長
沙
の
応
答
も
、
こ
こ
に
呵
す
る
と
こ
ろ
の
転
心
で
あ
る
。

こ
れ
を
も
含
め
て
、
転
境
転
心
は
大
聖
の
呵
す
る
所
と
い
う
。
説
心
説
性
は
道
元
み
ず
か
ら
正
法
眼
蔵
説
心
説
性
に
お

い
て
、
仏
祖
最
要
の
道
と
し
て
挙
揚
す
る
と
こ
ろ
、
い
ま
は
こ
れ
を
も
仏
祖
の
肯
ん
ぜ
な
い
所
と
い
う
。
心
を
云
い
、
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性
を
説
く
の
は
実
際
戲
論
と
し
て
仏
祖
の
所
不
肯
で
あ
る
。
禅
門
で
は
見
心
見
性
を
最
要
と
す
る
が
、
い
ま
は
外
道
の

い
わ
ゆ
る
霊
知
と
異
な
る
な
し
と
斥
け
る
。
畢
竟
相
応
の
知
見
を
悉
く
退
治
せ
し
め
ん
と
す
る
慈
誨
で
あ
る
。（
七
八
）

知
見
解
会
は
、
ひ
と
り
で
に
如
何
よ
う
に
も
向
上
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
人
の
喪
身
失
命
底
に
現
成
せ
る
道
も
、

知
見
解
会
に
取
っ
て
以
て
容
易
に
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
。（
七
八
、七
九
）

（
検
討
）

〈
転
境
転
心
〉
以
下
四
句
熟
語
の
四
つ
を
「
相
応
の
知
見
」
と
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、〈
転
心
転
境
〉
や
〈
見
心
見
性
〉

が
「
知
見
」
で
あ
る
と
は
と
う
て
い
い
え
ま
い
。
知
見
だ
と
と
れ
ば
、
前
段
の
〈
管
見
〉
か
ら
の
つ
な
が
り
は
つ
く
が
、
そ

う
で
は
な
い
。
こ
こ
に
は
「
知
見
解
会
」
は
少
し
も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
道
元
が
言
及
し
な
い
「
知
見
解
会
」

を
持
ち
出
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
《
行
仏
威
儀
》
な
ど
を
引
用
し
て
、
二
頁
に
わ
た
っ
て
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
妥
当
で
は

あ
る
ま
い
。
ま
た
「
説
心
説
性
」
が
《
説
心
説
性
》
巻
の
叙
述
と
違
う
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
も
、
そ
の
理
由
は
言
及
さ
れ
て

い
な
い
。

古
田
『
私
釈
』

心
と
対
象
と
を
二
元
的
に
わ
け
て
見
る
見
方
は
大
聖
釈
迦
の
呵
す
る
所
で
あ
り
、
心
と
説
き
性
と
説
い
て
そ
の
い
ず

れ
か
で
あ
る
と
す
る
の
も
仏
祖
の
肯
わ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
山
は
心
で
あ
る
と
か
、
性
で
あ
る
と
か
い
わ
れ
る
も
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
見
心
見
性
と
い
っ
て
心
性
を
二
つ
に
見
る
の
は
外
道
で
あ
り
、
大
乗
の
す
ぐ
れ

た
説
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
小
乗
教
を
指
し
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ど
ん
な
に
こ
の
教
が
活
溌
な

も
の
で
あ
っ
て
も
取
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
斥
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
滞
言
滞
句
、
言
句
に
滞
る
も
の
は
解
脱
を
得

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
山
の
功
徳
と
い
っ
て
も
そ
の
功
徳
の
言
句
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
は
解
脱
の
道
著
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と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。（
三
〇
、三
一
）

『
辨
註
』
に
よ
る
と
、
…
…
こ
と
に
滞
言
滞
句
を
重
大
視
し
、
道
元
の
「
審
細
に
参
究
す
べ
し
」
と
い
っ
て
い
る
こ

と
を
こ
の
点
に
し
ぼ
っ
て
、
こ
の
示
誨
こ
そ
を
参
究
せ
よ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
三
一
）

（
検
討
）

〈
説
心
説
性
〉
に
つ
い
て
『
聞
解
』
が
「
転
境
帰
心
、
転
心
帰
境
抔な

ど

と
二
つ
物
を
見
る
は
小
乗
の
見
で
大
聖
如
来
の
呵
す

る
処
な
り
。
大
乗
で
は
能
所
を
分
け
ぬ
…
…
」（
二
三
二
）
と
あ
る
の
を
受
け
た
解
釈
で
あ
る
が
、
自
己
（
心
）
と
万
法
（
境
）

の
関
わ
り
を
説
く
の
が
道
元
で
あ
り
、「
転
境
帰
心
、
転
心
帰
境
」
も
禅
の
詞
の
常
套
で
あ
っ
て
、
境
と
心
を
説
く
こ
と
が

批
判
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。〈
説
心
説
性
〉
は
、
禅
宗
の
重
要
な
詞
で
あ
る
「
性
」
と
「
心
」
を
説
く
も

の
で
、《
説
心
説
性
》
巻
に
明
ら
か
な
よ
う
に
「
そ
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。〈
見
心
見
性
〉

は
い
わ
ゆ
る
「
見
性
」
と
「
見
心
」
で
あ
り
、「
心
性
」
を
二
つ
に
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
見
性
」
が
仏
性
を
見
る
、

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
常
識
で
あ
り
、
宋
代
に
盛
ん
に
な
っ
た
そ
れ
を
、
道
元
は
〈
外
道
の
活
計
〉
と
こ
き
下
ろ
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
古
田
は
臨
済
宗
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
見
性
禅
」
が
批
判
さ
れ
る
の
は
ま
ず
い
と
お
も
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

〈
見
心
見
性
〉
が
小
乗
の
教
え
だ
な
ど
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。

安
谷
『
参
究
』

奪
境
不
奪
人
は
転
境
だ
。
奪
人
不
奪
境
は
転
心
だ
。
そ
れ
ら
は
一
時
の
道
具
だ
か
ら
、
用
が
済
ん
だ
ら
捨
て
る
の

だ
。
心
と
説
き
性
と
説
く
の
も
そ
う
だ
。
道
元
禅
師
は
『
正
法
眼
蔵
説
心
説
性
』
の
巻
に
置
い
て
、「
説
心
説
性
は
仏

道
の
大
本
な
り
。」
と
示
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
い
て
、
こ
こ
で
は
、
仏
祖
の
肯う

け
がわ

ざ
る
と
こ
ろ
な
り
と
、
厳
し
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く
そ
れ
を
斥し

り
ぞけ

て
い
る
。
言
を
承
け
て
は
、
す
べ
か
ら
く
宗
を
会
す
べ
し
だ
。
言
葉
の
精
神
を
う
け
と
る
こ
と
が
大
切

だ
。（
七
九
）

間
違
っ
た
直
指
人
心
見
性
成
仏
は
禅
門
の
一
本
槍
だ
。
だ
が
見
性
に
も
明
暗
浅
深
の
差
が
非
常
に
あ
る
。
…
…
見
性

を
軽
く
あ
つ
か
え
ば
、
見
性
な
ど
と
る
に
足
ら
な
い
も
の
だ
。
…
…
そ
れ
が
大
悟
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
て

も
、
そ
れ
を
か
つ
い
だ
ら
、
頭
上
に
頭
を
重
ね
た
ば
け
も
の
と
な
る
。
だ
か
ら
外
道
の
活
計
だ
。（
八
〇
）

言
句
だ
け
に
限
る
の
で
は
な
い
。
日
常
の
行
履
も
す
べ
て
そ
う
だ
。
滞
っ
た
ら
解
脱
道
で
は
な
い
。（
同
）

（
検
討
）

「
転
心
転
境
」
と
は
、
た
と
え
ば
「
一
切
語
言
、
山
河
大
地
。
一
一
転
帰
自
己
」（『
碧
巌
録
』T

48,142b

）
と
い
う
よ
う
な

こ
と
で
、
臨
済
の
四
料
簡
（
奪
境
不
奪
人
な
ど
）
と
は
異
な
る
。
安
谷
が
、
そ
れ
を
臨
済
の
四
料
簡
の
中
の
二
つ
で
あ
る
と
す

る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
彼
は
そ
れ
を
「
一
時
の
道
具
」
で
あ
る
、
と
認
め
て
開
き
直
っ
て
い
る
。
道
元
は
〈
あ

に
四
料
簡
等
に
、
道
味
あ
り
と
し
て
学
法
の
指
南
と
せ
ん
や
〉《
仏
経
》
と
い
っ
て
い
る
の
を
知
っ
て
の
上
で
あ
ろ
う
。
ま

た
「
見
性
」
も
道
元
が
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
こ
と
を
承
知
で
「
見
性
を
軽
く
あ
つ
か
え
ば
、
見
性
な
ど
と
る
に
足
ら
な
い

も
の
だ
」、「
そ
れ
を
か
つ
い
だ
ら
…
…
ば
け
も
の
と
な
る
」
と
、「
見
性
」
が
、
正
し
く
用
い
ら
れ
れ
ば
と
暗
示
し
て
食
い

下
が
り
、
な
ん
と
か
「
見
性
」
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
恐
れ
入
る
ば
か
り
で
あ
る
。

森
本
『
花
開
』

（
前
の
三
節
一
に
つ
い
て
）
こ
れ
ら
す
べ
て
が
、
な
お
二
元
論
的
な
対
象
認
識
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
道
元
に
よ
っ
て

批
判
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
か
ら
次
の
節
へ
は
、
き
わ
め
て
論
理
的
な
当
然
の
展
開
な
の
で
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あ
る
。（
三
八
）

基
本
に
な
る
二
元
論
的
図
式
が
温
存
さ
れ
た
ま
ま
で
は
、
対
象
的
認
識
の
誤
謬
を
脱
し
切
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
三
九
）

第
二
十
五
「
渓
声
山
色
」
の
巻
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
答
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
長
沙
景
岑
禅
師
に
…
…
。
な
る
ほ

ど
、
そ
の
両
者
（
心
と
境
＝
筆
者
）
の
関
係
は
、
た
と
え
ば
第
四
「
身
心
学
道
」
の
巻
に
も
あ
る
と
お
り
、「
し
ば
ら
く

山
河
大
地
日
月
星
辰
、
こ
れ
心
な
り
」
で
あ
り
、
…
…
ま
た
第
九
「
古
仏
心
」
の
巻
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
大
証
国
師
と

僧
と
の
問
答
に
お
い
て
…
…
。（
四
一
）

「
説
心
説
性
」
と
は
、「
心
を
説
き
性
を
説
く
」
こ
と
で
あ
る
が
、「
転
心
転
境
」
に
た
い
す
る
批
判
が
二
元
論
の
拒
否

で
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
固
定
さ
れ
た
本
質
主
義
、
な
い
し
は
実
体
主
義
が
批
判
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
み
な
す
こ

と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
、
第
五
「
即
心
是
仏
」
の
巻
に
お
い
て
、
…
…
。（
四
三
）

こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
こ
こ
で
は
「
説
心
説
性
」
が
「
仏
祖
の
所
不
肯
な
り
」
と
し
て
き
び
し
く
し
り
ぞ
け
ら

れ
る
の
で
あ
る
が
、
一
面
的
に
こ
の
よ
う
な
見
方
に
執
す
る
こ
と
も
ま
た
さ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
第
四
十
二
「
説
心
説
性
」
の
巻
に
お
い
て
は
…
…
。（
四
五
）

さ
ら
に
つ
づ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
説
か
れ
る
。「
お
ほ
よ
そ
仏
仏
祖
祖
の
あ
ら
ゆ
る
功
徳
は
、
こ
と
ご
と
く
こ
れ

説
心
説
性
な
り
。
平
常
の
説
心
説
性
あ
り
、
牆
壁
瓦
礫
の
説
心
説
性
あ
り
。
い
は
ゆ
る
心
生
種
種
法
生
の
道
理
現
成

し
、
心
滅
種
種
法
滅
の
道
理
現
成
す
る
、
し
か
し
な
が
ら
心
の
説
な
る
時
節
な
り
、
性
の
説
な
る
時
節
な
り
。
し
か
あ

る
に
、
心
を
通
ぜ
ず
、
性
に
達
せ
ざ
る
庸
流
、
く
ら
く
し
て
説
心
説
性
を
し
ら
ず
、
談
玄
談
妙
を
し
ら
ず
、
仏
祖
の
道

に
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
と
い
ひ
、
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
と
を
し
ふ
。
説
心
説
性
を
説
心
説
性
と
し
ら
ざ
る
に
よ
り
て
、
説
心

説
性
を
説
心
説
性
と
お
も
ふ
な
り
。
こ
れ
こ
と
に
大
道
の
通
塞
を
批
判
せ
ざ
る
に
よ
り
て
な
り
。」
こ
こ
ま
で
読
め
ば
、



336

も
は
や
、
こ
の
「
説
心
説
性
」
の
巻
で
説
か
れ
て
い
る
こ
と
と
、「
説
心
説
性
は
仏
祖
の
所
不
肯
な
り
」
と
の
あ
い
だ

に
矛
盾
が
な
い
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。（
四
六
）

「
山
水
経
」
の
巻
の
本
文
で
「
仏
祖
の
所
不
肯
」
と
さ
れ
て
い
る
「
説
心
説
性
」
に
お
い
て
は
「『
心
』
や
『
性
』
が

『
説
』
と
は
切
り
離
さ
れ
た
客
観
的
対
象
物
と
な
る
傾
向
」
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
つ
ぎ
の
「
見
心
見
性
」
に
お
い
て
さ
ら
に
顕
著
な
の
で
あ
る
。（
四
八
）

い
ま
か
り
に
敦
煌
本
『
六
祖
壇
経
』
を
開
い
て
み
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
（
見
性
の
＝
筆
者
）
用
例
が
目
に
つ
く
。

（
四
つ
の
引
用
、
唐
木
順
三
の
見
解
な
ど
略
す
＝
筆
者
）
道
元
が
利
用
し
た
か
と
思
わ
れ
る
流
布
本
『
六
祖
壇
経
』
に
つ
ぎ
の

よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
汝
の
本
性
は
、
…
…
（
中
略
＝
筆
者
）
即
ち
見
性
成
仏
と
名
づ
け
、
ま
た
如
来

知
見
と
名
づ
く
」
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
い
わ
ゆ
る
“
自
然
外
道
”
へ
の
途
を
開
く
も
の
と
な
り
か
ね
な
い
が
ゆ
え

に
、
道
元
と
し
て
は
ど
う
し
て
も
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。（
四
九
、五
〇
）

「
滞
言
滞
句
」
は
、
言
語
活
動
が
融
通
無
碍
の
活
発
な
も
の
で
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
理
解
す
べ
き
な
の

だ
。（
五
一
）

（
検
討
）

こ
の
解
釈
だ
け
が
、
そ
れ
ま
で
の
叙
述
と
こ
こ
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
解
釈
が
ま
っ
た
く
的
外
れ
で
あ
る

か
ら
、
関
連
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

「
転
心
転
境
」
に
つ
い
て
《
渓
声
山
色
》
巻
の
問
答
を
引
用
す
る
の
は
い
い
が
、
そ
れ
を
《
身
心
学
道
》
や
《
古
仏
心
》

の
「
心
」
に
関
す
る
問
答
に
広
げ
る
の
は
、
そ
れ
ら
は
道
元
が
「
心
」
を
肯
定
し
て
使
っ
て
い
る
の
で
、
問
題
が
ま
っ
た
く

異
な
り
適
当
で
は
な
い
。

〈
説
心
説
性
〉
は
先
尼
外
道
の
説
だ
と
し
て
《
即
心
是
仏
》
の
先
尼
外
道
批
判
を
長
々
と
引
用
す
る
が
、
関
係
は
な
い
。
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い
っ
た
い
、
道
元
は
〈
説
心
説
性
〉〈
見
性
見
心
〉
も
、
こ
こ
で
は
何
も
詳
し
く
は
展
開
し
て
い
な
い
の
に
、《
身
心
学
道
》

《
古
仏
心
》《
説
心
説
性
》
や
《
仏
性
》
な
ど
色
々
な
『
正
法
眼
蔵
』
の
巻
を
長
く
引
用
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
か
え
っ
て

本
文
で
道
元
が
い
お
う
と
す
る
こ
と
を
分
か
ら
な
く
し
て
い
る
。

道
元
の
思
想
に
は
、
当
然
な
が
ら
時
代
に
よ
っ
て
変
化
が
あ
っ
た
の
に
、
明
白
に
論
旨
が
異
な
る
こ
の
巻
と
《
説
心
説

性
》
の
〈
説
心
説
性
〉
を
「
矛
盾
が
な
い
」
な
ど
と
ど
う
し
て
い
え
る
の
か
。
ま
た
「
心
」
や
「
性
」
は
、「『
説
』
と
は
切

り
離
さ
れ
た
客
観
的
対
象
物
と
な
る
傾
向
」
が
あ
る
と
い
う
が
、
心
や
性
は
モ
ノ
で
は
な
い
の
だ
か
ら
「
客
観
的
対
象
物
と

な
る
」
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も
道
元
は
「
心
」
や
「
性
」
を
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
説
心
説
性
」
を

批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

道
元
の
見
性
批
判
は
、
十
二
巻
本
の
《
四
禅
比
丘
》
以
外
は
、『
六
祖
壇
経
』
の
説
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
。「
滞
言
滞
句
」
の
理
解
も
禅
宗
史
と
の
関
連
が
ま
っ
た
く
欠
落
し
て
い
る
。

内
山
『
味
わ
う
』

「
転
境
転
心
」
と
は
、
心
（
自
己
）
と
境
（
環
境
）
と
い
う
二
つ
を
立
て
て
、
心
が
境
を
転
ず
る
と
す
る
の
が
い
わ
ゆ

る
観
念
論
で
、
逆
に
境
が
心
を
転
ず
る
と
す
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
実
在
論
で
す
が
、
そ
れ
ら
い
ず
れ
も
「
大
聖
の
所

呵
」
つ
ま
り
、
仏
様
が
お
し
か
り
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。
…
…
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
心
と
か
性
と
か
い
う
特
別
の

存
在
を
立
て
て
見（

マ
マ
）る

と
い
う
の
は
仏
法
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
さ
ら
に
こ
の
心
や
性
と
い
う
特
別
の
も
の
を
立
て
て
、

こ
れ
を
見
る
と
い
う
「
見
心
見
性
」
は
、
ま
っ
た
く
、
外
道
の
す
る
こ
と
で
し
か
な
い
。（
五
七
）

「
滞
言
滞
句
」、
言
葉
に
拘
泥
す
る
の
で
は
、
生
命
実
物
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
要
す
る
に
な
に
か
を
取
り
立
て

た
ら
、
こ
れ
が
し
こ
り
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
ね
。（
五
八
）
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（
検
討
）

「
転
境
」
が
観
念
論
で
、「
転
心
」
が
実
在
論
だ
と
は
、
ま
っ
た
く
思
わ
れ
な
い
。
ま
た
「
心
」
と
か
「
性
」
を
立
て
る
か

ら
〈
見
心
見
性
〉
が
批
判
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
道
元
は
こ
こ
で
心
や
性
を
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
見
心

見
性
」
と
い
う
体
験
と
、
そ
の
原
理
と
な
る
よ
う
な
師
家
の
あ
り
方
を
批
判
し
て
い
る
。〈
滞
言
滞
句
〉
に
関
し
て
も
、
こ

れ
が
公
案
を
扱
う
一
つ
の
悪
い
あ
り
方
だ
と
い
う
こ
と
が
、
見
落
と
さ
れ
て
い
る
。

【
私
釈
】

こ
こ
で
は
〈
転
心
転
境
〉〈
説
心
説
性
〉〈
見
心
見
性
〉〈
滞
言
滞
句
〉
の
四
句
へ
の
批
判
が
、
唐
突
に
出
て
く
る
よ
う
に

見
え
る
。
諸
解
釈
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
言
及
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
言
及
し
て
い
る
の
は
的
外
れ
な
森
本
『
花
開
』
だ
け

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
句
は
、
文
字
の
上
で
は
こ
れ
ま
で
説
か
れ
て
き
た
〈
青
山
常
運
歩
〉〈
東
山
水
上
行
〉
な
ど
を
め
ぐ
る

言
葉
と
ま
っ
た
く
切
り
結
ば
な
い
。
い
っ
た
い
、
こ
こ
は
そ
れ
以
前
の
叙
述
と
ど
う
か
か
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
関
わ
り
が
、
最
後
の
〈
か
く
の
ご
と
く
の
境
界
を
透
脱
せ
る
あ
り
、
い
は
ゆ
る
青
山
常
運
歩
な
り
、
東
山
水
上
行
な

り
〉
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、〈
青
山
常
運
歩
〉〈
東
山
水
上
行
〉
は
〈
転
心
転
境
〉〈
説
心
説
性
〉〈
見
心
見
性
〉〈
滞
言
滞
句
〉
と
い
う
よ

う
な
境
界
で
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
扱
い
の
間
違
い
が
、
次
節
で
〈
現
在
大
宋
国
に
、
杜
撰
の
や
か
ら

…
…
〉
と
出
る
。
こ
れ
は
、
宋
代
禅
宗
の
固
有
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

宋
代
に
入
っ
て
『
宗
鏡
録
』
百
巻
や
、『
景
徳
伝
燈
録
』
三
十
巻
と
そ
れ
に
続
く
灯
史
が
編
ま
れ
た
ほ
か
、
公
案
集
で
あ

る
『
雪
竇
頌
古
』
に
評
唱
な
ど
を
加
え
た
圜
悟
の
『
碧
巌
録
』（
一
一
二
五
年
）、
大
慧
の
『
正
法
眼
蔵
』
六
六
三
則
（
宋
版

一
一
四
七
年
）
が
編
ま
れ
た
。
そ
し
て
道
元
を
含
め
、
禅
宗
の
修
行
者
は
そ
れ
ら
の
公
案
を
商
量
し
て
い
く
。
こ
の
視
点
を
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も
っ
て
、
四
句
の
問
題
を
見
て
み
た
い
。

さ
て
、
最
初
に
〈
転
心
転
境
〉
と
あ
る
。
こ
れ
は
諸
解
釈
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、《
山
水
経
》
と
主
題
が
似
て
い

る
《
谿
声
山
色
》
に
お
け
る
長
沙
岑
禅
師
と
僧
の
問
答
に
も
関
連
し
よ
う
。
道
元
は
、
僧
が
境
を
転
じ
て
自
己
（
心
）
に
帰

せ
し
め
よ
う
と
し
、
長
沙
が
自
己
（
心
）
を
転
じ
て
境
に
帰
せ
し
め
よ
う
と
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
転
心
も
転
境
も
否
定
し

て
、
そ
の
問
答
に
対
し
て
道
元
は
〈
い
ま
の
道
取
は
、
自
己
の
お
の
づ
か
ら
自
己
に
て
あ
る
、
自
己
た
と
ひ
山
河
大
地
と
い

ふ
と
も
、
さ
ら
に
所
帰
に
罣
礙
す
べ
き
に
あ
ら
ず
〉
と
、
ど
ち
ら
か
に
帰
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
だ
め
で
あ
る
と
答
え
て

い
る
。
こ
れ
は
『
碧
巌
録
』
に
第
二
則
評
唱
「
百
丈
道
一
切
語
言
。
山
河
大
地
。
一
一
転
帰
自
己
。（
百
丈
道
う
、
一
切
の
語

言
、
山
河
大
地
。
一
一
転
じ
て
自
己
に
帰
す
。T
48,142b

）」、
第
三
十
九
則
評
唱
「
百
丈
道
。
森
羅
万
象
。
一
切
語
言
。
皆
転
帰
自

己
。」（T

48,177b

）〔
ど
ち
ら
も
百
丈
の
語
録
に
は
存
在
し
な
い
。〕
と
あ
る
の
が
「
転
境
」
の
代
表
で
あ
ろ
う
。、
こ
れ
は
宋

代
な
ら
ず
と
も
、
た
と
え
ば
安
谷
が
「
而
今
の
山
水
は
、
認
識
以
前
の
本
来
の
自
己
で
あ
り
、
本
来
の
自
己
の
脱
体
現
成
で

あ
る
」（
四
九
）、「
山
と
は
自
己
で
あ
る
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
、
い
う
ま
で
も
な
い
」（
七
三
）
と
い
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
さ
に
そ
れ
を
、〈
大
聖
の
所
呵
な
り
〉
と
道
元
は
断
じ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
青
山
常
運
歩
」
を
間
違
う
の
で
あ
る
。

「
大
聖
」
は
［
注
釈
］
に
も
挙
げ
た
よ
う
に
釈
迦
や
仏
と
す
る
必
要
は
な
い
。
他
の
仏
祖
で
も
い
い
わ
け
で
あ
る
。

次
の
〈
説
心
説
性
〉
は
大
慧
宗
杲
が
「
昔
、
達
磨
、
二
祖
に
謂
い
て
曰
く
、
汝
、
但
だ
外
に
諸
縁
を
息
め
、
内
に
心
喘
ぐ

な
か
れ
。
心
牆
壁
の
如
く
に
し
て
以
て
道
に
入
る
べ
し
。
二
祖
、
種
種
に
説
心
説
性
す
れ
ど
も
倶
に
契
わ
ず
」（『
大
慧
語
録
』

T
47,925b

）
を
引
い
て
よ
く
批
判
し
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
例
え
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
是
れ
説
心
説
性
し
て
得
、
説
玄
説
妙
、
説
理
説
事
し
て
得
る
こ
と
莫な

き
や
。
既
に
総
不
得
な
り
。
只
だ
、
恁
麼

に
休
し
去
る
べ
か
ら
ず
。
既
に
休
し
去
る
べ
か
ら
ず
。
又
た
説
心
説
性
、
説
玄
説
妙
し
、
説
理
説
事
す
べ
か
ら
ず
。」
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（
同
、T

47,830c

）

こ
れ
は
当
時
の
文
芸
化
し
て
い
た
禅
語
録
の
理
知
的
参
究
に
対
す
る
、
看
話
禅
か
ら
の
批
判
で
、
公
案
を
知
解
し
た
り
、

言
葉
で
説
く
こ
と
の
批
判
で
あ
る
。

「
説
心
説
性
は
是
れ
汚
染
。
説
玄
説
妙
は
是
れ
汚
染
。」（
同
、916b

）、

「
這
裏
に
到
り
て
は
説
仏
説
祖
、
説
心
説
性
、
説
玄
説
妙
。
説
理
説
事
、
説
好
説
悪
、
亦
た
是
れ
外
辺
の
事
な
り
。」

（
同
、927b

）

い
っ
ぽ
う
、
無
事
禅
の
批
判
の
言
葉
と
し
て
肯
定
的
に
も
用
い
た
。
大
慧
の
師
、
圜
悟
は
こ
う
無
事
禅
を
批
判
す
る
。

「
有あ

る
般
底
人
は
道い

う
、
本
来
一
星
事
も
無
し
。
但た只
だ
茶
に
遇
っ
て
は
茶
を
喫
し
、
飯
に
遇
っ
て
は
飯
を
喫
す
、

と
。
此
れ
は
是
れ
大
妄
語
、
之
を
未
だ
得
ざ
る
に
得
た
り
と
謂お

も

い
、
未
だ
証さ

と

ら
ざ
る
に
証
れ
り
と
謂お

も

う
と
謂い

う
。
元

来
、
曾
て
参
得
透
せ
ざ
る
に
、
人
の
心
を
説
き
性
を
説
き
、
玄
を
説
き
妙
を
説
く
を
見
て
は
、
便
ち
道
く
、
只
だ
是
れ

狂
言
な
り
。
本
来
無
事
な
る
を
、
と
。
一
盲
、
衆
盲
を
引
く
と
謂
う
べ
し
。」（『
碧
巌
録
』
第
九
則
評
唱
、T

48,149b

）

「
上
載
と
は
、
爾
が
与た

め

に
説
心
説
性
し
、
説
玄
説
妙
し
て
、
種
種
に
方
便
す
る
こ
と
な
り
。
若
し
是
れ
下
載
な
ら

ば
、
更
に
許あ

ま
た多

の
義
理
玄
妙
無
し
。
有あ

る
も
の底

は
一
担
の
禅
を
担に

な

う
も
、
趙
州
の
処
に
到
り
て
、
一
點
も
ま
た
使
う
こ
と

不え

ず著
。
一
時
に
他
が
与
に
打
畳
さ
れ
灑
灑
落
落
た
ら
し
め
一
星
事
無
し
。
之
を
悟
り
了
れ
ば
還
っ
て
未
悟
の
時
に
同
じ

と
謂
う
。」（『
碧
巌
録
』
第
四
十
五
則
評
唱
、T

48,182b

）
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と
こ
ろ
で
、
道
元
も
、
仏
教
や
公
案
を
知
解
し
た
り
、
解
説
す
る
こ
と
を
批
判
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
こ
の
箇
所
と
同

様
に
、
初
期
、
中
期
に
は
そ
れ
を
批
判
し
て
い
た
。

＊
道
元
用
例

上
堂
。
云
。
自
非
祖
師
西
来
、
余
外
未
知
法
実
帰
。
何
況
能
知
仏
向
上
事
。
談
玄
説
妙
未
是
。
説
心
説
性
未
是
。
若

放
玄
妙
無
所
住
処
、
若
遣
心
性
無
所
繋
処
、
是
由
但
向
声
色
裏
求
活
計
而
已
。
…
…
（
上
堂
。
云
く
祖
師
西
来
に
非
ざ
る
よ

り
は
、
余
外
は
未
だ
法
の
実
帰
を
知
ら
ず
。
何い

か

に
況
や
能
く
仏
向
上
事
を
知
ら
ん
や
。
談
玄
説
妙
は
未
だ
是
な
ら
ず
。
説
心
説
性
は
未

だ
是
な
ら
ず
。
若
し
玄
妙
を
無
所
住
処
に
放
ち
、
若
し
心
性
を
無
所
繋
の
処
に
遣は

な

た
ば
、
是
れ
但
だ
声
色
裏
に
活
計
を
求
む
る
に
由
る

而の

み已
な
り
…
…
）（『
永
平
広
録
』
96
）

正
知
道
非
仮
、
直
了
悟
是
重
。
此
時
、
使
得
拄
杖
兮
、
打
散
説
玄
説
妙
、
渾
無
迷
蹤
。
拈
得
竹
篦
兮
、
打
砕
説
性
説

心
、
那
存
旧
轍
乎
…
…
（
正
し
く
道
の
仮
に
非
ざ
る
こ
と
を
知
り
、
直
に
悟
の
是
れ
重
き
こ
と
を
了さ

と

る
。
此
の
時
、
拄
杖
を
使
得
し

て
、
説
玄
説
妙
を
打
散
す
、
渾す

べ

て
迷
蹤
な
し
。
竹
篦
を
拈
得
し
て
、
説
性
説
心
を
打
砕
す
、
那な

ん

ぞ
旧
轍
を
存
せ
ん
。
…
…
）（『
永
平
広

録
』
巻
八
法
語
五
）

こ
の
よ
う
に
道
元
の
法
語
に
は
、「
悟
」
を
重
視
し
て
、
言
語
文
字
を
軽
視
す
る
語
が
多
い
。

《
山
水
経
》
を
書
い
て
三
年
後
、
越
前
吉
峰
寺
に
移
っ
て
か
ら
、「
説
心
説
性
」
を
肯
定
す
る
《
説
心
説
性
》
が
書
か
れ
た

が
、
そ
れ
は
大
慧
宗
杲
批
判
と
し
て
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
今
は
問
題
に
し
ま
い
。

〈
見
心
見
性
〉
は
、
そ
の
重
心
が
「
見
性
」
批
判
に
か
か
る
。
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「
見
心
」
自
体
は
、『
景
徳
伝
燈
録
』
に
も
馬
祖
の
言
葉
と
し
て
「
森
羅
万
象
一
法
之
所
印
。
凡
所
見
色
皆
是
見
心
（
森

羅
万
象
は
一
法
の
印
す
る
所
な
り
。
凡
そ
見
る
所
の
色
は
皆
な
是
れ
心
を
見
る
な
り
）」（T

51,246a

）
と
い
わ
れ
て
お
り
、「
見
色
便
見

心
」
と
し
て
、
仰
山
（
同
、283b

）、
首
山
（
同
、304b

）、
龍
冊
寺
順
徳
（
同
、348c

）、
龍
華
寺
真
覚
（
同
、352b

）、
長
慶
（
同
、

354c
）
な
ど
が
言
及
し
て
い
る
。「
見
心
」
の
批
判
は
こ
こ
以
外
の
道
元
の
著
作
に
は
無
く
、
他
の
禅
師
で
も
「
見
色
見
心
」

は
批
判
さ
れ
て
も
「
見
心
」
だ
け
の
批
判
は
聞
か
な
い
。

次
に
「
見
性
」
に
つ
い
て
み
た
い
。

道
元
の
時
代
に
盛
ん
で
あ
っ
た
臨
済
禅
の
各
派
は
、
黄
龍
派
の
無
事
禅
以
外
は
「
見
性
」
を
期
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
あ
る
ま
い
。
楊
岐
派
の
虎
丘
紹
隆
が
伝
え
る
禅
に
特
に
見
性
が
盛
ん
で
あ
り
、
し
か
も
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
禅
宗
四
十
六

伝
の
う
ち
三
十
六
伝
が
虎
丘
派
で
あ
る
。
日
本
達
磨
宗
も
楊
岐
派
の
流
れ
で
、
そ
の
文
献
に
は
『
見
性
成
仏
論
』
や
見
性
を

説
く
初
期
禅
文
献
『
血
脈
論
』
が
あ
る
。
懐
奘
が
道
元
に
初
相
見
し
た
と
き
、
見
性
が
論
題
に
な
っ
た
こ
と
を
『
伝
光
録
』

は
こ
う
伝
え
る
。「（
懐
奘
は
）
猶
ほ
す
で
に
多
武
の
峰
に
参
ず
。
頗
る
に
見
性
成
仏
の
旨
に
達
す
。
…
…
元
和
尚
始
め
て
対

談
せ
し
時
、
両
三
日
は
只
だ
師
の
得
所
に
同
じ
。
見
性
霊
知
の
こ
と
を
談
ず
。」

さ
ら
に
大
慧
宗
杲
の
見
性
（
看
話
）
禅
は
、
宋
の
士
太
夫
の
間
で
も
僧
侶
の
間
で
も
非
常
に
盛
ん
に
な
っ
て
い
た
。
大
慧

の
師
で
あ
る
圜
悟
の
『
碧
巌
録
』
に
は
次
の
よ
う
に
「
見
性
」
が
、
他
の
「
不
立
文
字
」、「
直
指
人
心
」
と
共
に
使
わ
れ
、

禅
の
標
語
に
な
っ
て
い
る
。

「
単
伝
心
印
。
開
示
迷
塗
。
不
立
文
字
。
直
指
人
心
。
見
性
成
仏
。」（
第
一
則
評
唱
、T

48,140b

）

「
如
祖
師
西
来
。
単
伝
心
印
。
直
指
人
心
。
見
性
成
仏
。」（
第
九
則
評
唱
、
同
、149a

）

「
直
心
為
見
性
之
功
。」（
第
十
則
評
唱
、
同
、151a

）
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「
謂
之
教
外
別
伝
。
単
伝
心
印
。
直
指
人
心
。
見
性
成
仏
。」（
第
十
四
則
評
唱
、
同
、154c

）

い
っ
ぽ
う
、
道
元
の
「
見
性
」
に
対
す
る
批
判
は
、
初
期
に
は
な
い
。

直
指
人
心
、
拳
頭
頂

、
見
性
成
仏
、
鼻
孔
眼
睛
、
得
皮
得
髄
二
三
枚
、
微
笑
拈
華
開
五
葉
。（『
永
平
広
録
』
巻
十
自

賛
十
四
）

そ
れ
が
《
山
水
経
》
が
説
か
れ
た
翌
年
に
あ
た
る
仁
治
二
年
頃
か
ら
は
っ
き
り
批
判
さ
れ
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

〈
し
か
あ
れ
ば
教
は
赴
機
の
戯
論
な
り
、
心
は
理
性
の
真
実
な
り
、
こ
の
正
伝
せ
る
一
心
を
、
教
外
別
伝
と
い
ふ
、

三
乗
十
二
分
教
の
所
談
に
ひ
と
し
か
る
べ
き
に
あ
ら
ず
、
一
心
上
乗
な
る
ゆ
え
に
、
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
、
出
身
の
活
路
な
し
、
通
身
の
威
儀
あ
ら
ず
。〉（《
仏
教
》
仁
治
三
年
）

上
堂
。
挙
。
僧
問
趙
州
。
如
何
是
不
錯
底
路
。
趙
州
云
、
明
心
見
性
是
不
錯
底
路
。
後
来
云
、
趙
州
祗
道
得
八
九

成
。
我
即
不
然
。
若
有
人
問
、
如
何
是
不
錯
底
路
。
即
向
他
道
、
家
家
門
裏
透
長
安
。（
上
堂
。
挙
す
。
僧
趙
州
に
問
う
。

如
何
か
是
れ
不
錯
底
の
路
。
趙
州
云
く
、
明
心
見
性
、
是
れ
不
錯
底
の
路
。
後
来
云
く
、
趙
州
、
祗た

だ

八
九
成
を
道
得
す
。
我
は
即
ち
然

ら
ず
。
若
し
人
あ
っ
て
如
何
が
是
れ
不
錯
底
の
路
と
問
わ
ば
、
即
ち
他
に
向
い
て
道
う
、
家
家
の
門
裏
、
長
安
に
透
る
。
上
堂
一
五
四

　

寛
元
四
年
）
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上
堂
。
直
指
人
心
、
天
地
懸
隔
。
見
性
成
仏
、
毫
釐
有
差
。
黄
檗
吐
舌
頭
、
未
覆
三
千
界
。
青
原
垂
一
足
、
踏
翻

大
虚
空
。
為
甚
恁
麼
。
大
衆
、
還
要
委
悉
遮
箇
道
理
也
無
。
良
久
云
、
微
笑
破
顔
猶
未
休
。（
上
堂
。
直
指
人
心
、
天
地
懸

隔
す
。
見
性
成
仏
、
毫
釐
も
差
有
り
。
黄
檗
、
舌
頭
を
吐
く
も
、
未
だ
三
千
界
を
覆
わ
ず
。
青
原
一
足
を
垂
れ
て
、
大
虚
空
を
踏
翻
す
。

甚な
ん

と
為
し
て
か
恁

か
く
の
ご
と
く

麼
な
る
。
大
衆
、
還
た
遮
箇
の
道
理
を
委
悉
せ
ん
と
要
す
や
。
良
久
し
て
云
く
、
微
笑
破
顔
、
猶
お
未
だ
休や

ま
ず
。

上
堂
三
三
四　

宝
治
三
年
）

こ
こ
で
、「
見
性
」
を
批
判
す
る
の
は
、
見
性
禅
は
、〈
青
山
常
運
歩
〉
の
よ
う
な
一
見
、
道
理
に
反
す
る
よ
う
に
見
え
る

公
案
を
使
っ
て
見
性
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
大
慧
は
こ
の
〈
東
山
水
上
行
〉
に
よ
っ
て
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
機

縁
と
な
っ
て
得
道
し
た
の
で
あ
る
。

『
大
慧
語
録
』
巻
十
七
に
は
こ
う
あ
る
。

　

後
来
在
京
師
天
寧
、
見
老
和
尚
陞
堂
。
挙
僧
問
雲
門
。
如
何
是
諸
仏
出
身
処
。
門
曰
、
東
山
水
上
行
。
若
是
天
寧
即

不
然
。
如
何
是
諸
仏
出
身
処
。
薫
風
自
南
来
殿
閣
生
微
涼
。
向
這
裏
忽
然
前
後
際
断
。
譬
如
一
綟
乱
糸
将
刀
一
截
截
断

相
似
。
当
時
通
身
汗
出
。」（
後
に
来
り
て
京
師
の
天
寧
に
在
り
て
、
老
和
尚
の
陞
堂
に
見ま

み

ゆ
。
挙
す
、
僧
、
雲
門
に
問
う
。
如
何
か

是
れ
諸
仏
出
身
処
。
門
、
曰
く
、
東
山
水
上
行
。
若
し
是
れ
天
寧
な
ら
ば
即
ち
然
ら
ず
。
如
何
が
是
れ
諸
仏
出
身
処
。
薫
風
南
よ
り
来

り
て
殿
閣
微
か
に
涼
を
生
ず
、
と
。
這
裏
に
向
い
て
忽
然
と
し
て
前
後
際
断
す
。
譬
え
ば
一
綟
の
乱
糸
、
刀
一
截
を
将
い
て
截
断
す
る

に
相
似
す
る
が
ご
と
し
。
当
時
、
通
身
汗
出
ず
。T

47,883a
）

〈
見
心
見
性
〉
は
、
他
の
三
つ
よ
り
も
、
も
っ
と
厳
し
い
「
外
道
の
活
計
」
と
断
じ
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
「
見
性
」
は

《
四
禅
比
丘
》
で
批
判
し
て
言
及
す
る
以
外
は
、「
見
性
」
と
い
う
語
で
さ
え
、
七
十
五
巻
本
で
は
一
箇
所
引
用
に
あ
る
だ
け

で
、
道
元
は
使
わ
な
い
。
晩
年
の
十
二
巻
本
《
四
禅
比
丘
》
で
は
、
諸
解
釈
も
引
用
す
る
よ
う
に
口
を
極
め
て
「
見
性
」
を
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批
判
し
て
い
る
。

〈
滞
言
滞
句
〉
批
判
に
関
し
て
い
え
ば
、
次
の
「
語
句
論
量
」
批
判
が
近
い
だ
ろ
う
か
。

誠
夫
、
仏
祖
単
伝
之
旨
、
言
外
領
略
之
宗
者
、
不
在
先
哲
公
案
之
処
、
古
徳
証
入
之
処
、
不
在
語
句
論
量
之
処
、
問

答
往
来
之
処
、
不
在
知
見
解
会
之
処
、
思
量
念
度
之
処
、
不
在
談
玄
談
妙
之
処
、
説
心
説
性
之
処
。
唯
放
這
柄
、
不
留

瞥
地
、
当
処
団
欒
、
故
能
満
眼
矣
。（
誠
に
夫
れ
、
仏
祖
単
伝
の
旨
、
言
外
領
略
の
宗
と
は
、
先
哲
公
案
の
処
、
古
徳
証
入
の
処
に

在
ら
ず
、
語
句
論
量
の
処
、
問
答
往
来
の
処
に
在
ら
ず
、
知
見
解
会
の
処
、
思
量
念
度
の
処
に
在
ら
ず
、
談
玄
談
妙
の
処
、
説
心
説
性

の
処
に
在
ら
ず
。
唯
だ
這
の
柄
を
放
ち
、
瞥
地
も
留
め
ず
ん
ば
、
当
処
団
欒
な
り
、
故
に
能
く
眼
に
満
つ
）（『
永
平
広
録
』
巻
八
、
法

語
十
一
）

こ
れ
も
当
時
の
禅
僧
が
公
案
（
則
）
に
対
し
て
著
語
や
評
唱
、
代
語
な
ど
を
つ
け
て
文
芸
的
に
商
量
し
て
い
た
こ
と
に
対

す
る
厳
し
い
批
判
で
あ
ろ
う
。『
碧
巌
録
』
の
著
語
や
評
唱
、『
従
容
録
』
の
宏
智
の
百
則
公
案
に
つ
け
た
評
唱
も
、「
滞
言

滞
句
」
と
い
え
な
い
こ
と
は
な
か
ろ
う
。
道
元
は
『
碧
巌
録
』
を
使
わ
な
い
し
、
大
慧
は
そ
の
傾
向
を
批
判
し
て
師
の
ま
と

め
た
『
碧
巌
録
』
を
焼
い
た
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
多
く
の
解
釈
（『
聞
解
』、
古
田
『
私
釈
』、
森
本
『
花
開
』、『
思
想
』・
頭
注
）
は
「
転
心
転
境
、
説
心
説
性
、
見
心
見

性
」
に
つ
い
て
、
心
と
境
、
心
と
性
と
二
つ
に
分
け
て
出
さ
れ
る
こ
と
が
間
違
い
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
心
や
性

を
ぬ
き
に
仏
教
は
あ
り
え
な
い
。
心
や
性
に
限
ら
ず
、
い
ろ
い
ろ
分
け
て
説
く
こ
と
は
当
た
り
前
で
あ
る
。
道
元
も
《
現
成

公
案
》
で
「
自
己
」
と
「
万
法
」
を
分
け
て
説
い
て
い
る
。
分
け
て
説
く
こ
と
が
誤
り
で
は
な
く
、
公
案
を
こ
の
よ
う
に
扱
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う
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

〈
か
く
の
ご
と
く
の
境
界
〉
と
は
、
四
句
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
な
仏
祖
の
語
句
に
対
す
る
境
界
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
取

扱
い
を
透
脱
す
る
も
の
が
〈
青
山
常
運
歩
〉、〈
東
山
水
上
行
〉
で
あ
り
、
そ
し
て
次
に
述
べ
ら
れ
る
「
石
女
夜
生
児
」
で
あ

る
。
そ
れ
ら
こ
そ
が
〈
古
仏
の
道
現
成
〉
で
あ
る
。

＊

三
、　　　
　
　
　

石
女
夜
生
児
は
、
石
女
の
生
児
す
る
と
き
を
夜
と
い
ふ
。
お
ほ
よ
そ
、
男
石
・
女
石
あ
り
、
非
男
女
石
あ
り
。
こ
れ

よ
く
天
を
補
し
、
地
を
補
す
。
天
石
あ
り
、
地
石
あ
り
。
俗
の
い
ふ
と
こ
ろ
な
り
と
い
へ
ど
も
、
人
の
し
る
と
こ
ろ
ま

れ
な
る
な
り
。
生
児
の
道
理
し
る
べ
し
。
生
児
の
と
き
は
、
親
子
並
化
す
る
か
。
児
の
親
と
な
る
を
、
生
児
現
成
と
参

学
す
る
の
み
な
ら
ん
や
、
親
の
児
と
な
る
と
き
を
、
生
児
現
成
の
修
証
な
り
、
と
参
学
す
べ
し
、
究
徹
す
べ
し
。

［
注
釈
］

○
石
女　
〈
石
女
夜
生
児
〉
は
、
す
で
に
こ
の
一
章
二
節
で
と
り
あ
げ
た
芙
蓉
道
楷
の
「
青
山
常
運
步
。
石
女
夜
生
児
」
の
後
半
。

『
思
想
』・
頭
注
は
「
女
の
石
像
」、『
文
庫
』
脚
注
は
「
石
造
り
の
女
人
像
」
と
い
う
。『
文
学
大
系
』
の
補
注
は
「
石
女
と
は
、
青
山
と

同
様
に
人
間
生
活
で
は
な
い
」
と
す
る
。
石
女
は
、
一
つ
に
は
「
う
ま
ず
め
」
で
あ
り
、
一
つ
に
は
石
の
女
で
あ
る
。
像
で
あ
る
必
要

は
な
に
も
な
い
。

○
お
ほ
よ
そ　

副
詞
。
①
総
じ
て
、
お
よ
そ
。
広
く
見
渡
し
て
。
②
普
通
、
通
り
い
っ
ぺ
ん
に
。
③
た
い
て
い
、
ほ
と
ん
ど
。
こ
こ
で
は

①
の
意
。「
お
し
な
べ
て
」
と
似
て
い
る
が
若
干
違
う
。

○
男
石
・
女
石　

こ
の
あ
と
〈
俗
の
い
ふ
と
こ
ろ
〉
と
あ
る
か
ら
、
そ
の
出
典
を
出
す
釈
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
聞
解
』
は
『
四
分
律
』
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『
石
林
燕
語
』『
劉
義
慶
幽
明
録
』（
二
三
四
、五
）
な
ど
を
引
き
、『
渉
典
続
貂
』（
黄
泉
無
著
、
江
戸
後
期
）
で
は
『
述
異
記
』
に
よ
っ

て
、
男
石
に
つ
い
て
は
、「
明
山
に
二
石
あ
り
、
こ
れ
は
昔
二
人
の
男
子
が
化
し
て
石
に
な
っ
た
も
の
で
、
伝
え
て
世
に
男
石
と
称
す

る
」
と
。
女
石
も
同
じ
書
に
「
五
色
の
石
を
見
て
こ
れ
を
携
え
帰
る
と
た
ち
ま
ち
化
し
て
女
子
に
な
っ
た
」
と
い
う
（
三
〇
三
）。
ま
た

『
酉
陽
雑
俎
』
に
曰
く
、
秦
王
が
美
女
を
蜀
王
に
献
じ
た
が
、
是
を
迎
え
る
と
化
し
て
石
に
な
っ
た
（
同
）
と
あ
る
。

○
天
石
あ
り
、
地
石
あ
り　
「
天
石
」
は
『
渉
典
続
貂
』
に
、
鮑
昭
の
詩
に
曰
く
、「
青
亘
搖
煙
樹
、
穹
跨
負
天
石
」、
地
石
は
中
国
の
『
物

理
論
』
に
曰
く
、「
土
の
精
を
石
と
為
す
。
云
々
」
と
あ
る
。

○
天
を
補
し
地
を
補
す　
『
淮え

な
ん
じ

南
子
』
覧
冥
訓
「
往
古
の
時
、
四
極
廃
れ
九
州
裂
け
、
天
兼
ね
て
覆
わ
ず
，
地
周
く
載
せ
ず
…
…
是
に
於
て

女
媧
、
五
色
の
石
を
錬
り
、
以
て
蒼
天
を
補
い
、
鼇
の
足
を
断
ち
て
以
て
四
極
を
立
て
…
…
」。

○
並
化　

あ
い
並
ん
で
な
る
。「
化
」
は
、「
成
る
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
だ
ろ
う
。
同
時
に
親
と
な
り
、
子
と
な
る
の
意
に
と
る
。

『
思
想
』・
頭
注
で
は
「
子
は
親
に
変
じ
、
親
は
子
に
変
ず
る
と
い
う
下
に
記
さ
れ
た
考
え
か
。『
化
』
は
変
化
。『
並
化
』
は
『
伝
灯
録
』

巻
二
十
四
、
梁
山
縁
観
章
に
よ
れ
ば
『
二
尊
化
ヲ
並
ベ
ズ
』
と
い
う
風
に
訓
む
語
」
と
す
る
。

【
現
代
語
訳
】

「
石
女
夜
生
児
」
は
、
石
女
が
児
を
生
む
時
を
夜
と
い
う
。
総
じ
て
、
男
石
、
女
石
が
あ
り
、
男
女
で
は
な
い
石
が
あ
る
。

こ
れ
ら
が
天
を
補
完
し
地
を
補
完
す
る
。
天
の
石
が
あ
り
、
地
の
石
が
あ
る
。（
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
）
世
俗
（
の
典
籍
）
で
い

う
こ
と
で
は
あ
る
が
、
人
が
そ
れ
を
知
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。「
生
児
」
と
い
う
道
理
を
知
る
が
よ
い
。
生
児
の
と
き
は
、

親
と
子
が
同
時
に
親
と
な
り
、
子
と
な
る
の
か
。
子
が
（
児
を
生
ん
で
）
親
と
な
る
こ
と
を
、
生
児
現
成
で
あ
る
と
参
学
す

る
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
親
が
児
と
な
る
と
き
を
、
生
児
現
成
の
修
証
で
あ
る
と
参
学
す
る
が
よ
い
、
徹
底
し
て
究
め
る
が
よ

い
。
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【
諸
釈
の
検
討
】

田
中
『
道
元
』

石
女
は
い
わ
ゆ
る
う
ま
ず
め
で
あ
る
が
、
彼
女
に
は
夜
に
児
を
生
む
ほ
ど
の
大
力
量
が
あ
る
。
…
…
つ
ま
り
親
が
親

に
な
る
の
は
、
子
を
生
ん
だ
刹
那
で
あ
る
。
生
む
前
の
親
は
、
た
だ
の
人
か
、
そ
れ
と
も
子
か
。
生
ん
だ
瞬
間
に
、
そ

の
子
が
親
と
な
る
の
で
あ
る
。
親
子
並
化
の
道
理
は
確
か
に
あ
る
。（
八
五
）

こ
こ
で
思
い
当
た
る
の
は
、
正
法
眼
蔵
三
界
唯
心
の
巻
に
出
て
い
る
次
ぎ
の
一
句
で
あ
る
。
―
―
吾
子
か
な
ら
ず
身

体
髪
膚
を
慈
父
に
う
け
て
毀
破
せ
ず
虧
闕
せ
ざ
る
を
子
現
成
と
す
。
す
な
わ
ち
、
子
の
出
生
と
い
え
ど
も
、
動
物
的
な

生
む
生
ま
れ
る
の
沙
汰
で
は
実
は
透
過
出
来
な
い
の
で
あ
る
。（
八
六
）

…
…
親
の
子
と
な
る
に
疑
著
す
る
な
ら
ば
、
子
の
親
と
な
る
に
も
疑
著
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。（
八
七
）

父
子
の
ま
こ
と
に
一
体
不
二
な
る
と
き
は
、
か
く
の
如
く
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
出
生
の
時
と
出
生
の
以
後
と
に
お

い
て
、
父
子
の
道
理
に
異
変
が
あ
る
べ
き
で
は
な
い
。
…
…
慈
父
吾
子
の
一
体
を
い
う
と
も
、
父
子
の
分
は
断
じ
て
乱

れ
ぬ
。
親
の
子
と
な
る
は
、
両
者
の
身
分
を
紊み

だ

る
の
で
は
な
い
。
…
…
吾
子
の
道
は
、
決
し
て
其
父
の
道
に
ま
ぎ
る
る

べ
き
で
は
な
い
。（
八
九
）

御
抄
に
は
、
石
女
生
児
は
所
詮
胎
内
よ
り
小
児
を
生
ず
る
義
に
て
は
あ
ら
ず
、
只
石
女
の
当
体
を
以
て
夜
生
児
と
談

ず
る
歟か

、
と
説
い
て
あ
る
。
併
し
、
か
よ
う
に
見
て
し
ま
え
ば
、
生
児
の
こ
と
は
た
だ
の
譬
喩
か
寓
意
か
。
石
女
の
当

体
と
い
う
か
ら
に
は
、
恐
ら
く
余
人
所
不
見
底
の
大
な
る
用
意
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
れ
に
従
い
難
く
思
わ
れ

た
の
は
石
女
の
当
体
を
夜
生
児
と
言
い
切
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
児
の
親
と
な
り
親
の
児
と
な
る
と
い
う
こ
と
も
、
お
し

な
べ
て
、
文
字
の
上
下
し
た
る
許

ば
か
り

也
、
只
同
事
歟
、
と
い
う
風
に
解
さ
れ
て
し
ま
っ
た
点
に
あ
る
。（
九
〇
）

私
記
に
も
、
影
室
に
い
わ
く
と
し
て
、
同
じ
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。
…
…
辨
註
に
は
、
児
の
親
と
な
り
、
親
の
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児
と
な
る
と
は
い
か
ん
、
此
句
は
、
児
の
た
め
に
親
と
な
り
、
親
の
た
め
に
児
と
な
る
と
云
義
な
り
、
錯
解
す
べ
か
ら

ず
、
と
あ
る
。
こ
の
釈
に
も
、
一
渡
り
の
道
理
は
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
落
ち
着
か
ぬ
ふ
し
が
残
る
。
そ
う
い
う
風
に
対

峙
の
跡
を
残
す
の
で
は
、
何
故
、
わ
ざ
わ
ざ
、
児
の
親
と
な
る
を
生
児
現
成
と
参
学
す
る
の
み
な
ら
ん
や
…
…
と
い
う

よ
う
な
文
章
が
出
て
来
る
か
、
矢
張
り
腑
に
お
ち
ぬ
も
の
が
あ
る
。（
九
一
）

胎
内
を
卑
し
い
も
の
と
思
う
一
念
の
付
着
す
る
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
胎
内
を
撥
無
す
る
言
葉
が
出
て
来
る
、
胎
内

裡
に
修
証
あ
る
こ
と
は
、
宗
門
の
先
人
も
十
分
に
あ
き
ら
め
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。（
九
二
）

沙
門
た
る
の
身
心
に
お
い
て
は
生
児
現
成
と
は
畢
竟
し
て
仏
仏
祖
祖
の
皮
肉
骨
髄
を
う
け
て
、
こ
れ
を
毀
破
せ
ず
虧

闕
せ
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
威
儀
は
一
隅
の
宗
門
的
管
見
で
な
い
か
ら
、
石
女
の
胎
内
を
厭
い
逃
れ
ん
と
す

る
気
色
は
い
さ
さ
か
も
見
え
な
い
。（
九
三
）

「
夜
」
は
「
密
」
の
心
で
あ
る
。
令
嗣
の
誕
生
は
、
必
ず
ひ
そ
か
に
密
に
行
わ
れ
る
、
そ
れ
を
夜
と
い
う
の
で
あ

る
、
祖
先
の
志
を
継
ぐ
と
い
う
こ
と
も
理
論
の
光
に
照
明
さ
れ
た
り
、
白
昼
公
然
と
大
衆
の
喝
采
を
浴
び
た
り
し
て
行

わ
れ
る
の
で
は
な
い
。（
九
五
）

住
山
の
石
女
が
深
夜
ひ
そ
か
に
児
を
生
む
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
出
生
し
た
石
女
の
児
は
、
恐
ら
く
住
山
の
頑
石
で

あ
ろ
う
。（
九
六
）

（
検
討
）

八
四
頁
か
ら
九
七
頁
ま
で
一
三
頁
に
わ
た
っ
て
〈
石
女
夜
生
児
〉
が
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
道
元
の
本
文
の
言
葉
を
無
視

し
て
、
古
い
諸
解
釈
に
引
き
ず
ら
れ
て
い
る
。

田
中
独
自
の
解
釈
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

第
一
に
、
石
女
が
児
を
生
む
こ
と
を
、
大
力
量
と
し
て
不
条
理
と
見
て
い
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
お
か
し
い
。
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第
二
に
、
そ
の
た
め
石
女
が
子
を
生
む
こ
と
を
、
実
際
に
あ
り
え
る
話
と
し
て
解
釈
し
て
お
り
、『
御
聴
書
抄
』
の
解
釈

を
「
た
だ
の
譬
喩
か
寓
意
か
」
と
あ
げ
つ
ら
い
、
胎
内
は
卑
し
い
の
で
は
な
い
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
『
御
抄
』
の
後
半
の
解

釈
は
批
判
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
が
、『
御
抄
』
は
、
は
じ
め
八
行
に
わ
た
っ
て
「
歟
」
と
い
う
疑
問
詞
を
七
回
も
使
う
ほ
ど
、

そ
の
解
釈
に
難
渋
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ま
ず
①
〈
石
女
〉
に
つ
い
て
「
子
生
ま
ざ
る
女
を
云
［
う
］
歟
」。
②
「
石
を
云

歟
」。
③
〈
夜
〉
に
つ
い
て
「
昼
夜
の
夜
に
あ
ら
ざ
る
歟
」。
④
「
胎
内
よ
り
小
児
を
生
ず
る
義
に
て
は
あ
ら
ず
、
只
以
石
女

当
体
（
石
女
の
当
体
を
以
て
）
夜
生
児
と
談
［
ず
る
］
歟
」。
⑤
「
男
石
非
男
女
石
と
は
石
女
の
道
理
の
上
に
例
［
せ
ば
］
如

此
（
此
の
如
く
）
の
功
徳
荘
厳
可
有
（
有
る
べ
き
）
歟
。
そ
し
て
⑥
児
の
親
と
な
る
、
親
の
児
と
な
る
は
、「
只
同
事
歟
」、
⑦

「
石
女
を
親
と
な
し
、
児
と
な
る
、
不
可
有
差
別
（
差
別
有
る
べ
か
ら
ざ
る
）
歟
。」（
二
三
六
）
こ
の
よ
う
に
解
釈
が
難
し
い
と

し
て
い
る
の
を
、「
只
石
女
の
当
体
を
以
て
夜
生
児
と
談
ず
る
歟
」
一
つ
だ
け
取
り
上
げ
て
、
し
か
も
的
外
れ
な
批
判
を
し

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
田
中
が
い
う
よ
う
に
は
実
際
に
あ
り
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
譬
喩
と
い
う
よ
り
寓
意
に
近
い
。

第
三
に
、《
三
界
唯
心
》
を
引
い
て
い
る
が
、
そ
こ
に
〈
父
子
あ
ひ
な
ら
べ
る
に
あ
ら
ざ
る
を
、
吾
子
の
道
理
と
い
ふ
な

り
〉
と
あ
る
の
を
無
視
し
て
「
親
子
並
化
の
道
理
は
確
か
に
あ
る
」
と
い
う
。
そ
れ
が
仏
道
に
と
っ
て
持
つ
意
味
を
、《
三

界
唯
心
》
の
叙
述
と
、
こ
の
巻
の
叙
述
を
混
ぜ
て
解
釈
す
る
が
、
適
切
で
は
あ
る
ま
い
。

第
四
に
、
本
文
の
ど
こ
に
も
「
胎
内
」
と
い
う
語
や
そ
れ
を
仄
め
か
す
語
は
な
い
の
に
、『
御
抄
』
が
④
「
胎
内
よ
り
」

と
使
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、「
胎
内
裡
に
修
証
」
が
あ
る
と
い
う
の
は
お
か
し
い
。

第
五
に
、
沙
門
の
小
児
現
成
を
考
え
る
こ
と
自
体
が
お
か
し
い
。
ま
た
「
夜
」
を
「
密
附
」
と
い
う
方
向
で
解
釈
し
て
い

る
が
、
そ
う
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
田
中
は
、
石
女
が
生
ん
だ
児
が
「
住
山
の
頑
石
」
だ
と
い
う
が
、
住
山
の
頑
石
と
は
な
に

か
、
そ
れ
も
ま
っ
た
く
腑
に
お
ち
な
い
。
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古
田
『
私
釈
』

石
女
夜
生
児
と
い
っ
た
こ
と
を
芙
蓉
道
楷
が
青
山
常
運
歩
に
併
せ
て
示
衆
し
た
の
は
、
こ
の
青
山
が
常
に
運
歩
す
る

と
い
う
そ
の
こ
と
の
さ
ら
に
的
確
な
表
現
の
た
め
で
あ
り
、
山
の
山
児
を
生
む
と
は
実
に
石
女
が
児
を
生
む
と
い
う
こ

と
が
わ
か
ら
な
い
と
と
て
も
納
得
の
い
く
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
山
が
山
児
を
生
む
と
は
常
識
で
は
考
え
ら
れ
な
い
と

ん
で
も
な
い
話
で
あ
る
が
、
石
女
が
生
児
す
る
と
い
っ
た
ら
女
で
あ
る
か
ら
に
は
或
は
そ
の
可
能
性
が
首
肯
で
き
な
い

こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
そ
の
石
女
が
立
派
に
子
供
を
生
ん
だ
と
わ
か
っ
た
ら
、
山
が
父
と
し
て
山
児
を
生
む
と

い
う
こ
と
も
わ
か
ら
な
か
ろ
う
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。（
三
三
）

石
女
生
児
の
問
題
の
鍵
は
ど
う
も
こ
の
「
夜
」
の
一
時
に
あ
る
と
見
て
も
い
い
よ
う
で
あ
り
、
…
…
（
三
三
）

つ
ま
り
『
辨
註
』
の
述
べ
て
い
る
「
所
明
の
見
な
き
」
で
あ
っ
て
、
石
女
生
児
と
い
う
か
ら
に
は
普
通
の
眼
で
は

見
え
な
い
の
で
あ
り
、
所
明
の
見
の
な
い
と
こ
ろ
を
見
徹
す
る
の
で
な
く
て
は
こ
の
不
合
理
は
解
け
な
い
の
で
あ
る
。

（
三
四
）

『
私
記
』
は
「
石
女
の
外
に
生
児
な
き
な
り
」
と
し
て
い
る
が
、
実
際
そ
の
通
り
で
、
石
女
と
生
児
と
は
別
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
し
か
し
生
児
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
子
供
を
生
む
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
、
石
女
は

生
む
働
き
を
も
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
石
女
の
外
に
生
児
は
な
い
と
い
っ
て
も
全
く
生
ま
な
い
と
い

う
の
で
は
話
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
繰
り
返
し
て
ふ
れ
る
が
石
女
の
生
ん
だ
子
供
は
そ
の
生
ん
だ
親
の
石
女
で

も
あ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
生
児
の
道
理
は
か
く
誤
解
さ
れ
易
い
の
で
、
よ
く
よ
く
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
参
究

し
、
参
徹
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
三
七
）

（
検
討
）

一
、
芙
蓉
道
楷
が
「
石
女
夜
生
児
」
と
言
っ
た
意
図
は
、「
青
山
常
運
歩
」
の
「
さ
ら
に
的
確
な
表
現
」
で
も
、
そ
れ
を
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「
納
得
」
さ
せ
る
た
め
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

二
、「
石
女
夜
生
児
」
は
、
石
女
も
子
を
生
む
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
の
は
見
当
は
ず
れ
で
あ
り
、
あ
り
得
な
い
話
が

「
わ
か
ら
な
か
ろ
う
は
ず
は
な
い
」
と
い
う
話
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

三
、「
夜
」
に
着
目
し
て
も
、
い
っ
た
い
何
を
見
徹
す
る
の
か
不
明
で
あ
り
、『
辨
註
』
が
そ
の
前
に
「
不
生
の
生
を
明
す

な
り
」
と
い
う
の
を
無
視
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
『
辨
註
』
の
解
釈
も
的
は
ず
れ
で
あ
る
が
。

四
、『
私
記
』
が
「
石
女
の
外
に
生
児
な
き
な
り
」
と
し
て
い
る
と
い
う
が
、
そ
の
理
由
は
「
山
河
の
児
子
は
石
女
の
全

体
な
る
が
ゆ
え
に
、
あ
い
な
ら
ば
ざ
る
な
り
」（
二
三
五
）
で
あ
り
、
だ
い
ぶ
違
う
。
だ
が
古
田
は
そ
れ
を
根
拠
に
「
石
女
と

生
児
と
は
別
で
は
な
い
」
と
い
う
。「
あ
い
並
ば
な
い
」
と
「
不
別
」
は
ち
が
う
が
、『
私
記
』
の
解
釈
も
妥
当
で
は
な
か
ろ

う
。五

、
生
ん
だ
子
が
親
で
も
あ
る
こ
と
を
「
よ
く
よ
く
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
っ
て
も
、
何
を
い
お
う
と
し
て
い

る
の
か
、
分
か
ら
な
い
。

安
谷
『
参
究
』

肉
体
を
も
っ
た
人
間
の
女
が
、
子
を
生
む
こ
と
を
、
石
女
夜
生
児
と
い
う
の
だ
。
…
…
石
女
夜
生
児
は
、
い
ま
現
に

あ
る
事
実
だ
。
そ
し
て
未
来
永
劫
、
石
女
は
夜
生
児
す
る
。
人
間
も
犬
も
猫
も
立
派
に
子
を
産
む
よ
。（
八
二
）

当
た
り
ま
え
の
こ
と
な
ら
、
な
ぜ
「
石
女
夜
生
児
」
な
ど
と
い
う
、
わ
か
り
に
く
い
表
現
を
す
る
の
か
と
い
う
疑
問

が
起
こ
る
は
ず
だ
。
そ
れ
は
分
別
妄
想
の
な
い
仏
境
界
の
行
履
を
示
す
の
に
、
最
も
適
切
な
言
葉
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ

で
お
用
い
に
な
る
の
だ
。（
八
三
）

『
啓
迪
』
に
も
「
肉
身
の
女
が
実
は
石
女
ぢ
ゃ
」
と
あ
る
。
そ
れ
は
よ
い
が
、
肉
身
の
女
が
石
女
で
あ
る
と
い
う
内
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容
が
少
し
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
「
生
む
こ
と
は
ず
ん
ず
ん
生
む
、
こ
れ
は
山
は
動
不
動
を
離
れ
、
石
女
は
生

不
生
を
離
れ
て
居
る
か
ら
ぢ
ゃ
、
こ
れ
が
法
界
脱
体
の
現
相
ぢ
や
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
言
葉
の
遊
戯
で
あ
っ
て
、

な
ん
の
こ
と
だ
か
さ
っ
ぱ
り
分
か
ら
な
い
。（
同
）

児
が
親
に
な
る
と
は
、
児
を
生
む
こ
と
だ
、
子
を
生
ま
な
け
れ
ば
親
に
は
な
れ
な
い
。
法
子
法
孫
を
生
む
こ
と
が
大

切
だ
。
法
子
法
孫
を
生
ま
な
け
れ
ば
仏
法
断
絶
だ
。（
八
七
）

子
が
親
に
な
る
の
は
世
間
普
通
の
話
だ
。
世
の
中
は
食
う
て
は
こ（

マ
マ
）

し
て
ね
て
お
き
て
／
子
が
お
や
に
な
り
子
が
お
や

に
な
る
／
仏
法
で
は
親
が
子
と
な
る
こ
と
が
大
切
だ
。
だ
が
容
易
に
な
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
親
が
親
な
ら
子
も
子
だ

と
、
言
わ
れ
る
よ
う
な
師
勝
資
強
の
間
柄
で
な
く
て
は
、
親
が
子
に
な
れ
な
い
。
禅
語
に
「
白
頭
の
子
、
黒
頭
の
父
に

つ
く
」
と
い
う
の
も
そ
れ
だ
。
白
頭
は
老
々
大
々
た
る
親
だ
。
そ
れ
が
子
の
位
に
立
つ
。
そ
れ
が
黒
頭
の
父
だ
。
世
間

で
も
老
い
て
は
子
に
従
う
と
い
う
。
世
法
と
仏
法
と
全
同
全
別
だ
。（
八
八
）

子
が
一
人
前
に
な
る
と
全
部
を
子
に
ゆ
ず
っ
て
、
親
が
親
づ
ら
を
し
な
い
の
が
道
だ
。
子
也
全
機
現
だ
。
こ
れ
を
子

の
と
き
は
親
は
な
い
と
い
う
の
だ
。
子
が
そ
の
全
機
を
発
揚
す
る
と
き
、
親
は
安
心
し
て
瞑
目
で
き
る
。（
八
八
）

（
検
討
）

安
谷
も
、『
啓
迪
』
も
〈
石
女
〉
を
人
間
の
女
と
し
て
、
当
た
り
前
に
女
が
子
が
を
産
む
こ
と
だ
、
と
い
う
未
曾
有
の
解

釈
を
す
る
。
そ
れ
を
「
石
女
夜
生
児
」
と
い
う
な
ら
、
道
元
の
い
う
の
と
は
別
の
意
味
の
無
理
会
話
と
な
り
、
女
が
子
を
産

む
こ
と
だ
と
「
妄
想
分
別
の
理
窟
を
く
っ
つ
け
」（
八
三
）
な
い
、
で
知
る
こ
と
は
、
お
よ
そ
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
安
谷

は
〈
生
児
〉
を
、
法
嗣
、
法
孫
を
生
む
こ
と
と
す
る
が
、
道
元
は
そ
う
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。「
世
法

と
仏
法
と
全
同
全
別
」
と
い
う
が
、
全
同
の
話
と
し
か
聞
こ
え
な
い
。
世
間
の
こ
と
と
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

世
間
で
も
「
老
い
て
は
子
に
従
え
」
だ
け
で
は
な
く
、
還
暦
と
い
い
、
老
い
た
親
が
子
に
還
る
と
い
う
。
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森
本
『
花
開
』

「
石
女
」
は
も
ち
ろ
ん
「
う
ま
ず
め
」
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
た
ん
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
文
字
通
り
「
石
の
女
」

と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
五
二
）

「
石
女
の
生
児
す
る
と
き
」
が
「
夜
」
だ
と
い
う
こ
と
は
、
世
俗
の
通
念
で
は
と
ら
え
切
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、

分
別
的
判
断
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。（
同
）

夜
来
（《
谿
声
山
色
》
の
引
用
＝
筆
者
）
と
は
、「
現
成
」
に
対
す
る
「
公
案
」
な
の
で
あ
り
、「
差
別
」
に
対
す
る
「
平

等
」
な
の
で
あ
っ
て
、
個
別
的
な
現
象
の
相
を
超
え
た
普
遍
的
理
法
の
相
な
の
で
あ
る
。（
五
三
）

た
し
か
に
「
夜
」
は
暗
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
「
暗
」
と
は
、
た
ん
に
「
明
」
に
対
立
す
る
「
暗
」
で
は

な
く
て
、
第
二
十
「
古
経
」
の
巻
に
お
い
て
「
明
鏡
」
の
「
明
」
と
「
古
鏡
」
の
「
古
」
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る

よ
う
な
微
妙
な
関
係
が
「
明
」
と
「
暗
」
の
関
係
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
…
…
と
こ
ろ
で
「
古
鏡
」
の
巻
に
お
い
て

「
明
」
と
「
古
」
と
の
関
係
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
疑
問
形
の
積
み
か
さ
ね
に
よ
っ
て
し
か
表
現
で
き
な
い
よ
う
な
も
の

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
明
鏡
の
明
と
古
鏡
の
古
と
、
同
な
り
と
や
せ
ん
、
…
…
古
鏡
に
明
の
道
理

あ
り
や
な
し
や
」（
五
三
、五
四
）

（
検
討
）

石
女
に
両
意
が
あ
る
こ
と
は
そ
の
と
お
り
だ
が
、「
児
を
生
む
」
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
、「
そ
れ
を
一
面
的
に
固
定
し
て

理
解
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
内
実
の
な
い
解
釈
で
あ
る
。

ま
た
「
夜
来
」
を
解
釈
し
て
、
石
女
の
場
合
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
す
る
が
、
そ
の
解
釈
が
妥
当
で
あ

ろ
う
か
。
ま
た
さ
ら
に
夜
か
ら
連
想
さ
れ
る
「
暗
」
に
関
し
て
《
古
鏡
》
が
引
か
れ
、
ふ
た
た
び
「
夜
」
に
関
し
て
「
な

お
、
夜
に
つ
い
て
は
、
第
十
八
『
観
音
』
の
巻
の
な
か
で
…
…
『
如
人
夜
間
背
手
模
枕
子
』
と
い
う
言
葉
を
め
ぐ
っ
て
展
開
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さ
れ
て
い
る
、
次
の
よ
う
な
考
察
が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
、《
観
音
》
が
引
か
れ
て
論
じ
ら
れ
る
が
、
詞
の
関
連
か

ら
他
の
巻
の
引
用
を
次
々
出
し
て
解
釈
す
る
の
は
、
概
念
、
観
念
、
用
語
を
ひ
き
ず
ら
な
い
道
元
の
解
釈
と
し
て
ふ
さ
わ
し

い
だ
ろ
う
か
。

内
山
『
味
わ
う
』

そ
の
う
ま
ず
女
が
、
夜
子
供
を
生
ん
だ
と
い
う
。
仏
教
の
こ
う
い
う
話
も
、
今
日
の
よ
う
に
科
学
が
発
達
し
た
時
代

に
な
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
不
思
議
な
こ
と
と
は
感
じ
な
い
。
…
…
つ
ま
り
宇
宙
塵
は
石
み
た
い
な
も
の
だ
し
、
そ
れ
が
時

間
を
か
け
る
と
こ
う
し
て
生
物
が
で
き
て
子
を
生
む
場
合
も
あ
る
の
だ
か
ら
「
石
女
夜
生
児
」
と
い
っ
て
も
別
に
不
思

議
で
は
な
い
。（
五
八
、五
九
）

つ
ま
り
、
夜
と
は
明
暗
不
到
の
と
こ
ろ
、
一
切
視
覚
以
前
の
と
こ
ろ
を
意
味
し
て
い
る
。
石
女
も
、
一
切
分
離
以
前

の
と
こ
ろ
、
生
と
か
滅
と
か
男
と
か
女
と
か
を
超
え
て
い
る
。
女
を
超
え
て
い
る
が
、
子
を
生
む
。
い
わ
ば
本
不
生
の

子
を
生
む
か
ら
石
女
夜
生
児
で
す
。（
五
九
）

子
が
生
ま
れ
て
、
初
め
て
生
ん
だ
ほ
う
が
親
に
な
る
。
生
ま
れ
た
ほ
う
が
子
に
な
る
。
親
と
子
が
並
化
す
る
。
並

ん
で
で
き
あ
が
る
わ
け
だ
。
さ
ら
に
子
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
親
に
な
る
の
だ
か
ら
、
親
が
子
で
あ
る
と
い
う
道
理
も
あ

る
。（
六
〇
）

そ
し
て
生
ん
だ
方
が
親
、
生
ま
れ
た
方
が
子
と
い
う
ふ
う
に
人
間
は
分
別
す
る
。
分
別
が
先
じ
ゃ
な
い
。
生
命
実
物

が
先
な
の
だ
、
い
や
ほ
ん
と
う
は
、
あ
と
さ
き
を
い
う
分
別
ぐ
る
み
が
生
命
実
物
な
の
だ
。（
六
一
）

石
女
夜
生
児
と
は
本
不
生
の
親
が
本
不
生
の
子
ど
も
を
生
み
、
本
不
生
の
子
ど
も
を
育
て
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
本

不
生
と
は
、
生
滅
、
親
子
、
男
女
、
自
他
な
ど
、
そ
う
い
う
二
つ
に
分
け
る
以
前
、
一
切
分
離
以
前
を
い
う
。（
六
四
）
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「
石
女
夜
生
児
」
は
も
と
も
と
「
本
不
生
の
石
女
」
が
「
本
不
生
の
児
を
生
む
」
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
…
…

（
六
七
）

（
検
討
）

内
山
『
味
わ
う
』
の
最
初
の
部
分
で
は
無
理
会
話
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
た
め
か
、
人
が
納
得
で
き
る
話

に
仕
立
て
て
い
る
が
、
科
学
的
に
理
解
で
き
る
よ
う
な
「
別
に
不
思
議
で
は
な
い
」
話
だ
ろ
う
か
。「
親
が
子
で
あ
る
と
い

う
道
理
も
あ
る
」
と
い
う
が
、
本
文
は
「
親
が
児
と
な
る
」
で
あ
る
。
ま
た
内
山
の
解
釈
は
い
つ
も
「
分
か
れ
る
以
前
」
に

も
っ
て
い
き
、
分
か
れ
る
以
前
が
生
命
実
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
切
分
離
以
前
だ
か
ら
「
本
不
生
の
石
女
」、「
本
不
生

の
児
」
と
い
う
が
、
そ
う
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
も
っ
て
〈
生
児
の
と
き
は
、
親
子
並
化
す
る
か
。
児
の
親
と
な
る
を
生
児
現

成
と
参
学
す
る
の
み
な
ら
ん
や
。
親
の
児
と
な
る
と
き
を
、
生
児
現
成
〉
は
、
ふ
つ
う
に
子
を
生
む
こ
と
で
説
明
で
き
る
話

と
な
る
。

『
文
学
大
系
』・
頭
注
で
は
「
子
が
親
に
な
る
（
新
し
い
も
の
が
古
く
な
る
）
の
み
な
ら
ず
、
親
が
子
に
な
る
（
古
い
も
の
が
新

し
く
な
る
）
の
が
、
無
限
絶
対
の
あ
り
方
だ
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
無
限
絶
対
に
は
新
古
・
時
間
の
差
別
は
な
い
か
ら
で

あ
る
」
と
あ
る
が
、
親
が
子
に
な
る
こ
と
が
「
無
限
絶
対
の
あ
り
方
」
と
は
誰
も
思
え
ま
い
。

【
私
釈
】

諸
解
釈
を
見
る
と
ま
と
も
な
も
の
は
皆
無
で
あ
る
が
、
や
は
り
こ
こ
は
解
釈
が
非
常
に
む
ず
か
し
い
。

「
石
女
夜
生
児
」
は
芙
蓉
道
楷
が
、「
青
山
常
運
歩
」
と
と
も
に
出
し
た
句
で
あ
る
。
僧
の
問
い
の
答
え
で
は
な
く
、
上
堂

し
て
「
良
久
し
て
」
す
な
わ
ち
し
ば
ら
く
沈
黙
し
て
か
ら
、
こ
う
言
っ
て
座
を
下
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
だ
け
で
、

非
常
に
大
切
な
事
柄
（
仏
法
の
根
幹
）
を
言
い
切
っ
た
と
い
え
る
句
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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「
石
女
」
は
道
楷
の
句
で
は
「
産う

ま
ず
女め

」
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、『
御
抄
』
の
「
歟
」
の
つ
い
た
第
一
第
二
の
よ
う

に
、
道
元
の
解
釈
で
は
「
石
の
女
」
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
く
る
。
道
楷
の
句
と
し
て
は
、
石
女
が
子
を
生
む
と
い
う
、

有
り
得
な
い
こ
と
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
仏
法
の
根
幹
の
事
柄
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
、
仏
に
は
け
っ
し
て
な
れ
な
い
衆
生
が
仏
に
な
る
こ
と
を
い
う
、
と
解

釈
で
き
る
。
つ
ま
り
石
女
は
、
こ
ど
も
を
産
め
な
い
か
ら
、
仏
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
衆
生
を
表
す
。
仏
で
な
い
か
ら
衆

生
な
の
で
あ
る
。〈
児
を
生
む
〉
は
、
そ
の
衆
生
が
仏
に
成
る
、
と
い
う
あ
り
得
な
い
こ
と
を
表
す
。
こ
こ
で
は
〈
石
女
〉

が
衆
生
で
親
で
あ
り
、
生
ま
れ
た
仏
が
児
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
な
こ
と
を
、
浄
土
真
宗
で
は
「
つ
ん
ぼ
が
立
ち
聞
き
し
て
、『
あ
か
な
ん
だ
』
と
聞
き
得
た
こ
と
で
あ
る
」（
沢

木
興
道
老
師
の
話
）
と
説
く
。
つ
ん
ぼ
だ
か
ら
、
聞
こ
え
る
は
ず
は
な
い
。
聞
こ
え
る
は
ず
が
な
い
こ
と
を
聞
く
、
こ
れ
が
、

「
石
女
児
を
生
む
」
に
あ
た
ろ
う
。「
立
ち
聞
き
し
て
」
と
あ
る
の
は
、
真
宗
で
あ
る
か
ら
、
直
接
に
対
話
し
て
正
面
か
ら
聞

く
の
で
は
な
く
、「
立
ち
聞
き
」、
す
な
わ
ち
横
超
で
あ
る
。
聞
い
た
内
容
は
「
お
前
は
仏
だ
」、
で
は
な
く
「
あ
か
な
ん
だ
」

で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
人
間
の
側
の
い
っ
さ
い
が
だ
め
だ
と
は
っ
き
り
分
か
る
と
こ
ろ
、
人
間
が
ま
っ
た
く
お
手
上

げ
に
な
る
と
こ
ろ
が
、
じ
つ
は
成
仏
で
あ
る
。「
わ
た
し
」
が
な
く
な
る
か
ら
だ
。
私
が
成
仏
す
る
こ
と
は
、
あ
り
え
な
い
。

私
が
落
ち
る
か
ら
「
仏
」
で
あ
る
。
そ
し
て
「
つ
ん
ぼ
」（
差
別
用
語
と
い
わ
な
い
で
ほ
し
い
）
で
あ
る
。
何
を
言
っ
た
か
わ
か

ら
な
い
。
夜
に
通
じ
る
。

さ
て
、
道
元
は
〈
石
女
の
生
児
す
る
と
き
を
夜
と
い
ふ
〉
と
い
う
。
夜
、
石
女
が
生
児
す
る
の
で
は
な
い
。

「
夜
」
と
は
、
暗
く
て
分
か
ら
な
い
、
も
の
が
見
え
な
い
時
節
で
あ
る
。
石
女
が
子
を
生
む
と
こ
ろ
は
、
誰
に
も
見
え
な

い
、
そ
れ
と
人
に
知
ら
れ
な
い
。
衆
生
が
仏
に
成
る
と
い
う
「
さ
と
り
」
は
、
他
人
に
も
自
己
に
も
そ
れ
と
知
ら
れ
る
こ
と

は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
道
元
が
「
覚
知
に
交
ま
じ
わ
る
は
、
証
則
に
あ
ら
ず
」『
辦
道
話
』、〈
諸
仏
の
ま
さ
し
く
諸
仏
な
る
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と
き
は
、
自
己
は
諸
仏
な
り
と
覚
知
す
る
こ
と
を
も
ち
い
ず
。
し
か
あ
れ
ど
も
証
仏
な
り
〉《
現
成
公
案
》
と
い
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

〈
各
各
の
脱
殻
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
〉《
谿
声
山

色
》
と
も
い
わ
れ
る
。
打
坐
に
お
い
て
、
衆
生
が
行
方
不
明
に
な
る
か
ら
、「
仏
に
成
る
」
と
い
う
よ
り
は
、
も
は
や
迷
わ

な
い
究
極
の
安
心
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
道
元
は
、
す
ぐ
に
は
〈
児
を
生
む
〉
の
解
釈
に
は
入
ら
な
い
で
、〈
お
ほ
よ
そ
男
石
・
女
石
あ
り
、
非
男
女
石

あ
り
〉
と
、
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
方
向
に
言
葉
を
つ
な
げ
る
。
こ
の
一
段
と
前
後
を
つ
な
げ
る
の
は
、「
石
女
」
だ
け
で
あ

り
、「
石
女
」
は
「
石
の
女
」
か
ら
「
女
石
」
す
な
わ
ち
女
の
石
に
移
行
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
〈
人
の
し
る
と
こ
ろ
ま
れ

な
る
な
り
〉
ま
で
は
、
希
有
な
中
国
の
俗
典
の
知
識
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
仏
道
と
な
ん
の
関
係
が
あ
る
の
か
、
と
い
ぶ

か
し
く
思
う
。
お
そ
ら
く
、
山
水
、
換
言
す
れ
ば
人
の
周
り
の
自
然
が
主
題
だ
か
ら
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
「
石
」
に
も
言
及

し
て
み
た
の
だ
ろ
う
か
。「
石
女
」
か
ら
連
想
さ
れ
て
、
女
石
が
あ
り
、
男
石
が
あ
り
、
非
男
女
石
が
あ
り
、
天
石
、
地
石

が
あ
る
、
と
続
け
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
言
語
的
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
伴
う
参
学
は
、
道
元
の
思
惟
の
特
徴
で
は
あ
る
。《
身
心
学
道
》
で
は
、

こ
う
い
わ
れ
る
。

〈
山
河
大
地
と
い
ふ
は
、
山
河
は
た
と
へ
ば
山
水
な
り
、
大
地
は
こ
の
と
こ
ろ
の
み
に
あ
ら
ず
、
山
も
お
ほ
か
る
べ
し
。

大
須
弥
小
須
弥
あ
り
、
横
に
処
せ
る
あ
り
、
竪
に
処
せ
る
あ
り
、
三
千
界
あ
り
、
無
量
国
あ
り
、
色
に
か
か
る
あ
り
、
空
に

か
か
る
あ
り
。
河
も
さ
ら
に
お
ほ
か
る
べ
し
。
天
河
あ
り
、
地
河
あ
り
、
四
大
河
あ
り
、
無
熱
池
あ
り
、
北
倶
盧
洲
に
は
四

阿
耨
達
池
あ
り
。
海
あ
り
池
あ
り
。
地
は
か
な
ら
ず
し
も
土
に
あ
ら
ず
、
土
か
な
ら
ず
し
も
地
に
あ
ら
ず
、
土
地
も
あ
る
べ
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し
、
心
地
も
あ
る
べ
し
、
宝
地
も
あ
る
べ
し
、
萬
般
な
り
と
い
ふ
と
も
地
な
か
る
べ
か
ら
ず
、
空
を
地
と
せ
る
世
界
も
あ
る

べ
き
な
り
〉

強
い
て
、
仏
道
と
の
関
連
を
探
せ
ば
、
芙
蓉
道
楷
の
上
堂
に
は
「
木
女
石
人
」
が
登
場
す
る
。
こ
の
上
堂
は
道
元
も
見
た

で
あ
ろ
う
『
嘉
泰
普
灯
録
』
で
は
、「
青
山
常
運
歩
」
の
上
堂
の
次
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

上
堂
。
入
道
之
径
。
内
虗
外
静
、
如
水
澄
凝
。
万
象
光
映
、
不
沈
不
浮
。
万
法
自
如
。
所
以
道
、
火
不
待
日
而
熱
、

風
不
待
月
而
涼
。
堅
石
処
水
。
天
瞽
猶
光
。
明
暗
自
爾
。
乾
湿
同
方
。
若
能
如
是
。
岩
前
枯
木
半
夜
開
華
。
木
女
擕
籃

清
風
月
下
。
石
人
舞
袖
共
賀
太
平
。
野
老
謳
歌
知
音
者
和
。
於
斯
明
得
。
何
必
重
登
塔
廟
。
再
見
文
殊
。
道
在
目
前
。

一
時
参
取
。（
入
道
の
径み

ち

は
、
內
に
虗む

な

［
虚
の
異
体
字
］
し
く
外
に
静
な
る
こ
と
、
水
の
澄
み
凝
る
が
如
し
。
万
象
の
光
映
じ
て
、
沈

ま
ず
浮
か
ず
。
万
法
、
自
ら
如
な
り
。
所
以
に
道
う
、
火
は
日
を
待
た
ず
し
て
熱
く
、
風
は
月
を
待
た
ず
し
て
涼
し
。
堅
石
、
処
水
、

天て
ん
こ瞽

［
雷
の
こ
と
］
猶
お
光
る
。
明
暗
自お

の
ず
から

爾し
か

り
。
乾
湿
、
方
を
同
じ
く
す
。
も
し
よ
く
是か

く

の
如
く
な
ら
ば
、
岩
前
の
枯
木
、
半
夜
に

華
開
き
、
木
女
、
籃か

ご

を
擕
［
携
の
俗
字
］
う
清
風
の
月
下
。
石
人
、
袖
を
舞ま

わ

し
共
に
太
平
を
賀
す
。
野
老
、
謳
歌
し
知
音
の
者
、
和
す
。

こ
こ
に
お
い
て
明
得
す
れ
ば
、
何
ぞ
必
ず
し
も
重
ね
て
塔
廟
に
登
り
、
文
殊
に
再
見
せ
ん
。
道
は
目
前
に
在
り
。
一
時
に
参
取
せ
よ
。

（X
79,309b

）

こ
こ
に
「
木
女
」
と
「
石
人
」、
そ
し
て
「
堅
石
」「
岩
」
が
登
場
す
る
。『
宝
鏡
三
昧
』
に
は
「
木
人
ま
さ
に
歌
い
、
石

女
立
っ
て
舞
う
」
と
同
工
異
曲
の
「
石
女
、
木
人
」
が
登
場
す
る
。
そ
し
て
彼
等
が
詠
い
舞
う
の
も
、
あ
や
ま
た
ず
「
半
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夜
」
で
「
月
下
」
で
あ
る
か
ら
、「
夜
」
で
あ
り
、
誰
に
も
見
ら
れ
ず
、
知
ら
れ
な
い
。

そ
の
よ
う
に
「
石
」
を
展
開
し
た
後
で
、
偈
の
内
容
に
戻
っ
て
〈
生
児
の
道
理
し
る
べ
し
〉
と
い
う
。

〈
生
児
の
道
理
〉
と
は
、
生
ま
れ
る
は
ず
の
な
い
石
女
の
子
が
生
ま
れ
る
道
理
で
あ
り
、
さ
き
ほ
ど
見
た
よ
う
に
衆
生
が

仏
に
成
る
こ
と
、
仏
法
の
道
理
と
取
り
た
い
。
こ
の
解
釈
で
は
親
が
衆
生
で
子
が
仏
で
あ
る
。
そ
の
道
理
に
お
い
て
、〈
生

児
の
と
き
は
、
親
子
並
化
す
る
か
。
児
の
親
と
な
る
を
、
生
児
現
成
と
参
学
す
る
の
み
な
ら
ん
や
、
親
の
児
と
な
る
と
き

を
、
生
児
現
成
の
修
証
な
り
、
と
参
学
す
べ
し
、
究
徹
す
べ
し
〉
と
展
開
さ
れ
る
。
人
間
や
動
物
が
児
を
生
む
と
き
、〈
生

児
の
と
き
〉
は
、
か
な
ら
ず
親
子
並
化
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
成
仏
で
は
、
衆
生
と
仏
は
同
時
に
並
ん
で
あ
る
こ
と
は
な

い
。
仏
の
時
は
衆
生
で
は
な
く
、
衆
生
の
時
は
仏
で
は
な
い
。

親
子
並
化
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、《
三
界
唯
心
》
で
、〈
子
現
成
〉
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
そ
の
証
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
そ
こ
で
は
〈
吾
子
、
子
吾
、
こ
と
ご
と
く
釈
迦
慈
父
の
令
嗣
な
り
〉
と
い
わ
れ
て
、
父
が
仏

で
あ
っ
て
、
そ
の
子
に
な
る
こ
と
が
成
仏
で
あ
り
、
今
の
場
合
と
逆
で
あ
る
。

〈
吾
子
か
な
ら
ず
身
体
髪
膚
を
慈
父
に
う
け
て
、
毀
破
せ
ず
、
虧
闕
せ
ざ
る
を
、
子
現
成
と
す
。
而
今
は
父
前
子
後
に
あ

ら
ず
、
子
前
父
後
に
あ
ら
ず
。
父
子
あ
ひ
な
ら
べ
る
に
あ
ら
ざ
る
を
、
吾
子
の
道
理
と
い
ふ
な
り
。
与
授
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も

こ
れ
を
う
く
、
奪
取
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
こ
れ
を
え
た
り
〉

〈
生
児
の
道
理
〉
は
、
こ
こ
で
は
〈
吾
子
の
道
理
〉
で
あ
る
。
そ
し
て
、〈
父
子
あ
ひ
な
ら
べ
る
に
あ
ら
ざ
る
〉
と
い
わ
れ

て
い
る
。
蛇
足
で
は
あ
る
が
、《
三
界
唯
心
》
の
〈
吾
子
か
な
ら
ず
身
体
髪
膚
を
慈
父
に
う
け
て
、
毀
破
せ
ず
、
虧
闕
せ
ざ

る
を
、
子
現
成
と
す
〉
は
、《
諸
悪
莫
作
》
の
〈
作
仏
祖
す
る
に
衆
生
を
や
ぶ
ら
ず
、
う
ば
は
ず
、
う
し
な
ふ
に
あ
ら
ず
。

し
か
あ
れ
ど
も
脱
落
し
き
た
れ
る
な
り
〉
と
ま
さ
し
く
呼
応
す
る
。

〈
児
の
親
と
な
る
を
、
生
児
現
成
と
参
学
す
る
〉
と
い
う
の
は
、
諸
解
釈
も
い
う
よ
う
に
、
子
ど
も
で
あ
っ
た
者
が
、
親
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に
な
る
こ
と
が
、
子
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
了
解
で
き
る
。

だ
が
、〈
親
の
児
と
な
る
と
き
を
、
生
児
現
成
の
修
証
〉
で
あ
る
と
参
学
せ
よ
、
と
い
わ
れ
る
と
、
ふ
つ
う
は
ま
っ
た
く

お
手
上
げ
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
〈
石
女
夜
生
児
〉
の
解
釈
で
、〈
石
女
〉
が
衆
生
で
親
で
あ
り
、
生
ま
れ
た
仏
が
子

で
あ
る
、
と
し
た
。
親
（
石
女
、
衆
生
）
が
、
仏
（
子
）
と
成
る
の
が
成
仏
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
〈
親
の
児
と
な
る
と
き
〉

で
あ
り
、
そ
れ
は
一
度
生
ま
れ
た
ら
、
そ
れ
で
終
わ
り
で
は
な
く
、
不
断
の
修
証
が
要
請
さ
れ
る
。〈
仏
と
な
り
て
さ
ら
に

仏
を
見
る
〉
の
で
あ
る
か
ら
、〈
生
児
現
成
の
修
証
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
最
後
は
〈
生
児
現
成
の
修
証
な
り
、
と
参
学
す

べ
し
、
究
徹
す
べ
し
〉
と
結
ば
れ
る
。〈
生
児
現
成
〉
は
了
解
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
ど
こ
ま
で
も
自
ら
が
実
際
に
修
行

を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
究
徹
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

二
章　
東
山
水
上
行

一
節　

雲
門
の
道
現
成

＊

一
、　　　　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

雲
門
匡
真
大
師
い
は
く
、
東
山
水
上
行
。

こ
の
道
現
成
の
宗
旨
は
、
諸
山
は
東
山
な
り
、
一
切
の
東
山
は
水
上
行
な
り
。
こ
の
ゆ
え
に
、
九
山
迷
盧
等
の
現
成
せ

り
、
修
証
せ
り
。
こ
れ
を
東
山
と
い
ふ
。
し
か
あ
れ
ど
も
、
雲
門
い
か
で
か
東
山
の
皮
肉
骨
髄
、
修
証
活
計
に
透
脱
な

ら
ん
。

［
注
釈
］
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○
雲
門
匡き
ょ
う

真し
ん

大
師　

雲
門
文ぶ

ん
え
ん偃

（
八
六
四
～
九
四
九
）
匡
真
は
諱
。
雪
峯
義
存
（
石
頭
系
）
の
法
嗣
、
玄
沙
師
備
と
兄
弟
弟
子
。
雲
門
宗

の
祖
。
語
録
に
『
雲
門
広
録
』
な
ど
が
あ
る
。

○
東
山
水
上
行　

一
章
二
節
三
に
既
出

○
諸
山　
「
諸
山
」
は
訓
み
く
だ
せ
ば
「
あ
ら
ゆ
る
山
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
御
聴
書
抄
』
は
「
今
の
諸
山
と
云
［
う
］
は
尽
界
な
る
べ

し
」（
二
三
八
）
と
い
う
。
そ
れ
を
承
け
て
『
文
学
大
系
』・
頭
注
は
「
諸
山
は
尽
界
の
こ
と
を
い
う
。
東
山
も
尽
界
の
こ
と
で
、
東
西
南

北
に
対
す
る
東
山
で
は
な
い
。
無
限
の
宇
宙
に
は
中
心
が
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
す
る
。
い
ず
れ
も
適
当
で
は
あ
る
ま
い
。

○
東
山　
『
思
想
』・
頭
注
に
「
固
有
名
詞
で
あ
る
。
浙
江
省
紹
興
県
の
南
に
あ
り
、
雲
門
寺
の
所
在
」
と
い
う
が
、
雲
門
は
そ
の
雲
門
寺

に
住
し
た
の
で
は
な
い
か
ら
誤
り
。
雲
門
は
広
東
省
韶
関
市
曲
江
区
に
あ
る
霊
樹
寺
の
首
座
と
な
り
、
後
に
韶
州
の
雲
門
山
（
広
東
省
韶

関
市
乳
源
県
）
の
光
泰
院
に
住
し
た
。
テ
キ
ス
ト
で
三
番
目
に
言
及
さ
れ
る
「
東
山
」
に
つ
い
て
、『
文
庫
』
脚
注
は
「
東
山
と
自
己
と

別
物
で
な
い
真
実
を
知
ら
な
い
こ
と
を
い
う
」
と
あ
る
が
、
境
を
転
じ
て
自
己
に
帰
す
る
解
釈
。

○
九
山
迷
盧　
「
迷
盧
」
は
蘇
迷
盧
（
シ
ュ
メ
ー
ル
）
山
で
須
弥
山
の
こ
と
。「
九
山
」
は
古
代
イ
ン
ド
の
地
理
で
、
須
弥
山
を
中
心
に
七
金

山
が
あ
り
、
外
海
を
取
り
巻
く
鉄
囲
山
を
加
え
て
九
山
に
な
る
。
よ
っ
て
「
九
山
迷
盧
」
は
全
世
界
の
山
々
と
な
る
。

○
皮
肉
骨
髄　
『
中
華
伝
心
地
禅
門
師
資
承
襲
図
』
に
初
出
す
る
達
磨
の
弟
子
が
そ
れ
ぞ
れ
達
磨
の
皮
肉
・
骨
・
髄
を
得
た
と
言
っ
て
印
可

さ
れ
た
故
事
。『
景
徳
伝
燈
録
』
第
三
巻
達
磨
章
で
は
三
人
か
ら
四
人
に
な
る
。
達
摩
の
伝
え
た
法
の
内
実
。

○
修
証
活
計　

修
行
・
証
と
活
計　
「
活
計
」
の
原
義
は
「
暮
し
、
な
り
わ
い
」。
そ
こ
か
ら
日
常
の
働
き
の
意
味
。

【
現
代
語
訳
】

雲
門
匡
真
大
師
が
い
っ
た
、「
東
山
水
上
行
」。

こ
の
道こ

と
ばの

現
成
の
根
本
的
意
味
は
、
諸
山
は
東
山
で
あ
り
、
一
切
の
東
山
は
水
上
行
な
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
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（
世
界
に
あ
る
）
九
山
や
（
そ
の
中
心
の
）
シ
ュ
メ
ー
ル
山
等
が
現
成
し
て
い
る
し
、
修
証
し
て
い
る
。
こ
れ
を
東
山
と
い
う
。

そ
う
で
は
あ
る
が
、
雲
門
が
ど
う
し
て
東
山
の
皮
肉
骨
随
（
法
の
内
実
）、
そ
の
修
証
や
働
き
に
お
い
て
透
脱
し
て
い
る
で
あ

ろ
う
か
。

【
諸
釈
の
検
討
】

田
中
『
道
元
』

東
山
の
「
東
」
と
は
何
か
。
啓
迪
が
光
妙
［
明
＝
筆
者
］
の
巻
を
引
い
て
説
く
よ
う
に
、
東
方
は
彼
此
の
俗
論
に
あ

ら
ず
法
界
の
中
心
な
り
、
と
い
う
と
き
の
「
東
」
で
あ
る
。（
九
九
）

水
上
行
は
、
常
運
歩
の
参
学
を
以
て
十
分
に
透
過
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
一
〇
〇
）

雲
門
も
東
山
の
大
面
目
を
道
破
し
な
が
ら
、
み
ず
か
ら
そ
の
骨
髄
を
透
脱
し
て
は
居
る
ま
い
。
東
山
水
上
行
と
は
、

そ
れ
ほ
ど
の
言
葉
で
あ
る
。
―
―
こ
こ
で
は
雲
門
の
言
葉
を
卓
上
（
他
よ
り
高
く
優
れ
て
い
る
と
評
価
す
る
＝
筆
者
）
し
、

勢
余
っ
て
雲
門
自
身
を
貶
し
た
形
に
な
っ
て
ゐ
る
。
辨
註
に
は
、
雲
門
い
か
で
か
云
云
は
誤
写
で
、
人
々
い
か
で
か
、

と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
解
釈
は
、
全
く
の
誤
り
で
、
雲
門
を
貶
す
れ
ば
貶
す
る
だ
け
、

雲
門
の
言
葉
は
輝
く
の
で
あ
る
か
ら
、
実
を
い
え
ば
、
こ
の
上
も
な
く
雲
門
を
卓
上
し
た
言
葉
で
あ
る
。
か
よ
う
な
言

葉
使
い
は
、
禅
門
に
非
常
に
多
く
、
道
元
に
も
時
々
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。（
一
〇
一
）

（
検
討
）

〈
水
上
行
〉
と
〈
常
運
歩
〉
を
同
じ
意
味
だ
と
し
て
い
る
。
根
本
的
に
は
そ
う
で
は
あ
る
。
青
山
の
句
は
山
に
つ
い
て
だ

け
述
べ
て
い
る
が
、
東
山
の
句
は
水
と
の
関
わ
り
で
述
べ
て
い
る
、
と
い
う
違
い
が
あ
る
が
、
内
実
で
も
い
さ
さ
か
違
う
で

あ
ろ
う
。
雲
門
を
貶
す
の
は
、
雲
門
の
詞
が
あ
ま
り
に
良
い
の
で
、
筆
の
勢
い
で
貶
し
た
だ
け
で
、
実
は
雲
門
を
褒
め
て
い
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る
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
そ
う
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
言
葉
使
い
を
し
て
い
る
道
元
の
例
な
ど
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

古
田
『
私
釈
』

東
西
南
北
す
べ
て
の
山
が
東
山
で
な
い
も
の
は
な
く
し
て
水
上
行
し
て
い
る
と
す
る
以
上
に
大
規
模
に
世
界
の
地

軸
を
な
し
て
い
る
よ
う
な
山
さ
え
も
周
囲
の
山
々
を
一
丸
に
し
て
東
山
と
し
て
水
上
行
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

り
、
誠
に
雄
大
壮
観
な
水
上
行
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
雲
門
は
「
如
何
な
る
か
是
れ
諸
仏
出
身
の

所
」
と
問
わ
れ
て
、
東
山
水
上
行
の
答
え
を
以
て
し
た
の
で
あ
る
が
、
諸
仏
が
生
ま
れ
出
る
根
源
の
処
が
東
山
水
上
行

で
あ
る
と
答
え
て
い
る
こ
と
を
思
う
と
、
こ
の
東
山
が
水
上
を
渡
っ
て
行
く
と
し
て
い
る
こ
と
に
こ
そ
究
弁
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
真
理
が
あ
る
の
で
あ
り
、「
小
聞
つ
た
な
き
に
よ
り
て
、
流
山
の
語
を
お
ど
ろ
く
な
り
」
と
道
元
が
前
に

戒
め
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
山
が
流
れ
る
と
い
う
こ
と
に
驚
く
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
話
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
三
九
、四
〇
）

一
見
雲
門
を
非
難
し
て
い
る
よ
う
な
こ
と
に
解
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
…
…
文
意
と
し
て
は
ど
う

も
『
弁
註
』
の
よ
う
に
雲
門
の
二
字
は
衍
字
で
あ
る
と
し
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
り
、
道
元
が
こ
の
山
水
経
の
一
巻

を
浄
書
す
る
に
際
し
て
、
雲
門
の
二
字
を
誤
っ
て
書
き
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
い
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

（
四
一
）

し
か
し
『
御
抄
』
と
か
『
聞
解
』
な
ど
の
註
釈
か
ら
『
啓
迪
』
に
至
る
ま
で
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
を
見
て
も
こ
の
一

句
の
句
意
は
雲
門
を
非
難
し
て
落
と
し
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
が
実
は
尊
重
し
て
挙
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
と
し
、「
い
や
、
な
か
な
か
ど
う
し
て
雲
門
は
わ
か
っ
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
も

の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
同
）



365

正法眼蔵　第二十九　山水経　私釈　［上］

「
重
く
聞
こ
え
さ
せ
る
た
め
に
暫
く
雲
門
を
落
と
し
て
み
せ
る
ぢ
ゃ
」
と
い
う
解
し
方
は
無
理
を
免
れ
な
い
よ
う
で

あ
り
、
無
難
な
解
釈
と
し
て
は
雲
門
の
二
字
を
衍
字
と
見
た
方
が
よ
さ
そ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。（
四
一
、二
）

皮
肉
骨
髄
と
身
体
的
に
い
っ
て
い
て
、
東
山
水
上
行
を
生
き
た
人
間
の
活
動
と
同
じ
よ
う
に
見
て
い
る
こ
と
で
あ

り
、
…
…
こ
の
場
合
も
山
の
水
上
行
は
人
の
水
上
行
で
も
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
修
証
は
活
計
と
い
う
語
を
伴
っ
て

表
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
が
出
て
く
る
の
で
あ
り
、
…
…
（
四
二
）

（
検
討
）

こ
こ
を
「
雄
大
壮
観
な
水
上
行
」
な
ど
と
い
う
の
は
、「
東
山
水
上
行
」
を
文
字
通
り
に
視
覚
的
に
理
解
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
が
、
果
た
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
「
東
山
が
水
上
を
渡
っ
て
行
く
」
こ
と
を
「
究
弁
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
真
理
」
と
い
う
が
、「
水
上
を
渡
っ
て
行
く
」
の
で
は
な
か
ろ
う
し
、
そ
ん
な
「
真
理
」
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

古
田
は
、
非
難
し
て
い
る
よ
う
で
尊
重
し
て
い
る
と
い
う
『
御
抄
』
か
ら
田
中
ま
で
の
解
釈
を
、
無
理
な
解
釈
と
み
な
し
て

『
辨
註
』
の
衍
字
説
を
取
る
。
確
か
に
彼
ら
の
説
は
無
理
で
あ
ろ
う
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
衍
字
説
で
い
い
の
か
。
道
元
の

真
筆
本
が
あ
る
の
に
、
道
元
が
書
き
間
違
え
た
と
は
不
可
思
議
な
見
方
で
あ
る
。
ま
た
皮
肉
骨
髄
を
肉
身
の
こ
と
と
取
り
、

「
人
の
水
上
行
で
も
あ
る
」
と
い
う
が
、
皮
肉
骨
髄
を
肉
身
と
取
る
こ
と
は
、
禅
語
の
意
味
か
ら
し
て
あ
り
え
な
い
し
、
人

間
が
水
の
上
を
行
く
こ
と
と
、「
水
上
行
」
と
は
関
係
が
な
か
ろ
う
。

安
谷
『
参
究
』

諸
仏
出
身
の
処
と
は
、
な
ん
の
こ
と
か
。
こ
れ
を
一
円
相
で
示
し
た
の
を
、
し
ば
し
ば
見
る
が
、
一
円
相
と
、
東
山

水
上
行
と
、
全
く
同
じ
精
神
が
見
え
な
く
て
は
だ
め
だ
。（
九
〇
）

東
山
水
上
行
は
、
も
ち
ろ
ん
青
山
常
運
歩
と
そ
の
精
神
は
同
じ
だ
か
ら
、
説
明
を
省
略
す
る
。（
九
二
）
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す
べ
て
の
山
と
は
な
ん
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
。
主
観
も
客
観
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
、
ま
だ
頭
に
描
か
な

い
、
朕
兆
未
萌
の
本
来
の
自
己
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
自
己
の
日
常
生
活
を
水
上
行
と
い
う
の
だ
。
…
…
こ

の
ゆ
え
に
九
山
迷
盧
等
の
現
成
も
あ
り
修
証
も
あ
る
の
だ
。
こ
れ
も
譬
喩
だ
。
だ
が
こ
の
言
葉
は
イ
ン
ド
古
代
の
世
界

観
か
ら
来
て
い
る
。
…
…
須
弥
も
九
山
も
み
な
東
山
だ
と
い
っ
て
、
本
来
の
自
己
の
生
活
に
、
無
量
無
辺
の
方
面
が
あ

り
、
様
子
が
あ
る
こ
と
を
、
迷
盧
等
の
現
成
せ
り
、
修
証
せ
り
と
示
さ
れ
た
の
だ
。（
九
三
）

〈
雲
門
い
か
で
か
…
…
〉
に
つ
い
て
は
、「
こ
の
一
段
の
見
方
は
、
私
も
田
中
忠
雄
氏
と
同
感
で
あ
る
」（
九
四
）
と
い
う
。

（
検
討
）

こ
こ
に
は
載
せ
て
い
な
い
が
『
啓
迪
』
の
引
用
に
一
頁
、
そ
の
批
判
に
一
頁
を
費
や
し
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
も
ど
ち
ら
と

い
う
感
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
円
相
と
東
山
水
上
行
が
同
じ
精
神
だ
、
と
い
う
説
明
な
し
の
示
し
は
、
私
に
は
「
東
山
水

上
行
」
を
無
理
会
話
と
し
て
扱
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
東
山
と
本
来
の
自
己
を
た
だ
ち
に
同
一
視
す
る
の
は
、「
転
境
転

心
」
の
典
型
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
「
朕
兆
未
萌
の
本
来
の
自
己
」
に
日
常
生
活
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
日
常
生
活
が
色
々

あ
る
こ
と
を
〈
迷
盧
等
の
現
成
せ
り
、
修
証
せ
り
〉
と
い
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。

内
山
『
味
わ
う
』

こ
れ
ま
で
は
山
の
参
究
で
し
た
が
、
こ
こ
か
ら
は
水
の
参
究
に
な
る
。（
六
九
）

諸
山
と
は
、
た
だ
そ
の
あ
た
り
に
あ
る
山
だ
け
で
は
な
い
。
一
切
尽
界
と
い
う
こ
と
で
す
。
…
…
そ
し
て
こ
の
尽
界

は
「
水
上
行
な
り
」
と
い
う
。
み
ん
な
水
の
上
を
歩
い
て
い
る
。（
七
〇
）

こ
の
「
水
」
と
い
う
の
も
自
己
尽
界
で
す
。
し
か
し
「
水
上
行
」
だ
か
ら
流
れ
て
い
る
。『
有
時
』
の
巻
に
あ
て
は

め
て
い
え
ば
、
自
己
尽
界
時
時
の
水
上
行
で
す
。（
同
）
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迷
盧
と
は
須
弥
山
の
こ
と
…
…
九
山
と
い
う
、
つ
ま
り
自
己
尽
界
で
す
。
そ
の
自
己
尽
界
が
水
上
行
と
い
う
事
実
を

現
成
し
修
証
し
て
い
る
。（
七
〇
、七
一
）

雲
門
大
師
が
東
山
水
上
行
と
言
わ
れ
た
の
だ
が
、
は
た
し
て
大
師
が
東
山
全
体
を
修
証
し
、
活
計
の
自
由
を
得
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
道
元
禅
師
は
そ
れ
を
も
っ
と
根
本
的
に
洗
い
た
て
て
話
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る

わ
け
で
す
。（
七
一
）

（
検
討
）

こ
こ
か
ら
「
水
の
参
究
」
だ
ろ
う
か
。
水
は
次
章
に
詳
し
く
説
か
れ
る
し
、
こ
こ
で
は
「
東
山
」
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の

だ
か
ら
、
山
の
参
究
の
続
き
で
あ
ろ
う
。『
御
聴
書
抄
』
に
「
今
の
諸
山
と
云
［
う
］
は
尽
界
な
る
べ
し
」（
二
三
八
）
と
あ

る
か
ら
、
そ
れ
に
倣
っ
て
諸
山
を
尽
界
と
し
て
、
な
ん
で
も
「
自
己
尽
界
」
で
す
ま
し
て
い
る
が
、
自
己
尽
界
と
は
何
か
。

《
有
時
》
を
な
ぞ
っ
て
言
っ
て
み
て
も
解
釈
に
は
な
ら
な
い
。
ま
た
内
山
は
、
雲
門
に
つ
い
て
、
雲
門
は
そ
う
言
っ
た
が
実

際
は
そ
う
だ
ろ
う
か
、
と
言
と
行
の
齟
齬
、
不
一
致
の
よ
う
に
と
っ
て
い
る
が
、
そ
う
だ
ろ
う
か
。

森
本
『
花
開
』
は
「
東
山
」
に
つ
い
て
『
御
抄
』『
聞
解
』
の
解
釈
を
引
き
、『
啓
迪
』
が
指
摘
し
た
《
光
明
》
の
箇
所
を

引
用
し
て
い
る
の
み
で
、
自
ら
の
言
説
は
な
い
。

【
私
釈
】

先
ず
、
雲
門
の
則
を
挙
げ
る
こ
の
章
全
体
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
お
お
き
く
二
つ
の
意
図
を
も
っ
て
い
よ
う
。
ひ
と
つ

は
、「
東
山
」
と
「
水
上
」
が
《
山
水
経
》
と
い
う
巻
名
の
「
山
」
と
「
水
」
に
関
わ
っ
て
お
り
、
す
で
に
見
た
よ
う
に

〈
東
山
水
上
行
〉
は
、〈
青
山
常
運
歩
〉
と
同
様
に
、
仏
法
の
要
諦
だ
か
ら
そ
れ
を
詳
し
く
参
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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い
ま
ひ
と
つ
は
雲
門
の
こ
の
句
を
、
当
時
の
禅
宗
が
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
き
た
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
が
第
一

の
問
い
の
究
明
の
間
を
割
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
段
の
最
後
の
雲
門
批
判
が
、
宋
代
禅
宗
の
問
題
と

関
わ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

さ
て
〈
こ
の
道
現
成
の
宗
旨
は
、
諸
山
は
東
山
な
り
〉
と
は
じ
ま
る
。〈
諸
山
は
東
山
〉
と
い
わ
れ
て
、
雲
門
の
句
の

「
東
山
」
が
固
有
名
詞
の
「
東
山
」
で
も
、
東
西
南
北
の
「
東
の
山
」
で
も
な
く
、「
諸
山
」
あ
ら
ゆ
る
山
と
普
遍
化
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
を
さ
ら
に
強
調
し
て
〈
一
切
の
東
山
は
〉
と
言
い
直
さ
れ
て
〈
水
上
行
な
り
〉
と
続
く
。
お
よ
そ
山
と
い
う
山

は
す
べ
て
、
水
上
行
で
あ
る
と
い
う
。〈
水
上
行
〉
は
、
す
で
に
一
章
三
節
一
で
み
た
よ
う
に
、
青
山
常
運
歩
の
「
運
歩
」

と
同
じ
意
味
と
し
た
。
古
田
の
よ
う
な
、
文
字
通
り
山
が
水
の
上
を
流
れ
て
い
く
の
で
も
、
内
山
の
よ
う
に
「
水
の
上
を
歩

い
て
い
る
」
の
で
も
な
い
。〈
運
歩
〉
と
は
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
打
坐
の
と
こ
ろ
で
、
す
で
に
不
覚
不
知
に
刻
々
に
現
成

し
て
い
る
事
態
で
あ
る
。

そ
の
刻
々
現
成
し
て
い
る
事
態
は
、『
聞
解
』
が
い
う
「
刹
那
も
生
相
な
く
、
刹
那
も
滅
相
無
し
」（
二
三
八
）
で
は
な
く
、

強
い
て
い
え
ば
「
有
時
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
安
谷
が
い
う
「
自
己
の
日
常
生
活
」
で
は
な
く
て
、
田
中
の
い
う
よ
う
に
「
常

運
歩
」
と
同
じ
事
態
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
道
元
は
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
詳
し
く
は
拈
提
せ
ず
、〈
こ
の
ゆ
え
に
、
九
山
迷

盧
等
の
現
成
せ
り
、
修
証
せ
り
〉
と
い
わ
れ
る
。

〈
水
上
行
〉
が
、
打
坐
に
お
い
て
現
成
す
る
事
態
で
あ
り
、
万
法
の
あ
る
が
ま
ま
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
れ
が
九
山
迷
盧
（
あ

ら
ゆ
る
山
）
の
現
成
で
あ
り
、
修
証
で
あ
る
の
か
。
こ
う
い
わ
れ
る
。

〈
わ
れ
ら
が
行
持
に
よ
り
て
、
こ
の
道
環
の
功
徳
あ
り
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
仏
仏
祖
祖
、
仏
住
し
、
仏
非
し
、
仏
心

し
、
仏
成
じ
て
、
断
絶
せ
ざ
る
な
り
。
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
。〉
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《
行
持
上
》

そ
う
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
ら
の
行
持
に
よ
り
て
山
水
あ
り
と
も
い
え
る
。
つ
ま
り
打
坐
に
お
い
て
現
成
す
る
〈
水
上
行
〉
で

あ
る
と
き
、〈
九
山
迷
盧
等
の
現
成
せ
り
〉
と
い
う
の
は
、
よ
く
わ
か
ろ
う
。
ま
た
打
坐
で
あ
る
か
ら
自
己
の
修
証
が
そ
こ

に
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
先
に
見
た
よ
う
に
山
も
参
学
し
修
証
し
、
成
仏
す
る
。〈
九
山
迷
盧
等
の
現
成
せ
り
、
修
証

せ
り
〉
と
い
わ
れ
る
の
も
、
こ
れ
に
照
ら
せ
ば
頷
け
る
で
あ
ろ
う
。
道
元
は
〈
修
証
せ
り
〉
と
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
修

行
者
の
あ
り
方
を
離
れ
た
〈
東
山
〉
で
は
な
い
こ
と
を
言
い
表
そ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
続
く
〈
し
か
あ
れ
ど
も
、
雲
門
い
か
で
か
東
山
の
皮
肉
骨
髄
、
修
証
活
計
に
透
脱
な
ら
ん
〉
の
言
葉
は
、
思
わ
ず

耳
を
疑
う
。

雲
門
は
直
前
に
〈
雲
門
匡
真
大
師
〉
と
尊
称
で
名
指
さ
れ
、
そ
の
言
い
得
た
句
〈
東
山
水
上
行
〉
は
、〈
道
現
成
〉
と
い

わ
れ
た
。
そ
れ
は
、
雲
門
へ
の
全
面
的
肯
定
と
聞
こ
え
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
雲
門
が
〈
東
山
の
皮
肉
骨
髄
、
修
証

活
計
に
透
脱
な
ら
ん
〉
と
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
雲
門
の
言
葉
は
こ
の
巻
の
最
後
に
も
「
古
仏
曰
く
」
と
そ
の
言
句

が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、〈
雲
門
〉
と
何
の
尊
称
、
敬
称
も
つ
け
な
い
否
定
的
評
価
に
は
、『
辨
註
』
の
衍
字
説
ま

で
出
て
、
そ
れ
を
支
持
す
る
解
釈
者
（
古
田
）
も
あ
る
ほ
ど
、
誰
で
も
「
は
て
な
」
と
思
っ
て
し
ま
う
。

な
ぜ
道
元
は
雲
門
を
け
な
す
の
か
。
こ
こ
で
少
し
じ
っ
く
り
、
道
元
と
雲
門
の
関
係
を
み
て
み
た
い
。

雲
門
に
対
し
て
は
、
道
元
は
こ
こ
だ
け
で
は
な
く
、
高
評
と
低
評
価
の
混
じ
っ
た
微
妙
な
表
現
を
し
て
い
る
。
雲
門
の
則

を
肯
定
し
て
取
り
上
げ
る
《
光
明
》
で
は
、
こ
う
あ
る
。

〈
雲
門
山
大
慈
雲
匡
真
大
師
は
、
如
来
世
尊
よ
り
、
三
十
九
世
の
児
孫
な
り
、
法
を
雪
峰
真
覚
大
師
に
嗣
す
。
仏
衆
の
晩

進
な
り
と
い
へ
ど
も
、
祖
席
の
英
雄
な
り
。〉
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〈
祖
席
の
英
雄
〉
は
高
く
評
価
し
た
言
葉
に
は
違
い
な
い
が
、〈
仏
衆
の
晩
進
〉
は
、
仏
衆
と
い
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
正

法
を
得
た
仏
で
あ
る
と
認
め
て
、
し
か
も
〈
晩
進
〉
と
低
い
評
価
を
加
え
る
。「
晩
進
」
は
後
輩
と
い
う
意
味
も
あ
る
が
、

た
と
え
ば
〈
徳
山
の
む
か
し
あ
き
ら
め
ざ
る
こ
と
は
、
い
ま
き
こ
ゆ
る
と
こ
ろ
な
り
。
龍
潭
を
み
し
よ
り
の
ち
も
、
な
ほ
婆

子
を
怕
却
し
つ
べ
し
。
な
ほ
こ
れ
参
学
の
晩
進
な
り
、
超
証
の
古
仏
に
あ
ら
ず
〉《
心
不
可
得
》
と
、
古
仏
で
は
な
い
劣
っ

た
者
と
い
う
意
味
に
使
っ
て
い
る
。

《
仏
経
》
で
も
、
叙
述
が
進
む
に
つ
れ
、
微
妙
に
高
評
価
か
ら
否
定
へ
と
移
っ
て
い
る
。

〈
雲
門
は
雪
峰
の
門
人
な
り
。
人
天
の
大
師
に
堪か

ん

為い

な
り
と
も
、
な
ほ
学
地
と
い
ふ
つ
べ
し
。
こ
れ
ら
を
も
て
得
本

と
せ
ん
、
た
だ
こ
れ
愁
末
な
る
べ
し
。
臨
済
、
い
ま
だ
き
た
ら
ず
、
雲
門
い
ま
だ
い
で
ざ
り
し
時
は
、
仏
祖
な
に
を
も

て
か
学
道
の
標
準
と
せ
し
。
か
る
が
ゆ
え
に
知
る
べ
し
、
か
れ
ら
が
屋
裏
に
仏
家
の
道
業
つ
た
は
れ
ざ
る
な
り
。〉

〈
人
天
の
大
師
〉
に
耐
え
う
る
人
な
ら
ば
、
立
派
な
仏
祖
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
な
お
修
行
途
上
の
〈
学
地
〉
で
あ
り
、
そ

の
上
の
「
無
学
」
で
は
な
く
、
臨
済
と
共
に
〈
仏
家
の
道
業
〉
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
。

で
は
、
道
元
は
雲
門
の
何
を
高
く
評
価
し
、
何
を
け
な
す
の
か
。《
嗣
書
》
に
貶
し
も
褒
め
も
し
な
い
叙
述
が
あ
る
。

〈
と
き
に
道
元
、
宗
月
首
座
に
と
ふ
、
和
尚
い
ま
五
家
の
宗
派
を
つ
ら
ぬ
る
に
、
い
さ
さ
か
同
異
あ
り
、
そ
の
こ
こ

ろ
い
か
ん
。
西
天
よ
り
嫡
嫡
相
嗣
せ
ら
れ
ば
、
な
ん
ぞ
同
異
あ
ら
ん
や
。
宗
月
い
は
く
、
た
と
ひ
同
異
は
る
か
な
り
と

も
、
た
だ
ま
さ
に
雲
門
山
の
仏
は
か
く
の
ご
と
く
な
る
と
学
す
べ
し
。
釈
迦
老
師
な
に
に
よ
り
て
か
尊
重
他
な
る
、
悟

道
に
よ
り
て
尊
重
な
り
、
雲
門
大
師
な
に
に
よ
り
て
か
尊
重
他
な
る
、
悟
道
に
よ
り
て
尊
重
な
り
。
道
元
こ
の
語
を
き
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く
に
、
い
さ
さ
か
領
覧
あ
り
、
い
ま
江
浙
に
大
刹
の
主
と
あ
る
は
、
お
ほ
く
臨
済
・
雲
門
・
洞
山
等
の
嗣
法
な
り
。〉

こ
こ
で
の
評
価
は
、
当
時
の
禅
宗
で
は
五
宗
の
う
ち
、
潙
仰
宗
と
法
眼
宗
は
す
で
に
法
統
が
絶
え
て
い
る
の
で
、
残
る
臨

済
宗
、
雲
門
宗
、
曹
洞
宗
（
洞
山
）
の
う
ち
、
一
つ
の
宗
祖
と
し
て
の
中
立
的
な
評
価
で
あ
ろ
う
。
宗
月
が
、
釈
迦
も
雲
門

も
悟
道
し
て
い
る
か
ら
尊
重
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
の
を
道
元
も
頷
い
て
い
る
。

臨
済
宗
は
〈
見
在
、
大
宋
に
は
臨
済
宗
の
み
天
下
に
あ
ま
ね
し
〉《
辦
道
話
》
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
楊
岐
派
、
黄
龍
派

な
ど
と
し
て
一
番
栄
え
て
い
た
。
雲
門
宗
は
、
石
頭
系
で
あ
り
、
薬
山
、
洞
山
か
ら
道
元
に
至
る
曹
洞
系
で
は
な
い
も
の
の

雪
峯
の
法
嗣
で
あ
り
、
玄
沙
や
長
慶
と
兄
弟
弟
子
で
あ
る
。

道
元
が
雲
門
を
評
価
す
る
場
合
、
雪
峯
か
ら
嗣
法
し
て
い
る
こ
と
が
、
高
く
買
わ
れ
て
い
る
。
先
の
《
光
明
》
で
も
〈
法

を
雪
峰
真
覚
大
師
に
嗣
す
〉
と
い
わ
れ
、《
仏
経
》
で
も
〈
雲
門
は
雪
峰
の
門
人
な
り
〉
と
指
摘
さ
れ
る
。
さ
ら
に
《
行
持

下
》
で
は
〈
い
ま
の
雲
門
、
法
眼
の
、
あ
き
ら
む
る
と
こ
ろ
あ
る
、
み
な
石
頭
大
師
の
法
孫
な
り
〉
と
い
わ
れ
、《
面
授
》

で
は
〈
雲
門
大
師
は
こ
れ
黄
檗
の
法
孫
な
る
こ
と
。
な
ん
ぢ
（
承
古
禅
師
）
い
か
で
か
百
丈
・
黄
檗
の
道
処
を
測
量
せ
ん
。

雲
門
大
師
の
道
処
、
な
ん
ぢ
な
ほ
測
量
す
べ
か
ら
ず
〉
と
、
黄
檗
の
法
孫
と
い
う
こ
と
が
評
価
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
《
仏

道
》
で
も
、
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。

〈
雲
門
山
匡
真
大
師
、
そ
の
か
み
は
陳
尊
宿
に
学
す
、
黄
檗
の
児
孫
な
り
ぬ
べ
し
、
の
ち
に
雪
峯
に
嗣
す
。
こ
の

師
、
ま
た
正
法
眼
蔵
を
雲
門
宗
と
称
ず
べ
し
と
い
は
ず
。…
…
お
ほ
よ
そ
雲
門
・
法
眼
等
は
、
青
原
高
祖
の
遠
孫
な
り
、

道
骨
つ
た
は
れ
、
法
髄
つ
た
は
れ
り
。〉
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こ
こ
に
い
さ
さ
か
、
宗
派
意
識
に
よ
っ
て
雲
門
を
高
く
評
価
し
て
い
る
面
は
い
な
め
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
そ

れ
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

雲
門
は
、
道
元
の
公
案
集
で
あ
る
真
字
『
正
法
眼
蔵
』（
三
百
則
）
に
十
六
則
が
挙
げ
ら
れ
て
い
て
、
と
て
も
多
い
と
い
え

よ
う
。

な
ぜ
な
ら
雲
門
は
、「
不
立
文
字
、
教
外
別
伝
」
な
ど
と
い
う
宋
代
禅
宗
の
標
語
と
は
ち
が
っ
て
、
道
元
と
同
じ
く
言
葉

を
非
常
に
大
切
に
し
た
。
仏
の
教
え
と
実
践
の
双
方
の
必
要
性
を
知
悉
し
て
い
た
と
い
え
る
。『
雲
門
広
録
』
に
載
る
弟
子

に
対
す
る
遺
誡
は
次
の
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
る
。

臨
行
略
示
遺
誡
。
努
力
努
力
。
好
住
。
還
会
麼
。
若
不
会
、
仏
有
明
教
。
依
而
行
之
。（
行
く
に
臨
み
て
略ほ

ぼ

遺
誡
を

示
す
。
努
力
せ
よ
、
努
力
せ
よ
。
好
く
住
せ
よ
。
還ま

た
会
す
や
。
若
し
会
せ
ず
ん
ば
、
仏
に
明
教
あ
り
。
依
り
て
之
を
行
ず
べ
し
。

T
47,575c

）

「
努
力
」
は
、
修
行
を
努
め
よ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
し
、
わ
た
し
、
雲
門
の
言
葉
が
理
解
で
き
な
け
れ
ば
、
仏
に

は
明
ら
か
な
教
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
依
っ
て
修
行
せ
よ
、
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
『
雲
門
広
録
』

に
は
「
葛
藤
言
句
」
を
実
学
と
い
う
。

挙
実
学
是
葛
藤
言
句
。
拈
槌
竪
払
時
節
。
於
実
学
猶
在
半
途
。（
挙
す
。
実
学
は
是
れ
葛
藤
言
句
な
り
。
拈
槌
竪
払
の
時
節

は
、
実
学
に
於
て
は
猶
お
半
途
に
在
り
。T

47,557b

）
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実
学
は
、
言
句
に
か
か
ず
り
あ
う
こ
と
で
、
言
句
を
用
い
ず
槌
を
取
り
上
げ
た
り
、
払
子
を
立
て
た
り
し
て
身
体
で
示
す

の
は
、
実
学
の
道
の
半
ば
で
あ
る
と
い
う
。「
葛
藤
言
句
」
と
い
っ
て
も
、
仏
法
の
常
套
語
な
ど
を
こ
ね
回
す
こ
と
で
は
な

い
。

横
説
竪
説
菩
提
涅
槃
真
如
仏
性
。
総
是
向
下
商
量
。（
横
説
竪
説
す
、
菩
提
・
涅
槃
・
真
如
仏
性
。
総
に
是
れ
向
下
の
商
量
な

り
。T

47,557b
）

そ
れ
ゆ
え
、
雲
門
の
言
葉
は
、
道
元
も
同
意
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
、『
永
平
広
録
』
に
は
上
堂
で
十
七
回
、
小
参
で
一
回
、

法
語
で
二
回
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
明
確
に
批
判
さ
れ
て
い
る
も
の
は
な
く
、
同
感
し
て
唱
和
す
る
も
の
が
多
い
。

た
と
え
ば
三
百
則
で
挙
げ
ら
れ
る
「
因
み
に
僧
、
問
う
、
如
何
な
る
か
こ
れ
塵
塵
三
昧
。
師
曰
く
、
鉢
裏
の
飯
、
桶
裏
の

水
」（
一
五
八
）
は
、「
…
…
良
久
し
て
云
く
、
雲
門
の
三
昧
、
塵
塵
を
現
じ
、
能
く
食
輪
と
兼
ね
て
法
輪
を
転
ず
。
桶
に
満

た
し
て
担
い
来
り
て
鉢
を
満
た
し
む
。
世
尊
の
授
記
、
用
い
来
り
て
新
た
な
り
」（『
永
平
広
録
』
一
三
八
）
と
唱
和
さ
れ
る
。

ま
た
「
僧
雲
門
に
問
う
。
承
る
に
、
古

い
に
し
え

言
え
る
こ
と
あ
り
。
牛ご

ず頭
、
横
説
竪
説
す
る
も
、
未
だ
向
上
の
関か

ん
れ
い
す

捩
子
有
る
こ

と
を
知
ら
ず
、
と
。
如
何
な
ら
ん
か
是
れ
向
上
の
関
捩
子
。
門
云
く
、
東
山
西
嶺
青
し
、
と
。
或も

し
永
平
に
問
う
も
の
有
ら

ん
、
如
何
な
ら
ん
か
是
れ
向
上
の
関
捩
子
と
。
祗た

だ
他
に
対
え
て
道い

わ
ん
、
帝
釈
の
鼻
孔
、
長
き
こ
と
三
尺
。」（
同
二
〇
七
）

こ
れ
も
唱
和
で
あ
ろ
う
。

雲
門
の
問
答
が
詳
し
く
挙
げ
ら
れ
る
『
正
法
眼
蔵
』　
《
光
明
》
巻
や
《
画
餅
》
巻
で
も
、
そ
の
言
葉
を
批
判
す
る
こ
と
は

な
い
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
言
葉
が
宋
代
の
禅
僧
の
間
で
重
視
さ
れ
て
く
る
時
点
で
、
道
元
と
の
す
れ
違
い
が
起
る
。
雲
門
の
句
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は
、
そ
の
法
孫
で
あ
る
雪
竇
が
編
ん
だ
雪
竇
頌
古
百
則
の
う
ち
十
八
則
と
一
番
多
く
採
ら
れ
、
そ
れ
を
臨
済
宗
の
圜
悟
が
垂

示
と
評
唱
を
つ
け
て
『
碧
巌
録
』
と
し
た
。
道
元
も
そ
れ
を
宋
か
ら
将
来
し
た
と
さ
れ
る
。『
無
門
関
』
は
、
ま
だ
将
来
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
四
十
八
則
に
は
第
二
十
一
雲
門
屎
橛
、
第
三
十
九
雲
門
話
墮
が
あ
る
。
そ
れ
は
臨
済
宗
で
は
見

性
の
た
め
の
公
案
集
と
み
な
さ
れ
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、
門
人
や
臨
済
宗
の
人
々
の
そ
の
句
の
扱
い
が
、
道
元
に
お
い
て
は

問
題
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
う
い
わ
れ
る
。

〈
あ
る
ひ
は
為
人
の
手
を
さ
づ
け
ん
と
す
る
に
は
、
臨
済
の
四
料
簡
、
四
照
用
、
雲
門
の
三
句
、
洞
山
の
三
路
、
五
位
等

を
挙
し
て
、
学
道
の
標
準
と
せ
り
。
先
師
天
童
和
尚
、
よ
の
つ
ね
に
こ
れ
を
わ
ら
ふ
て
い
は
く
、
学
仏
あ
に
か
く
の
ご
と
く

な
ら
ん
や
。
仏
祖
正
伝
す
る
大
道
、
お
ほ
く
心
に
か
う
ぶ
ら
し
め
身
に
か
う
ぶ
ら
し
む
。
こ
れ
を
参
学
す
る
に
、
参
究
せ
ん

と
擬
す
る
に
い
と
ま
あ
ら
ず
、
な
ん
の
閑
暇
あ
り
て
か
、
晩
進
の
言
句
を
い
れ
ん
。〉《
仏
経
》

当
時
の
禅
修
行
者
の
〈
学
道
の
標
準
〉
が
〈
臨
済
の
四
料
簡
、
四
照
用
、
雲
門
の
三
句
、
洞
山
の
三
路
、
五
位
等
〉
で
あ

る
が
故
に
、
雲
門
が
貶
さ
れ
て
い
る
。「
雲
門
の
三
句
」
と
は
、「
函
蓋
乾
坤
」「
截
断
衆
流
」「
隨
波
逐
浪
」（T

47,576b

）
で

あ
る
が
、『
雲
門
広
録
』
の
本
文
に
は
な
い
、
後
に
付
加
さ
れ
た
門
人
の
言
葉
で
あ
る
。

次
の
言
葉
も
臨
済
・
雲
門
と
並
べ
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。

〈
趙
州
古
仏
の
い
ま
の
示
衆
、
こ
れ
仏
道
な
り
。
自
余
の
臨
済
・
徳
山
・
大
潙
・
雲
門
等
の
お
よ
ぶ
べ
か
ら
ざ
る
と

こ
ろ
、
い
ま
だ
夢
見
せ
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
。〉《
葛
藤
》

〈
わ
づ
か
に
臨
済
・
雲
門
の
両
三
語
を
諳
誦
し
て
、
仏
法
の
全
道
と
お
も
へ
り
、
仏
法
も
し
臨
済
・
雲
門
の
両
三
語

に
道
尽
せ
ら
れ
ば
、
仏
法
今
日
に
い
た
る
べ
か
ら
ず
、
臨
済
・
雲
門
を
仏
法
の
為
尊
と
称
し
が
た
し
。〉《
見
仏
》
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そ
れ
で
も
、
雲
門
に
は
一
定
の
評
価
が
つ
い
て
い
る
。《
自
証
三
昧
》
で
も
大
慧
宗
杲
を
徹
底
的
に
批
判
し
て
い
る
が
、

雲
門
に
は
こ
う
言
及
す
る
。

〈
大
宋
国
紹
興
の
な
か
に
、
径
山
の
大
慧
禅
師
宗
杲
と
い
ふ
あ
り
。
も
と
は
こ
れ
経
論
の
学
生
な
り
。
遊
方
の
ち
な

み
に
宣
州
の
珵
禅
師
に
し
た
が
ひ
て
、
雲
門
の
拈
古
、
お
よ
び
雪
竇
の
頌
古
・
拈
古
を
学
す
、
参
学
の
は
じ
め
な
り
。

雲
門
の
風
を
会
せ
ず
し
て
、
つ
ゐ
に
洞
山
の
微
和
尚
に
参
学
す
と
い
へ
ど
も
、
微
つ
ゐ
に
堂
奥
を
ゆ
る
さ
ず
。〉《
自
証

三
昧
》

も
し
、
雲
門
の
風
を
会
し
て
い
た
ら
、
こ
う
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
感
じ
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
雲
門
の
風
が
「
東
山
水

上
行
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

い
ま
こ
の
〈
雲
門
い
か
で
か
…
…
〉
の
場
合
も
、
す
ぐ
続
い
て
〈
現
在
大
宋
国
に
、
杜
撰
の
や
か
ら
…
…
〉
が
続
く
。

私
は
、
こ
こ
で
雲
門
を
低
く
評
価
を
す
る
の
に
は
、
も
う
一
つ
の
理
由
も
あ
り
う
る
と
思
う
。
こ
れ
だ
け
で
は
、〈
雲
門

い
か
で
か
、
東
山
の
皮
肉
骨
髄
、
修
証
活
計
に
透
脱
な
ら
ん
〉
と
い
う
に
は
不
足
す
る
。

〈
東
山
の
皮
肉
骨
髄
、
修
証
活
計
〉
と
は
何
か
。〈
皮
肉
骨
髄
〉
は
、
法
の
内
実
の
受
取
方
で
あ
り
、〈
修
証
活
計
〉
は
、

修
証
と
日
常
的
働
き
で
あ
ろ
う
。
山
の
仏
法
の
内
実
と
は
、
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
あ
り
の
ま
ま
で
人
間
や
他
の
あ
ら
ゆ
る
も

の
を
、
貴
賤
や
好
悪
な
ど
で
差
別
し
な
い
、
そ
れ
も
「
山
の
皮
肉
骨
髄
、
修
証
活
計
」
の
一
面
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
は

貴
賤
に
迷
い
、
名
利
に
迷
う
。

雲
門
が
最
初
に
住
持
し
た
の
は
韶
州
の
霊
樹
山
で
あ
る
。
そ
の
開
堂
説
法
は
、
そ
の
地
の
時
の
皇
帝
（
と
い
っ
て
も
僻
地
で

あ
る
広
東
、
広
西
を
支
配
し
た
南
漢
の
異
民
族
の
王
）
劉

り
ゅ
う

龑げ
ん

の
請
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
請
疏
」
は
こ
う
記
さ
れ
る
。
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弟
子
韶
州
防
禦
使
、
兼
防
遏
指
揮
使
、
権
知
軍
州
事
、
銀
青
光
祿
大
夫
、
検
校
兵
部
尚
書
。
御
史
大
夫
上
柱
国
何

希
範
、
洎
闔
郡
官
僚
等
。
請
霊
樹
禅
院
第
一
座
偃
和
尚
。
恭
為
皇
帝
陛
下
開
堂
説
法
、
上
資
聖
寿
者
。（
弟
子
、
韶
州
防

禦
使
、
兼
ね
て
防
遏
指
揮
使
、
権
知
軍
州
事
、
銀
青
光
禄
大
夫
、
検
校
兵
部
尚
書
、
御
史
太
夫
、
上
柱
国
の
何
希
範
、
洎お

よ

び
闔こ

う

郡
の
官

僚
等
、
霊
樹
禅
院
の
第
一
座
、
偃え

ん

和
尚
に
請
う
。
恭

う
や
う
やし

く
皇
帝
陛
下
の
為
に
開
堂
説
法
し
て
、
上ね

が

わ
く
は
、
聖
寿
を
資た

す

け
ん
こ
と
を
。）

（T
47,576a

）

皇
帝
の
為
の
説
法
、
皇
帝
の
為
の
寺
院
、
そ
こ
に
は
当
然
さ
ま
ざ
ま
な
保
護
・
特
権
が
あ
る
。
五
年
ほ
ど
し
て
同
じ
韶
州

の
自
然
の
中
の
雲
門
山
に
移
る
が
、
そ
こ
で
作
ら
れ
た
伽
藍
は
、「
其
後
劉
氏
復
治
雲
門
大
伽
藍
（
其
の
後
、
劉
氏
、
復ふ

た
たび

雲
門

の
大
伽
藍
を
治
る
）」（『
伝
法
正
宗
記
』T

51,757b

）」
と
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
同
じ
為
政
者
の
寄
進
で
あ
る
。
そ
し
て
「
大
漢

韶
州
雲
門
山
大
覚
禅
寺
大
慈
雲
匡
聖
宏
明
大
師
碑
銘
並
序
」
に
よ
れ
ば
、
雲
門
は
入
内
し
て
金
銭
や
香
薬
な
ど
様
々
な
も
の

を
賜
ら
れ
「
匡
真
大
師
」
の
大
師
号
が
下
さ
れ
た
。
中
宗
劉
晟
も
一
ヶ
月
余
り
雲
門
を
入
内
さ
せ
て
、
美
麗
な
衣
や
香
薬
、

そ
し
て
塔
額
「
宝
光
之
塔
・
瑞
雲
之
院
」
を
賜
っ
た
と
す
る
。（
常
盤
大
定
『
支
那
仏
教
史
蹟
記
念
集
評
解
』
一
一
八
、
仏
教
史
蹟
研

究
会
、
一
九
三
一
）

「
青
山
常
運
歩
」
と
言
っ
た
芙
蓉
道
楷
が
、
生
涯
、
山
を
下
り
ず
に
簡
素
な
生
活
を
貫
き
、
入
内
を
拒
否
し
て
流
さ
れ
た

の
を
思
え
ば
、
そ
の
生
き
様
す
な
わ
ち
修
証
活
計
は
あ
ま
り
に
違
う
。
ど
こ
か
道
元
に
は
、
こ
の
雲
門
の
「
活
計
」
を
許
せ

な
い
感
情
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
雲
門
は
芙
蓉
道
楷
が
《
行
持
下
》
に
長
々
と
引
用
さ
れ
て
い
た
の
と
は
対
照
的

に
、《
行
持
》
に
祖
師
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
道
得
は
評
価
で
き
て
も
「
修
証
活
計
」、
す
な
わ
ち
行
持
に
は
取

り
上
げ
る
べ
き
も
の
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

《
山
水
経
》
と
同
じ
年
に
成
っ
た
《
谿
声
山
色
》
で
は
、「
修
証
活
計
」
が
こ
う
戒
め
ら
れ
て
い
た
。
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〈
は
じ
め
て
発
心
す
る
と
き
は
、
他
人
の
た
め
に
法
を
も
と
め
ず
、
名
利
を
な
げ
す
て
き
た
る
。
名
利
を
も
と
む
る

に
あ
ら
ず
、
た
だ
ひ
と
す
ぢ
に
得
道
を
こ
こ
ろ
ざ
す
。
か
つ
て
国
王
大
臣
の
恭
敬
供
養
を
ま
つ
こ
と
、
期
せ
ざ
る
も
の

な
り
。
し
か
あ
る
に
、
い
ま
か
く
の
ご
と
く
の
因
縁
あ
り
、
本
期
に
あ
ら
ず
、
所
求
に
あ
ら
ず
。
人
天
の
繋
縛
に
か
か

は
ら
ん
こ
と
を
期
せ
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
。
し
か
あ
る
を
、
お
ろ
か
な
る
人
は
、
た
と
ひ
道
心
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
は
や

く
本
志
を
わ
す
れ
て
、
あ
や
ま
り
て
人
天
の
供
養
を
ま
ち
て
、
仏
法
の
功
徳
い
た
れ
り
と
よ
ろ
こ
ぶ
。
国
王
大
臣
の
帰

依
し
き
り
な
れ
ば
、
わ
が
み
ち
の
見
成
と
お
も
へ
り
。
こ
れ
は
学
道
の
一
魔
な
り
、
あ
は
れ
む
こ
こ
ろ
を
わ
す
る
べ
か

ら
ず
と
い
ふ
と
も
、
よ
ろ
こ
ぶ
こ
と
な
か
る
べ
し
。
…
…
前
仏
い
は
く
、
不
親
近
国
王
・
王
子
・
大
臣
・
官
長
・
婆
羅

門
・
居
士
、
ま
こ
と
に
仏
道
を
学
習
せ
ん
人
、
わ
す
れ
ざ
る
べ
き
行
儀
な
り
。〉

こ
こ
か
ら
見
れ
ば
、
雲
門
は
国
王
大
臣
に
恭
敬
供
養
さ
れ
た
、
い
わ
ば
本
志
を
忘
れ
た
人
に
な
る
。
加
え
て
、
宋
代
の
禅

宗
で
は
、
公
案
が
流
行
し
、
も
っ
と
も
担
ぎ
出
さ
れ
た
の
が
雲
門
の
語
句
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
宋
代
杜
撰
の
長
老
の
批

判
が
続
く
。

二
節　

無
理
会
話

＊

一
、
―
―
い
ま
現
在
大
宋
国
に
杜
撰
の
や
か
ら
一
類
あ
り
、
い
ま
は
群
を
な
せ
り
。
小
実
の
撃
不
能
な
る
と
こ
ろ
な
り
。
か

れ
ら
い
は
く
、
い
ま
の
東
山
水
上
行
話
、
お
よ
び
南
泉
の
鎌れ

ん

子す

話わ

ご
と
き
は
、
無
理
会
話
な
り
。
そ
の
意
旨
は
、
も
ろ

も
ろ
の
念
慮
に
か
か
は
れ
る
語
話
は
、
仏
祖
の
禅
話
に
あ
ら
ず
、
無
理
会
話
こ
れ
仏
祖
の
語
話
な
り
。
か
る
が
ゆ
え
に
、
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黄
檗
の
行
棒
、
お
よ
び
臨
済
の
挙
喝
、
こ
れ
ら
理
会
お
よ
び
が
た
く
、
念
慮
に
か
か
は
れ
ず
。
こ
れ
を
朕
兆
未
萌
以
前

の
大
悟
と
す
る
な
り
。
先
徳
の
方
便
、
お
ほ
く
葛
藤
断
句
を
も
ち
ゐ
る
と
い
ふ
は
、
無
理
会
な
り
。

　

か
く
の
ご
と
く
い
ふ
や
か
ら
、
か
つ
て
い
ま
だ
正
師
を
み
ず
、
参
学
眼
な
し
。
い
ふ
に
た
ら
ざ
る
小

し
ょ
う
が
い獃
子す

な
り
。
宋

土
、
ち
か
く
二
三
百
年
よ
り
こ
の
か
た
、
か
く
の
ご
と
く
の
魔
子
・
六
群
禿と

く

子し

お
ほ
し
。
あ
は
れ
む
べ
し
、
仏
祖
の
大

道
の
廃
す
る
な
り
。
こ
れ
ら
が
所
解
、
な
ほ
小
乗
声
聞
に
お
よ
ば
ず
、
外
道
よ
り
も
お
ろ
か
な
り
。
俗
に
あ
ら
ず
、
僧

に
あ
ら
ず
、
人
に
あ
ら
ず
、
天
に
あ
ら
ず
、
学
仏
道
の
畜
生
よ
り
も
お
ろ
か
な
り
。
禿
子
が
い
ふ
無
理
会
話
、
な
ん
ぢ

の
み
無
理
会
な
り
。
仏
祖
は
し
か
あ
ら
ず
。
な
ん
ぢ
に
理
会
せ
ら
れ
ざ
れ
ば
と
て
、
仏
祖
の
理
会
路
を
参
学
せ
ざ
る
べ

か
ら
ず
。
た
と
ひ
畢
竟
じ
て
無
理
会
な
る
べ
く
は
、
な
ん
ぢ
が
い
ま
い
ふ
理
会
も
あ
た
る
べ
か
ら
ず
。
し
か
の
ご
と
き

の
た
ぐ
ひ
、
宋
朝
の
諸
方
に
お
ほ
し
。
ま
の
あ
た
り
見
聞
せ
し
と
こ
ろ
な
り
。
あ
は
れ
む
べ
し
、
か
れ
ら
念
慮
の
語
句

な
る
こ
と
を
し
ら
ず
、
語
句
の
念
慮
を
透
脱
す
る
こ
と
を
し
ら
ず
。
在
宋
の
と
き
、
か
れ
ら
を
わ
ら
ふ
に
、
か
れ
ら
所

陳
な
し
、
無
語
な
り
し
の
み
な
り
。
か
れ
ら
が
い
ま
の
無
理
会
の
邪じ

ゃ

計け

な
る
の
み
な
り
、
た
れ
か
な
ん
ぢ
に
を
し
ふ
る
。

天
真
の
師
範
な
し
と
い
へ
ど
も
、
自じ

然ね
ん

の
外
道
児
な
り
。

［
注
釈
］

○
杜
撰　
「
杜
撰
」
は
著
作
な
ど
に
誤
り
が
多
い
こ
と
を
い
い
、
そ
こ
か
ら
、
著
作
な
ど
に
限
ら
ず
、
い
い
加
減
な
こ
と
を
い
う
。

○
せ
り　

せ
（
動
詞
「
す
」
の
已
然
形
）
＋
「
り
」。
り
は
、
助
動
詞
で
継
続
の
意
。

○
小
実
の
撃
不
能　
「
小
実
」
は
「
少
実
」
と
し
て
『
雲
門
広
録
』
に
「
莫
空
記
説
。
多
虚
不
如
少
実
（
空
し
く
記
説
す
る
莫
れ
。
多
虚
は

少
実
に
如
か
ず
）」（T

47,548c

）
と
あ
り
、
文
字
の
多
虚
に
対
す
る
「
少
実
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
多
く
の
人
の
虚
妄
に
対
す
る
少
数
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の
人
の
真
実
の
意
に
取
り
た
い
。

○
南
泉
の
鎌
子
話　

出
典　
『
宏
智
広
録
』（
巻
四T

48,45b

）
と
道
元
の
真
字
『
正
法
眼
蔵
』
に
あ
る
が
、
若
干
異
な
る
。

真
字
『
正
法
眼
蔵
』
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

池
州
南
泉
山
願
禅
師
、
一
日
山
に
在
り
て
作
務
す
。
僧
有
り
、
過
ぎ
て
師
に
問
う
、
南
泉
の
路
、
什
麼
の
処
に
向
か
っ
て
か
去い

く
。

師
、
鎌
子
を
拈
起
し
て
曰
く
、
我
が
這こ

の
茅
（
茆か

や

の
通
字
）
鎌
子
、
三
十
文
銭
に
買
得
せ
り
。
僧
曰
く
、
茅
鎌
子
の
三
十
文
銭
に
買

う
こ
と
は
問
わ
ず
。
南
泉
の
路
、
什
麼
の
処
に
向
か
っ
て
か
去
く
。
師
曰
く
、
我
れ
如
今
、
使
得
し
て
正
快
な
り
。（
真
字
『
正
法
眼

蔵
』
原
文
は
略
す
。
中
五
十
四
）

道
元
の
法
語
三
（『
永
平
広
録
』
巻
八
）、
頌
古
八
十
一
（『
永
平
広
録
』
巻
九
）
に
も
あ
る
。
ま
た
『
建
中
靖
国
続
燈
録
』
巻
十
八
、『
聯

燈
会
要
』
巻
七
、『
五
燈
会
元
』
巻
三
に
も
採
ら
れ
て
い
る
。

○
無
理
会
話　

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
話
頭
。

　

日
本
の
大
燈
国
師
（
一
二
八
三
～
一
三
三
八
）
の
法
語
（
後
に
遺
戒
と
し
て
伝
わ
る
）
と
し
て
「
只
須
十
二
時
中
、
向
無
理
会
処
、
究

来
究
去
（
只
だ
須
ら
く
十
二
時
中
、
無
理
会
の
処
に
向
つ
て
、
究
め
来
り
究
め
去
る
べ
し
）。」（
沢
庵
宗
彭
編
集
『
草
稿
本
大
燈
国
師
年
譜
』

〈
一
六
一
七
〉）
が
あ
る
。

○
黄
檗
の
行
棒　
「
衆
に
謂
い
て
曰
く
、
是
れ
你
諸
人
、
顛
（
狂
気
）
を
患
う
那や

、
作い

か
ん麼

。
棒
を
把
っ
て
一
時
に
趁お

い
出
し
て
云
く
、
尽
く

是
れ
一
隊
の
酒
糟
を
喫
す
る
漢
」（『
祖
堂
集
』
巻
十
六
黄
檗
章
）、
道
元
の
言
及
。〈
仏
法
の
大
意
を
黄
檗
に
と
ふ
こ
と
三
番
す
る
に
、
か

さ
ね
て
六
十
棒
を
喫
す
〉《
行
持
上
》

○
臨
済
の
挙
喝　
〈
挙
喝
〉
は
大
声
を
挙
げ
る
。「
僧
問
、
如
何
是
仏
法
大
意
。
師
便
喝
。
僧
礼
拝
。
師
云
、
這
箇
師
僧
。
却
堪
持
論
（
僧

問
う
、
如
何
な
る
か
是
れ
仏
法
の
大
意
。
師
便
ち
喝
す
。
僧
、
礼
拝
す
。
師
云
く
、
這
箇
の
師
僧
。
却
っ
て
論
を
持
す
に
堪
え
た
り
）」
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（『
臨
済
録
』T

47,496b

）

○
葛
藤
断
句　
「
葛
藤
」「
は
、
葛く

ず

と
藤
で
蔓つ

る

植
物
で
あ
り
、
蔓
が
も
つ
れ
絡
む
よ
う
に
面
倒
な
こ
と
。
心
理
や
人
間
関
係
に
使
う
が
、
禅

で
は
思
惟
や
言
語
、
文
字
な
ど
を
指
し
、
そ
れ
を
断
ち
切
る
句
。
だ
が
、
雲
門
は
「
実
学
を
挙
せ
ば
こ
れ
葛
藤
言
句
な
り
」（『
雲
門
広

録
』）
と
い
い
、
道
元
も
《
葛
藤
》
で
、「
葛
藤
」
を
高
く
評
価
す
る
。

○
小
獃
子　
「
獃
」
は
お
ろ
か
、
ぼ
ん
や
り
す
る
こ
と
。『
文
学
大
系
』・
頭
注
に
「
獃
は
犬
の
子
が
ち
い
さ
く
て
ば
か
な
こ
と
。
愚
か
者
」

と
あ
る
が
、
子
犬
は
無
関
係
。

○
ち
か
く
二
三
百
年
よ
り
こ
の
か
た　

道
元
の
《
山
水
経
》
示
衆
は
一
二
四
〇
年
だ
か
ら
、
一
〇
〇
〇
年
前
後
か
ら
、
と
い
う
こ
と
で
、

宋
は
九
六
〇
年
に
始
ま
る
か
ら
宋
代
。

○
六
群
禿
子　

律
に
お
い
て
、
そ
の
原
因
と
な
っ
た
邪
悪
な
こ
と
を
し
た
人
を
六
群
比
丘
と
総
称
し
た
。
例
え
ば
「
問
六
群
比
丘
。
汝
実

爾
不
。
答
言
実
爾
世
尊
」（
六
群
比
丘
に
問
う
。
汝
、
実ま

こ
とに

爾し
か

る
や
。
答
え
て
言
く
、
実
に
爾
り
、
世
尊
よ
）」（『
五
分
律
』T

22,12c

）。
そ

こ
か
ら
愚
蒙
な
出
家
者
を
呼
ぶ
。「
禿
子
」
は
比
丘
の
蔑
称
。
た
だ
頭
を
剃
っ
た
だ
け
の
無
道
心
の
出
家
者
。『
渉
典
続
貂
』
に
「『
涅
槃

経
』
巻
三
金
剛
身
品
に
載
せ
る
」
と
い
い
、
田
中
『
道
元
』
も
継
承
す
る
が
、
北
本
『
涅
槃
経
』
巻
三
金
剛
身
品
に
は
「
禿
人
」
と
出

る
。「
我
涅
槃
後
濁
悪
之
世
国
土
荒
乱
。
互
相
抄
掠
人
民
飢
餓
。
爾
時
多
有
為
飢
餓
故
発
心
出
家
。
如
是
之
人
名
為
禿
人
（
我
、
涅
槃
の

後
、
濁
悪
の
世
に
国
土
荒
乱
し
、
互
に
相
い
抄
掠
し
人
民
飢
餓
す
。
爾
の
時
、
多
く
飢
餓
の
為
の
故
に
発
心
す
る
出
家
あ
り
。
是
の
如
く
の

人
を
名
づ
け
て
禿
人
と
為
す
）。」（T

12,384b

、
南
本
『
涅
槃
経
』T

12,624a

も
同
じ
）

○
小
乗
声
聞　
「
声
聞
」
は
「
縁
覚
」
と
共
に
小
乗
の
修
行
者
を
い
う
。
道
元
は
〈
小
乗
声
聞
の
法
を
も
て
大
乗
菩
薩
の
法
の
威
儀
進
止
を

判
ず
〉《
三
十
七
品
菩
提
分
法
》
と
い
う
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
「
大
乗
菩
薩
」
に
対
す
る
「
小
乗
声
聞
」
と
使
う
。《
伝
衣
》、《
礼
拝
得

髄
》、《
四
禅
比
丘
》。

○
所
陳　

述
べ
る
と
こ
ろ
。
言
う
こ
と
。
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○
天
真　

①
自
然
の
ま
ま
で
飾
り
気
が
な
い
こ
と
、
②
無
邪
気
、
素
朴
な
さ
ま
、
③
帝
王
の
容
貌
な
ど
。
道
元
は
〈
希
代
の
勝
躅
な
り
、

天
真
の
行
持
な
る
べ
し
〉《
行
持
》、「
天
真
の
仏
法
に
証
会
し
」《
辦
道
話
》
な
ど
と
使
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
真
実
」
と
い
う
意
味

に
近
い
。

【
現
代
語
訳
】

今
現
在
、
大
宋
国
で
は
い
い
加
減
な
こ
と
を
い
う
連
中
が
い
て
、
い
ま
は
群
れ
を
な
し
て
い
る
。
数
が
少
な
い
真
実
な
者

が
太
刀
打
ち
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
が
い
う
に
は
、
い
ま
の
東
山
水
上
行
の
話
や
南
泉
の
鎌
子
話
の
よ

う
な
も
の
は
、
理
性
で
は
会
得
で
き
な
い
話
頭
で
あ
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
思
念
や
慮
知
に
か
か
わ
る
語
話
は
、

仏
祖
の
禅
話
で
は
な
い
。
理
性
で
会
得
で
き
な
い
話
こ
そ
仏
祖
の
語
話
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
黄
檗
の
棒
を
使
う
こ
と

や
臨
済
の
大
声
を
挙
げ
る
こ
と
な
ど
、
こ
れ
ら
は
理
解
が
お
よ
ば
な
く
、
思
念
や
慮
知
に
か
か
わ
ら
な
い
。
こ
れ
を
、
も
の

の
兆
し
さ
え
み
え
な
い
以
前
の
大
悟
と
す
る
の
で
あ
る
。
先
輩
の
大
徳
の
方
便
が
、
絡
み
合
う
言
句
を
断
つ
句
を
用
い
る
と

い
う
の
は
、
無
理
会
な
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
い
う
連
中
は
、
い
ま
だ
か
つ
て
正
師
に
会
っ
た
こ
と
が
な
く
、
修
行
し
学
ぶ
眼
力
が
な
い
。
い
う
に
足
ら
な

い
愚
か
な
も
の
で
あ
る
。
宋
に
お
い
て
こ
の
二
三
百
年
来
、
こ
の
よ
う
な
魔
者
や
邪
悪
な
僧
ど
も
が
多
い
の
だ
。
残
念
に
お

も
う
が
よ
い
、
仏
祖
の
大
道
が
廃す

た

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
は
、
小
乗
の
修
行
者
に
さ
え
及
ば
な

い
。
他
宗
教
の
者
よ
り
も
愚
か
で
あ
る
。
俗
人
で
も
な
く
僧
侶
で
も
な
い
、
人
間
で
も
な
く
天
人
で
も
な
い
、
仏
道
を
修
行

す
る
動
物
た
ち
よ
り
も
愚
か
で
あ
る
。
坊
主
も
ど
き
が
い
う
理
性
で
会
得
で
き
な
い
話
頭
と
は
、
お
前
だ
け
が
理
性
で
会
得

で
き
な
い
の
で
あ
る
。
仏
祖
は
そ
う
で
は
な
い
。
お
前
に
理
解
さ
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
仏
祖
の
理
解
で
き
る
筋
道
を
修

行
し
学
ば
ず
に
い
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
つ
ま
る
と
こ
ろ
理
に
よ
る
会
得
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
お
前
が
い
ま
い
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う
理
に
よ
る
会
得
も
あ
た
る
は
ず
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
連
中
が
、
宋
朝
の
諸
方
に
多
く
い
る
。
ま
の
あ
た
り
に
見
聞
し
た

こ
と
で
あ
る
。
残
念
だ
と
お
も
う
が
よ
い
。、
か
れ
ら
は
念
慮
が
語
句
で
あ
る
こ
と
を
し
ら
な
い
し
、
語
句
が
念
慮
を
透
脱

す
る
こ
と
を
し
ら
な
い
。
宋
に
居
た
と
き
、
か
れ
ら
を
笑
っ
た
が
、
か
れ
ら
は
（
何
も
）
陳
べ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
沈
黙
し

て
い
た
だ
け
で
あ
る
。
か
れ
ら
が
い
ま
い
う
理
性
で
会
得
で
き
な
い
と
い
う
邪
な
考
え
だ
け
で
あ
る
。
い
っ
た
い
誰
が
お
前

に
教
え
た
の
か
。
本
当
の
師
匠
が
い
な
い
と
は
い
え
、
自
然
に
出
来
し
た
外
道
の
徒
弟
で
あ
る
。

【
諸
釈
の
検
討
】

田
中
『
道
元
』

古
仏
の
道
得
を
神
秘
の
一
隅
に
祭
り
上
げ
る
徒
輩
は
、
こ
れ
を
無
理
会
の
話
と
言
う
。
理
解
の
及
ば
ぬ
と
こ
ろ
、
人

知
や
言
説
を
超
え
た
と
こ
ろ
、
論
ず
べ
か
ら
ず
、
議
す
べ
か
ら
ず
、
思
議
す
べ
か
ら
ず
と
彼
等
は
言
う
。
か
く
の
如
き

一
群
が
、
現
在
支
那
に
跳
梁
跋
扈
し
て
、
少
数
の
真
実
の
学
人
を
以
て
は
撃
ち
攘は

ら

う
こ
と
が
出
な
い
ほ
ど
の
勢
力
を
得

て
い
る
の
で
あ
る
。（
一
〇
四
）

小
獃
子
と
は
、
馬
鹿
者
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
道
元
の
憤
り
は
心
頭
よ
り
発
し
、
渾
身
よ
り
涌
き
上
が
る
。
無
理
会

話
の
輩
は
、
た
だ
に
小
獃
子
と
い
う
に
は
と
ど
ま
ら
ぬ
。（
一
〇
五
）

し
か
も
、
い
ま
は
却
っ
て
い
わ
ゆ
る
不
立
文
字
の
徒
を
斥
破
す
る
の
で
あ
る
。
知
見
を
棄
て
て
行
ず
る
と
言
え
ば
、

ま
こ
と
に
間
然
す
る
と
こ
ろ
な
き
態
度
の
如
く
で
あ
る
が
、
そ
の
脳
裏
に
は
一
片
の
無
理
会
話
の
よ
う
な
も
の
が
巣

作
っ
て
い
る
に
過
ぎ
ぬ
。
す
な
わ
ち
、
彼
等
の
棒
喝
を
振
り
回
す
荒
々
し
い
行
履
の
来
所
を
突
き
と
む
れ
ば
、
同
じ
く

仏
道
の
窠
窟
を
獲
る
。
い
た
ず
ら
な
る
棒
喝
の
徒
は
、
学
仏
道
の
畜
生
よ
り
更
に
お
ろ
か
で
あ
る
。（
一
〇
六
）

こ
の
憤
り
は
、
道
元
に
お
い
て
は
、
威
儀
即
仏
法
・
作
法
是
れ
宗
旨
な
る
綿
密
の
家
風
を
強
力
な
背
景
と
し
て
い
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る
。
こ
れ
を
見
逃
し
て
は
、
道
元
で
最
も
大
切
な
も
の
が
逸
せ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。（
一
〇
七
）

理
会
お
よ
び
が
た
く
、
念
慮
に
か
か
わ
れ
ず
、
な
ど
と
い
う
人
々
は
仮た

と
え令

頭
燃
を
払
う
て
行
ず
る
と
雖
も
行
の
一

念
々
々
に
大
悟
と
呼
ば
れ
る
い
み
じ
き
も
の
の
訪
れ
を
待
つ
の
で
あ
る
。
報
酬
を
待
つ
と
い
う
さ
も
し
さ
は
、
蔽
う
べ

く
も
な
い
。（
一
〇
八
）

も
し
念
慮
に
か
か
わ
ら
ざ
る
境
界
を
朕
兆
未
萌
已
前
の
大
悟
と
言
う
な
ら
ば
、
大
悟
の
人
は
喜
び
も
悲
し
み
も
失
う

て
飄
々
乎
た
る
古
（
マ
マ
）
木
死
灰
の
流
類
で
あ
ろ
う
。（
一
〇
九
）

南
泉
が
三
十
年
に
亘
っ
て
研
ぎ
す
ま
し
た
鎌
を
さ
し
つ
け
て
、
道
の
骨
髄
を
説
く
大
事
の
と
き
に
、
僧
は
な
お
も
道

は
道
は
と
問
い
つ
づ
け
る
。《
現
成
公
案
》
の
巻
に
い
わ
ゆ
る
、
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
、
と
は
こ
の
有
様
で
あ
ろ
う
か
。（
一
一
二
）

知
れ
ば
何
も
の
で
も
な
い
二
十
文
、
三
十
文
で
あ
る
が
、
…
…
こ
の
二
十
文
は
、
古
来
の
経
済
学
者
が
脳
漿
を
し

ぼ
っ
て
、
な
お
且
つ
い
ま
だ
に
理
会
せ
ざ
る
ほ
ど
の
大
問
題
で
あ
る
。（
一
一
三
）

汝
の
立
て
る
不
立
文
字
も
文
字
に
非
ず
や
と
い
う
心
持
で
、
な
ん
じ
が
い
ま
い
う
理
会
も
あ
た
る
べ
か
ら
ず
、
と

い
っ
た
の
で
あ
る
。（
一
一
四
）

東
山
水
上
行
等
を
無
理
会
の
語
句
と
言
う
が
、
こ
の
語
句
と
い
え
ど
も
、
念
慮
の
語
句
、
す
な
わ
ち
慮
知
念
覚
の
現

れ
た
も
の
で
あ
る
。
禿
子
は
こ
れ
を
知
ら
ず
、
況
ん
や
、
こ
れ
ら
の
語
句
が
慮
知
念
覚
を
透
脱
し
て
出
で
き
た
っ
た
消

息
を
窺
い
知
ら
ん
や
。
い
ま
の
語
句
は
、
念
慮
の
念
慮
を
透
脱
し
た
も
の
で
あ
る
。（
一
一
四
）

そ
れ
は
、
だ
れ
に
な
ら
う
た
と
い
う
こ
と
も
な
く
、
師
匠
に
教
え
ら
れ
た
わ
け
で
も
な
く
、
自
然
に
ほ
し
い
ま
ま
に

獲
得
し
た
天
然
外
道
の
見
解
で
あ
る
。（
一
一
五
）

無
理
会
の
学
風
は
一
方
に
お
い
て
断
見
外
道
で
あ
り
、
同
時
に
自
然
の
外
道
見
す
な
わ
ち
天
然
外
道
で
あ
る
。
断
見
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外
道
と
天
然
外
道
と
は
、
そ
の
来
所
は
畢
竟
一
つ
で
あ
っ
て
、
と
も
に
学
道
の
故
実
を
紊み

だ

る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う

こ
と
を
如
浄
が
諄
々
と
説
き
、
そ
の
要
点
を
道
元
が
書
き
留
め
て
お
い
た
の
で
あ
る
。

―
―
道
元
拝
問
す
、
諸
方
古
今
の
長
老
等
の
曰
く
、
聞
い
て
聞
か
ず
、
見
て
見
ず
、
直
下
一
点
の
計
較
無
き
、
乃
ち

仏
祖
の
道
な
り
と
。
是
を
以
て
、
拳
を
竪
て
払
を
竪
て
、
喝
を
放
ち
棒
を
行
じ
て
、
学
者
を
し
て
一
も
卜
度
す
る
こ
と

無
か
ら
し
め
、
遂
に
則
ち
仏
化
の
始
終
を
問
わ
ず
、
二
生
の
感
果
を
期
す
る
こ
と
無
し
。
こ
れ
等
の
類
、
仏
祖
の
道
た

る
べ
き
や
。
和
尚
示
し
て
云
く
、
若
し
二
生
な
く
ん
ば
、
実
に
是
れ
断
見
外
道
な
り
。
仏
々
祖
々
人
の
た
め
に
教
を
設

く
る
に
、
都
て
外
道
の
言
説
な
し
。
…
…
こ
の
慈
誨
に
よ
っ
て
、
道
元
の
平
素
の
信
念
は
い
よ
い
よ
決
定
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
学
人
の
為
に
所
得
無
し
と
は
、
明
か
に
無
理
会
の
こ
と
で
あ
る
。（
一
一
六
、七
）

（
検
討
）

無
理
会
話
を
言
う
者
は
「
古
仏
の
道
得
を
神
秘
の
一
隅
に
祭
り
挙
げ
る
徒
輩
」
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
を
理
解
で
き
な
い

言
葉
だ
と
す
る
者
で
あ
ろ
う
。〈
小
実
の
撃
不
能
〉
の
解
釈
も
〈
小
獃
子
〉
の
解
釈
も
、「
不
立
文
字
の
徒
」
と
い
う
解
釈
も

そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。

〈
黄
檗
の
行
棒
、
お
よ
び
臨
済
の
挙
喝
〉
を
道
元
が
批
判
す
る
の
は
、
荒
々
し
い
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
〈
理
会
お

よ
び
が
た
く
、
念
慮
に
か
か
は
れ
ず
〉
と
解
釈
さ
れ
う
る
こ
と
が
ダ
メ
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
荒
々
し
い
行
履
」
と
解
釈

し
て
、
道
元
で
「
最
も
大
切
な
も
の
」
が
威
儀
だ
と
し
て
、
こ
の
あ
と
、『
永
平
清
規
』
十
篇
を
あ
げ
る
の
は
、
こ
こ
の
解

釈
と
し
て
は
不
適
切
、
不
要
で
あ
る
。
ま
た
無
理
会
話
の
輩
が
修
行
し
て
大
悟
を
待
つ
、
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
こ
の
道

元
の
本
文
か
ら
は
出
て
来
な
い
。

さ
ら
に
田
中
は
念
慮
に
か
か
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
を
大
悟
と
す
る
類
は
古
（
枯
）
木
死
灰
の
徒
だ
と
い
う
が
、「
枯
木
死
灰
」

と
は
、
む
し
ろ
坐
禅
を
し
て
煩
悩
・
欲
望
を
断
滅
し
よ
う
と
す
る
小
乗
の
徒
を
い
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
南
泉
鎌
子
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話
で
、
鎌
を
拈
起
（
お
し
つ
け
る
で
は
な
か
ろ
う
）
す
る
の
は
「
道
の
骨
髄
を
説
」
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
「
二
十
文
」
を

「
経
済
学
者
が
脳
漿
を
し
ぼ
っ
て
」
も
理
会
で
き
な
い
こ
と
な
ら
ば
、
鎌
の
突
き
つ
け
と
共
に
、
ま
さ
に
こ
れ
こ
そ
「
無
理

会
話
」
と
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
念
慮
の
語
句
」
の
「
の
」
格
助
詞
は
、
本
文
で
は
主
語
を
表
し
て
い
る
（［
水
野
訳
］
も
［
増
谷
訳
］
も
同
じ
）
の
に
、
田
中

は
連
体
修
飾
語
と
と
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
解
釈
も
誤
る
。

田
中
が
引
用
す
る
『
宝
慶
記
』
第
三
は
、
今
の
場
合
に
ふ
さ
わ
し
い
引
用
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、「
断
見
外
道
な
り
」
と

如
浄
が
い
う
の
は
、
道
元
が
「
二
生
の
感
果
を
期
す
る
こ
と
無
し
」
と
い
う
の
を
受
け
て
、
そ
の
見
解
を
い
う
の
で
あ
り
、

今
の
本
文
は
断
見
外
道
と
は
関
係
が
な
い
。

〈
天
真
の
師
範
な
し
と
い
へ
ど
も
〉
と
は
、「
自
然
に
ほ
し
い
ま
ま
に
獲
得
し
た
天
然
外
道
」
で
は
な
か
ろ
う
。
ま
た
本
文

は
〈
自
然
の
外
道
児
〉
で
あ
り
、「
自
然
外
道
」
で
は
な
い
。
な
お
、
田
中
は
こ
の
後
も
〈
杜
撰
の
や
か
ら
〉
と
同
じ
〈
杜

撰
の
臭
皮
袋
〉
が
言
及
さ
れ
る
と
し
て
《
仏
経
》
を
長
く
引
用
し
三
教
一
致
批
判
に
及
ん
で
い
る
が
、
論
点
が
異
な
る
の

で
、
こ
こ
に
挙
げ
る
の
は
却
っ
て
《
山
水
経
》
の
主
旨
を
乱
す
お
そ
れ
が
あ
る
。

古
田
『
私
釈
』

東
山
水
上
行
の
よ
う
な
公
案
は
、
通
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
無
理
会
の
公
案
で
あ
る
と
称
し
、
い
か
に

も
無
理
会
で
あ
る
こ
と
が
悟
り
の
境
地
で
あ
る
よ
う
に
誤
認
し
、
古
来
先
徳
が
教
え
示
さ
れ
た
公
案
は
理
会
す
べ
き
筋

合
い
の
も
の
で
な
い
よ
う
に
思
い
込
ん
で
い
る
の
を
、
い
う
に
足
ら
な
い
愚
か
者
の
考
え
で
あ
る
と
誡
め
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
や
や
も
す
る
と
公
案
に
対
し
て
の
誤
っ
た
見
解
に
陥
り
や
す
い
の
を
衝
い
て
い
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ

れ
る
が
、
参
禅
す
る
も
の
自
身
が
自
己
の
ま
だ
参
徹
し
て
い
な
い
の
を
何
等
顧
み
る
こ
と
な
く
、
自
分
が
通
解
で
き
な
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い
こ
と
だ
け
の
理
由
で
、
公
案
は
無
理
会
の
も
の
で
あ
り
、
公
案
は
そ
の
よ
う
に
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で

あ
っ
た
ら
、
公
案
と
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
代
名
詞
に
外
な
ら
な
い
も
の
に
な
り
さ
が
っ
て
仕
舞
う
結
果
と
な
る
の
で

あ
り
、
道
元
は
こ
の
誤
解
の
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
強
く
諭
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
四
四
、四
五
）

南
泉
鎌
子
の
話
（
公
案
）
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
公
案
と
は
唐
の
南
泉
普
願
が
、
一
僧
に
南
泉
へ
行
く
路
は
い
ず

れ
の
方
へ
行
っ
た
ら
よ
ろ
し
い
か
と
問
わ
れ
た
と
き
、
答
え
て
自
分
の
持
っ
て
い
た
鎌
を
そ
の
僧
に
指
し
示
し
て
、
こ

の
鎌
を
三
十
文
で
買
っ
た
と
い
い
、
重
ね
て
そ
の
一
僧
に
南
泉
へ
の
行
く
路
を
尋
ね
ら
れ
る
と
、
そ
れ
に
答
え
て
こ
の

鎌
は
使
い
つ
け
て
切
れ
味
は
ま
さ
に
よ
ろ
し
い
と
言
っ
た
と
言
う
話
で
あ
る
が
、
…
…
ど
っ
ち
だ
ど
っ
ち
だ
と
ば
か
り

尋
ね
廻
っ
て
い
る
か
ら
い
つ
ま
で
し
て
も
路
が
見
出
せ
な
い
の
で
あ
り
、
路
は
一
僧
の
面
前
に
即
今
通
じ
て
い
る
の
で

あ
り
、
何
を
血
迷
っ
て
う
ろ
た
え
て
い
る
の
か
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

黄
檗
、
臨
済
が
問
者
に
対
し
て
言
説
の
問
答
無
用
と
ば
か
り
に
或
は
棒
を
も
っ
て
し
、
或
は
喝
を
も
っ
て
し
た
と
し

て
も
そ
れ
は
決
し
て
わ
け
の
わ
か
ら
ん
理
会
し
難
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
道
元
は
こ
れ
を
無
理
会
と
み
な
す
こ

と
に
対
し
て
厳
し
い
反
論
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。（
四
六
）

東
山
水
上
行
の
公
案
に
し
て
も
、
た
だ
無
理
会
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
、
理
会
念
慮
を
頭
か
ら
否
定
し
て
い

る
だ
け
の
事
で
し
か
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
公
案
に
通
徹
す
る
と
こ
ろ
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。「
修
証
せ

り
」
と
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
修
証
の
上
に
あ
っ
て
は
東
山
は
水
上
行
し
て
い
る
こ
と

は
現
成
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
決
し
て
理
会
し
難
い
よ
う
な
、
不
可
解
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。（
四
九
）

殊
に
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
「
念
慮
の
語
句
」
と
い
う
こ
と
を
重
ん
じ
た
こ
と
で
あ
り
、
東
山
水
上
行

を
い
え
ば
東
山
が
水
上
を
渡
っ
て
行
く
こ
と
そ
の
こ
と
を
念
慮
の
語
句
と
見
た
こ
と
で
あ
り
、
念
慮
の
語
句
を
絶
し
た

不
可
解
の
も
の
と
は
見
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
念
慮
を
離
れ
な
い
事
実
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
東
山
は
念
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慮
の
上
に
水
上
行
の
歴
然
た
る
も
の
が
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
さ
ら
に
そ
の
「
語
句
の
念
慮
」
を
透
脱
す

る
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
の
で
あ
り
、
…
…
（
五
〇
）

と
に
か
く
道
元
が
理
会
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
こ
と
は
同
じ
公
案
を
見
る
に
し
て
も
別
な
見
方
と
し
て
、
そ
の
見

識
に
服
し
な
い
わ
け
に
は
行
か
な
い
の
で
あ
る
。（
五
一
）

（
検
討
）

〈
無
理
会
話
〉
に
関
し
て
は
、「
自
分
が
通
解
で
き
な
い
こ
と
だ
け
の
理
由
で
、
公
案
は
無
理
会
の
も
の
で
あ
り
」
と
批
判

し
て
い
る
が
、「
通
解
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
あ
た
か
も
公
案
が
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え

る
。「
隻
手
の
音
声
」
の
よ
う
に
見
性
禅
で
用
い
る
公
案
は
、
理
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
思
わ
な
い
。
道
元
が
公
案
に

な
っ
て
い
く
古
仏
の
道
を
無
理
会
話
と
し
て
批
判
し
て
い
る
の
を
見
て
い
な
い
。〈
南
泉
鎌
子
話
〉
も
、「
路
は
一
僧
の
面
前

に
即
今
通
じ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
な
ら
、
南
泉
の
語
話
の
内
容
は
何
で
も
い
い
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

ま
た
棒
喝
を
「
無
理
会
と
み
な
す
こ
と
に
対
し
て
厳
し
い
反
論
を
加
え
て
い
る
」
と
い
う
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
棒
喝
が
理

解
で
き
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
む
し
ろ
無
理
会
と
し
て
「
こ
れ
を
朕
兆
未
萌
已
前
の
大
悟
と
す
る
」
こ
と
が
批
判
さ
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
。

「
こ
の
公
案
に
通
徹
す
る
と
こ
ろ
」、「『
修
証
せ
り
』
と
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
」
は
、
や
は
り
「
公
案
禅
」
の
扱
い
で
あ
り
、

通
徹
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
が
参
究
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。「
念
慮
の
語
句
」
に
つ
い
て
は
、
田
中
と
同
様
の

あ
や
ま
り
で
あ
る
。

ま
た
「
同
じ
公
案
を
見
る
に
し
て
も
別
な
見
方
と
し
て
」
道
元
を
高
く
評
価
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
「
公
案
」
と
み
る
こ

と
自
体
が
、
古
田
に
よ
る
道
元
と
は
「
別
の
見
方
」
で
あ
っ
て
、
す
で
に
道
元
と
千
歩
も
離
れ
て
い
る
。
無
理
会
話
だ
か
ら

こ
そ
、
見
性
禅
で
使
う
こ
と
が
で
き
る
「
公
案
」
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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安
谷
『
参
究
』

こ
の
一
段
も
田
中
氏
の
文
を
引
用
し
た
い
け
れ
ど
も
、
引
用
文
と
し
て
は
、
あ
ま
り
長
い
の
で
割
愛
す
る
。
け
れ
ど

も
、
私
に
も
共
感
を
禁
じ
え
な
い
点
が
非
常
に
多
い
。
…
…
南
泉
が
「
こ
の
鎌
は
よ
く
切
れ
る
よ
」
と
答
え
た
。
南
泉

の
血
の
出
る
よ
う
な
親
切
な
ご
指
導
ぶ
り
が
拝
め
た
か
な
あ
！
説
明
す
る
の
は
造
作
も
な
い
が
、
人
か
ら
聞
い
た
の
で

は
、
知
識
と
な
る
だ
け
で
、
身
に
つ
か
な
い
。
身
に
つ
か
な
い
と
は
、
そ
の
人
の
人
格
に
も
な
ら
な
い
し
、
生
活
に
も

な
ら
な
い
と
言
う
こ
と
だ
。
仏
道
を
身
に
つ
け
よ
う
と
思
っ
た
ら
、
こ
う
い
う
歯
の
た
た
な
い
お
言
葉
を
、
如
何
、
如

何
と
着
実
に
か
み
し
め
て
、
な
る
ほ
ど
あ
り
が
た
い
お
言
葉
だ
と
骨
身
に
徹
し
な
け
れ
ば
だ
め
だ
。（
九
七
）

葛
藤
は
比
喩
的
の
表
現
で
あ
っ
て
、
公
案
の
こ
と
だ
。
公
案
に
ひ
っ
か
か
る
と
あ
た
か
も
葛
や
藤
の
蔓
に
ひ
っ
か
ら

ま
っ
た
よ
う
に
二に

っ
ち進

も
三さ

っ
ち進

も
い
か
な
く
な
る
の
に
譬
え
た
の
だ
。
断
句
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
分
別
妄
想
を
、
一
撃
の

も
と
に
ぶ
ち
切
る
こ
と
だ
。
句
と
い
っ
て
も
言
葉
だ
け
で
は
な
い
。
態
度
も
動
作
も
そ
れ
だ
。
葛
藤
公
案
も
実
は
断
句

の
作
用
を
す
る
の
だ
。
そ
れ
で
葛
藤
断
句
と
い
う
。（
九
八
）

禅
の
内
容
を
理
知
に
訴
え
て
縦
横
に
説
い
た
の
が
仏
教
教
理
だ
。
だ
か
ら
順
序
を
言
う
と
、
先
ず
以
て
仏
教
教
理
を

研
究
す
る
こ
と
が
必
要
だ
。
そ
の
結
果
、
禅
の
実
地
の
修
行
に
よ
ら
ね
ば
、
本
来
の
自
己
は
つ
か
ま
え
ら
れ
な
い
と
い

う
結
論
に
達
す
る
。
そ
れ
か
ら
修
行
に
と
び
こ
む
こ
と
に
な
る
。（
九
九
）

…
…
本
来
の
自
己
と
い
う
、
名
刀
の
切
れ
味
を
見
失
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
で
葛
藤
断
句
を
用
い
て
、
後
天
的
の
分

別
妄
想
を
ぶ
ち
切
る
必
要
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
理
知
の
作
用
そ
の
も
の
が
わ
る
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
た
だ
そ
れ

が
本
来
の
自
己
を
見
出
す
邪
魔
と
な
る
か
ら
、
一
時
そ
れ
ら
を
棚
に
上
げ
て
お
け
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。（
一
〇
〇
）

「（
天
真
の
）
師
範
な
し
と
い
へ
ど
も
」
の
「
い
へ
ど
も
」
に
は
、
こ
だ
わ
ら
な
い
が
よ
い
。
こ
う
い
う
言
葉
づ
か
い

は
、
眼
蔵
に
は
し
ば
し
ば
出
て
い
る
。
誰
も
汝
に
教
え
る
天
真
独
朗
の
正
師
が
い
な
い
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
で
自
然
外
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道
の
見
解
に
お
ち
る
の
だ
、
と
い
う
ほ
ど
の
精
神
と
見
て
お
く
。」（
一
〇
四
）

（
検
討
）

歯
が
立
た
ず
、
噛
み
締
め
る
し
か
な
い
言
葉
を
、
無
理
会
話
と
い
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
説
明
す
る
の
は
造
作
も
な

い
」
と
い
う
が
、
そ
の
説
明
は
語
句
の
意
味
と
は
、
ま
っ
た
く
関
係
の
な
い
見
性
禅
で
の
説
明
で
あ
ろ
う
。

〈
葛
藤
断
句
〉
は
、
道
元
で
は
良
い
意
味
で
は
言
わ
な
い
が
、
公
案
禅
（
安
谷
の
禅
）
で
は
、「
葛
藤
断
句
を
用
い
て
、
後

天
的
の
分
別
妄
想
を
ぶ
ち
切
る
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
〈
葛
藤
断
句
を
も
ち
ゐ
る
と
い
ふ

は
、
無
理
会
な
り
〉
と
い
う
道
元
の
批
判
そ
の
も
の
で
あ
る
。
見
性
禅
で
は
理
知
を
「
一
時
棚
に
上
げ
」
る
の
だ
か
ら
、
ま

ぎ
れ
も
な
く
、
公
案
を
無
理
会
話
と
し
て
使
う
の
で
あ
る
。

安
谷
が
「
外
道
の
見
解
」
と
い
う
の
は
、
衛
藤
即
応
の
元
の
岩
波
文
庫
に
は
「
外
道
児
」
で
は
な
く
、「
外
道
見
」
と

な
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
先
に
見
た
通
り
「
自
然
外
道
」
で
は
な
い
。「
自
然
の
外
道
見
」
で
あ
る
。

森
本
『
花
開
』
は
最
後
の
文
で
「
ほ
ん
と
う
の
真
実
を
教
え
る
師
が
い
な
く
て
、
自
然
に
外
道
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」

（
六
五
）
と
す
る
が
、
逆
接
の
「
い
へ
ど
も
」、「
児
」
が
解
釈
さ
れ
て
い
な
い
。

内
山
『
味
わ
う
』

こ
の
場
合
、「
念
慮
」
と
は
わ
れ
わ
れ
人
間
が
分
別
心
を
も
っ
て
す
る
慮
知
念
覚
の
こ
と
、
そ
れ
に
対
し
て
「
語

句
」
と
は
、
人
間
生
命
の
真
実
の
自
己
表
現
と
し
て
い
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
わ

れ
わ
れ
の
念
慮
を
た
だ
否
定
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
念
慮
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
人
間
生
命
の
自

己
表
言
と
し
て
の
「
語
句
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
同
時
に
こ
の
語
句
、
人
間
生
命
の
真
実
の
自
己
表
現
は
、
実



390

は
わ
れ
わ
れ
の
慮
知
念
覚
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
も
の
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
…
…
そ
う
い
う
知
性
理
性
ぐ
る

み
の
人
間
の
真
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
念
慮
ぐ
る
み
の
語
句
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の

念
慮
ぐ
る
み
の
人
間
の
真
実
で
あ
っ
て
初
め
て
、
念
慮
を
こ
え
て
い
る
。
道
元
禅
師
の
言
わ
れ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
こ

こ
で
す
。
よ
く
「
曰
く
言
い
難
し
」
な
ど
と
い
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
駄
目
な
の
だ
。
そ
の
言
い
難
し
の
と
こ
ろ
を
如

何
に
し
て
言
う
か
。
そ
こ
を
道
元
禅
師
は
究
明
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。（
七
八
）

（
検
討
）

〈
語
句
〉
を
「
人
間
生
命
の
真
実
の
自
己
表
現
と
し
て
い
わ
れ
て
い
る
」
と
読
み
取
る
こ
と
は
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。

「
念
慮
ぐ
る
み
の
語
句
」
と
い
う
が
、
道
元
は
〈
念
慮
の
、
語
句
な
る
こ
と
〉、
念
慮
が
語
句
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

「
念
慮
ぐ
る
み
の
人
間
の
真
実
」
は
、
人
間
で
あ
る
か
ら
に
は
、
た
し
か
に
念
慮
を
超
え
て
い
る
が
、
人
間
が
念
慮
を
超
え

て
い
る
と
い
う
話
で
は
な
く
、「
語
句
」
が
念
慮
を
透
脱
す
る
、
超
え
る
と
い
っ
て
い
る
。
道
元
は
〈
語
句
〉
が
人
間
の
念

慮
を
離
れ
て
、
そ
れ
自
体
で
働
く
こ
と
を
い
う
。

頼
住
「
一
考
察
」

「
念
慮
」
が
「
語
句
」
で
あ
る
と
は
、「
念
慮
」
す
な
わ
ち
知
覚
に
基
づ
く
認
識
は
、
必
ず
、
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ

れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
言
語
に
先
立
っ
て
認
識
が
あ
る
。
し
か
し
、
道
元
は
、
言
語
が
常
に
、
そ

れ
に
先
立
つ
認
識
に
依
存
す
る
と
は
限
ら
ず
、
言
語
が
こ
れ
ま
で
抱
い
て
い
た
認
識
を
突
き
崩
し
、
新
た
な
認
識
を
も

た
ら
す
こ
と
が
、
有
り
得
る
と
主
張
す
る
。「
語
句
」
は
「
念
慮
」
を
「
超
脱
す
る
」
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
通
常

の
認
識
経
験
に
お
い
て
は
、
言
語
化
さ
れ
た
認
識
で
あ
る
と
こ
ろ
の
概
念
が
、
固
定
化
さ
れ
、
既
成
概
念
と
し
て
わ
れ

わ
れ
の
認
識
の
準
拠
枠
と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
準
拠
枠
に
よ
っ
て
事
物
に
接
し
、
日
常
の
様
々
な
事
態
に
対
処
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す
る
。
し
か
し
、
既
成
概
念
で
は
処
理
で
き
な
い
「
語
句
」
が
、
こ
の
固
定
化
さ
れ
た
認
識
の
枠
組
み
を
破
壊
し
、
新

た
な
る
認
識
を
も
た
ら
す
、
と
道
元
は
主
張
す
る
。（
九
六
）

こ
れ
ら
の
「
語
句
」
の
意
味
を
認
識
せ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
語
句
が
位
置
付
け
ら
れ
得
な
い
世
界

を
カ
ッ
コ
に
入
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
位
置
づ
け
ら
れ
得
る
世
界
を
把
握
せ
ん
と
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

（
九
七
）

…
…
仏
祖
の
一
言
一
句
を
「
審
細
に
参
学
す
べ
し
」
と
繰
り
返
し
た
道
元
に
と
っ
て
、
仏
祖
の
言
葉
に
対
す
る
認
識

行
為
と
は
、
世
界
の
真
な
る
姿
を
把
握
す
る
た
め
に
、
す
な
わ
ち
、
仏
法
を
体
得
す
る
た
め
に
不
可
欠
の
も
の
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
仏
祖
の
言
葉
と
は
、
諸
存
在
の
真
な
る
在
り
よ
う
を
開
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
我
々
を
、
正
し
き
認
識
へ

と
導
く
も
の
で
あ
る
。（
同
）

（
検
討
）
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

【
私
釈
】

〈
い
ま
現
在
大
宋
国
に
、
杜
撰
の
や
か
ら
一
類
あ
り
〉
と
い
わ
れ
る
。『
正
法
眼
蔵
』
で
大
宋
国
の
禅
僧
を
批
判
す
る
の

は
、
こ
の
巻
が
最
初
で
は
な
か
ろ
う
か
。《
山
水
経
》
が
説
か
れ
た
仁
治
元
年
（
十
月
）、
同
じ
年
の
三
月
に
は
《
礼
拝
得

髄
》
で
は
、
ま
だ
大
宋
国
の
状
況
が
次
の
よ
う
に
日
本
と
の
対
比
で
褒
め
ら
れ
て
い
る
。

〈
見
在
大
宋
国
の
寺
院
に
、
比
丘
尼
の
掛
搭
せ
る
が
、
も
し
得
法
の
声
あ
れ
ば
、
官
家
よ
り
尼
寺
の
住
持
に
補
す
べ

き
詔
を
た
ま
ふ
に
は
、
即
寺
に
て
上
堂
す
。
住
持
以
下
衆
僧
、
み
な
上
参
し
て
、
立
地
聴
法
す
る
に
、
問
話
も
比
丘
僧

な
り
。
こ
れ
古
来
の
規
矩
な
り
。〉
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さ
ら
に
『
秘
密
正
法
眼
蔵
』
に
入
る
同
じ
巻
の
付
記
部
分
に
は
〈
あ
は
れ
な
る
か
な
、
小
国
辺
地
に
う
ま
れ
ぬ
る
に
、
か

く
の
ご
と
き
の
邪
風
と
も
し
ら
ざ
る
こ
と
は
。
天
竺
唐
土
に
は
い
ま
だ
な
し
、
我
国
の
み
な
り
〉
と
説
か
れ
て
唐
土
は
高
く

評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
に
、
道
元
は
宋
代
禅
宗
の
諸
傾
向
に
対
し
て
は
非
常
に
厳
し
い
言
葉
を
も
っ
て
批
判
す
る
よ
う

に
な
る
。
そ
の
理
由
も
考
え
た
い
。

〈
杜
撰
の
や
か
ら
一
類
〉
と
は
、〈
一
類
〉
だ
か
ら
、
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
い
う
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
し
か
も
〈
い
ま
は
群

を
な
せ
り
〉
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
は
た
し
て
ど
ん
な
グ
ル
ー
プ
な
の

だ
ろ
う
か
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
道
元
入
宋
の
当
時
か
ら
禅
宗
は
「
臨
済
宗
の
み
天
下
に
あ
ま
ね
し
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。

臨
済
宗
の
中
で
も
十
一
世
紀
に
は
楊
岐
派
と
黄
龍
派
が
盛
隆
し
、
十
二
世
紀
に
は
、
楊
岐
派
の
五
祖
法
演
（
？
～
一
一
〇
四
）、

圜
悟
克
勤
（
一
〇
六
三
～
一
一
三
五
）
ら
の
公
案
禅
、
大
慧
宗
杲
（
一
〇
八
九
～
一
一
六
三
）
の
看
話
禅
が
盛
ん
に
な
っ
た
。

問
題
は
当
時
の
日
本
の
禅
宗
の
状
況
で
あ
る
。
大
慧
の
弟
子
で
あ
る
仏
照
徳
光
の
法
を
、
日
本
達
磨
宗
の
大
日
能
忍
が
書

状
に
よ
っ
て
嗣
ぎ
、
大
慧
と
兄
弟
弟
子
に
な
る
虎
丘
紹
隆
の
法
系
の
蘭
溪
道
隆
（
一
二
一
三
～
一
二
七
八
）
が
一
二
四
六
年
に

博
多
に
着
き
、
や
が
て
鎌
倉
で
法
を
広
め
る
。
同
じ
法
系
の
無
準
師
範
（
一
一
七
七
～
一
二
四
九
）
を
つ
い
だ
円
爾
弁
円
は
、

一
二
四
一
年
に
宋
か
ら
帰
朝
し
、
京
都
で
東
福
寺
を
開
い
て
い
る
。
楊
岐
派
の
無
門
慧
開
が
『
無
門
関
』
を
一
二
二
八
年
に

編
ん
だ
が
、
そ
の
無
門
に
心
地
覚
心
（
一
二
〇
七
～
一
二
九
八
）
は
嗣
法
し
て
、
紀
伊
由
良
に
西
方
寺
を
開
い
て
い
る
。

大
宋
国
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
入
宋
伝
法
の
禅
師
た
ち
も
、
ほ
ぼ
楊
岐
派
で
あ
り
、
看
話
禅
、
公
案
禅
で
あ
る
。
道
元
が

ま
さ
に
〈
小
実
の
撃
不
能
な
る
と
こ
ろ
な
り
〉
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
人
々
は
〈
い
ま
の
東
山
水
上
行
話
、
お
よ
び
南
泉
の
鎌れ

ん

子す

話
の
ご
と
き
は
、
無
理
会
話
な
り
〉
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
、「
無
理
会
話
」
あ
る
い
は
「
無
理
会
」
は
、
諸
の
灯
史
に
そ
の
用
語
は
な
く
、
宋
代
の
『
大
慧
禅
師
語
録
』
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に
の
み
二
箇
所
見
出
さ
れ
る
。

示
衆
。
古
人
道
、
他
人
住
処
我
不
住
。
他
人
行
処
我
不
行
。
不
是
与
人
難
共
聚
。
大
都
緇
素
要
分
明
。
喝
一
喝
云
、

猶
有
這
箇
在
。
雲
門
即
不
然
。
他
人
住
処
我
亦
住
。
他
人
行
処
我
亦
行
。
瞥
喜
瞥
瞋
無
理
会
。
新
羅
夜
半
日
頭
明
。
且

道
与
古
人
相
去
多
少
。
試
定
当
看
（
示
衆
。
古
人
道い

え
り
、
他
人
の
住
処
は
我
れ
住
ま
ず
。
他
人
の
行
処
は
、
我
れ
行
ぜ
ず
。
是

れ
人
と
共
に
聚あ

つ

ま
る
こ
と
難
か
ら
ず
。
大お

お
よ
そ都

緇
素
［
黒
白
］
分
明
な
る
こ
と
を
要
す
。
喝
一
喝
し
て
云
く
。
猶
お
這
箇
の
有
る
在
り
。

雲
門
は
即
ち
然
ら
ず
。
他
人
の
住
処
我
亦
た
住
す
。
他
人
の
行
処
我
亦
た
行
ず
。
瞥
喜
し
瞥
瞋
す
る
は
無
理
会
な
り
。
新
羅
の
夜
半
、

日
頭
明
ら
か
な
り
。
且
く
道
え
、
古
人
と
相
い
去
る
こ
と
多
少
ぞ
。
試
み
に
定
当
し
て
看
よ
）。（T

47,838b

）

古
人
と
は
楊
岐
の
弟
子
、
白
雲
守
端
禅
師
で
あ
り
、「
い
え
る
こ
と
」
は
「
他
人
～
要
分
明
」
ま
で
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
大
慧
は
、
雲
門
は
違
う
と
い
い
、
古
人
と
反
対
の
態
度
を
と
り
、
ち
ら
っ
と
見
て
喜
び
、
ち
ら
っ
と
み
て
怒
る
の

は
「
無
理
会
」
で
あ
り
、
新
羅
云
々
の
句
を
あ
げ
る
。
大
慧
は
古
人
と
ど
れ
ほ
ど
違
う
か
、
決
め
て
み
よ
、
と
い
う
。
こ
の

「
無
理
会
」
が
い
か
な
る
意
味
か
、
あ
ま
り
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
雲
門
が
批
判
し
て
言
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
も
う
一

つ
あ
る
。如

何
是
祖
師
西
来
意
、
庭
前
柏
樹
子
。
恁
麼
会
、
便
不
是
了
也
。
如
何
是
祖
師
西
来
意
。
庭
前
柏
樹
子
。
恁
麼
会
方

始
是
。
爾
諸
人
還
会
麼
。
這
般
説
話
、
莫
道
爾
諸
人
理
会
不
得
。
妙
喜
也
自
理
会
不
得
。
我
此
門
中
無
理
会
得
理
会
不

得
。
蚊
子
上
鉄
牛
。
無
爾
下
嘴
処
。（
如
何
な
る
か
是
れ
祖
師
西
来
意
、
庭
前
柏
樹
子
。
恁
麼
に
会
せ
ば
、
便
ち
是
な
ら
ず
し
て
了

る
也
。
如
何
な
る
か
是
れ
祖
師
西
来
意
、
庭
前
柏
樹
子
。
恁
麼
に
会
せ
ば
方ま

さ

に
始
め
て
是
な
り
。
爾

な
ん
だ
ち、

諸
人
、
還
た
会
す
や
。
這
般
の

説
話
、
爾
、
諸
人
、
理
会
す
る
こ
と
不
得
と
道
う
こ
と
莫
れ
。
妙
喜
ま
た
自
ら
理
会
す
る
こ
と
得
ず
。
我
が
此
の
門
中
に
は
無
理
会
に

得
、
理
会
に
得
ず
。
蚊
子
、
鉄
牛
に
上
る
。
爾
、
嘴
を
下
ろ
す
処
無
し
。T

47,881b

）

こ
こ
で
は
同
じ
問
答
に
対
し
て
、
一
度
は
「
是
な
ら
ず
了
る
」
と
い
い
、
一
度
は
「
方
に
始
め
て
是
な
り
」
と
い
っ
て
い
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る
わ
け
で
、
理
解
で
き
な
い
話
で
あ
る
。
そ
し
て
大
慧
は
「
我
が
此
の
門
中
に
は
無
理
会
に
し
て
得
、
理
会
し
て
得
ず
」
と

い
う
の
だ
か
ら
、
無
理
会
が
大
慧
一
門
の
作
法
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

大
慧
と
雲
門
と
は
因
縁
が
あ
り
、「
諸
仏
出
身
の
処
」
に
対
し
て
、
圜
悟
（
天
寧
）
は
、
雲
門
の
「
東
山
水
上
行
」
を
そ
う

は
い
わ
な
い
と
別
の
句
を
言
っ
た
の
に
対
し
て
、
大
慧
は
得
悟
し
た
の
で
あ
る
。

後
来
在
京
師
天
寧
。
見
老
和
尚
（
圜
悟
克
勤
）
陞
堂
。
挙
僧
問
雲
門
、
如
何
是
諸
仏
出
身
処
。
門
曰
、
東
山
水
上
行
。

若
是
天
寧
即
不
然
。
如
何
是
諸
仏
出
身
処
。
薫
風
自
南
来
殿
閣
生
微
涼
。
向
這
裏
忽
然
前
後
際
断
。
譬
如
一
綟
乱
糸
将

刀
一
截
截
断
相
似
。
当
時
通
身
汗
出
。（
後
に
京
師
に
在
り
て
天
寧
に
来
た
り
、
老
和
尚
［
圜
悟
克
勤
］
の
陞
堂
す
る
に
見
ゆ
。
挙

す
、
僧
、
雲
門
に
問
う
、
如
何
か
是
れ
諸
仏
出
身
の
処
。
門
曰
く
、
東
山
水
上
行
。
若
し
是
れ
天
寧
な
ら
ば
即
ち
然
ら
ず
。
如
何
か
是

れ
諸
仏
出
身
の
処
。
薫
風
、
南
よ
り
来
た
り
、
殿
閣
微
涼
を
生
ず
。
這
裏
に
向お

い
て
忽
然
と
し
て
前
後
際
断
す
。
譬
え
ば
一
綟
の
乱
糸
、

刀
を
将
ち
て
一
截
し
截
断
す
る
に
相
似
た
る
が
如
し
。
当
時
、
通
身
、
汗
出
ず
）。（T

47,883a

）

つ
ま
り
大
慧
は
「
一
綟
の
乱
糸
、
刀
を
将
ち
て
一
截
し
截
断
す
る
に
相
似
た
る
」
と
い
う
、
圜
悟
の
ま
さ
に
〈
葛
藤
断

句
〉
で
得
悟
し
て
い
る
。
道
元
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
〈
大
宋
国
紹
興
の
な
か
に
、
徑
山
の
大
慧
禅
師
宗
杲
と
い
ふ
あ
り
、

…
…
雲
門
の
風
を
会
せ
ず
し
て
、
つ
ゐ
に
洞
山
微
和
尚
に
参
学
す
と
い
へ
ど
も
〉《
自
証
三
昧
》
と
言
及
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
群
を
な
し
て
い
る
〈
杜
撰
の
や
か
ら
一
類
〉
は
、
大
慧
宗
杲
の
看
話
禅
の
人
々
を
念
頭
に
置
い
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

か
れ
ら
の
語
話
理
解
を
道
元
は
〈
そ
の
意
旨
は
、
も
ろ
も
ろ
の
念
慮
に
か
か
は
れ
る
語
話
は
、
仏
祖
の
禅
話
に
あ
ら
ず
、

無
理
会
話
こ
れ
仏
祖
の
語
話
な
り
。
か
る
が
ゆ
え
に
、
黄
檗
の
行
棒
、
お
よ
び
臨
済
の
挙
喝
、
こ
れ
ら
理
会
お
よ
び
が
た

く
、
念
慮
に
か
か
は
れ
ず
。
こ
れ
を
朕
兆
未
萌
已
前
の
大
悟
と
す
る
な
り
。
先
徳
の
方
便
、
お
ほ
く
葛
藤
断
句
を
も
ち
ゐ
る

と
い
ふ
は
、
無
理
会
な
り
〉
と
い
う
。



395

正法眼蔵　第二十九　山水経　私釈　［上］

〈
念
慮
に
か
か
は
れ
る
語
話
〉
す
な
わ
ち
、
参
究
し
て
理
解
で
き
る
話
は
、
仏
祖
の
禅
話
で
は
な
い
、
と
い
う
。

ふ
つ
う
、
禅
で
理
解
で
き
な
い
話
と
い
え
ば
、
引
用
し
た
大
慧
の
二
番
目
に
あ
る
「
祖
師
西
来
意
・
庭
前
の
柏
樹
子
」
と

か
、『
辨
註
』
が
あ
げ
て
い
る
よ
う
な
趙
州
喫
茶
去
、
禾
山
打
鼓
、
雲
門
須
弥
、
洞
山
麻
三
斤
な
ど
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
趙

州
以
外
は
『
碧
巌
録
』
の
第
四
十
四
、
第
十
二
則
、『
従
容
録
』
第
十
九
則
で
あ
る
。

だ
か
ら
理
知
で
分
か
ら
な
い
黄
檗
の
行
棒
、
お
よ
び
臨
済
の
挙
喝
を
大
悟
だ
と
す
る
と
い
う
。
大
慧
宗
杲
も
ま
た
棒
喝
を

評
価
す
る
。

上
堂
。
拈
拄
杖
卓
一
下
喝
一
喝
云
、
徳
山
棒
、
臨
済
喝
。
今
日
為
君
重
拈
掇
」（
拄
杖
を
拈
り
て
卓
一
下
、
喝
一
喝
し
て

云
く
、
徳
山
の
棒
、
臨
済
の
喝
。
今
日
、
君
の
為
に
重
ね
て
拈
掇
す
）。（『
大
慧
禅
師
語
録
』T

47,816b

）

こ
こ
で
は
黄
檗
の
棒
に
代
わ
っ
て
徳
山
の
棒
に
な
っ
て
い
る
が
、「
徳
山
の
棒
・
臨
済
の
喝
」
は
、
道
元
が
目
の
敵
に
し

た
指
導
方
法
で
あ
る
。
臨
済
は
馬
祖
系
、
徳
山
は
石
頭
系
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
棒
・
喝
」
と
い
う
、
言
語
を
使
わ

な
い
荒
い
弟
子
の
導
き
方
が
、「
祖
席
の
英
雄
」
と
も
て
は
や
さ
れ
て
き
た
の
で
、
道
元
は
彼
等
を
こ
う
批
判
す
る
。

〈
世
人
あ
や
ま
り
て
お
も
は
く
、
臨
済
・
徳
山
も
国
師
に
ひ
と
し
か
る
べ
し
と
。〉《
即
心
是
仏
》、〈
徳
山
・
臨
済
等

に
は
、
為
説
す
と
も
承
当
す
べ
か
ら
ず
。〉《
仏
向
上
事
》、〈
自
余
の
臨
済
・
徳
山
・
大
潙
・
雲
門
等
の
お
よ
ぶ
べ
か
ら

ざ
る
と
こ
ろ
〉《
葛
藤
》、〈
先
師
を
も
て
臨
済
・
徳
山
に
斉
肩
な
り
と
お
も
へ
り
。〉《
仏
道
》、〈
臨
済
・
徳
山
の
お
よ

ぶ
べ
き
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。〉《
密
語
》、〈
臨
済
・
徳
山
の
と
も
が
ら
し
る
べ
か
ら
ず
〉《
無
情
説
法
》、〈
近
来
あ
る
臨

済
徳
山
、
お
よ
び
か
の
門
人
等
、
い
く
千
万
枚
の
野
狐
に
か
堕
在
せ
ん
。〉《
大
修
行
》

と
こ
ろ
で
、〈
東
山
水
上
行
〉
は
別
に
し
て
、〈
南
泉
の
鎌
子
話
〉
は
、
無
理
会
話
で
な
い
と
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
理
解
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で
き
る
話
な
の
か
。
試
み
に
見
て
み
た
い
。

南
泉
は
山
作
務
に
出
て
い
る
の
で
、
ち
ゃ
ん
と
法
衣
を
着
な
い
で
、
む
さ
苦
し
い
格
好
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

に
僧
が
「
南
泉
和
尚
の
と
こ
ろ
へ
行
く
道
は
ど
ち
ら
の
方
で
す
か
」
と
尋
ね
る
。
目
の
前
に
南
泉
が
い
て
も
、
そ
の
風
采
か

ら
判
断
し
て
南
泉
だ
と
気
が
付
か
な
い
。
そ
こ
で
南
泉
は
鎌
を
取
り
上
げ
て
「
私
の
こ
の
鎌
を
、
た
っ
た
三
十
錢
で
買
う
こ

と
が
で
き
た
の
だ
」
と
い
う
。「
私
の
こ
の
鎌
」
は
、
私
自
身
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
が
「
た
っ
た
三
十
錢
」、
ず
い
ぶ
ん
安

く
見
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
よ
、
と
。
つ
ま
り
、
君
は
私
を
安
い
労
働
者
の
よ
う
に
見
て
い
る
ね
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
僧

は
そ
れ
で
も
気
が
つ
か
ず
、「
鎌
の
こ
と
は
聞
い
て
い
な
い
、
南
泉
に
は
ど
っ
ち
に
い
く
の
だ
」
と
聞
く
。
人
を
見
る
目
が

ま
っ
た
く
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
南
泉
は
親
切
に
「
こ
の
鎌
は
使
い
込
ん
で
、
よ
く
切
れ
る
わ
い
」
と
付
け
足
す
。
趙
州

の
「
大
蘿
蔔
頭
」
と
同
じ
で
あ
る
。
わ
し
こ
そ
よ
く
切
れ
る
南
泉
だ
が
…
…
。

し
か
し
、
こ
れ
も
当
時
の
杜
撰
の
長
老
た
ち
に
は
無
理
会
話
と
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
の
南
泉
鎌
子
話
は

『
宏
智
広
録
』
に
し
か
な
く
、
わ
ず
か
に
『
続
伝
灯
録
』
の
澧れ

い

州
夾
山
霊
泉
自
齢
禅
師
（
大
鑑
下
第
十
三
世
）
の
語
に
、
好
笑

南
泉
提
起
処
、
刈
茆
鎌
子
曲
彎
彎
．
参
！
」（『
五
灯
会
元
』T

51,539c

）
と
、
関
説
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

〈
先
徳
の
方
便
、
お
ほ
く
葛
藤
断
句
を
も
ち
ゐ
る
と
い
ふ
は
、
無
理
会
な
り
〉
は
、
先
の
大
慧
の
得
道
の
因
縁
を
見
れ
ば

瞭
然
と
し
て
い
る
。

こ
の
〈
葛
藤
断
句
〉
に
対
し
て
雲
門
、
道
元
が
批
判
し
て
「
葛
藤
」
を
大
い
に
評
価
し
て
い
る
の
は
、
す
で
に
こ
の
章
の

冒
頭
で
見
た
と
お
り
で
あ
る
。「
葛
藤
」
は
『
雲
門
広
録
』
に
は
二
十
二
箇
所
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
肯
定
的
に

使
わ
れ
る
。
典
型
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
上
堂
云
、
我
今
日
共
汝
説
葛
藤
（
上
堂
し
て
云
く
、
我
、
今
日
共
に
汝
に
葛
藤
を
説
く
）」（T

47,550c

）。
似
た
よ
う
な
も
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の
に
「
師
云
、
我
共
汝
説
葛
藤
。」（
同
、546b

）、「
我
毎
日
共
爾な

ん
じ

葛
藤
不
能
到
夜
。」（
同
、563a

）、「
我
与
爾
葛
藤
。」

（
同
、564a

）

な
ど
が
あ
り
、
大
胆
に
次
の
よ
う
に
も
説
く
。

「
塵
沙
諸
仏
尽
在
這
裏
説
葛
藤
去
。
便
下
座
（
塵
沙
の
諸
仏
、
尽
く
這
裏
に
在
っ
て
葛
藤
を
説
き
去
る
。
便
ち
下
座
す
）。」（
同

550b

）

道
元
も
ま
た
言
語
表
現
を
大
切
に
し
て
、
そ
れ
に
生
涯
を
か
け
た
と
さ
え
い
え
る
人
で
あ
り
、
口
唇
皮
禅
の
趙
州
と
な
ら

ん
で
雲
門
の
偉
大
さ
を
認
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
雲
門
の
言
葉
を
理
解
で
き
な
い
も
の
だ
と
す
る
手
合
い
に
対
し

て
は
、
激
越
な
批
判
の
言
葉
が
浴
び
せ
ら
れ
る
。

〈
小
獃
子
〉、〈
魔
子
・
六
群
禿
子
〉、〈
外
道
よ
り
も
お
ろ
か
〉〈
学
仏
道
の
畜
生
よ
り
も
お
ろ
か
〉
は
、
究
極
の
悪
口
と
い
え

る
。
道
元
の
激
し
い
言
葉
を
な
じ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
公
案
、
見
性
に
関
し
て
道
元
が
抱
い
て
い
た
危
惧
は
、
ま
っ
た
く

正
し
く
、
禅
と
い
う
も
の
が
仏
道
で
は
な
く
、
特
殊
体
験
を
求
め
る
イ
ン
ド
の
ヨ
ー
ガ
一
派
の
よ
う
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
、

洞
察
し
た
深
い
憂
慮
な
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
に
お
い
て
も
中
国
に
お
い
て
も
、
孤
立
す
る
し
か
な
い
道
元
の
悲
壮
な
想
い
が
伝

わ
っ
て
く
る
。

〈
二
三
百
年
よ
り
こ
の
か
た
〉
と
は
、
宋
代
で
あ
り
、『
景
徳
伝
燈
録
』（
一
〇
〇
四
年
）
や
諸
禅
師
の
広
録
が
編
ま
れ
、
そ

の
後
に
語
録
か
ら
前
後
の
文
脈
抜
き
で
問
答
だ
け
が
切
り
離
さ
れ
て
、
公
案
集
で
あ
る
『
碧
巌
録
』（
一
一
二
五
年
）
や
『
従

容
録
』（
一
二
二
三
年
）
が
で
き
、
そ
れ
ら
は
公
案
と
し
て
見
性
を
得
る
手
段
と
な
っ
た
頃
で
あ
ろ
う
。
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続
い
て
〈
禿
子
が
い
ふ
無
理
会
話
、
な
ん
ぢ
の
み
無
理
会
な
り
、
仏
祖
は
し
か
あ
ら
ず
。
な
ん
ぢ
に
理
会
せ
ら
れ
ざ
れ
ば

と
て
、
仏
祖
の
理
会
路
を
参
学
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
〉
と
叱
責
す
る
。
こ
の
言
葉
を
、
現
代
で
は
心
し
て
傾
聴
し
、
虚
心
に
手

を
尽
く
し
て
仏
祖
の
言
句
を
参
学
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

今
の
臨
済
宗
を
あ
な
が
ち
に
批
判
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
秋
月
龍
珉
の
『
公
案
』
で
は
「（
室
内
で
の
公
案
に
対
す
る
）
見

解
は
、
も
ち
ろ
ん
言
葉
だ
け
で
は
な
く
動
作
で
呈
す
る
こ
と
も
あ
る
。
だ
が
た
い
て
い
は
師
家
の
に
べ
も
な
き
否
定
に
あ
う

だ
け
で
あ
る
。
…
…
こ
う
し
た
こ
と
が
幾
月
と
な
く
何
年
と
な
く
う
ま
ず
た
ゆ
ま
ず
繰
り
返
さ
れ
る
。
巻
頭
に
の
べ
た
臨
済

の
参
禅
に
お
け
る
師
匠
黄
檗
の
棒
こ
そ
、
こ
の
段
階
に
お
け
る
師
家
の
典
型
で
あ
る
。
師
家
は
た
だ
否
定
す
る
だ
け
が
務
め

の
ご
と
く
で
あ
る
」（
七
〇
）
と
い
わ
れ
る
と
、
や
は
り
公
案
は
無
理
会
話
と
し
か
思
え
な
い
。

こ
こ
で
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
は
〈
念
慮
の
、
語
句
な
る
こ
と
を
し
ら
ず
、
語
句
の
、
念
慮
を
透
脱
す
る
こ
と
を
し
ら
ず
〉
で
あ
ろ

う
。〈

念
慮
の
、
語
句
な
る
こ
と
を
し
ら
ず
〉
と
は
、
人
間
の
念
慮
、
つ
ま
り
思
考
や
認
識
は
言
語
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
り

立
つ
。
念
慮
は
語
句
で
あ
る
。
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
語
句
は
そ
れ
を
発
し
た
念
慮
の
主
体
を
離
れ
て
、
語
句
と
し
て
自
立

し
て
働
く
。〈
語
句
の
念
慮
を
透
脱
す
る
〉
で
あ
る
。

前
者
〈
念
慮
の
、
語
句
な
る
こ
と
〉
を
明
ら
か
に
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。

言
葉
を
失
っ
た
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
は
、
思
慮
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
動
物
の
よ
う
に
感
覚
的
に
反
応
す
る
だ
け
だ
っ
た
。

「
水
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
」
と
い
う
言
葉
を
知
っ
た
と
た
ん
に
念
慮
が
働
き
、
世
界
が
彼
女
に
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。

後
者
の
〈
語
句
の
念
慮
を
透
脱
す
る
こ
と
〉
を
あ
き
ら
か
に
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ
げ
よ
う
。

奈
良
少
年
刑
務
所
の
更
生
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
詩
作
で
次
の
よ
う
な
詩
を
読
ん
だ
子
が
い
た
。

「
空
が
青
い
か
ら
／
白
を
え
ら
ん
だ
の
で
す
」
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た
っ
た
、
そ
れ
だ
け
。
講
師
の
寮
美
千
子
さ
ん
は
「
Ａ
く
ん
は
、
ふ
だ
ん
は
あ
ま
り
も
の
を
言
わ
な
い
子
で
し
た
。
そ
ん

な
Ａ
く
ん
が
、
こ
の
詩
を
朗
読
し
た
と
た
ん
、
堰
を
切
っ
た
よ
う
に
語
り
出
し
た
の
で
す
。
…
…
（
亡
く
な
っ
た
お
母
さ
ん
が

＝
筆
者
）『
つ
ら
い
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
空
を
見
て
。
そ
こ
に
わ
た
し
が
い
る
か
ら
』
と
ぼ
く
に
い
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ

が
最
後
の
言
葉
で
し
た
。
…
…
Ａ
く
ん
が
、
そ
う
い
う
と
、
教
室
の
仲
間
た
ち
が
手
を
挙
げ
、
次
々
に
語
り
出
し
ま
し
た
。

…
…
た
っ
た
一
行
に
込
め
ら
れ
た
思
い
の
深
さ
。
そ
こ
か
ら
つ
な
が
る
心
の
輪
。「
詩
」
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
心
の
扉
に
、

目
を
見
開
か
れ
る
思
い
が
し
ま
し
た
」（
奈
良
少
年
刑
務
所
詩
集
、
新
潮
文
庫
）

〈
語
句
の
念
慮
を
透
脱
す
る
〉、
そ
こ
に
言
葉
を
用
い
る
禅
者
、
趙
州
や
雲
門
、
道
元
は
、
賭
け
る
の
で
あ
る
。
語
句
（
言

葉
）
は
、
発
語
者
の
念
慮
を
超
え
て
、
語
句
自
身
の
力
に
よ
っ
て
人
々
を
気
づ
か
せ
導
く
。
そ
の
「
語
句
の
ち
か
ら
」
を
、

「
公
案
」
は
無
理
会
と
し
て
削
り
取
り
、
見
性
の
道
具
に
仕
立
て
て
し
ま
う
。

三
節　

諸
水
と
諸
山

＊

一
、　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
る
べ
し
、
こ
の
東
山
水
上
行
は
、
仏
祖
の
骨
髄
な
り
。
諸
水
は
東
山
の
脚
下
に
現
成
せ
り
。
こ
の
ゆ
え
に
、
諸

山
、
く
も
に
の
り
、
天
を
あ
ゆ
む
。
諸
水
の
頂

ち
ょ
う

寧頁ねい
は
諸
山
な
り
。
向
上
・
直
下
の
行
ぎ
ょ
う

歩ほ

、
と
も
に
水
上
な
り
。
諸
山
の

脚
尖
、
よ
く
諸
水
を
行
歩
し
、
諸
水
を
趯て

き
し
ゅ
つ出せ

し
む
る
ゆ
え
に
、
運
歩
七
縦
八
横
な
り
、
修
証
即
不
無
な
り
。

［
注
釈
］

○
骨
髄　

皮
肉
骨
髄
の
「
骨
髄
」
で
、
大
事
な
宗
旨
と
い
う
意
味
を
帯
び
る
。

○
脚
尖　

脚
の
先
。
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○
趯
出　
「
趯
（
て
き
）」
は
躍
に
同
じ
。
躍
り
出
る
。

○
修
証
即
不
無　

六
祖
と
南
嶽
の
問
答
で
「
祖
曰
。
什
麼
物
恁
麼
来
。
曰
説
似
一
物
即
不
中
。
祖
曰
、
還
可
修
証
否
。
曰
修
証
即
不
無
。

汚
染
即
不
得
（
修
証
は
す
な
わ
ち
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
。
染
汚
す
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
得
ず
）」（T

51,240c

）
と
い
う
南
嶽
の
答
え
の
一

部
。
上
の
句
で
あ
る
「
修
証
即
不
無
」
に
、
下
の
句
で
あ
る
「
汚
染
即
不
得
」
が
含
意
さ
れ
て
い
よ
う
。

【
現
代
語
訳
】

し
る
が
よ
い
、
こ
の
「
東
山
水
上
行
」（
と
い
う
道
得
）
は
、
仏
祖
の
真
骨
頂
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
水
は
東
山
の
足
下
に

現
成
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
山
は
雲
に
乗
っ
て
動
き
、
天
を
歩
く
。
さ
ま
ざ
ま
な
水
の
頂
き
は
諸
山
で
あ

る
。（
山
が
）
上
方
に
も
、
下
方
に
も
歩
い
て
行
く
の
は
、
ど
ち
ら
も
「
水
上
」
な
の
で
あ
る
。
諸
山
の
脚
の
先
端
は
さ
ま

ざ
ま
な
水
を
歩
き
行
く
こ
と
が
で
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
水
を
湧
出
さ
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
動
く
歩
み
は
縦
横
無
尽
な
の

で
あ
る
。（
山
の
）
修
証
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
（
が
そ
れ
は
、
そ
れ
と
人
間
に
は
分
か
ら
な
い
）。

【
諸
釈
の
検
討
】

田
中
『
道
元
』

陰
々
た
る
東
山
に
暁
風
将
に
至
ら
ん
と
し
、
昏
煙
縹ひ

ょ
う
び
ょ
う

渺
と
し
て
い
ま
だ
画
図
を
展
べ
ざ
る
と
き
、
す
で
に
脚
下
に

し
て
滔
々
た
る
諸
水
は
現
成
し
、
或
は
曲
に
随
い
、
或
は
巌
瀑
の
逆
水
と
な
っ
て
高
く
天
を
う
つ
。
こ
の
、
す
で
に
し

て
と
い
う
こ
こ
ろ
を
含
ん
で
、
諸
水
は
東
山
の
脚
下
に
現
成
せ
り
、
と
い
う
。
現
成
せ
り
の
「
せ
り
」
に
無
限
の
響
き

が
あ
る
。
峨
峨
た
る
山
上
、
雲
自
ら
巻
き
自
ら
舒
ぶ
。
否
、
否
、
諸
山
は
く
も
に
の
り
天
を
あ
ゆ
む
の
で
あ
る
。
こ
の

風
光
は
風
景
で
は
な
い
。
こ
の
風
光
の
偉
大
は
、
風
景
の
雄
大
で
は
な
い
。
風
景
に
古
仏
の
命
脈
が
貫
通
し
た
姿
で
あ
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る
。
こ
の
故
に
、
雲
山
の
縹
渺
た
る
を
言
わ
ず
し
て
、
乗
雲
の
功
徳
を
描
き
、
そ
の
天
翔
り
ゆ
く
姿
を
詠
む
の
で
あ

る
。（
一
二
五
、一
二
六
）

『
御
抄
』
に
、
以
山
為
水
、
以
水
為
山
（
の
）
道
理
な
る
べ
し
、
と
あ
り
、
山
水
各
別
の
凡
見
を
打
破
し
て
あ
る
の

は
、
ま
こ
と
に
親
切
で
あ
る
と
お
も
う
。『
啓
迪
』
も
こ
れ
に
倣
っ
て
い
る
。（
一
二
七
）

も
し
、
画
家
が
い
て
、
山
水
の
い
ま
だ
画
図
を
展
べ
ざ
る
刹
那
を
描
か
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
東
山
と
諸
水
と
の

何
れ
よ
り
、
先
ず
筆
を
そ
め
る
で
あ
ろ
う
か
。（
一
二
八
）

諸
山
く
も
に
の
り
天
を
あ
ゆ
む
、
と
い
う
言
葉
は
ま
こ
と
に
わ
が
身
心
を
朕
兆
未
萌
の
と
こ
ろ
に
汲
引
す
る
。

（
一
三
〇
）

こ
の
宗
風
が
、
お
の
ず
か
ら
諸
山
を
乗
雲
飛
翔
せ
し
め
る
ち
ょ
う
光
前
絶
後
の
文
体
を
現
じ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。（
同
）

も
し
諸
水
涸
れ
る
こ
と
あ
ら
ば
、
こ
れ
を
わ
が
脚
尖
よ
り
躍
出
湧
湧
せ
し
め
ん
。
こ
の
故
に
、
わ
が
水
上
の
運
歩

は
、
し
ば
ら
く
の
間
断
な
く
、
七
縦
八
横
し
て
活
撥
々
で
あ
る
。（
一
三
一
）

不
無
は
「
無
」
の
否
定
で
あ
る
が
、
直
ち
に
「
有
」
と
同
じ
で
は
な
い
。
東
山
の
水
上
行
は
東
山
の
身
心
及
び
脚
尖

を
挙
し
て
行
ず
る
修
証
で
あ
る
が
、
そ
の
「
あ
る
」
は
不
無
で
あ
る
。
…
…
こ
の
不
染
汚
を
、
わ
れ
ら
は
さ
き
に
透
脱

と
呼
ん
だ
。（
一
三
二
）

（
検
討
）

田
中
は
美
文
を
弄
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ
ろ
う
が
、
最
初
に
出
る
「
諸
山
く
も
に
の
り
天
を
あ
ゆ
む
」
は
、
一
三
〇
頁
に

い
わ
れ
る
他
、
全
八
頁
の
解
釈
に
八
回
登
場
す
る
。
す
な
わ
ち
手
を
変
え
品
を
変
え
て
「
古
仏
の
命
脈
の
風
景
に
貫
通
せ
る

姿
」（
一
三
〇
）
な
ど
と
描
写
す
る
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
田
中
の
自
己
満
足
的
詠
嘆
で
あ
っ
て
、
意
味
が
あ
る
と
は

思
え
な
い
。
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『
御
抄
』
が
山
と
水
と
を
格
別
で
は
な
い
と
す
る
こ
と
を
「
ま
こ
と
に
親
切
」
と
評
価
し
て
い
る
が
、
山
と
水
と
格
別
で

は
な
い
、
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
だ
ろ
う
か
。「
諸
水
の
現
成
は
、
東
山
現
成
の
直
下
で
あ
る
。
…
…
東
山
は
そ
の
脚
下
に

諸
水
を
現
成
せ
し
め
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
な
ら
ば
、
山
と
水
は
同
じ
に
な
っ
て
当
然
で
あ
ろ
う
。
も
し
『
御
抄
』
の
い

う
こ
と
が
山
と
水
は
同
じ
と
い
う
こ
と
な
ら
、「
水
の
脚
下
に
山
を
現
成
せ
し
め
る
」
と
な
っ
て
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。

ど
う
も
田
中
は
「
い
ま
だ
画
図
を
展
べ
ざ
る
と
き
」、「
画
図
を
展
べ
ざ
る
刹
那
を
描
か
ん
と
す
る
な
ら
ば
」
と
、
絵
に
描

く
よ
う
な
山
水
を
思
い
浮
か
べ
て
い
る
が
、
山
を
先
に
描
こ
う
が
、
水
を
先
に
描
こ
う
が
、
こ
こ
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。

ま
た
道
元
の
こ
こ
の
描
写
を
「
光
前
絶
後
の
文
体
」「
言
語
宛
轉
無
礙
、
千
古
未
曾
有
の
提
唱
で
あ
る
」
と
い
っ
て
褒
め
て

も
、
ど
こ
が
い
い
の
か
、
言
い
え
な
い
。
そ
れ
は
、「
古
仏
の
命
脈
が
貫
通
」
す
る
な
ど
と
い
う
自
分
の
言
葉
に
酔
っ
て
い

る
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
っ
た
い
、
こ
こ
で
何
を
道
元
は
言
い
た
い
の
か
、「
諸
山
く
も
に
の
り
天
を
あ
ゆ
む
、
と
い
う
言
葉
は
ま
こ
と
に
わ
が

身
心
を
朕
兆
未
萌
の
と
こ
ろ
に
汲
引
す
る
」
と
い
う
が
、「
朕
兆
未
萌
の
と
こ
ろ
」
は
、
け
っ
し
て
言
葉
に
よ
っ
て
汲
引
さ

れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
自
分
が
祇
管
打
坐
を
行
ず
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

〈
諸
山
の
脚
尖
、
よ
く
諸
水
を
行
歩
し
、
諸
水
を
趯
出
せ
し
む
る
〉
に
対
し
て
つ
け
ら
れ
た
解
釈
は
「
諸
水
涸
れ
る
こ
と

あ
ら
ば
、
こ
れ
を
わ
が
脚
尖
よ
り
躍
出
湧
湧
せ
し
め
ん
」
で
あ
る
が
、
い
っ
た
い
諸
水
が
涸
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
東
山

は
あ
ら
ゆ
る
山
で
あ
り
、
そ
の
脚
下
に
あ
ら
ゆ
る
水
が
現
成
す
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
あ
り
得
な
い

仮
定
を
し
た
上
で
い
わ
れ
る
「
わ
が
脚
尖
」「
わ
が
水
上
の
運
歩
」
と
は
、
い
っ
た
い
誰
の
「
わ
が
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
田

中
が
自
分
の
足
の
先
か
ら
水
を
出
す
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
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古
田
『
私
釈
』

諸
山
の
頂
寧
よ
り
修
証
即
不
無
な
り
ま
で
は
、
山
と
水
と
の
不
離
の
関
係
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
山
は
上
に
聳

え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
水
は
下
に
流
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
山
の
行
歩
は
上
っ
た
り
下
っ
た
り
す
る
で
あ
ろ
う

が
水
の
上
の
行
歩
で
あ
る
か
ぎ
り
「
と
も
に
水
上
な
り
」
で
、
山
の
行
歩
は
水
を
離
れ
て
は
あ
り
得
な
い
も
の
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。（
五
四
）

「
修
証
即
不
無
な
り
」
は
『
啓
迪
』
に
率
直
に
「
解
し
に
く
い
、
そ
れ
で
色
々
に
云
ふ
が
、
こ
れ
は
不
染
汚
の
こ
と

と
み
れ
ば
よ
い
」
と
し
、
…
…
や
は
り
「
解
し
に
く
い
」
と
し
て
よ
く
説
明
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
不
染
汚
な
ど

と
い
う
こ
と
の
可
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
箇
所
は
古
来
の
註
釈
者
が
皆
さ
じ
を
投
げ
て
い
る
と
こ
ろ
の
よ
う
で

あ
り
、『
私
記
』
に
し
て
も
…
…
大
体
、
突
然
に
こ
の
よ
う
な
一
句
が
こ
こ
に
あ
る
の
は
お
か
し
い
の
で
あ
り
、
到
底

こ
の
一
句
の
ま
ま
を
前
後
に
関
係
を
つ
け
て
解
釈
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
あ
り
、
私
見
に
よ
れ
ば
「
修
証
即
不
無
な

り
」
は
著
語
の
よ
う
な
か
た
ち
で
道
元
が
書
き
入
れ
た
一
句
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
本
文
に
続
け
て
み
る
べ
き
性

質
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
修
証
即
不
無
の
意
味
は
、
修
証
す
な
わ
ち
無
き
に
あ
ら
ず
と
言
う
こ
と

で
、
東
山
水
上
行
の
活
動
性
は
そ
う
な
る
べ
き
修
証
を
俟
っ
て
は
じ
め
て
可
能
な
の
で
あ
り
、
…
…
修
証
と
い
う
体
験

が
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
件
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
五
五
）

（
検
討
）

最
初
の
部
分
は
山
と
水
と
の
不
離
の
関
係
で
は
あ
ろ
う
が
、
山
の
水
上
の
行
歩
と
は
何
で
あ
る
の
か
、
山
が
上
っ
た
り

下
っ
た
り
す
る
の
だ
ろ
う
か
。「
修
証
即
不
無
な
り
」
に
つ
い
て
『
私
記
』、『
聞
解
』、『
辨
註
』
な
ど
を
批
判
し
て
い
る
。

し
か
し
、
分
か
り
に
く
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
道
元
の
著
語
で
元
来
本
文
に
は
な
か
っ
た
、
と
す
る
の
は
、
解
釈
と
し

て
逸
脱
で
あ
る
。
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安
谷
『
参
究
』

こ
の
ご
文
章
を
表
面
か
ら
み
る
と
、
山
水
の
風
光
を
写
し
得
て
妙
な
り
と
言
い
た
い
が
、
道
元
禅
師
は
画
家
や
詩
人

で
は
な
い
。
仏
祖
道
を
一
身
に
担
い
、
生
命
を
か
け
て
、
こ
れ
を
護
持
し
て
お
ら
れ
る
の
だ
。（
一
〇
七
）

山
と
い
う
て
も
水
と
い
う
て
も
、
朕
兆
未
萌
以
前
の
自
己
の
こ
と
だ
。
そ
の
自
己
を
東
山
と
表
現
し
、
そ
の
自
己
の

行
履
が
自
由
無
碍
で
、
常
に
不
染
汚
の
修
証
で
あ
る
こ
と
を
水
と
示
し
て
い
る
の
だ
。…
…
諸
山
と
は
諸
人
の
こ
と
だ
。

わ
れ
わ
れ
の
こ
と
だ
。
四
六
時
中
、
雲
に
の
り
、
天
を
あ
る
い
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
。
飛
行
機
乗
り
の
こ
と
じ
ゃ
な
い

よ
。
吾
人
の
平
常
底
だ
。（
一
〇
八
）

（
検
討
）

最
初
の
指
摘
は
、
田
中
『
道
元
』
を
褒
め
ち
ぎ
っ
て
き
た
安
谷
も
、
さ
す
が
に
う
ん
ざ
り
し
て
こ
の
よ
う
に
釘
を
刺
し
た

の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
安
谷
の
よ
う
に
み
な
自
己
の
話
と
し
て
し
ま
う
と
、
実
際
の
山
や
水
が
視
界
か
ら
消
え
て
し
ま
う
。
自

己
と
万
法
の
関
わ
り
は
安
谷
師
か
ら
は
見
え
て
こ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
雲
に
の
り
、
天
を
歩
い
て
い
る
と
い
う
が
、
は
た
し

て
そ
の
よ
う
な
こ
と
だ
ろ
う
か
。

森
本
『
花
開
』

こ
の
「
東
山
水
上
行
」
と
い
う
言
葉
は
、
仏
法
の
真
実
そ
の
も
の
を
現
成
さ
せ
て
い
る
力
量
あ
る
仏
祖
の
言
語
表
現

で
あ
る
か
ら
、「
仏
祖
の
骨
髄
な
り
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
諸
水
は
東
山
の
脚
の
下
に
現
成
せ
り
」
と

言
わ
れ
る
の
も
、
す
で
に
「
東
山
」
と
は
個
別
的
な
山
で
は
な
く
、
山
そ
の
も
の
で
あ
り
、
全
宇
宙
で
あ
り
、
全
自
己

で
あ
る
の
だ
か
ら
、「
水
」
も
ま
た
個
別
的
な
も
の
で
は
な
く
、
同
じ
く
全
宇
宙
で
あ
り
、
全
自
己
な
の
で
あ
っ
て
、

「
山
」
と
「
水
」
と
は
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
具
体
的
な
形
態
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
「
山
」
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の
基
盤
に
は
、
不
定
形
的
で
流
動
的
な
「
水
」
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
「
山
」
に
は
自
在
無
礙
な
運
動
が
確
保
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
こ
の
ゆ
へ
に
諸
山
く
も
に
の
り
天
を
あ
ゆ
む
」
と
も
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。（
六
六
、六
七
）

（
検
討
）

「
東
山
」
や
「
水
」
が
、
な
ぜ
「
全
宇
宙
で
あ
り
、
全
自
己
」
な
の
か
。
ま
た
山
が
「
く
も
に
の
り
天
を
あ
ゆ
む
」
の
は
、

山
の
自
在
無
礙
な
運
動
と
い
う
が
、
山
が
ど
う
運
動
す
る
の
だ
ろ
う
。
山
を
「
具
体
的
な
形
態
を
も
つ
も
の
」
と
い
う
が
、

山
も
ま
た
後
に
〈
山
流
〉
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
不
定
形
的
で
流
動
的
で
あ
り
う
る
。

内
山
『
味
わ
う
』

つ
ま
り
こ
こ
に
言
う
山
と
水
は
、
も
は
や
た
ん
に
わ
れ
わ
れ
の
い
う
山
と
水
に
分
別
さ
れ
た
後
の
山
水
で
は
な
い
。

山
と
水
と
分
別
さ
れ
る
以
前
の
、
山
と
水
と
続
い
て
い
る
生
の
実
物
と
し
て
の
山
水
で
す
。
こ
の
よ
う
な
ぶ
っ
つ
づ
き

の
山
水
を
、
既
に
分
別
し
た
わ
れ
わ
れ
の
コ
ト
バ
を
も
っ
て
い
う
な
ら
ば
、
結
局
「
諸
水
は
東
山
の
脚
下
に
現
成
せ

り
」
で
す
。（
八
〇
）

山
と
水
と
二
つ
に
分
か
れ
る
以
前
の
、
ぶ
っ
つ
づ
き
の
生
命
体
。（
八
一
）

い
き
な
り
「
修
証
即
不
無
」
と
出
て
く
る
の
で
ま
た
驚
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
驚
く
の
は
山
も
水
も
そ
れ
こ
そ
世
間

的
な
概
念
と
し
て
、
向
こ
う
側
の
山
と
水
を
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
生
命
実
物
と
し
て
の
山
水
で
あ
る
か
ぎ
り
、
自

心
（
自
己
の
生
命
）
と
万
法
（
山
水
と
い
う
万
法
）
と
分
か
れ
る
以
前
の
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
決
し
て
驚
く
こ
と
は
な
い
。

何
よ
り
自
己
自
身
の
修
証
の
こ
と
な
の
だ
。
…
…
今
、
今
、
ど
こ
ま
で
も
そ
の
ア
タ
マ
を
手
放
し
、
手
放
し
し
て
、
生

命
実
物
に
覚
め
覚
め
し
て
い
く
の
が
修
証
で
す
。（
八
二
）
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（
検
討
）

こ
れ
も
伝
統
的
解
釈
で
あ
る
山
と
水
が
別
で
は
な
い
と
い
う
流
れ
を
う
け
て
自
己
に
帰
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
内

山
の
場
合
は
、
そ
こ
に
坐
禅
の
修
証
を
入
れ
て
い
る
。
だ
が
「
生
命
実
物
」
は
、
や
は
り
概
念
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

【
私
釈
】

ま
ず
、
こ
の
箇
所
を
、
ど
う
区
切
る
か
に
諸
説
が
あ
る
。
特
に
段
落
を
切
る
解
釈
は
少
な
い
が
、
田
中
『
道
元
』
は
こ
こ

か
ら
三
節
と
す
る
。
古
田
『
私
釈
』
も
こ
こ
と
そ
れ
に
続
く
「
水
は
強
弱
に
あ
ら
ず
」
以
下
を
つ
づ
け
て
十
一
段
と
す
る
。

そ
れ
に
対
し
て
［
増
谷
訳
］
は
こ
の
章
全
体
を
「
東
山
水
上
行
の
句
を
論
ず
る
」
と
題
し
て
、
こ
こ
で
終
わ
ら
ず
に
次
の

〈
他
己
の
他
己
を
参
徹
す
る
活
路
を
進
退
す
べ
し
、
跳
出
す
べ
し
〉
ま
で
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
説
は
、
次
に
〈
水

に
強
弱
あ
り
〉
と
ど
う
続
く
の
か
、
そ
こ
に
「
東
山
水
上
行
」
と
の
接
点
が
ま
っ
た
く
な
い
か
ら
、
不
合
理
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
『
思
想
』、『
文
学
大
系
』、『
文
庫
』
は
〈
雲
門
匡
真
大
師
い
は
く
〉
か
ら
こ
こ
ま
で
を
一
続
き
と
す
る
。

［
水
野
訳
］
も
そ
う
で
あ
る
。

私
は
こ
の
『
思
想
』
な
ど
と
同
じ
く
、〈
雲
門
匡
真
大
師
〉
か
ら
こ
こ
ま
で
を
、
東
山
水
上
行
を
め
ぐ
る
一
段
と
す
る
が
、

そ
れ
は
こ
の
章
の
主
題
で
あ
る
東
山
の
参
究
が
、〈
い
ま
現
在
大
宋
国
に
、
杜
撰
の
…
…
〉
が
挿
入
的
に
入
っ
て
い
て
〈
自

然
の
外
道
児
な
り
〉
で
終
わ
り
、
ふ
た
た
び
〈
し
る
べ
し
、
こ
の
東
山
水
上
行
は
〉
と
戻
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
か
ら
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
こ
こ
の
叙
述
と
〈
東
山
水
上
行
〉
の
は
じ
め
の
雲
門
へ
の
言
葉
が
対
応
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
〈
雲
門
い
か
で
か
東
山
の
皮
肉
骨
髄
、
修
証
活
計
に
透
脱
な
ら
ん
〉
と
い
わ
れ
た
〈
東
山
の
皮
肉
骨
髄
〉
が
、

こ
こ
で
は
〈
東
山
水
上
行
は
、
仏
祖
の
骨
髄
〉
と
応
じ
ら
れ
、〈
修
証
活
計
に
透
脱
な
ら
ん
〉
が
、
こ
こ
で
は
〈
修
証
即
不

無
〉
と
応
じ
ら
れ
、
修
証
の
〈
活
計
〉
に
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
〈
運
歩
七
縦
八
横
〉
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
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れ
を
解
釈
の
鍵
と
し
た
い
。

雲
門
は
「
如
何
な
る
か
是
諸
仏
出
身
の
処
」
と
い
う
問
い
の
答
え
と
し
て
「
東
山
水
上
行
」
と
示
し
た
。
そ
れ
は
〈
青
山

常
運
歩
〉
と
同
じ
で
あ
り
、
や
や
静
的
な
洞
察
で
あ
る
が
、
青
山
常
運
歩
の
「
運
歩
」
と
同
様
な
意
味
と
と
っ
た
。
ど
う
い

う
こ
と
か
。

人
は
ふ
つ
う
、
東
山
の
下
、
水
は
行
く
と
見
る
。「
東
山
下
水
行
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
山
と
い
う
も
の
は
動
く
は
ず

が
な
い
、
と
い
う
前
提
が
あ
り
、
ま
た
自
分
自
身
を
動
か
な
い
も
の
と
し
て
、
山
の
側
に
身
を
置
い
て
、
水
を
流
れ
行
く
と

見
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
見
方
と
同
じ
よ
う
な
誤
り
を
《
現
成
公
案
》
で
は
〈
人
、
舟
に
の
り
て
ゆ
く
に
、
目
を
め
ぐ
ら
し

て
き
し
を
み
れ
ば
、
き
し
の
う
つ
る
と
あ
や
ま
る
〉
と
示
す
。
今
の
場
合
と
逆
に
、
自
分
が
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
こ
と
を
動
い
て
い
る
船
に
乗
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
船
に
い
る
自
分
は
動
か
な
い
か
ら
、
自
分
も
船
も
動
か
な
い
と
思
い
、

か
え
っ
て
動
か
な
い
岸
を
動
く
と
錯
覚
す
る
。〈
目
を
し
た
し
く
舟
に
つ
く
れ
ば
、
ふ
ね
の
す
す
む
を
し
る
が
ご
と
く
〉
と

あ
る
よ
う
に
、
実
は
、
自
分
を
載
せ
て
、
自
分
も
船
も
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
譬
え
の
よ
う
に
、
舟
に
乗
っ
て
水
の
側
に
身
を
お
い
て
山
を
見
れ
ば
、
山
が
水
上
を
行
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
列

車
に
乗
っ
て
い
れ
ば
、
山
（
景
色
）
の
方
が
、
飛
び
去
り
、
動
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
岸
は
動
か
な
い
」、「
水

は
動
か
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
動
か
な
い
も
の
は
、
そ
も
そ
も
な
に
も
な
い
。《
都
機
》
で
『
円
覚
経
』
を
引
い

て
〈
い
ま
如
来
道
の
雲
駛
月
運
舟
行
岸
移
は
、
雲
駛
の
と
き
月
運
な
り
、
舟
行
の
と
き
岸
移
な
り
。
い
ふ
宗
旨
は
、
雲
と
月

と
同
時
同
道
し
て
同
歩
同
運
す
る
こ
と
、
始
終
に
あ
ら
ず
、
前
後
に
あ
ら
ず
。
舟
と
岸
と
同
時
同
道
し
て
同
歩
同
運
す
る
こ

と
、
起
止
に
あ
ら
ず
、
流
転
に
あ
ら
ず
〉
と
い
わ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
教
学
で
い
え
ば
「
無
常
」
で
あ
り
、
あ
る
い

は
固
定
し
て
存
在
す
る
も
の
が
何
も
な
い
か
ら
「
空
」
な
の
で
あ
り
、
大
乗
仏
教
の
要
で
も
あ
る
。「
東
山
水
上
行
」
も
、

不
動
の
代
表
と
も
い
え
る
「
山
」
に
対
し
て
「
行
」
と
出
し
て
、
一
切
の
時
々
刻
々
の
現
成
を
表
す
の
で
、
こ
の
句
は
〈
仏
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祖
の
骨
髄
〉
だ
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
〈
仏
祖
の
骨
髄
〉
は
、
さ
ら
に
前
段
の
〈
雲
門
い
か
で
か
東
山
の
皮
肉
骨
髄
、
修
証
活
計
に
透
脱
な
ら
ん
〉
と
重
ね

て
み
る
と
、
雲
門
の
念
慮
で
は
届
い
て
い
な
い
意
味
を
道
元
が
指
摘
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
〈
東
山
水
上
行
〉
は
、

雲
門
が
思
念
し
て
い
た
事
柄
か
ら
離
れ
、
念
慮
を
透
脱
し
た
「
語
句
」
と
し
て
道
元
の
手
中
で
自
在
に
活
き
る
。

道
元
は
山
の
働
き
、
水
の
働
き
、
い
わ
ば
〈
修
証
活
計
〉
を
「
東
山
水
上
行
」
に
見
出
し
て
い
う
。

〈
諸
水
は
東
山
の
脚
の
下
に
現
成
せ
り
〉。〈
諸
水
〉
も
、
す
で
に
静
止
的
に
山
の
麓
に
川
が
在
る
と
前
提
さ
れ
て
い
る
も

の
で
は
な
く
、
東
山
の
脚
の
働
き
の
も
と
に
〈
現
成
〉
す
る
と
い
わ
れ
る
。
山
が
山
と
し
て
の
働
き
を
し
て
い
る
時
、
す

な
わ
ち
山
な
が
ら
の
修
証
の
時
、
そ
の
脚
下
の
水
は
、
山
の
斜
面
に
そ
っ
て
上
昇
気
流
と
な
っ
て
昇
る
。〈
諸
水
の
頂

は

諸
山
な
り
〉
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
山
の
頂
き
に
水
蒸
気
と
し
て
昇
っ
て
行
け
ば
、
山
上
は
冷
涼
で
水
蒸
気
か
ら
雲
を
涌
き

上
が
ら
せ
る
。
そ
の
絶
妙
な
水
の
活
計
活
動
と
山
と
の
関
係
が
〈
諸
山
、
く
も
に
の
り
、
天
を
あ
ゆ
む
〉
と
形
容
さ
れ
て
い

る
。
山
が
雲
に
乗
り
天
を
歩
む
と
い
う
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
描
写
を
し
な
が
ら
、
道
元
の
観
察
眼
は
、〈
向
上
・
直
下
〉
の

水
の
行
歩
に
向
け
ら
れ
る
。

上
昇
し
た
雲
は
、
山
の
頂

で
冷
却
さ
れ
て
雨
と
な
る
。
雨
は
山
肌
を
伝
わ
っ
て
流
れ
、
せ
せ
ら
ぎ
と
な
り
、
小
川
と

な
り
、
や
が
て
大
河
に
そ
そ
ぐ
。〈
諸
山
の
脚
尖
、
よ
く
諸
水
を
行
歩
し
、
諸
水
を
趯
出
せ
し
む
る
〉
の
で
あ
る
。
水
が
流

れ
な
い
山
は
な
く
、
山
に
抱
か
れ
な
い
水
は
な
い
。
砂
漠
に
は
山
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
〈
諸
水
は
東
山
の
脚
の

下
に
現
成
せ
り
〉
と
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
〈
諸
水
の
頂

は
諸
山
な
り
〉
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
ど
ん
な
大
河
で
も
小
川
の
水
も
、
岩
か
ら
湧
き
出
る
水
も

地
下
水
も
、
全
て
山
か
ら
流
れ
出
て
お
り
、
水
の
源
を
遡
っ
た
頂
上
は
、
諸
山
で
あ
る
。〈
諸
水
の
頂

は
諸
山
な
り
〉
と

描
写
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
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山
か
ら
す
れ
ば
〈
向
上
・
直
下
の
行
歩
、
と
も
に
水
上
な
り
〉
と
な
る
。
山
の
働
き
、
活
計
が
元
に
な
っ
て
、
窪
地
に
溜

ま
る
池
、
急
峻
な
崖
の
瀧
、
山
肌
を
流
れ
て
逆
巻
く
川
な
ど
さ
ま
ざ
ま
の
水
を
表
出
す
る
。〈
向
上
〉
は
山
の
上
方
で
あ
り
、

そ
こ
で
も
せ
せ
ら
ぎ
が
あ
り
、
霧
、
雲
が
あ
っ
て
、
そ
の
上
に
山
が
あ
り
、
向
下
と
し
て
山
を
下
っ
て
も
、
山
裾
に
は
必
ず

小
川
や
河
が
あ
っ
て
、
山
は
そ
こ
で
も
水
の
上
を
行
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
山
と
水
の
関
係
は
、
今
日
特
に
重
要
で
あ
る
。
山
は
海
の
故
郷
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
山
か
ら
落
ち
葉
な
ど

の
栄
養
素
を
含
ん
だ
水
が
溪
水
に
な
り
、
小
川
に
な
り
、
や
が
て
海
に
注
ぐ
。
そ
れ
に
よ
っ
て
豊
か
な
漁
場
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
ま
た
屋
久
島
の
よ
う
に
二
千
メ
ー
ト
ル
級
の
山
が
あ
る
と
こ
ろ
は
、
三
百
六
十
六
日
雨
が
降
る
と
い
わ
れ
、
小
さ
な

島
で
も
鬱
蒼
と
し
た
樹
林
を
形
成
し
、
豊
か
な
動
植
物
の
楽
園
と
な
る
。
近
年
の
温
暖
化
で
高
山
の
氷
河
が
溶
け
て
、
冬
の

干
魃
と
春
の
洪
水
と
い
う
大
災
害
が
も
た
ら
さ
れ
、
麓
は
飲
料
水
に
も
困
る
。
あ
ら
ゆ
る
い
の
ち
を
支
え
る
山
と
水
で
あ

り
、
道
元
は
こ
の
霊
妙
な
山
と
水
が
織
り
な
す
い
の
ち
の
仕
組
み
に
気
が
つ
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

宗
門
の
解
釈
は
、
山
と
水
と
を
別
格
で
は
な
く
、
分
か
れ
る
以
前
と
い
う
が
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
か
ら
は
、
山
が
水
を
躍

り
出
さ
せ
る
、
山
の
足
先
が
水
を
歩
む
と
道
元
の
詠
う
山
と
水
の
生
き
生
き
し
た
関
係
は
出
て
こ
な
い
。

雲
門
が
こ
こ
で
批
判
さ
れ
る
の
も
、
雲
門
は
す
っ
き
り
し
た
一
句
に
ま
と
め
て
も
の
を
い
う
が
、
細
や
か
な
自
然
の
描
写

と
い
っ
た
こ
と
に
は
疎
い
。
道
元
は
『
雲
門
広
録
』
は
み
て
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
は
「
山
河
大
地
」
が
十
五
回
も
言

及
さ
れ
、
山
や
水
に
も
「
問
如
何
是
学
人
自
己
。
師
云
。
遊
山
翫
水
」（T

47,545c

）「
這
辺
経
冬
、
那
辺
過
夏
。
好
山
好
水
」

（
同
、547b

）、「
如
何
是
向
上
関
棙
子
。
師
云
、
東
山
西
嶺
青
」（
同
、550c

）
な
ど
が
あ
る
が
、
山
と
水
の
力
働
的
関
係
を
把

捉
す
る
も
の
は
な
い
。
日
常
に
山
と
水
に
親
し
ま
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

道
元
は
、
全
法
界
が
仏
法
の
現
成
で
あ
る
こ
と
を
、
中
国
の
諸
禅
師
の
よ
う
に
静
的
に
示
す
の
で
は
な
く
、
人
間
の
修
証

と
感
応
し
交
響
す
る
、
万
物
の
働
き
と
し
て
捉
え
た
。
そ
こ
に
山
の
修
証
と
い
う
言
表
も
出
て
来
る
。
山
水
の
山
水
な
が
ら
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の
修
証
で
あ
り
、
人
の
あ
り
方
と
万
物
の
あ
り
方
は
深
く
関
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
山
の
働
き
の
〈
七
縦
八
横
〉
は
、
だ

が
、
人
間
の
目
に
は
そ
れ
と
見
え
な
い
。「
修
証
は
即
ち
無
き
に
し
も
あ
ら
ず
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
感
覚
に
は
染
汚

し
な
い
の
で
あ
る
。
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建
仁
寺
両
足
院
蔵
掛
軸
に
見
る
朴
徳
源
と
そ
の
周
辺

岡
部　

良
一

は
じ
め
に

建
仁
寺
両
足
院
に
は
幕
命
に
よ
り
対
馬
に
於
い
て
朝
鮮
外
交
文
書
作
成
に
携
わ
っ
た
五
山
碩
学
以
酊
庵
輪
番
僧
関
係
の
貴

重
な
資
料
が
多
く
残
る
。
そ
の
中
の
朴
徳
源
・
趙
景
安
合
作
掛
軸
は
こ
れ
ま
で
の
二
人
の
認
識
を
覆
し
、
そ
の
所
蔵
文
書
は

輪
番
僧
の
新
た
な
側
面
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。
特
に
朴
徳
源
は
日
本
に
墨
蹟
が
多
く
残
り
、
従
来
朝
鮮
通
信
使
随
員
小
通
事

と
推
定
さ
れ
る
も
詳
細
は
不
明
で
あ
っ
た

⑴
。
そ
こ
で
こ
の
掛
軸
を
元
に
彼
は
通
信
使
と
関
係
な
い
こ
と
を
二
度
に
わ
た
り

発
表
し
た

⑵
。
二
人
は
ど
の
よ
う
な
人
物
か
、
な
ぜ
こ
の
掛
軸
が
両
足
院
に
あ
る
の
か
、
宝
暦
度
か
ら
約
半
世
紀
の
間
に
何

が
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
後
新
し
く
見
つ
か
っ
た
墨
蹟
史
料
と
宗
家
・
両
足
院
等
国
内
で
見
ら
れ
る
文
書
を
軸
に
、
以
酊
庵
僧

の
動
き
と
朝
鮮
書
画
の
流
入
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
の
分
野
に
つ
い
て
、
近
年
池
内
敏
氏
は
韓
国
国
史
編
纂
会
所
蔵
史
料

を
駆
使
し
新
し
い
視
点
で
分
析
さ
れ
て
い
る

⑶
。
お
陰
で
過
去
の
拙
稿
を
見
直
す
機
会
を
得
た
。
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一

朴
徳
源
に
注
目
し
た
切
掛
け
は
、
全
国
の
通
信
使
関
連
の
寺
院
扁
額
調
査
の
際
、
亀
岡
市
金
剛
寺
扁
額
「
金
剛
窟
」（
朴

徳
源
書
）
に
接
し
た
時
で
、
従
来
の
通
信
使
随
行
員
説
に
対
す
る
疑
問
が
生
じ
て
来
た
。
そ
の
理
由
は

①
『
海
槎
日
記
』
等
肝
心
の
各
次
座
目
に
彼
の
名
前
が
無
い
。

②
根
拠
と
さ
れ
た
史
料
を
検
討
す
る
に
い
ず
れ
も
誤
解
と
状
況
証
拠
に
基
づ
く
推
測
で
、
座
目
に
見
え
な
い
理
由
も
示

さ
れ
て
い
な
い
。

③
一
度
の
往
復
道
中
、
多
忙
な
通
信
使
中
官
小
通
事
に
し
て
は
墨
蹟
数
が
多
す
ぎ
る
（
現
在
三
〇
点
確
認
）。

④
金
剛
寺
扁
額
は
為
書
に
「
日
本
国
僊
叟
禅
師
」
と
あ
り
、
他
寺
院
の
朝
鮮
扁
額
と
比
べ
違
和
感
を
覚
え
る

⑷
。

⑤
『
楽
郊
紀
聞
』
巻
十
の
「
同
じ
小
通
事
朴
徳
源
と
い
ふ
も
の
」
に
つ
い
て
は
「
宝
暦
信
聘
の
時
」
に
当
た
ら
な
い
。

等
で
あ
っ
た
。「
小
通
事
」
は
通
信
使
以
外
に
も
対
馬
へ
の
渡
海
訳
官
使
（
以
後
訳
官
使
と
略
称
）
一
行
、
そ
れ
に
東
萊
府
や

倭
館
で
の
下
級
通
訳
と
し
て
も
活
動
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
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そ
ん
な
折
、
右
の
建
仁
寺
両
足
院
蔵
掛
軸
の
存
在
を
知
る

⑸
。
そ
こ
に
は
日
本
人
周
知
の
阿
倍
仲
麻
呂
（
唐
名
晁
衡
）
の
漢

詩
（
朴
徳
源
書
）
と
和
歌
（
趙
景
安
書
）
が
二
人
の
手
で
揮
毫
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
朴
徳
源
と
趙
景
安
が
同
時
代
の
人
と
判

明
し
た
の
で
あ
る
。
旧
稿
で
は
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
訳
官
使
（
問
慰
行
）
の
際
に
対
馬
で
贈
ら
れ
、
時
の
以
酊
庵
僧
の
両

足
院
高
峰
東
晙
が
持
ち
帰
っ
た
も
の
と
推
測
し
た
が
、
新
史
料
の
出
現
に
よ
り
、
そ
れ
以
後
の
訳
官
使
の
際
に
贈
ら
れ
た
と

す
る
方
が
合
理
的
と
考
え
る
に
至
っ
た

⑹
。
と
も
あ
れ
二
人
の
合
作
と
は
非
常
に
珍
し
く
、
徳
源
が
日
本
で
注
目
さ
れ
る
契

機
と
な
っ
た
墨
蹟
で
、
こ
の
二
人
に
つ
い
て
判
明
し
た
こ
と
か
ら
取
り
上
げ
る
。

ま
ず
趙
景
安
で
あ
る
が
、『
訳
科
榜
目
』
の
乾
隆
甲
午
増
廣
（
一
七
七
四
・
安
永
三
年
）
の
及
第
者
十
九
人
の
最
後
に
次
の

記
載
が
見
つ
か
っ
た
。

趙
重
明
、
字
景
安
、
聖
敏
子
、
辛
酉
生
。
本
坡
平
。
倭
学
教
晦
通
政
。

父
の
趙
聖
敏
は
漢
学
、
祖
父
の
趙
時
彬
は
蒙
学
、
曾
祖
父
の
趙
鐡
碩
は
漢
学
と
、
代
々
訳
官
の
家
で
あ
っ
た
。
生
ま
れ

は
辛
酉
、
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）、
及
第
は
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）、
三
十
四
歳
の
時
で
あ
る
。
出
身
地
は
坡
平
（
京
畿
道
坡

州
市
）。
実
名
は
趙
重
明
、
景
安
は
字
で
あ
る
。
最
終
職
官
は
倭
学
教
晦
通
政
、
つ
ま
り
正
三
品
堂
上
官
で
あ
っ
た
。
ま
た

『
宗
家
文
書
』「
総
目
録
」（21-43

）
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
七
月
十
日
条
に
「
堂
上
景
安
趙
僉
知
、
今
病
死
候
段
、
申
出
候

事
」
と
み
え
る
。
前
年
の
「
館
守
日
記
」（83-77

）
寛
政
八
年
丙
辰
（
一
七
九
六
）
五
月
三
日
の
覚
に
「
渡
海
堂
上
官
景
安
趙

僉
知
、
有
故
許
逓
、
其
代
士
正
朴
（
朴
俊
漢
）
僉
知
改
定
事
」
と
あ
り
、
こ
れ
で
対
馬
へ
の
渡
海
直
前
に
急
に
交
代
し
た
理

由
が
病
気
の
た
め
と
判
明
し
た
。
つ
ま
り
彼
の
没
年
は
寛
政
九
年
、
享
年
五
十
七
歳
で
あ
っ
た
。

次
に
朴
徳
源
で
あ
る
が
、
生
年
は
不
明
な
る
も
年
齢
は
景
安
よ
り
十
歳
以
上
若
く
、
恐
ら
く
宝
暦
年
間
（
一
七
五
一
～
六

四
）
の
生
ま
れ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
ま
ず
『
幽
玄
斎
選
・
韓
国
古
書
画
図
録
』（
以
下
『
図
録
』
と
略
称
）
所
収

「
寄
題
・
日
本
大
舎
人
永
井
桂
斎
公
四
友
楼
」「
壬
子
春
（
寛
政
四
年
）
朝
鮮
学
宮
掌
議
朴
徳
源
拝
記
」（N

o.357

）
の
揮
毫
時
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期
は
学
宮
つ
ま
り
成
均
館
の
掌
議
で
、
斎
生
（
学
生
）
の
リ
ー
ダ
ー
掌
議
は
英
祖
四
十
年
（
一
七
六
四
）
五
月
、
三
十
歳
代
と

決
ま
っ
た
こ
と
が
あ
る

⑺
。

ま
た
朴
徳
源
と
交
流
し
懇
意
だ
っ
た
次
の
人
物
か
ら
も
推
測
で
き
る
。

天
瑞
守
選
‥
以
酊
庵
僧
。
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
正
月
十
一
日
生
。『
東
福
寺
誌
』

永
井
光
郷
‥
官
人
。
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
六
月
八
日
生
。『
地
下
家
伝
』
三

小
田
幾
五
郎
‥
通
詞
。
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
生
。『
通
訳
酬
酢
』
序
文

さ
ら
に
両
足
院
蔵
掛
軸
の
落
款
よ
り
新
た
な
事
実
が
判
明
し
た
。
二
人
の
落
款
印
を
比
較
す
る
と
、

朴
徳
源
‥
①
関
防
印
「
明
二
・
明
〻
」、
②
朱
文
印
「
朴
潤
漢
氏
」、
③
白
文
印
「
徳
源
」

 

※
①
の
二
字
目
の
左
上
か
ら
の
線
は
傷
と
思
わ
れ
る
。

趙
景
安
‥
①
関
防
印
「
癡
笑
者
」、
②
白
文
印
「
従
吾
所
好
」（
論
語
・
述
而
篇
）、
③
朱
文
印
「
景
安
」

 

※
①
に
つ
い
て
李
元
植
氏
蔵
短
冊
の
款
署
「
癡
咲
人
」
と
同
意
。
笑
と
咲
は
同
じ
。

と
あ
る
。
趙
景
安
の
落
款
が
一
般
的
様
式
で
あ
る
の
に
対
し
、
朴
徳
源
の
関
防
印
は
「
明
〻
」、
意
味
は
心
に
わ
だ
か
ま
り

の
無
い
さ
ま
を
い
う
。
こ
の
印
は
前
出
の
壬
子
（
寛
政
四
年
）「
寄
題
」
に
も
使
用
さ
れ
、
そ
の
白
文
印
は
「
朴
生
之
印
」
と

あ
る
。
対
し
て
掛
軸
は
「
朴
潤
漢
氏
」、
こ
れ
が
実
名
だ
と
あ
ま
り
使
用
さ
れ
な
い
例
で
あ
る
。
②
③
の
白
朱
が
逆
で
し
か

も
関
防
印
に
傷
と
あ
れ
ば
慌
て
て
準
備
し
た
落
款
印
と
思
え
る
。
恐
ら
く
成
均
館
入
学
当
時
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
二

人
は
上
司
（
景
安
）
と
部
下
（
徳
源
）
の
関
係
で
、
共
に
文
字
に
勢
い
が
あ
り
若
々
し
く
感
じ
る
。
ま
た
『
通
訳
酬
酢
』「
六
．

浮
説
の
部
」
に
よ
る
と
、
東
萊
府
の
訳
官
た
ち
の
間
で
阿
倍
仲
麻
呂
の
詩
歌
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。
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二

趙
景
安
は
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
及
第
後
、
倭
学
訳
官
と
し
て
任
官
、
一
般
判
事
（
通
訳
）
と
し
て
安
永
九
年
の
訳
官
使

に
随
行
し
た
と
考
え
る

⑻
。『
宗
家
文
書
』
を
検
索
す
る
と
、「
大
差
使
差
備
官
（
応
接
担
当
官
）」
を
経
て
「
別
差
判
事
」「
監

董
官
堂
下
判
事
」
と
な
る
。
そ
の
後
主
簿
に
昇
進
。「
堂
下
別
差
主
簿
」「
裁
判
差
備
官
主
簿
」「
訓
導
主
簿
」
を
経
て
堂
上

官
と
な
る
。
別
差
に
は
一
年
ず
つ
二
度
（
天
明
三
年
と
天
明
七
年
〈
一
七
八
三
、一
七
八
七
〉）、
訓
導
は
二
年
間
（
寛
政
二
年
～
四

年
）
務
め
て
か
ら
堂
上
僉
知
（
寛
政
五
年
）
に
昇
進
し
て
い
る
。
訳
官
使
堂
上
官
任
命
は
寛
政
七
年
で
あ
っ
た
。

一
般
的
に
訓
導
と
別
差
は
「
両
訳
」
と
呼
ば
れ
、
多
く
の
訳
官
や
小
通
事
の
上
司
と
し
て
、
東
萊
府
に
い
て
毎
年
の
八
送

使
な
ど
の
倭
館
業
務
を
指
揮
監
督
し
て
い
た
。
な
お
訳
官
使
と
景
安
と
の
関
係
だ
が
、
天
明
三
年
は
「
別
差
判
事
」、
天
明

七
年
は
「
別
差
主
簿
」
で
、
渡
海
せ
ず
釜
山
に
て
倭
館
業
務
を
行
っ
て
い
た

⑼
。

趙
景
安
の
訓
導
時
期
は
、
幕
府
が
通
信
使
を
易
地
聘
礼
に
変
更
交
渉
を
始
め
る
時
で
、
そ
の
生
々
し
い
記
録
が
『
建
仁
寺

両
足
院
以
酊
庵
関
係
資
料
』（
以
下
『
両
足
院
資
料
』
と
略
称
）
に
私
信
の
写
「
密
件
」
と
し
て
残
る

⑽
。
内
容
は
交
渉
相
手
の

東
莱
府
使
が
尹
弼
秉
に
交
替
、
そ
の
対
応
や
情
報
交
換
が
釜
山
の
議
聘
参
判
使
平
田
隼
人
と
家
老
大
森
繁
右
衛
門
の
間
で
行

わ
れ
る
。
朝
鮮
側
折
衝
は
訓
導
（
趙
景
安
）
と
別
差
（
朴
景
和
）
と
な
る
が
、
彼
ら
は
日
本
側
の
期
待
に
動
く
も
の
の
朝
鮮
側

上
司
の
反
発
を
招
き
、
寛
政
四
年
七
月
と
八
月
に
訓
導
・
別
差
・
小
通
事
は
二
度
も
杖
罪
を
受
け
、
景
安
は
体
調
を
崩
し
交

代
す
る
。
杖
罪
の
理
由
は
勝
手
に
日
本
側
に
立
ち
業
務
怠
慢
行
為
と
咎
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
『
辺
例
集
要
』

に
も
見
え
る
が
、
そ
の
後
彼
は
堂
上
官
に
昇
進
し
て
い
る
か
ら
こ
の
件
は
不
問
に
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
後
易
地
聘
礼
交

渉
は
延
々
と
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
ま
で
続
く
。

景
安
は
対
馬
藩
の
信
頼
を
得
て
い
た
訳
官
で
、
次
は
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
閏
正
月
九
日
条
（「
毎
日
記
」420-75

）
の
彼
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の
誠
実
な
人
柄
が
窺
え
る
逸
話
で
あ
る
。

別
差
景
安
趙
判
事
よ
り
、
私
儀
（
景
安
）
明
日
役
義
交
代
仕
筈
に
御
座
候
。
誠
に
在
役
中
偏
に
御
心
添
を
以
、
諸
事
順

便
に
御
差
図
被
下
候
故
無
滞
交
代
仕
り
、
別
て
忝
仕
合
奉
存
候
段
、
挨
拶
丁
寧
に
申
出
候
付
返
答
良
ク
取
繕
申
遣
ス
。

ま
た
両
国
通
訳
は
交
代
時
、
餞
別
と
し
て
互
い
に
短
簡
を
交
換
し
て
い
る
。
次
は
同
年
閏
正
月
十
一
日
条
（「
毎
日
記
」

420-76
）
の
日
本
側
か
ら
の
記
録
だ
が
、
当
然
返
礼
物
も
あ
っ
た
。

拙
者
（
館
守
幾
度
主
膳
）
近
々
帰
国
に
付
相
祝
例
の
通
、
出
船
音
物
真
文
短
簡
相
添
東
萊
釜
山
え
。
右
同
断
に
付
、（
略
）、

其
外
下
り
合
判
事
景
安
趙
判
事
、
君
剛
金
主
簿
、
士
剛
鄭
僉
正
え
和
文
短
簡
相
添
出
船
、
音
物
近
日
送
り
遣
ス
筈
也
。

管
見
に
及
ん
だ
趙
景
安
の
墨
蹟
は
次
の
通
り
。
こ
れ
ら
の
和
歌
、
俳
句
、
漢
詩
は
短
冊
や
色
紙
が
多
い
こ
と
か
ら
倭
館
で

の
日
本
人
通
詞
と
の
交
流
時
の
墨
蹟
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
や
が
て
日
本
に
広
が
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

〈
和
歌
〉さ

き
ぬ
と
ハ　

泊い
は

て
の
里
の　

い
は
ね
と
も　

よ
そ
ま
て
し
る
る　

匂
ふ
梅
が
え

                                                                               
      

※
狩
野
正
栄
（
至
信
）水
墨
画
に
貼
付
色
紙
（
私
蔵
）

秋
は
な
お　

ゆ
う
ま
く
れ
こ
そ　

堂た

た々

な
ら
ね　

荻
の
う
は
か
せ
（
上
風
）　

萩
の
し
た
（
下
）
露

 
  

 
            

   

※
『
和
漢
朗
詠
集
』「
秋
興
」
よ
り
藤
原
義
孝
の
歌

〈
俳
句
〉父

に
似
て　

子
の
這は

い

か
か
る　

案か

山か

子し

か
な                    

            

※
款
署
は
「
癡
咲
人
」（
扇
面
俳
句
）

萍う
き
く
さや　

今
朝
は
あ
ち
ら
の　

岸
に
咲                                                                                                                                   

※
中
川
乙
由
作
。『
麦
林
集
』巻
二
夏
の
部
「
夏
草
」よ
り

⑾

青
柳
も　

手
を
伸
し
て
や　

水
の
月

                                                                             

　
　
　
　
　
　
　
　

※
以
上
四
点
、李
元
植
『
朝
鮮
通
信
使
の
研
究
』よ
り
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〈
漢
詩
〉

「
携
幼
入
室
、
有
酒
盈
樽
」「
朝
鮮　

趙
景
安
」                                                                                             

※
陶
淵
明
「
帰
去
来
辞
」
よ
り
抜
粋
。
一
行
書
（
私
蔵
）

「
人
生
待
足
何
時
足
、
未
老
得
閑
方
是
閑
」「
朝
鮮 

趙
景
安
」                          

※
陳
継
儒
『
小
窓
幽
記
』
よ
り
。
二
行
書
（
私
蔵
）

三

一
方
朴
徳
源
で
あ
る
が
「
裁
判
記
録
」（167-75

）
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
二
月
廿
四
日
条
に
以
酊
庵
客
館
に
て

今
日
和
尚
（
東
福
寺
熈
陽
龍
育
）
御
詩
作
御
持
参
に
て
御
直
に
訳
使
へ
御
渡
。
尤
拙
者
訳
官
奉
行
え
御
挨
拶
有
之
、
訳
使

よ
り
通
詞
中
を
以
相
応
に
御
挨
拶
申
上
、
此
節
上
官
の
内
、
朴
徳
源
と
申
物
書
き
参
り
居
候
付
、
和
尚
御
対
面
被
成
度

御
挨
拶
有
之
候
付
、
訳
官
奉
行
申
談
御
行
規
人
へ
も
相
達
御
対
面
有
之
、
是
よ
り
亦
御
詩
作
御
持
参
に
て
御
遣
被
成
候

付
、
相
応
御
挨
拶
申
上
引
退
御
帰
後
、
右
御
詩
作
訳
官
奉
行
へ
差
出
候
様
に
通
詞
中
へ
相
達
置
ク
。

と
あ
り
、
対
馬
へ
の
渡
海
が
確
認
さ
れ
た
。

こ
の
時
の
渡
海
人
員
は
「
館
守
日
記
」（57-54
）
天
明
七
年
十
一
月
廿
三
日
条
に

訳
官
‥
二
人
（
李
聖
欽
・
丁
老
卿
）、
上
官
‥
廿
五
人
、
中
官
‥
廿
五
人
、
下
官
‥
十
三
人
、
都
合
訳
使
共
六
十
五
人
。

と
あ
る
。
そ
の
内
訳
は
、『
増
正
交
隣
志
』
巻
六
「
問
慰
行
」
に

堂
上
官
一
員
・
堂
下
官
一
員
（
以
上
倭
人
称
上
上
官
）
軍
官
十
人
、
伴
倘
・
随
陪
各
二
人
。
船
将
・
都
訓
導
・
書
契
色

（
職
）
各
一
人
、（
以
上
上
官
）
小
童
四
名
、
小
通
事
四
名
（
居
首
一
名
陞
上
官
）、
禮
単
色
・
厨
房
色
・
盤
纏
色
・
戸
房

色
・
及
唱
砲
手
各
二
名
、
使
令
四
名
、
吹
手
六
名
、
旗
手
四
名
、
沙
工
・
潦
手
・
水
尺
各
一
名
。
奴
子
五
名
。（
以
上

中
官
）。
格
軍
三
十
名
（
以
上
下
官
）。
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と
見
え
る
こ
と
が
参
考
に
な
る
。
朴
徳
源
は
小
通
事
な
が
ら
四
名
の
首
と
し
て
上
官
と
な
り
、
達
筆
で
あ
っ
た
た
め
、
書
契

色
（
職
）
も
務
め
て
い
た
。
次
回
寛
政
八
年
以
後
の
訳
官
疑
獄
事
件
で
、
彼
は
「
偽
造
契
書
」
の
罪
と
な
る
が
、
天
明
八
年

の
経
験
を
買
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
書
契
職
は
毎
度
訳
官
使
に
上
官
と
し
て
随
行
し
て
い
る
。「
物
書
き
」
の
表
現
に
は

書
家
と
書
契
職
の
二
つ
の
意
味
が
含
ま
れ
よ
う
。

ま
た
「
分
類
事
考
」
十
六
番
「
死
刑
」（18-24

）
文
化
二
年
乙
丑
（
一
八
〇
五
）
九
月
六
日
条
に

講
定
官
敬
天
玄
僉
知
・
訓
導
陽
元
玄
判
官
、
入
来
申
聞
候
は
、
子
細
有
之
、
伯
玉
崔
同
知
・
華
彦
崔
同
知
・
金
聖
印
・

朴
徳
源
、
際
門
内
に
於
て
刑
罪
に
行
候
段
、
相
届
候
事
。（「
総
目
録
」24-22

、
同
文
）

と
あ
り
、
死
亡
時
期
が
確
定
し
た
。『
訳
科
榜
目
』
で
確
認
す
る
と
、
伯
玉
崔
は
字
で
、
実
名
は
崔
瓘
、
初
名
が
崔
𪻣
。
時

に
四
十
六
歳
。
華
彦
崔
も
字
で
実
名
は
崔
國
禎
、
時
に
五
十
一
歳
。
と
も
に
倭
学
訳
官
で
あ
る
。

一
方
『
辺
例
集
要
』
巻
十
四
「
雑
犯
」
の

乙
丑
（
一
八
〇
五
）
八
月
、（
略
）
偽
造
書
契
之
崔
𪻣
、
崔
國
禎
、
写
書
契
之
朴
潤
漢
、
刻
図
署
之
金
漢
謨
、
令
按
覈
使
、

與
東
萊
府
使
、
大
張
軍
威
、
彼
人
所
見
處
、
梟
首
於
館
門
外
。

九
月
初
六
日
午
時
。
同
罪
人
四
名
、
草
粱
前
路
、
並
梟
示
。

と
比
較
す
る
と
、
朴
徳
源
の
実
名
は
朴
潤
漢
、
金
聖
印
は
金
漢
謨
と
判
明
す
る
。
両
足
院
掛
軸
の
落
款
印
は
実
名
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
同
一
事
件
を
日
本
側
史
料
は
字
で
、
朝
鮮
側
史
料
は
実
名
で
記
録
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
辺
例
集
要
』
に
「
書
給
本
府
居
朴
潤
漢
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
朴
潤
漢
つ
ま
り
朴
徳
源
は
東
萊
府
に
居
生
し
た
書
生
と

判
明
す
る
。『
増
正
交
隣
志
』
巻
三
「
率
属
」
に
よ
る
と
、
小
通
事
は
、
三
十
名
の
定
員
で
倭
館
の
業
務
を
担
当
す
る
小
童

（
三
十
名
）
と
館
直
（
三
十
名
）
の
中
か
ら
順
番
に
選
抜
し
て
、
首
通
事
・
陪
通
事
・
書
記
通
事
な
ど
十
七
の
部
署
に
分
か
れ
、

訓
導
と
別
差
の
業
務
を
補
佐
し
、
倭
館
関
係
の
文
書
整
理
、
諸
物
品
、
交
易
品
の
管
理
、
倭
船
出
入
な
ど
の
通
訳
を
担
当
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す
る
「
倭
学
生
徒
」
と
分
か
る
。『
訳
科
榜
目
』
に
名
が
無
い
こ
と
か
ら
彼
は
何
度
も
登
用
試
験
に
臨
む
も
及
第
せ
ず
、
事

件
に
巻
き
込
ま
れ
生
涯
を
終
え
た
小
通
事
で
あ
っ
た
。
ま
た
実
名
の
朴
潤
漢
か
ら
事
件
の
首
謀
者
朴
俊
漢
（
士
正
）
と
同
族

（
本
密
陽
）
と
思
わ
れ
、
や
む
な
く
加
担
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
処
刑
は
厳
し
く
、
四
人
は
晒
し
首
で
あ
っ
た
。

な
お
朴
徳
源
は
小
通
事
で
も
特
別
扱
い
で
、
寛
政
九
年
九
月
二
十
日
（「
館
守
日
記
」91-83

）
や
寛
政
十
年
三
月
十
三
日
（
同

94-17

）
に
は
館
守
戸
田
頼
母
が
小
田
幾
五
郎
な
ど
日
本
通
詞
と
の
宴
席
に
親
し
く
彼
を
招
い
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
朴
徳
源

を
「
兼
て
存
居
候
人
」
と
評
し
て
、
易
地
聘
礼
実
現
に
向
け
て
、
寛
政
八
年
以
後
の
朴
士
正
（
朴
俊
漢
）
指
示
に
よ
る
偽
造

書
契
協
力
へ
の
供
応
の
意
味
も
あ
っ
た
。
処
刑
関
係
者
は
対
馬
藩
と
協
力
し
、
通
信
使
易
地
聘
礼
推
進
派
で
あ
っ
た
。

四

次
い
で
朴
徳
源
に
関
す
る
他
史
料
を
検
討
す
る
。
ま
ず
「
館
守
日
記
」
寛
政
八
年
十
一
月
七
日
条
（86-62

）
に
萬
松
使
船

に
託
し
た
出
来
事
と
し
て

東
向
寺
禅
蔵
主
（
司
）
事
、
当
春
（
四
月
十
二
日
）
渡
り
の
節
、
以
酊
庵
一
老
（
東
福
寺
霊
雲
院
・
天
瑞
守
選
）
よ
り
詩
作

言
伝
り
（
朴
）
徳
源
え
相
渡
候
処
、
其
後
和
韻
入
来
、
此
方
（
館
守
戸
田
頼
母
）
え
差
出
付
、
朝
鮮
方
頭
役
方
え
書
状
相

添
、
小
茂
田
重
左
衛
門
え
相
渡
差
越
候
事
。（「
総
目
録
」21-79

で
確
認
）

と
あ
る
事
実
は
、
以
酊
庵
僧
天
瑞
守
選
と
朴
徳
源
の
私
的
交
流
を
表
し
て
い
る
。
二
人
の
交
流
は
そ
の
後
享
和
三
年

（
一
八
〇
三
）
四
月
、
以
酊
庵
再
住
と
な
っ
た
守
選
の
舞
鶴
市
海
臨
寺
扁
額
「
北
丹
禅
窟
」「
甲
子
（
文
化
元
年
）
仲
秋
上
澣
朝

鮮
朴
徳
源
書
」（
裏
に
「
本
嶠
惠
山
霊
雲
選
大
和
尚
、
対
州
帰
洛
御
贈
恵
」
と
刻
字
）
の
揮
毫
依
頼
に
結
び
付
く
。

同
様
な
動
き
は
再
住
の
東
福
寺
熈
陽
龍
育
に
も
見
ら
れ
、
寛
政
十
二
年
二
月
十
七
日
に
は
「
和
扇
・
唐
紙
類
に
は
注
文
書
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の
通
、
朴
徳
源
え
書
為
致
候
様
」
と
わ
ざ
わ
ざ
彼
を
指
名
し
て
注
文
し
て
い
る

⑿
。
つ
ま
り
東
福
寺
で
は
天
明
八
年
の
熈
陽

龍
育
以
来
、
朴
徳
源
の
評
価
は
高
か
っ
た
。
寛
政
七
年
の
天
瑞
守
選
、
寛
政
十
一
年
の
熈
陽
龍
育
再
住
、
享
和
三
年
の
天
瑞

守
選
再
住
、
文
化
八
年
の
月
耕
玄
宜
へ
と
続
く
。

こ
の
間
に
天
龍
寺
の
象
田
周
耕
も
輪
番
を
二
度
務
め
、
い
ず
れ
も
朴
徳
源
と
交
流
の
跡
を
残
し
て
い
る
。
寛
政
四
年
春
永

井
桂
斎
（
皆
川
淇
園
の
弟
子
）
へ
の
書
簡
「
寄
題
」
や
、
亀
岡
市
金
剛
寺
扁
額
（
住
持
の
僊
叟
は
天
明
六
年
に
就
任
）
も
彼
が
関
係

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る

⒀
。
更
に
文
化
六
年
の
訳
官
使
堂
下
官
で
あ
り
、
文
化
八
年
の
通
信
使
上
判
事
で
知
ら
れ
る
卞
文
圭

（
字
玉
汝
、
号
梅
軒
・
乙
酉
生
）
も
倭
学
訳
官
で
丹
後
峰
山
の
全
性
寺
と
長
安
寺
に
扁
額
が
残
る
が
、
文
圭
の
及
第
は
享
和
元
年

（
一
八
〇
一
）（『
訳
科
榜
目
』）、
同
三
年
に
は
差
備
官
と
し
て
倭
館
に
出
入
り
し
て
い
た
（「
館
守
日
記
」116-63

）。
当
然
二
度
の

対
馬
渡
海
前
に
も
朴
徳
源
や
以
酊
庵
僧
の
動
向
を
知
っ
て
お
り
、
彼
の
墨
蹟
の
流
れ
も
再
住
象
田
周
耕
が
関
係
し
た
可
能
性

が
高
い
。
こ
れ
ら
三
寺
院
と
も
天
龍
寺
派
に
属
す
る
か
ら
だ
。

次
に
最
近
片
山
真
理
子
氏
に
よ
り
、
新
た
な
史
料
・
香
川
県
観
音
寺
市
興
昌
寺
の
金
屏
風
か
ら
朴
徳
源
の
俳
句
二
句
、
和

歌
二
首
が
確
認
さ
れ
た

⒁
。
こ
の
屏
風
に
は
文
化
度
聘
礼
使
節
一
行
の
詩
文
が
大
半
で
、
五
十
七
枚
が
貼
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
中
の
次
の
四
点
が
朴
徳
源 

（
号
聾
窩
） 
の
墨
蹟
で
あ
る
。

14 

昨
日
ま
て　

目
の
眩ま

ふ　

池い
け

の　

若
葉
か
な 

朝
鮮
聾
窩　
（
朱
文
方
印
）
悳
源
（
短
冊
）

19 

散ち
る

華は
な

を　

う
け
て
開
く
や　

さ
く
ら
草 

朝
鮮
聾
窩　
（
朱
文
方
印
）
悳
源
（
短
冊
）

29 

お
も
ふ
こ
と　

な
と
問
人
の　

な
か
る
ら
む　

あ
ふ
け
は
空
に　

月
そ
さ
や
け
き 

朝
鮮
聾
窩　
（
朱
文
方
印
）
悳
源
（
紙
本
）『
新
古
今
和
歌
集
』慈
円
よ
り

46 

そ
な
た
そ
と　

さ
す
か
呻

う
な
る

枝え
た

と
な
る　

野
は
ら
の
す
え
の　

小さ

牡を

鹿し
か

の
聲

朝
鮮
聾
窩　
（
朱
文
方
印
）
悳
源
（
紙
本
）
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い
ず
れ
も
も
の
寂
し
い
感
じ
で
、
従
来
の
も
の
と
雰
囲
気
が
異
な
る

⒂
。
こ
の
屏
風
は
文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
と
天
保
八

年
（
一
八
三
七
）
の
二
度
以
酊
庵
輪
番
僧
を
務
め
た
東
福
寺
・
願
海
守
航
が
、
母
の
墓
が
あ
る
興
昌
寺
に
寄
進
し
た
も
の
で

あ
る
。
同
屏
風
に
貼
ら
れ
た
母
の
「
寿
」
か
ら
、
母
の
法
事
と
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
時
期
は
不
明
と
い
う
。
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願
海
守
航
の
師
匠
に
あ
た
る
天
瑞
守
選
は
享
和
三
年
四
月
か
ら
文
化
二
年
四
月
ま
で
二
度
目
の
以
酊
庵
僧
を
務
め
、
朴
徳

源
と
は
旧
知
の
仲
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
時
期
、
朴
徳
源
に
と
っ
て
懇
意
で
あ
っ
た
上
司
が
次
々
と
病
死
・
失
脚
と
悲
運

な
出
来
事
が
続
い
て
い
た
。
寛
政
八
年
の
訳
官
使
朴
士
正
（
俊
漢
）
は
す
で
に
亡
く
（
寛
政
十
一
年
正
月
病
死
）、
そ
の
後
享
和
三

年
五
月
に
は
崔
伯
玉
（
𪻣
）
が
人
参
交
易
を
め
ぐ
る
役
務
怠
慢
で
全
羅
道
へ
配
流
、
翌
文
化
元
年
十
二
月
に
は
か
つ
て
の
訓

導
・
朴
景
和
（
致
儉
）
が
五
十
二
歳
で
病
死
、
崔
華
彦
（
國
禎
）
も
役
務
怠
慢
で
文
化
二
年
五
月
に
咸
鏡
道
へ
配
流
と
続
く

⒃
。

や
が
て
訳
官
疑
獄
事
件
が
明
る
み
に
な
り
、
朴
徳
源
ら
四
人
の
処
刑
は
文
化
二
年
九
月
六
日
。
前
掲
四
点
は
同
じ
落
款
印

で
、
ど
れ
も
事
件
の
風
評
が
流
れ
て
い
た
頃
と
思
わ
れ
る
。

願
海
守
航
は
月
耕
玄
宜
の
伴
僧
と
し
て
文
化
八
年
の
対
馬
聘
礼
に
初
め
て
参
加

⒄
。
つ
ま
り
願
海
と
朴
徳
源
と
の
直
接
の

交
流
は
無
く
文
化
度
聘
礼
の
際
に
初
め
て
多
く
の
使
節
団
と
詩
文
応
酬
を
行
っ
て
い
る
。『
東
福
寺
誌
』
に
よ
れ
ば
東
福
寺

二
六
九
世
と
な
っ
た
天
瑞
守
選
は
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
九
月
に
死
去
。
朴
徳
源
か
ら
天
瑞
守
選
へ
贈
ら
れ
た
俳
句
や
和

歌
が
、
文
化
聘
礼
後
に
守
選
か
ら
願
海
へ
と
渡
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
期
は
明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
没
の
願
海
母

五
十
回
忌
が
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
に
当
た
る
の
で
そ
の
前
と
考
え
る
。
徳
源
の
墨
蹟
は
今
後
も
見
つ
か
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
海
臨
寺
扁
額
「
北
丹
禅
窟
」
の
二
つ
あ
る
落
款
印
の
う
ち
、
下
が
「
悳
（
徳
）
源
」
に
対
し
、
上
の
一
字
目
は
聾
の

籀
文
文
字
、
二
字
目
は
窩
の
仮
借
文
字
・
薖
の
篆
書
体
で
あ
る

⒅
。
こ
の
「
聾
薖
（
窩
）」
と
李
元
植
氏
蔵
掛
軸
「
淇
園
」
の

落
款
は
同
じ
で
他
に
は
見
え
ず
、
こ
れ
で
そ
の
年
代
は
文
化
元
年
頃
と
判
明
、
す
る
と
皆
川
淇
園
を
意
味
し
、
そ
の
門
人
の

注
文
と
思
わ
れ
る
が
経
緯
は
不
明
で
あ
る
。

更
に
徳
源
の
詩
句
印
（
遊
印
）
も
次
の
二
種
類
の
十
四
文
字
印
を
確
認
し
た
。

①
「
淡
如
秋
水
閑
中
味
、
和
似
春
風
静
後
功
」（
明
・
呉
与
弼
）。『
図
録
』（N

o.354

）「
酌
酒
会
臨
泉
水
」（
王
維
）
詩
。

②
「
是
非
不
入
東
風
耳
、
花
落
華
開
只
読
書
」（
清
・
陳
洪
綬
）。
私
蔵
「
白
璧
酬
知
己
」「
黄
金
謝
故
人
」（
楊
炯
）
詩
。
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い
ず
れ
も
書
家
の
題
材
と
し
て
有
名
。
使
用
時
期
は
不
明
だ
が
、
当
時
の
彼
の
心
境
を
表
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
徳
源
・
景
安
の
墨
蹟
の
中
に
は
日
本
人
の
和
歌
（『
古
今
集
』・『
新
古
今
集
』・『
和
漢
朗
詠
集
』）
や
俳
句
（『
麦
林
集
』）
が

見
え
る
。
こ
れ
は
注
文
の
結
果
か
学
習
の
痕
跡
か
判
明
し
な
い
が
、
日
本
文
化
に
精
通
し
て
い
た
証
と
な
ろ
う
。

五

注
目
す
べ
き
は
大
量
の
朝
鮮
書
画
の
流
入
は
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
七
月
十
八
日
条
の
館
守
戸
田
頼
母
に
よ
る
次
の
通

達
（「
裁
判
記
録
」169-16
）
が
契
機
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

朝
鮮
人
書
画
取
帰
の
儀
、
以
前
よ
り
御
制
止
有
之
候
処
、
以
来
左
の
通
、
取
帰
御
免
被
仰
付
儀
候
段
、
館
守
よ
り
為
知

手
紙
来
ル
。
朝
鮮
人
書
、
同
画
、
参
拾
枚
宛
。

こ
の
背
景
に
は
前
年
六
月
の
松
平
定
信
に
よ
る
通
信
使
延
聘
交
渉
開
始
が
あ
る
。
当
時
通
信
使
来
聘
を
期
待
し
、
朝
鮮
人

書
画
を
求
め
る
日
本
人
が
多
か
っ
た
か
ら
で
延
期
に
伴
う
措
置
で
あ
ろ
う
。
相
当
量
の
朝
鮮
書
画
が
日
本
に
流
入
し
た
と

思
わ
れ
、
朴
徳
源
の
遺
墨
の
多
く
も
こ
の
通
達
以
後
の
も
の
と
考
え
る
。
扇
面
詩
の
吉
村
周
圭
に
つ
い
て

⒆ 

『
大
阪
人
物
誌
』

は
「
寛
政
頃
の
人
」
と
す
る
が
整
合
し
て
お
り
、
他
の
墨
蹟
の
揮
毫
時
期
も
合
理
的
に
説
明
が
つ
く
。

『
宗
家
文
書
』
に
見
る
朝
鮮
書
画
流
入
の
一
端
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

★
「
総
目
録
」（17-27

）。
寛
政
三
年
二
月
十
八
日
条
。（
以
酊
庵
僧
‥
天
龍
寺
象
田
周
耕
）「
以
酊
庵
御
用
の
品
、
御
目
付
封

印
の
儀
、
御
代
官
方
よ
り
申
出
、
及
差
図
の
事
。」

★
「
館
守
日
記
」（69-22

）。
寛
政
五
年
四
月
廿
一
日
条
。（
建
仁
寺
環
中
玄
諦
）「
以
酊
（
庵
）
和
尚
よ
り
御
注
文
の
朝
鮮
人

書
差
越
事
」
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以
下
、
同
内
容
の
以
酊
庵
関
係
を
列
記
す
る
。

★
「
館
守
日
記
」（73-16

）。 

寛
政
六
年
五
月
八
日
条
。 

（
建
仁
寺
環
中
玄
諦
）

★
「
分
類
事
考
」（14-13

）。 

寛
政
七
年
三
月
十
三
日
条
。（
建
仁
寺
環
中
玄
諦
）

★
「
館
守
日
記
」（87-47

）。 

寛
政
九
年
二
月
十
四
日
条
。（
東
福
寺
天
瑞
守
選
）

★
「
館
守
日
記
」（94-74

）。 

寛
政
十
年
四
月
十
八
日
条
。（
相
国
寺
松
源
中
奨
）

★
「
館
守
日
記
」（97-47

）。 

寛
政
十
年
十
一
月
八
日
条
。（
相
国
寺
松
源
中
奨
）

★
「
分
類
事
考
」（21-205

）。
享
和
三
年
二
月
十
二
日
条
。（
天
龍
寺
象
田
周
耕
）

な
お
池
内
敏
氏
は
「
御
取
寄
物
」（
韓
国
国
史
編
纂
委
員
会
所
蔵
）
を
詳
し
く
分
析
し
、
右
例
以
外
に
歴
代
以
酊
庵
僧
に
よ
る

書
画
の
注
文
が
数
多
く
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

⒇
。『
両
足
院
資
料
』
を
見
る
と
、
以
酊
庵
と
の
往
来
書
簡
や

回
覧
書
簡
が
多
く
残
り
、
五
山
で
は
多
く
の
情
報
が
共
有
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
以
外
に
特
筆
す
べ
き
は
時
の
老
中
戸
田
采
女
正
氏
教
も
注
文
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
館
守
日
記
」（87-60

）
寛
政

九
年
（
一
七
九
七
）
二
月
十
八
日
条
に
は

戸
田
采
女
正 

（
美
濃
大
垣
七
代
藩
主
氏
教
）
様
公
用
人
よ
り
朝
鮮
人
え
、
詩
歌
為
書
、
朝
鮮
何
々
と
姓
名
数
毎
に
書
、
押

印
等
為
致
取
整
之
儀
注
文
被
申
越
、
色
紙
二
冊
（
内
壱
冊
紙
数
拾
枚
・
内
壱
冊
紙
数
十
九
枚
）
箱
入
に
て
今
度
被
差
越
候

付
、
右
之
趣
を
以
早
々
出
来
候
様
可
被
取
斗
旨
、
御
代
官
方
え
以
手
紙
相
達
。

と
あ
り
、
同
年
五
月
二
日
に
目
的
達
成
（「
総
目
録
」21-96
）
す
る
が
、
わ
ざ
わ
ざ
日
本
か
ら
色
紙
二
冊
を
渡
し
「
詩
歌
為
書
、

朝
鮮
何
々
と
姓
名
数
毎
に
書
、
押
印
等
」
と
細
か
い
注
文
を
出
し
て
い
る
。

ま
た
朴
徳
源
ら
四
人
処
刑
の
前
に
も
「
分
類
事
考
」（14-13

）
文
化
二
年
乙
丑
閏
八
月
廿
九
日
条
に

講
定
使
書
役
土
井
善
治
、
拙
者
（
番
盛
之
介
）
書
役
三
木
田
藤
助
よ
り
願
の
品
に
依
、
朝
鮮
人
書
拾
五
枚
、
画
拾
五
枚
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壱
人
に
右
の
通
ツ
ゝ
被
差
免
。

と
見
え
対
馬
藩
士
も
注
文
し
て
い
た
。
そ
の
後
書
画
の
取
寄
せ
は
一
層
拡
大
し
て
い
く
。
建
仁
寺
永
源
庵
則
堂
通
銓
の
場

合
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
六
月
は
書
画
三
五
〇
枚
、
同
七
年
正
月
は
扇
面
六
十
四
枚
、
唐
紙
三
十
八
枚
（
以
上
画
の
分
）・

同
十
枚
（
書
の
分
）
と
大
量
の
発
注
で
あ
っ
た

㉑
。

六

さ
て
残
さ
れ
た
課
題
は
両
足
院
掛
軸
の
揮
毫
時
期
で
あ
る
。
ま
ず
安
永
九
年
説
見
直
し
の
理
由
は
、
新
史
料
・
天
明
元

年
（
一
七
八
一
）
七
月
二
十
八
日
付
木
村
蒹
葭
堂
宛
の
相
国
寺
梅
荘
顕
常
書
簡

㉒
に
、
こ
れ
ま
で
の
書
画
の
流
入
は
「
国
禁
の

固
厳
と
隣
交
の
不
款
密
と
役
人
輩
の
麁
俗
不
韻
と
に
て
何
事
も
考
事
不
相
通
候
。
扨
又
御
頼
の
書
画
も
一
向
未
着
其
便
候
」

と
、
書
画
に
対
す
る
役
人
の
無
理
解
を
あ
げ
、
続
い
て
「
乍
然
相
頼
遣
候
て
、
一
向
不
相
成
来
候
由
、
先
住
和
尚
（
高
峰
東

晙
）
も
被
申
候
」
と
見
え
、
こ
れ
ま
で
関
係
者
に
頼
む
も
一
向
に
書
画
が
手
に
入
り
に
く
い
こ
と
を
東
晙
自
身
が
述
べ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
次
の
相
国
寺
岱
宗
承
嶽
は
天
明
三
年
訳
官
使
接
待
中
よ
り
病
状
悪
化
、
帰
京
後
に
他
界
。
そ
の
次
の
天
龍

寺
湛
堂
令
椿
は
天
明
五
年
三
月
八
日
に
色
紙
十
枚
を
送
り
書
画
を
注
文
し
て
い
る
が

㉓
、
結
果
は
不
明
、
し
か
も
掛
軸
の
用

紙
は
色
紙
で
は
な
い
。
つ
ま
り
寛
政
元
年
の
解
禁
ま
で
は
以
酊
庵
僧
の
個
人
的
な
取
寄
せ
の
み
で
、
原
則
書
画
の
持
出
は
厳

禁
で
あ
っ
た
。

揮
毫
時
期
は
同
じ
関
防
印
を
持
ち
、
正
規
な
押
印
形
式
に
訂
正
さ
れ
て
い
る
寛
政
四
年
春
筆
「
寄
題
」
以
前
と
な
る
。
該

当
す
る
の
は
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）
十
二
月
か
ら
翌
年
三
月
の
家
治
卒
弔
慰
の
訳
官
使
の
時
で
、
趙
景
安
は
渡
海
し
て
い

な
い
か
ら
そ
の
直
前
で
は
あ
る
ま
い
か
。
同
八
年
二
月
六
日
条
に
は
訳
官
使
二
人
（
李
聖
欽
・
丁
老
卿
）
か
ら
の
音
物
目
録
が
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見
え
る
が
、
堂
下
官
丁
老
卿
（
一
星
）
の
音
物
十
七
品
内
に
「
彩
画
一
張
、
書
本
一
張
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
（「
裁

判
記
録
」167-60

）。
贈
り
先
は
「
奉
呈
・
以
酊
庵
禅
榻
」

㉔
。
こ
の
「
書
本
」
こ
そ
両
足
院
掛
軸
を
指
す
と
考
え
る
。

そ
の
理
由
は
、
天
明
七
年
訳
官
使
の
堂
上
官
が
病
の
た
め
次
々
と
交
替
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
崔
来
儀
か
ら
韓
士
敏

へ
（
八
月
十
三
日
）、
更
に
訓
導
李
聖
欽
を
充
て
る
（
十
一
月
十
六
日
）
と
い
う
非
常
事
態
（「
裁
判
記
録
」165

ｰ
166

）
で
あ
っ
た
。

丁
老
卿
は
こ
の
間
継
続
し
て
渡
海
準
備
の
実
務
者
で
あ
っ
た
た
め
日
本
側
の
要
求
を
熟
知
し
て
い
た
。
彼
は
渡
海
後
の
二
月

九
日
に
音
物
に
対
す
る
返
物
を
日
本
側
に
注
文
し
て
い
る

㉕
が
、
同
様
な
動
き
は
逆
の
形
で
事
前
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
直
前
ま
で
訓
導
で
あ
っ
た
李
聖
欽
（
命
和
）
は
宝
暦
度
通
信
使
の
次
上
通
事
で
も
あ
り
、
日
本
側
の
事
情
に
精
通
し
て

い
て
こ
の
交
代
へ
の
不
安
は
な
か
っ
た

㉖
。「
裁
判
記
録
」（166-26

）
天
明
七
年
十
月
十
四
日
条
に
、
渡
海
訳
堂
上
（
韓
士
敏
）

病
気
に
つ
き
「
訳
使
弔
慰
別
幅
物
、
其
外
御
公
私
御
先
祖
様
御
霊
前
御
備
物
、
且
自
分
音
物
類
、
不
残
持
下
候
段
、
扨
亦
御

書
付
に
て
御
達
被
置
候
」
と
あ
り
、
以
後
音
物
の
総
入
替
え
が
あ
っ
た
と
分
か
る
。
こ
の
「
書
本
」
は
李
聖
欽
の
了
解
の

下
、
別
差
趙
景
安
が
部
下
朴
徳
源
と
揮
毫
し
、
丁
老
卿
か
ら
の
音
物
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
一
項
で
掛
軸
の
落
款
印

か
ら
慌
て
た
様
子
を
指
摘
し
た
が
、
李
聖
欽
が
訳
官
使
に
内
定
（
十
一
月
十
三
日
）
し
て
か
ら
出
帆
（
十
二
月
六
日
）
ま
で
の
短

期
間
に
揮
毫
し
た
と
考
え
れ
ば
整
合
す
る
。
時
に
景
安
四
十
七
歳
、
徳
源
は
三
十
歳
前
後
で
あ
っ
た
。

天
明
八
年
二
月
初
、
以
酊
庵
に
て
墨
蹟
を
拝
見
し
た
熈
陽
龍
育
は
そ
の
達
筆
ぶ
り
に
感
銘
し
漢
詩
を
作
成
、
三
項
で
述

べ
た
同
月
二
十
四
日
に
対
面
を
申
し
出
た
と
考
え
る
。『
東
福
寺
誌
』
に
よ
る
と
龍
育
は
天
明
八
年
六
月
に
帰
京
し
て
い

る
が
、
そ
の
後
五
山
出
世
総
代
で
あ
る
両
足
院
高
峰
東
晙
に
贈
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
書
に
よ
る
と
龍
育
は
明
和
五
年

（
一
七
六
八
）
東
福
寺
桂
巌
龍
芳
再
住
に
伴
僧
と
し
て
同
行
、
天
明
三
年
三
月
碩
学
、
同
六
年
輪
番
僧
と
し
て
対
馬
赴
任
と
な

り
、
東
晙
と
は
年
齢
も
近
く
指
導
を
受
け
た
間
柄
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
朴
徳
源
は
こ
の
時
の
み
の
渡
海
で
は
な
か
ろ
う
。
い
き
な
り
上
官
・
書
契
職
と
は
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
安
永
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九
年
、
天
明
三
年
の
訳
官
使
の
際
、
小
童
或
い
は
小
通
事
と
し
て
随
行
し
、
後
の
寛
政
八
年
訳
官
使
に
も
疑
獄
事
件
絡
み
で

渡
海
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
当
該
随
行
員
名
簿
未
見
の
た
め
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

七

書
画
の
流
入
に
は
以
酊
庵
輪
番
僧
が
大
き
く
介
在
し
て
い
た
。
そ
の
背
景
を
知
る
史
料
が
『
両
足
院
資
料
』
に
散
見
す

る
。
ま
ず
天
明
八
年
四
月
に
五
山
碩
学
惣
代
恵
林
院
（
相
国
寺
塔
頭
）
が
奉
行
所
に
願
い
出
た
嘆
願
書

㉗
が
あ
る
。「
近
年
五

山
碩
学
一
同
困
窮
仕
り
、
取
続
が
た
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、
以
酊
庵
輪
番
僧
が
困
窮
を
理
由
に
勤
務
の
継
続
の
困
難
を
訴
え

出
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
安
永
（
一
七
七
二
）
～
天
明
（
一
七
八
九
）
ま
で
の
様
子
が
窺
え
る
史
料
で
、
対
馬
行
は
出
費
が

か
さ
み
、
帰
京
後
借
金
に
苦
し
む
者
も
あ
る
、
こ
れ
で
は
取
続
人
才
を
育
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
な
ん
と
か
善
処
を
と
い

う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
時
、
老
中
や
側
用
人
・
寺
社
奉
行
に
代
表
（
梅
荘
顕
常
）
を
送
り
嘆
願
し
て
い
る
。
四
寺
（
天
龍
・
相

国
・
建
仁
・
東
福
）
へ
各
二
百
石
の
加
増
要
求
は
各
寺
百
石
に
減
額
さ
れ
ひ
と
ま
ず
決
着

㉘
。
し
か
し
文
化
八
年
に
も
信
使
来

聘
に
伴
う
出
費
救
済
嘆
願
書
が
あ
る
こ
と
か
ら

㉙
、
以
酊
庵
僧
の
困
窮
は
依
然
と
し
て
解
消
し
な
か
っ
た
。

次
に
同
資
料
「
対
州
土
産
物
控
」（142-564

）
は
、
安
永
十
年
（
天
明
元
年
）
両
足
院
高
峰
東
晙
の
帰
京
の
際
の
土
産
物
帳

と
判
明
し
た

㉚
。
そ
こ
に
は
世
話
に
な
っ
た
多
く
の
僧
侶
や
奉
行
所
役
人
、
町
人
、
対
馬
藩
京
屋
敷
侍
等
九
十
人
程
が
記
載

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
豪
商
・
豪
農
と
思
え
る
人
物
が
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。

◎
油
芚
（
油
紙
）、
鷲
羽
、
華
燭
、
胡
桃
子
・
柏
子
（
漢
方
薬
カ
）・
水
建
（
茶
道
具
）
‥
大
村
彦
太
郎
（
以
後
妻
静
、
子
与
一

郎
、
藤
本
五
兵
衛
、
古
沢
平
右
衛
門
と
続
く
）

◎
指
画
韓
画
二
・
油
芚
一
枚
・
四
角
香
爐
一
‥
江
龍
𠮷
右
衛
門
。
◎
□
分
二
斤
・
韓
書
弐
枚
‥
植
野
宇
右
衛
門
。
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◎
同
・
同
‥
濱
田
勘
右
衛
門
。
◎
国
分
二
斤
・
韓
人
書
弐
枚
‥
市
川
三
右
衛
門
。
◎
同
・
同
‥
西
村
与
右
衛
門
。

大
村
彦
太
郎
は
江
戸
呉
服
商
白
木
屋
六
代
商
全
の
こ
と
で
、
両
足
院
は
庫
裏
の
改
築
を
通
し
て
白
木
屋
と
縁
が
深
い
。
他

の
五
人
に
は
韓
画
・
韓
書
・
韓
人
書
が
そ
れ
ぞ
れ
二
枚
ず
つ
土
産
と
な
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
こ
の
五
人
は
韓
人
書
画
の
蒐
集

や
売
買
も
行
う
人
た
ち
で
、
以
酊
庵
僧
に
は
書
画
購
入
の
手
数
料
的
な
返
礼
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
彼
ら
の
困
窮
を
知
っ
て

い
た
幕
府
も
黙
認
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
「
椎
茸
・
団
扇
一
握
、
藤
井
光
郷
」
と
の
記
述
も
見
出
し
た
（142-565

）。
藤
井
光
郷
は
改
名
し
永
井
光
郷
（『
地
下

家
伝
』）、
彼
は
寛
政
四
年
朴
徳
源
か
ら
「
四
友
楼
」
の
漢
詩
を
贈
ら
れ
、『
皆
川
淇
園
門
人
帳
』
に
「
京
師
永
井
大
舎
人
大

允
光
郷
」
と
見
え
る

㉛
。
こ
れ
は
以
酊
庵
僧
と
淇
園
門
人
と
の
交
流
を
示
す
史
料
で
も
あ
る
。『
淇
園
文
集
』
巻
六
「
題
扇

面
画
帖
首
」
は
当
時
文
人
た
ち
が
競
っ
て
名
書
画
を
集
め
、
特
に
明
和
年
間
よ
り
今
文
化
二
年
に
至
る
ま
で
は
書
画
帖
作
り

が
流
行
と
し
て
い
る

㉜
。
彼
ら
は
あ
ら
ゆ
る
伝
手
を
用
い
以
酊
庵
僧
に
接
触
、
朝
鮮
書
画
を
求
め
た
こ
と
が
窺
え
る
。

一
方
朝
鮮
側
の
事
情
は
ど
う
か
。
本
稿
で
は
朴
徳
源
と
趙
景
安
の
墨
蹟
を
主
と
し
、
朴
徳
源
の
活
躍
時
期
が
重
な
る
訳
官

疑
獄
事
件
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
最
近
同
事
件
を
扱
っ
た
『
宗
家
文
庫
史
料
一
紙
物
』
の
中
に
「
徳
源
」
の
名
前
が

発
見
さ
れ
、
事
件
へ
の
関
与
が
確
認
さ
れ
た

㉝
。
そ
の
中
の
朴
士
正
（
俊
漢
）
が
渡
海
直
前
の
丙
辰
（
寛
政
八
年
）
六
月
二
十
八

日
、
小
田
幾
五
郎
に
願
い
出
た
借
金
「
通
事
等
の
捄
弊
条
の
千
両
」
の
背
景
に
は
小
通
事
等
の
困
窮
が
窺
わ
れ
る

㉞
。
前
年
の

正
祖
十
九
年
乙
卯
（
一
七
九
五
・
寛
政
七
年
）
六
月
は
「
近
聞
、
都
下
市
直
高
騰
日
甚
云
、
貧
士
窮
民
之
飢
餓
」

㉟
と
い
う
あ

り
さ
ま
で
、
し
か
も
壬
子
（
寛
政
四
年
）
か
ら
乙
卯
（
寛
政
七
年
）
の
四
年
間
は
凶
作
続
き
の
た
め
、
備
蓄
し
て
い
た
非
常
用

米
穀
も
次
第
に
減
縮
し
、
丙
辰
（
寛
政
八
年
）
も
深
刻
な
状
態
で
あ
っ
た

㊱
。
そ
の
影
響
は
釜
山
倭
館
に
も
現
れ
、
対
馬
へ
の

米
輸
出
の
際
「
当
節
の
新
年
条
米
品
麁
悪
の
上
、
大
分
砂
等
を
交
ぜ
居
、
是
偏
に
米
掛
の
役
人
の
姦
曲
」
と
疑
わ
れ
、
外
交

問
題
に
な
っ
た

㊲
ほ
ど
で
あ
る
。
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墨
蹟
の
多
く
が
日
本
側
の
注
文
に
よ
る
朝
鮮
で
の
揮
毫
で
あ
っ
た

㊳
。
こ
の
倭
館
を
中
心
と
し
た
動
き
の
背
景
に
は
以
酊

庵
僧
と
書
画
家
の
経
済
的
救
済
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
。
易
地
聘
礼
を
め
ぐ
る
朝
鮮
廟
堂
対
立
の
中
、
朴
徳
源
は
日
本
で
の

評
判
に
書
家
と
し
て
の
生
き
が
い
と
揮
毫
収
入
を
得
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
彼
の
墨
蹟
の
多
い
理
由
で
あ
る
。

お
わ
り
に

倭
学
訳
官
趙
景
安
（
実
名
趙
重
明
）
の
生
没
年
確
定
に
よ
り
朴
徳
源
（
実
名
朴
潤
漢
）
の
実
態
解
明
は
進
展
し
た
。
二
人
と

も
宝
暦
度
通
信
使
の
後
に
対
馬
派
遣
の
訳
官
使
と
関
わ
っ
た
通
訳
で
、
和
歌
や
俳
句
に
長
け
て
い
た
。
特
に
朴
徳
源
は
成
均

館
で
学
ぶ
小
通
事
な
が
ら
天
明
七
年
訳
官
使
に
上
官
「
書
契
職
」
と
し
て
参
加
。
当
該
掛
軸
は
こ
の
渡
海
直
前
、
別
差
趙
景

安
と
共
に
公
的
音
物
と
し
て
準
備
さ
れ
、
輪
番
僧
か
ら
両
足
院
へ
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
後
彼
は
日
本
で
能
筆
家
と

し
て
知
ら
れ
、
そ
の
墨
蹟
は
通
信
使
を
待
ち
望
む
人
々
の
人
気
を
得
る
。
二
人
と
も
日
本
側
の
信
頼
は
厚
か
っ
た
が
、
易
地

聘
礼
の
難
交
渉
に
巻
き
込
ま
れ
、
景
安
は
杖
罪
起
因
に
よ
る
病
死
、
徳
源
は
処
刑
と
晩
年
は
不
遇
で
あ
っ
た
。

朴
徳
源
の
墨
蹟
（
含
扁
額
字
）
は
東
福
寺
（
熈
陽
龍
育
・
天
瑞
守
選
）、
天
龍
寺
（
象
田
周
耕
）
の
以
酊
庵
再
住
僧
や
、
建
仁
寺

（
環
中
玄
諦
）、
相
国
寺
（
松
源
中
奨
）
の
輪
番
僧
を
通
し
て
日
本
各
地
に
拡
大
し
て
い
く
。
そ
の
背
景
に
は
寛
政
元
年
の
書
画

持
出
解
禁
後
の
両
者
の
生
活
困
窮
が
窺
え
る
。
通
信
使
空
白
期
の
書
画
流
入
は
訳
官
使
（
於
対
馬
）
に
限
ら
ず
、
毎
年
の
八

送
使
（
於
倭
館
）
や
臨
時
の
参
判
使
、
飛
舩
等
で
も
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
。
海
峡
を
往
来
し
た
こ
の
事
実
は
従
来
朝
鮮
通

信
使
に
偏
り
が
ち
な
書
画
や
寺
院
扁
額
等
文
化
財
の
流
入
に
つ
い
て
見
直
し
を
示
唆
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

末
筆
な
が
ら
『
宗
家
文
書
』（
国
立
国
会
図
書
館
）
や
『
両
足
院
資
料
』（
筑
波
大
学
図
書
館
）
の
デ
ジ
タ
ル
公
開
に
努
力
さ
れ
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た
多
く
の
関
係
者
に
感
謝
す
る
。
ま
た
両
足
院
や
興
昌
寺
の
史
料
等
に
つ
い
て
は
片
山
真
理
子
氏
に
大
変
お
世
話
に
な
っ

た
。
池
内
敏
氏
に
は
拙
論
に
対
し
て
的
確
な
論
評
と
新
史
料
を
示
し
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
他
多
く
の
方
の
お
陰
で
、
躓
き

な
が
ら
も
朴
徳
源
や
周
辺
の
人
々
及
び
そ
の
背
景
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
た
。
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

【
註
】⑴

例
え
ば
李
元
植
氏
が
通
信
使
と
し
、
辛
基
秀
は
第
十
次
延
享
度
、
上
田
正
昭
は
第
十
一
次
宝
暦
度
と
推
定
す
る
。『
青

丘
学
術
論
集
二
十
一
集
・
朝
鮮
通
信
使
関
係
資
料
目
録
』（
二
〇
〇
二
年
）
は
両
論
併
記
。
そ
の
影
響
は
大
き
く
今
で
は

通
信
使
説
が
「
定
説
」
と
ま
で
言
わ
れ
、
寺
院
関
係
の
解
説
は
こ
の
説
の
ま
ま
で
あ
る
。

⑵
拙
稿
「
小
通
事
朴
徳
源
の
再
検
討
」『
朝
鮮
通
信
使
地
域
史
研
究
』
創
刊
号
、
二
○
一
五
年
。

拙
稿
「
朴
徳
源
に
関
す
る
新
史
料
考
」
同
第
二
号
、
二
〇
一
七
年
。

⑶
池
内
敏
『
絶
海
の
碩
学
』
第
十
五
章
「
日
朝
間
の
贈
物
誂
物
」
二
〇
一
七
年
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
。

⑷
例
え
ば
「
日
本
国
」「
日
本
」
と
記
す
次
の
史
料
は
朝
鮮
で
書
か
れ
て
い
る
。

★
『
図
録
』
所
収
「
寄
題
日
本
大
舎
人
永
井
桂
斎
公
四
友
楼
」「
壬
子
春
（
寛
政
四
年
）
朝
鮮
学
宮
掌
議
朴
徳
源
拝
記
」。

★
『
楽
郊
紀
聞
』
巻
十
二
。「
集
」「
贈
別　

日
本
国
対
馬
州
通
官
住
永
恵
助
」
癸
巳
（
天
保
四
年
）
之
孟
秋
。

⑸
高
麗
美
術
館
。
二
〇
一
三
年
十
月
十
九
日
～
「
朝
鮮
通
信
使
と
京
都
」
展
。

⑹
註
⑶
第
十
五
章
・
注
（
６
）
四
七
五
頁
。

⑺
『
英
祖
実
録
』
巻
一
〇
三
。
英
祖
四
十
年
甲
申
（
一
七
六
四
）
五
月
戊
辰
（
十
七
日
）
条
。「
令
掌
議
斎
任
、
非
満

三
十
者
、
毋
得
擬
差
」。
仮
に
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
を
三
十
歳
と
す
る
と
、
第
十
一
次
通
信
使
の
宝
暦
十
四
年

（
一
七
六
四
）
は
幼
児
で
、
彼
の
通
信
使
説
は
破
綻
す
る
。
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⑻
洪
性
徳
「
朝
鮮
後
期
に
お
け
る
対
日
外
交
使
行
と
倭
学
訳
官
」
日
韓
歴
史
共
同
研
究
報
告
書
、
二
〇
〇
五
年
。
訳
官
使

堂
上
官
は
渡
海
経
験
者
か
ら
選
抜
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
経
歴
か
ら
渡
海
の
可
能
性
は
安
永
九
年
の
み
で
あ
る
。

⑼
拙
稿
「
朴
徳
源
に
関
す
る
新
史
料
考
」
で
景
安
は
両
年
と
も
渡
海
と
判
断
し
た
が
、
誤
読
・
誤
解
で
訂
正
す
る
。

★
天
明
三
年
の
場
合
、
七
月
九
日
に
対
馬
府
中
到
着
。
対
馬
出
発
は
九
月
十
日
。「
裁
判
記
録
」（159-9

）
天
明
三
年
九

月
十
六
日
条
に
「
別
差
（
趙
景
安
）
小
舩
よ
り
出
迎
、
館
着
の
祝
詞
申
聞
」「
札
の
辻
え
別
差
壱
人
罷
出
、
着
岸
の
祝

詞
申
聞
ル
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
別
差
は
迎
え
る
側
で
あ
る
。

★
天
明
七
年
の
場
合
、
府
中
着
は
天
明
七
年
十
二
月
二
十
五
日
、
対
馬
発
は
翌
年
三
月
十
日
。「
裁
判
記
録
」（167-3

）

天
明
七
年
十
二
月
六
日
条
に
「
今
日
渡
海
訳
上
船
に
付
」「
札
の
辻
迄
両
訳
（
訓
導
・
別
差
）
差
備
官
に
通
詞
中
相
附

為
暇
乞
罷
出
候
付
、
双
方
相
応
に
挨
拶
仕
」
と
あ
り
、
訓
導
・
別
差
は
見
送
る
側
で
あ
る
。

⑽
『
両
足
院
資
料
』（
筑
波
大
学
附
属
図
書
館
「
沖
縄
の
歴
史
情
報
」
巻
十
デ
ジ
タ
ル
公
開
。）22

「
密
件
」
寛
政
四
年
八
月
五
日

付
書
簡
「
東
莱
の
下
府
の
当
日
（
七
月
廿
日
）
杖
罪
訓
導
十
五
杖
、
別
差
ハ
十
杖
、
其
外
小
通
事
迄
も
廿
杖
程
ツ
ゝ
も

被
打
候
」、
八
月
八
日
付
書
簡
「
昨
日
訓
導
別
差
共
に
東
莱
に
て
又
杖
罪
在
之
」。『
辺
例
集
要
』
巻
十
六
に
「
壬
子

（
一
七
九
二
）
八
月
、
府
使
尹
弼
秉
時
、
訓
導
趙
重
明
（
景
安
）・
別
差
朴
致
儉
（
景
和
）
等
、
入
来
倭
人
、
不
為
一
一
點

視
、
諉
以
約
條
定
額
、
循
例
手
本
者
、
極
為
痛
駭
」
と
あ
る
。

⑾
本
郷
民
男
氏
の
御
教
示
。
俳
句
誌
『
春
耕
』
二
〇
一
九
年
七
月
号
「
韓
の
俳
諧
⑸
朝
鮮
国
通
事
の
俳
句
（
上
）」。

⑿
註
⑶
、
第
十
五
章
「
日
朝
間
の
贈
物
誂
物
」。「
御
取
寄
物
」
表15-4

・
注
12）
三
八
五
頁
。

⒀
金
剛
寺
扁
額
落
款
「
徳
源
之
印
」
は
、
寛
政
四
年
「
寄
題
」
の
「
朴
生
之
印
」
と
似
て
い
る
。
寛
政
四
年
以
後
、
象
田

周
耕
を
通
し
て
注
文
し
た
と
考
え
る
が
、
寛
政
八
年
の
訳
官
使
と
の
関
係
は
不
明
。
ま
た
註
⑿
に
よ
る
と
、
東
福
寺
天

瑞
守
選
が
寛
政
八
年
二
月
十
四
日
「
朝
鮮
紙
に
朝
鮮
人
に
よ
る
額
字
な
ど
」、
相
国
寺
松
源
中
奨
が
同
十
年
九
月
十
九
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日
に
「
額
書
キ
紙
六
枚
」
と
注
文
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
五
山
を
中
心
に
僧
侶
間
で
扁
額
文
字
を
注
文
し
合
っ
た
こ
と

を
示
す
。
鈴
鹿
市
白
子
青
龍
寺
蔵
「
體
用
山
」
は
こ
の
頃
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

⒁
片
山
真
理
子
「
東
福
寺
二
七
三
世
願
海
守
航
と
興
昌
寺
蔵
朝
鮮
通
信
使
関
係
詩
箋
貼
交
屏
風
に
つ
い
て
」『
立
命
館
文

学
』
六
五
九
号
、
二
〇
一
八
年
十
一
月
。
番
号
は
論
文
中
の
番
号
。
た
だ
しN

o.14

、N
o.46

は
岡
部
の
解
読
。

⒂
俳
句
「
西
東
同
じ
心
の
月
見
哉
」『
楽
郊
紀
聞
』
巻
十
。「
泰
平
や
具
足
の
餅
の
か
び
る
迄
」
菅
宗
次
氏
蔵
。

和
歌
「
は
る
を
知
る
ま
が
き
の
竹
の
朝
露
は　

千
代
も
か
は
ら
ぬ
い
ろ
や
そ
ふ
ら
ん
」
扇
面
詩
。

⒃
★
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
正
月
十
七
日
「
館
守
日
記
」（98-21

）
士
正
朴
僉
知
病
死
の
段
、
都
表
よ
り
左
右
相
達
候

趣
、
任
官
よ
り
通
詞
中
を
以
相
届
。

★
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）『
承
政
院
日
記
』（
純
祖
三
年
二
月
九
日
條
）
崔
𪻣
全
羅
道
長
興
府
へ
配
流
。

★
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
十
二
月
二
十
二
日
「
総
目
録
」（23-56

）
講
定
官
景
和
朴
僉
知
病
死
の
事
。

★
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
五
月
二
十
九
日
『
承
政
院
日
記
』（
純
祖
五
年
）
講
定
官
崔
國
禎
（
華
彦
）、
施
以
定
配
之
典
事

承
伝
啓
下
矣
。
崔
國
禎
方
在
慶
尚
道
東
萊
地
云
、
咸
鏡
道
明
川
府
定
配
所
、
以
承
伝
内
辞
意
具
罪
目
。

⒄
『
両
足
院
資
料
』「
韓
使
来
聘
一
件
雑
記
」
第
一
（40

）
第
二
（137

）
第
三
（14

）。『
津
島
日
記
』
五
月
二
十
二
日
条
。

「
以
酊
庵
禎
長
老
及
び
加
番
宜
長
老
共
に
登
城
。（
中
略
）
伴
僧
二
人
・
若
党
四
人
」
と
あ
る
。『
清
山
島
遊
録
』
に
も

対
馬
で
の
一
葦
上
人
、
負
暄
上
人
と
の
詩
文
応
酬
が
あ
る
。

⒅
『
篆
刻
字
林
』
五
一
五
丁
、
四
五
九
丁
。
兵
庫
県
浜
坂
臨
済
宗
満
願
寺
住
職
寺
田
康
道
氏
の
御
教
示
。

⒆
扇
面
詩
歌
（『
大
系
朝
鮮
通
信
使
・
巻
六
』
所
載
。
一
九
九
四
年
）
日
本
法
眼
周
圭
画
の
賛
。
註
⒂
和
歌
。

⒇
註
⑿
池
内
論
文
「
御
取
寄
物
」。
表15-4

。
こ
れ
ら
の
輪
番
僧
は
在
任
中
「
和
扇
、
唐
紙
、
色
紙
」
な
ど
を
大
量
に
朝

鮮
に
送
り
書
画
を
注
文
し
て
い
る
。
そ
の
際
日
本
側
か
ら
細
か
い
指
示
が
あ
っ
た
。
池
内
氏
は
寛
政
十
年
二
月
二
十
二
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日
松
源
中
奨
の
事
例
を
あ
げ
、
日
本
か
ら
の
扇
面
に
「
詩
歌
俳
句
の
類
」「
注
文
書
巻
込
有
之
」
な
ど
の
注
文
添
書
が

見
ら
れ
る
と
指
摘
。
こ
の
傾
向
は
次
の
熈
陽
龍
育
も
同
様
で
、
寛
政
十
二
年
四
月
十
三
日
、
唐
紙
に
「
詩
・
か
な
壱
枚

毎
に
朝
鮮
何
某
と
書
載
、
印
為
致
候
」
と
見
え
る
。

㉑
註
⑿
池
内
論
文
「
御
取
寄
物
」
表15-2

。
三
八
〇
頁
。

㉒
大
谷
篤
蔵
「
蒹
葭
堂
来
翰
集
・
翻
刻
」（『
女
子
大
文
学
・
国
文
編
』
第
十
六
号
）
大
阪
女
子
大
、
一
九
六
四
年
。
書
簡
番
号

六
（
七
月
二
十
八
日
付
）。

㉓
註
⑿
池
内
論
文
「
御
取
寄
物
」
表15-4

。
そ
の
他
「
対
州
土
産
物
控
」
に
も
書
画
が
散
見
す
る
。

㉔
『
両
足
院
資
料
』41
「
訳
官
一
件
雑
録
」（414

）
天
明
元
年
正
月
九
日
条
。
以
酊
庵
宴
席
後
の
音
物
の
贈
り
先
は
毎
回

同
様
と
考
え
る
。「
禅
榻
」
は
住
持
の
意
。

㉕
「
裁
判
記
録
」
天
明
八
年
二
月
九
日
条
（167-61

）。「
堂
下
よ
り
（
通
詞
）
安
武
徳
次
郎
を
以
相
頼
候
は
、
都
に
て
頼
の

品
も
有
之
、
無
余
儀
入
用
の
品
々
此
節
帰
国
掛
相
調
帰
度
御
座
候
間
、
書
付
之
通
り
相
調
候
様
御
免
被
仰
付
被
下
候
」。

㉖
「
館
守
日
記
」（57-44

）
天
明
七
年
十
一
月
十
三
日
条
「
訳
使
李
（
聖
欽
）
同
知
に
相
済
候
付
て
は
、
是
迄
の
始
終
掛
合

の
事
は
能
々
存
候
前
故
」。「
裁
判
記
録
」（166-38
）
で
は
こ
の
人
事
を
「
珍
重
」
と
歓
迎
し
て
い
る
。

㉗
『
両
足
院
資
料
』83

「
碩
学
御
用
向
き
に
つ
き
恵
林
院
口
上
書
」。
同47

「
碩
学
一
件
に
つ
き
書
留
」。
と
も
に
「
奉

願
口
上
覚
」
と
見
え
る
。

㉘
『
両
足
院
資
料
』115

「
碩
学
中
出
願
雑
記
」。
寺
社
奉
行
を
通
し
て
嘆
願
。『
東
福
寺
誌
』
に
寛
政
元
年
五
月
八
日
高

峰
東
晙
が
五
山
出
世
総
代
と
し
て
参
府
謝
礼
と
見
え
る
こ
と
か
ら
願
は
達
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

㉙
『
両
足
院
資
料
』14

「
朝
使
来
聘
一
件
雑
記
・
第
三
」（582

）
文
化
八
年
十
一
月
、
寺
社
奉
行
へ
提
出
。

㉚
『
両
足
院
資
料
』142

「
対
州
土
産
物
控
」
の
末
尾
（568

）
に
は
「
杉
原
十
帖
・
山
崎
初
右
衛
門
」
と
あ
り
、
同95

「
対
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州
御
在
番
中
日
記
（
第
五
）」
安
永
十
年
六
月
十
五
日
条
（579

）
に
「
御
帰
山
、（
対
馬
藩
）
京
留
守
居
・
山
崎
初
右
衛
門

中
門
外
え
出
迎
」、
同
十
九
日
条
（580

）「
山
崎
え
届
物
遣
之
」
と
あ
る
。

㉛
註
⑵
拙
稿
「
朴
徳
源
に
関
す
る
新
史
料
考
」
参
照
。

㉜
『
淇
園
文
集
』
巻
六
「
題
扇
面
画
帖
首
」「
此
帖
云
、
広
求
四
方
名
人
画
、
蓋
自
明
和
年
間
至
今
文
化
二
年
、
所
集
無

慮
数
十
家
而
猶
博
致
未
止
云
、
可
謂
勤
求
致
盛
者
矣
」。
同
巻
八
「
蒹
葭
堂
記
」
は
淇
園
と
蒹
葭
堂
の
交
流
を
示
す
。

木
村
蒹
葭
堂
も
梅
荘
顕
常
と
交
り
書
画
を
求
め
て
い
る
。
註
㉒
参
照
。

㉝
酒
井
雅
代
氏
に
よ
り
『
宗
家
文
庫
史
料
一
紙
物
目
録
１
』（
長
崎
県
教
育
委
員
会
。
二
〇
〇
九
年
）（1156-51-2

）
に
「
徳
源
」

の
名
が
確
認
さ
れ
た
。「
朝
鮮
信
使
易
地
聘
礼
交
渉
を
め
ぐ
る
外
交
交
渉
―
交
渉
の
現
場
か
ら
―
」（
二
〇
一
九
年
五
月
三

日
、
於
釜
山
）
町
田
一
仁
氏
の
ご
好
意
に
よ
り
取
得
。

㉞
松
原
孝
俊
・
岸
田
文
隆
編
『
朝
鮮
通
信
使
易
地
聘
礼
交
渉
の
舞
台
裏
―
対
馬
宗
家
文
庫
ハ
ン
グ
ル
書
簡
か
ら
読
み
解
く

―
』（
九
州
大
学
韓
国
研
究
セ
ン
タ
ー
叢
書
３
。
二
〇
一
八
年
）
の
史
料
編
六
〇
～
六
五
頁
「
史
料
８
・
９
書
簡
」。

㉟
『
正
祖
実
録
』
十
九
年
乙
卯
（
一
七
九
五
）
六
月
癸
未
（
四
日
）
条
。
同
書
同
年
七
月
甲
寅
（
五
日
）
条
。

㊱
『
正
祖
実
録
』
二
十
年
丙
辰
（
一
七
九
六
）
六
月
丙
申
（
二
十
二
日
）
条
。

㊲
「
裁
判
記
録
」（174-50

）
寛
政
七
年
三
月
二
十
七
日
条
。
同
年
（174-55

）
四
月
十
日
条
。

㊳
愛
知
県
豊
明
市
三
田
家
所
蔵
「
芝
蘭
」
に
つ
い
て
、
金
有
声
「
蘭
画
」
と
同
所
で
発
見
さ
れ
た
た
め
朴
徳
源
の
通
信
使

宝
暦
度
随
行
の
証
拠
と
さ
れ
た
。
し
か
し
同
時
発
見
の
「
好
書
真
難
致
」
を
揮
毫
し
た
翠
軒
は
「
金
鈕
。
字
は
子
固
。

号
は
翠
軒
。
世
宗
二
年
庚
子
（
一
四
二
〇
）
生
」（『
朝
鮮
書
画
人
物
辞
典
』）
と
判
明
。「
蘭
画
」
に
合
う
漢
詩
を
釜
山
に
い

る
朴
徳
源
に
注
文
し
、
そ
れ
を
金
有
声
や
翠
軒
の
墨
蹟
と
一
所
に
保
管
し
た
と
考
え
る
と
矛
盾
し
な
い
。
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【
主
な
参
考
文
献
】　
（
本
文
や
註
の
引
用
文
献
は
除
く
）

田
保
橋
潔
『
近
代
日
鮮
関
係
の
研
究
』
一
九
七
二
年
、
宗
高
書
房
。

映
像
文
化
協
会
編
『
江
戸
時
代
の
朝
鮮
通
信
使
』
一
九
七
九
年
、
毎
日
新
聞
社
。

田
代
和
生
『
近
世
日
朝
通
交
貿
易
史
の
研
究
』
一
九
八
一
年
、
創
元
社
。『
新
・
倭
館
』
二
〇
一
一
年
、
ゆ
ま
に
書
房
。

　
　
　
　

      『
通
訳
酬
酢
』
近
世
日
朝
交
流
史
料
叢
書
１
、二
〇
一
七
年
、
ゆ
ま
に
書
房
。

三
宅
英
利
『
近
世
日
朝
関
係
の
研
究
』
一
九
八
六
年
、
文
献
出
版
。

田
中
健
夫
「
対
馬
以
酊
庵
の
研
究
」（『
前
近
代
の
国
際
交
流
と
外
交
文
書
』
所
収
）
一
九
九
六
年
、
吉
川
弘
文
館
。

泉　

澄
一
「
江
戸
時
代
、
日
朝
外
交
の
一
側
面
―
対
馬
以
酊
庵
輪
番
制
度
と
関
係
史
料
に
つ
い
て
―
」
一
九
九
七
年
、

『
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
』
十
号
。

李　

元
植
『
朝
鮮
通
信
使
の
研
究
』
一
九
九
七
年
、
思
文
閣
出
版
。

西
村
圭
子
「
対
馬
宗
家
の
近
世
朝
鮮
貿
易
に
関
わ
る
以
酊
庵
史
料
に
つ
い
て
―
建
仁
寺
両
足
院
所
蔵
文
書
を
中
心
に
―
」

（
日
本
女
子
大
学
史
学
研
究
会
『
史
艸
』
第
三
十
八
号
所
収
）、
一
九
九
七
年
。

仲
尾  

宏
「
朝
鮮
渡
海
訳
官
使
と
対
馬
藩
」（『
朝
鮮
通
信
使
と
徳
川
幕
府
』
所
収
）
一
九
九
七
年
、
明
石
書
店
。

上
田
正
昭
・
辛
基
秀
・
仲
尾
宏
『
朝
鮮
通
信
使
と
そ
の
時
代
』
二
〇
〇
一
年
、
明
石
書
店
。

貫
井
正
之
『
豊
臣
・
徳
川
時
代
と
朝
鮮
』
第
五
章
「
朝
鮮
通
信
使
初
出
史
料
」
二
〇
一
〇
年
、
明
石
書
店
。

菅  

宗
次
「
朝
鮮
通
信
使
に
よ
る
日
本
語
韻
文
史
料
―
発
句
、
和
歌
な
ど
の
短
冊
色
紙
を
め
ぐ
っ
て
―
」
二
〇
一
一
年
、

　
　
　
　

  （『
前
近
代
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
三
国
の
文
化
交
流
と
表
象
―
朝
鮮
通
信
使
と
燕
行
使
を
中
心
に
―
』
二
十
九
号
所
収
）。

堀
崎
嘉
明
「
近
世
東
阿
野
村
の
医
家
三
田
氏
―
医
療
と
文
化
交
流
の
姿
―
」（『
知
多
半
島
の
歴
史
と
現
在
』
十
八
号
所
収
）
二
〇一四
年
。

朴　

真
完 「
倭
館
に
お
け
る
朝
鮮
語
通
詞
・
日
本
語
訳
官
の
交
流
様
相
と
そ
の
意
義
」（『
ア
ジ
ア
歴
史
研
究
報
告
書
』

二
〇
一
七
年
度
』
所
収
）、
Ｊ
Ｆ
Ｅ
21
世
紀
財
団
。
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以酊庵輪番制と京都所在寛永十三年来日朝鮮通信使揮毫の扁額について

以
酊
庵
輪
番
制
と

京
都
所
在
寛
永
十
三
年
来
日
朝
鮮
通
信
使
揮
毫
の
扁
額
に
つ
い
て

片
山　

真
理
子

〈
目
次
〉

は
じ
め
に

以
酊
庵
輪
番
制
の
は
じ
ま
り

京
都
所
在
梅
隠
揮
毫
の
扁
額

梅
隠
に
関
す
る
史
料

（
一
）
名
は
全
滎
、
字
は
達
甫
、
号
は
梅
隠

（
二
）
来
日
時
の
全
滎

ま
と
め
に
か
え
て

は
じ
め
に

本
稿
は
寛
永
十
三
年
（
一
六
三
六
）
に
朝
鮮
通
信
使
の
一
員
と
し
て
来
日
し
た
梅
隠
な
る
人
物
が
揮
毫
し
た
扁
額
に
関
し
、

京
都
に
い
く
つ
か
の
作
例
が
木
額
と
な
っ
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
報
告
で
あ
る
。
そ
の
書
体
に
備
わ
る
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力
強
さ
、
清
潔
さ
、
ど
こ
と
な
く
異
国
的
な
情
緒
漂
う
興
趣
に
筆
者
は
魅
了
さ
れ
た
。
そ
も
そ
も
梅
隠
と
は
誰
な
の
か
？ 

と

い
う
疑
問
と
興
味
の
発
端
は
京
都
と
い
う
土
地
柄
を
隣
国
と
の
か
か
わ
り
の
観
点
で
探
り
た
い
と
い
う
感
覚
が
芽
ば
え
た
こ

と
で
あ
る
。
梅
隠
と
は
朝
鮮
通
信
使
の
一
員
で
あ
り
、
写
字
官
と
い
う
役
目
で
江
戸
時
代
初
期
、
寛
永
十
三
年
秋
か
ら
翌
年

帰
国
す
る
十
四
年
春
の
こ
ろ
に
日
本
に
数
か
月
滞
在
し
た
人
物
で
後
述
す
る
。
日
本
は
恒
に
舶
来
の
異
国
文
化
が
も
た
ら
さ

れ
た
歴
史
が
あ
り
、
臨
済
宗
も
そ
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
墨
跡
、
書
に
関
し
て
も
南
宋
の
書
家
・
張
即
之
（
一
一
八
六
～

一
二
六
六
）
な
ど
の
筆
が
入
宋
、
入
元
し
た
禅
僧
ら
に
よ
っ
て
日
本
へ
持
ち
帰
ら
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
こ
れ
ら
は
書
の
美
感

を
讃
え
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
海
を
渡
っ
て
き
た
と
い
う
渡
来
を
敬
わ
れ
、
貴
重
な
る
文
物
と
し
て
大
切
に
さ
れ
て
き
た
。

異
国
、
書
の
発
祥
の
地
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
書
へ
の
あ
こ
が
れ
と
源
流
に
尊
敬
の
念
を
抱
く
よ
う
に
、
長
き
に
わ
た
り
日
本

に
根
づ
く
感
性
の
な
か
で
珍
重
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
本
稿
に
寄
せ
る
隣
国
朝
鮮
か
ら
日
本
に
渡
っ
て
き
た
梅
隠
揮
毫
の

扁
額
か
ら
も
江
戸
時
代
の
日
本
の
様
子
の
一
端
が
う
か
が
え
る
。
筆
者
が
関
心
を
寄
せ
た
、
書
の
美
点
の
ほ
か
の
理
由
は
、

そ
れ
が
固
有
の
寺
名
や
山
号
、
住
持
の
号
で
あ
り
、
唯
一
無
二
の
存
在
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
常
時
方
丈
や
軒
に
掛
額
さ
れ

て
、
そ
の
建
造
物
の
名
称
を
掲
示
す
る
と
い
う
そ
の
場
に
限
定
さ
れ
た
役
割
を
果
た
し
、
ほ
か
の
場
所
で
は
使
用
す
る
こ
と

は
決
し
て
な
い
。
そ
し
て
額
字
に
は
、
揮
毫
す
る
側
と
揮
毫
し
て
も
ら
う
側
に
何
ら
か
の
特
別
な
関
係
性
が
あ
る
は
ず
で
あ

る
。
間
柄
は
一
様
で
は
な
く
、
土
産
や
取
次
も
含
め
て
さ
ま
ざ
ま
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
の
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
の

は
寛
永
十
三
年
十
月
五
日
に
釜
山
を
出
港
し
て
十
一
日
に
対
馬
へ
来
島
し
た
一
行
が
翌
年
二
月
二
十
五
日
に
釜
山
へ
帰
国
す

る
ま
で
の
間
、
日
本
国
内
で
揮
毫
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
額
字
に
つ
い
て
で
あ
る
。
対
馬
厳
原
を
日
本
で
の
起
点
に
し
て
下

関
、
瀬
戸
内
海
を
横
切
り
、
大
坂
に
上
陸
。
淀
川
の
川
船
に
乗
り
換
え
て
京
都
経
由
で
東
海
道
を
歩
い
て
江
戸
、
そ
し
て
日

光
を
参
詣
し
た
朝
鮮
人
。
号
を
「
梅
隠
」
と
い
い
、
本
名
は
全
滎
。
写
字
官
、
能
筆
家
が
揮
毫
し
た
額
字
を
考
察
す
る
。
本

稿
は
調
査
対
象
を
京
都
市
内
と
い
う
一
地
域
に
限
り
、
進
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
調
査
を
は
じ
め
た
当
初
に
は
建
仁
寺
の
正
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伝
永
源
院
に
掲
げ
ら
れ
る
「
正
傳
院
」
一
枚
の
存
在
を
知
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
「
正
傳
院
」
の
存
在
が
発
端
と
な
り
、

次
第
に
妙
心
寺
麟
祥
院
の
「
麟
祥
院
」、
そ
し
て
龍
安
寺
門
前
の
多
福
院
の
「
多
福
」、
相
国
寺
慈
照
院
の
「
棲
碧
」、
建
仁
寺

西
来
院
の
「
西
来
院
」、
妙
心
寺
境
外
塔
頭
金
臺
寺
の
「
鳳
臺
院
」
と
「
河
北
山
」
と
い
う
順
で
扁
額
お
よ
び
額
字
が
い
ず
れ

も
現
役
で
使
用
さ
れ
、
方
丈
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
酊
庵
輪
番
制
の
は
じ
ま
り

隣
国
朝
鮮
と
の
史
的
背
景
を
確
認
す
る
と
、
江
戸
時
代
、
朝
鮮
国
王
か
ら
公
式
な
名
目
で
派
遣
さ
れ
た
使
節
団

は
十
二
度
を
数
え
る
。
こ
の
時
代
に
先
行
し
て
文
禄
・
慶
長
の
役
（
壬
辰
倭
乱
・
丁
酉
再
乱

⑴
）
で
、
戦
の
た
め
に
日

朝
関
係
が
著
し
く
悪
化
。
断
絶
し
て
い
た
両
国
間
の
関
係
は
あ
る
一
定
の
沈
黙
の
期
間
を
経
て
、
国
交
が
回
復
し

て
か
ら
互
い
の
体
面
を
保
ち
、
平
静
な
時
間
を
過
ご
し
た
。
江
戸
時
代
の
朝
鮮
通
信
使
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
は

朝
鮮
か
ら
日
本
へ
と
、
相
互
で
は
な
く
、
一
方
通
行
と
な
り
、
日
本
か
ら
の
使
節
団
が
朝
鮮
国
王
の
居
城
が
あ
る

漢
城
（
ソ
ウ
ル
）
へ
向
か
う
の
は
江
戸
時
代
で
は
一
度
だ
け
と
な
っ
た
。
理
由
は
文
禄
・
慶
長
の
役
で
被
っ
た
甚

大
な
痛
手
で
あ
り
、
朝
鮮
の
地
理
や
地
勢
な
ど
の
軍
事
的
に
利
用
さ
れ
そ
う
な
情
報
を
日
本
側
に
知
ら
れ
な
い
よ

う
に
警
戒
し
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
日
本
か
ら
の
使
節
の
代
わ
り
を
果
た
し
た
の
が
対
馬
藩
で
あ
り
、
朝
鮮
通
信

使
の
来
日
と
国
交
回
復
が
決
ま
っ
た
際
に
は
、
対
馬
藩
は
江
戸
幕
府
か
ら
朝
鮮
外
交
担
当
を
命
じ
ら
れ
た
。
朝
鮮

交
易
の
独
占
権
も
付
与
さ
れ
、
さ
ら
に
慶
長
十
四
年
（
一
六
〇
九
）
に
締
結
さ
れ
た
日
朝
国
家
間
で
の
規
約
、
己
酉

約
条

⑵
で
朝
鮮
は
対
馬
藩
主
を
日
本
国
王
使
と
し
て
の
特
権
を
認
め
た
。
江
戸
時
代
、
第
一
回
の
使
節
来
日
は
慶
長

十
二
年
（
一
六
〇
七
）
で
あ
る
。
江
戸
時
代
以
前
か
ら
朝
鮮
と
の
外
交
の
拠
点
と
し
て
倭
館
が
釜
山
な
ど
に
存
在
し
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て
い
た
が
、
慶
長
十
二
年
に
古
く
な
っ
た
倭
館
は
新
た
に
豆
毛
浦
に
移
動
。
そ
の
面
積
は
一
万
坪
に
及
ん
だ
。
倭

館
と
は
日
本
人
専
用
に
作
ら
れ
た
居
留
地
で
外
交
や
交
易
を
行
う
場
所
で
あ
る
。
内
部
に
は
外
交
交
渉
や
宴
会
を

開
催
す
る
宴
享
庁
を
中
心
と
し
て
東
館
と
西
館
で
は
さ
み
、
外
交
文
書
を
取
り
扱
う
僧
侶
が
住
む
東
向
寺
（
臨
済

宗
）、
日
本
側
の
番
所
な
ど
が
朝
鮮
側
の
理
解
を
得
た
対
馬
藩
に
よ
っ
て
着
工
さ
れ
た
。
慶
安
元
年
（
一
六
四
七
）
に

は
対
馬
藩
か
ら
の
館
守
が
常
駐
す
る
よ
う
に
な
り
、
交
易
の
発
展
に
と
も
な
い
豆
毛
浦
倭
館
は
手
狭
に
な
り
、
船

の
接
岸
時
に
施
設
が
不
十
分
で
不
便
が
あ
っ
た
た
め
、
さ
ら
に
ま
た
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
に
場
所
を
変
え
、
草

梁
倭
館
が
新
設
さ
れ
、
移
転
し
た
。
草
梁
倭
館
は
現
在
の
龍
頭
山
公
園
一
帯
で
あ
り
、
面
積
は
十
万
坪
に
及
ん
だ
。

同
時
代
の
長
崎
の
出
島
の
二
十
五
倍
と
い
う
広
大
な
面
積
で
新
倭
館
と
も
呼
ば
れ
、
開
市
大
庁
、
裁
判
庁
、
浜
番

所
、
そ
し
て
、
倭
館
の
敷
地
内
に
や
き
も
の
を
焼
く
窯
場
も
築
か
れ
、
対
馬
か
ら
釜
山
へ
渡
っ
た
松
村
弥
平
太
、

舟
橋
玄
悦
ら
陶
工
頭
が
釜
山
で
日
本
か
ら
の
注
文
に
よ
る
朝
鮮
陶
磁
の
焼
成
に
携
わ
っ
た

⑶
。
江
戸
時
代
の
様
々
な

事
情
が
あ
り
、
隣
国
朝
鮮
と
の
外
交
は
対
馬
藩
が
独
占
し
て
釜
山
の
倭
館
へ
出
入
り
し
、
本
拠
の
対
馬
に
お
い
て

は
以
酊
庵
に
臨
済
宗
の
碩
学
僧
を
招
い
て
、
対
朝
鮮
外
交
文
書
の
起
草
や
実
務
に
そ
の
力
を
発
揮
す
る
よ
う
に
導

い
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

本
稿
で
考
察
す
る
朝
鮮
通
信
使
一
員
で
あ
る
梅
隠
が
日
本
へ
赴
く
寛
永
十
三
年
は
京
都
五
山
の
学
僧
よ
り
選
ば
れ
た
碩
学

が
対
馬
以
酊
庵
へ
派
遣
さ
れ
て
、
最
初
の
朝
鮮
使
節
が
来
日
し
た
年
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
来
日
は
名
目
が
回
答
兼
刷
還

使
（
一
六
〇
七
年
、
一
六
一
七
年
、
一
六
二
四
年
）
で
、
文
禄
・
慶
長
の
役
に
よ
っ
て
日
本
へ
渡
っ
て
い
た
朝
鮮
人
被
虜
の
帰
国

が
そ
の
目
的
で
あ
っ
た
。「
回
答
」
と
は
日
本
の
国
書
へ
の
返
事
を
意
味
し
、「
刷
還
」
と
は
調
査
し
て
連
れ
帰
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
回
答
兼
刷
還
使
の
来
日
の
前
に
は
断
交
が
続
い
た
な
か
で
折
衝
ま
で
に
は
相
応
の
年
月
を
経
て
、
朝
鮮
僧
・
松
雲

大
師
（
一
五
四
四
～
一
六
一
〇
）
が
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
に
探
賊
使
と
し
て
日
本
側
の
真
意
を
把
握
す
る
た
め
に
来
日
し
、
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京
都
の
本
法
寺
に
滞
在
し
た
。
慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）
三
月
五
日
に
徳
川
家
康
が
伏
見
城
へ
入
り
、
松
雲
大
師
と
会
見
し
、

徳
川
家
康
に
朝
鮮
侵
略
の
意
思
は
な
く
、
日
本
に
滞
在
し
て
い
る
朝
鮮
人
の
帰
還
を
取
り
付
け
た
。
後
に
対
馬
藩
か
ら
家
康

が
送
る
べ
き
国
書
が
送
ら
れ
て
、
そ
れ
を
受
け
た
朝
鮮
国
王
は
三
度
に
わ
た
り
回
答
兼
刷
還
使
を
派
遣
し
た
。
そ
の
後
寛
永

の
頃
に
な
る
と
、
日
朝
関
係
の
回
復
の
兆
し
が
見
え
は
じ
め
、
よ
う
や
く
安
定
し
た
時
期
に
差
し
掛
か
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
秘
密
裏
に
行
わ
れ
た
国
書
の
改
ざ
ん
が
明
る
み
に
な
っ
た
柳
川
一
件

⑷
で
、
初
代
の
景
轍
玄
蘇

⑸
（
一
五
三
七
～
一
六
一

一
）
に
次
い
で
以
酊
庵
二
世
と
な
っ
た
規
伯
玄
方
（
一
五
八
八
～
一
六
六
一
）
は
玄
蘇
の
遷
化
の
後
、
二
十
四
歳
に
し
て
代
を

継
ぐ
に
は
僧
侶
と
し
て
の
修
行
と
経
験
が
体
面
上
必
要
と
な
り
、
京
都
の
南
禅
寺
へ
七
年
間
修
行
に
出
向
く
。
そ
の
修
行
の

後
に
以
酊
庵
へ
戻
る
が
、
三
度
目
の
回
答
兼
刷
還
使
を
迎
え
た
。
そ
の
際
に
は
国
書
改
ざ
ん
の
罪
を
玄
方
が
負
わ
さ
れ
、
南

部
藩
（
盛
岡
藩
）
お
預
け
の
身
と
な
る

⑹
。
初
代
玄
蘇
と
二
代
玄
方
の
時
代
を
経
て
、
寛
永
十
二
年
以
後
、
僧
尼
の
登
録
や
住

職
の
任
免
な
ど
を
管
轄
す
る
僧
録
司
の
任
に
は
以
心
崇
伝
（
一
五
六
九
～
一
六
三
三
）
の
あ
と
を
継
い
だ
南
禅
寺
金
地
院
最
嶽

元
良
（
一
五
八
三
～
一
六
五
七
）
よ
り
玄
方
の
後
の
任
に
玉
峰
光
璘
、
棠
陰
玄
召
、
洞
叔
寿
仙
が
推
挙
さ
れ
、
順
次
対
馬
以
酊

庵
へ
輪
番
で
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
。
輪
番
と
は
、
当
番
、
加
番
、
代
番
の
役
割
を
割
り
当
て
る
も
の
で
、
当
番
が
対
馬
以

酊
庵
へ
駐
在
し
、
加
番
は
当
番
を
補
佐
・
援
助
し
、
代
番
は
当
番
、
加
番
が
と
も
に
病
な
ど
職
務
が
行
え
な
い
状
況
と
な
っ

た
場
合
に
代
役
と
し
て
務
め
る
と
い
う
制
度
で
あ
る

⑺
。
こ
の
よ
う
に
し
て
は
じ
ま
っ
た
以
酊
庵
輪
番
制
は
、
江
戸
幕
府
に

よ
る
京
都
五
山
派
寺
院
に
対
す
る
政
策
の
一
つ
で
、
室
町
幕
府
の
時
代
に
置
か
れ
た
制
度
に
倣
い
つ
つ
も
異
な
り
が
あ
る
も

の
で
あ
る
。
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
に
は
そ
れ
ま
で
長
き
に
わ
た
り
続
け
ら
れ
た
鹿
苑
僧
録
は
蔭
凉
職
と
と
も
に
廃
止
さ

れ
、
改
め
て
南
禅
寺
金
地
院
の
以
心
崇
伝
を
僧
録
司
に
任
命
し
た
。「
五
山
十
刹
諸
山
之
諸
法
度
」
が
制
定
さ
れ
、
寺
院
の

統
制
が
幕
府
と
南
禅
寺
金
地
院
の
主
導
で
行
わ
れ
た
。
そ
の
な
か
で
学
徳
あ
る
五
山
僧
の
な
か
か
ら
碩
学
が
選
ば
れ
、
碩

学
料
を
与
え
ら
れ
た
が
、
碩
学
は
漢
文
に
よ
っ
た
作
詩
に
長
け
、
筆
に
も
か
な
り
の
腕
前
を
持
ち
、
そ
し
て
京
都
五
山
の
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碩
学
が
対
馬
で
の
朝
鮮
修
文
職
（
対
州
修
文
職
、
日
韓
書
契
な
ど
と
い
う
）
に
一
役
を
買
う
こ
と
と
な
っ
た
。
朝
鮮
通
信
使
が
来

日
す
る
場
合
は
基
本
的
に
当
番
、
加
番
が
対
馬
で
出
迎
え
て
、
接
伴
僧
と
し
て
お
供
の
任
で
徳
川
幕
府
の
所
在
地
で
あ
る
江

戸
へ
。
寛
永
十
三
年
に
は
さ
ら
に
家
康
を
祀
る
日
光
東
照
宮
ま
で
の
間
を
往
還
し
、
一
団
と
の
対
話
役
と
し
て
道
案
内
役
と

な
っ
た
。
数
か
月
に
わ
た
っ
た
道
中
で
は
宴
を
開
催
し
、
詩
文
唱
和
を
繰
り
返
し
、
詩
文
と
書
の
腕
前
を
発
揮
し
、
あ
る
意

味
で
は
知
識
、
学
問
の
高
さ
を
競
う
文
化
的
な
対
決
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
交
流
し
た
一
行
が
対
馬
ま
で
戻
っ
た
あ
と

は
、
釜
山
へ
帰
還
す
る
一
行
を
見
送
っ
た
。
学
識
の
み
な
ら
ず
異
国
か
ら
の
客
人
の
立
場
を
慮
り
つ
つ
大
旅
行
に
同
伴
す
る

任
務
で
あ
り
、
気
力
と
体
力
は
強
靱
で
あ
っ
て
、
大
方
の
処
置
に
対
応
で
き
る
理
解
者
で
あ
る
こ
と
が
要
さ
れ
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
以
酊
庵
輪
番
制
は
引
き
受
け
た
あ
と
そ
の
一
度
に
限
ら
ず
、
な
か
に
は
再
住
（
二
度
）、
参
住
（
三
度
）
な
ど
と
出
向

い
た
回
数
が
複
数
回
数
え
る
例
も
あ
る
。
以
酊
庵
輪
番
制
は
、
寛
永
十
二
年
、
東
福
寺
の
宝
勝
院
の
輪
番
に
は
じ
ま
り
、
慶

応
三
年
、
東
福
寺
の
大
機
院
で
最
終
と
な
っ
て
い
る
。
二
百
三
十
二
年
に
わ
た
っ
た
以
酊
庵
輪
番
制
と
十
二
回
の
朝
鮮
使
節

の
来
日
の
様
子
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

【
以
酊
庵
の
世
代
と
使
節
の
様
子
】
太
字
は
使
節
の
派
遣
と
重
要
事
項

世
代
位
次　
　
　

道
号
法
諱
（
本
山
）
寺
院
名　
　
　

輪
住
年
次
（
西
暦
年
）　　
　

備
考

初　

景
轍
玄
蘇
（
大
明
特
賜
本
光
禅
師
）　　
　
　
　

 
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
～
慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）

対
馬
島
主
宗
義
調
、
博
多
聖
福
寺
の
景
轍
玄
蘇
を
招
き
、
朝
鮮
外
交
に
あ
た
ら
せ
る
。
後
、
玄
蘇
は
対
馬
厳
原
に
以
酊
庵

を
結
ぶ
。

日
本
国
王
使　

庚
辰
（
天
正
八
年
／
一
五
八
〇
）
正
使 

景
轍
玄
蘇
。
漢
城
へ
上
京
。

探
賊
使 

朝
鮮
僧
松
雲
大
師
、
朴
大
根
ら
来
日　

慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
十
二
月
二
十
七
日
～
翌
年
三
月
二
十
七
日
、
京
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都
本
法
寺
滞
在
。

朝
鮮
使
節
①
丁
未
　（
慶
長
十
二
年
／
一
六
〇
七
）
回
答
兼
刷
還
使
来
日
（
総
勢
五
〇
四
名
）
二
月
二
十
九
日
～
七
月
三
日 

接

伴
僧 

景
轍
玄
蘇
。

二　

規
伯
玄
方
、
景
轍
玄
蘇
の
遷
化
に
伴
い
、
二
世
と
な
る
が
、
そ
の
前
に
七
年
間
、
京
都
南
禅
寺
に
修
行
に
出
向
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
～
寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）

朝
鮮
使
節
②
丁
巳
　（
元
和
三
年
／
一
六
一
七
）    

回
答
兼
刷
還
使
来
日
（
総
勢
四
二
八
名
）
七
月
五
日
～
十
月
十
八
日 

接
伴

僧
な
し
。

日
本
国
王
使
辛
酉
　 （
元
和
七
年
／
一
六
二
一
） 　

　
　
　
　
　
　
　
　

御
所
丸
送
使
訪
朝 

正
使 

規
伯
玄
方
、
副
使 

宗
智
順
ら
釜
山
倭
館
へ
。

朝
鮮
使
節
③
甲
子
　（
寛
永
元
年
／
一
六
二
四
）    

回
答
兼
刷
還
使
来
日
（
総
勢
四
六
〇
名
） 

十
月
二
日
～
翌
年
三
月
五
日 

接

伴
僧 

規
伯
玄
方
。

日
本
国
王
使
己
巳
　（
寛
永
六
年
／
一
六
二
九
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
京
使
訪
朝 

正
使 

規
伯
玄
方
、
釜
山
倭
館
か
ら
漢
城
へ
の
ぼ
る
。

柳
川
一
件
　
　
　
　（
寛
永
十
年
／
一
六
三
三
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柳
川
調
興
に
よ
る
国
書
書
き
替
え
暴
露
で
露
見
、
寛
永
十
二
年
三
月
に
処

分
決
定
。
玄
方
は
南
部
藩
へ
流
配
さ
れ
る
。

  

僧
録
司
の
南
禅
寺
金
地
院
最
嶽
元
良
よ
り
玄
方
の
後
の
任
務
に
玉
峰
光
璘
、
棠
陰
玄
召
、
洞
叔
寿
仙
が
推
挙
さ
れ
る
。

三　

玉
峰
光
璘
（
東
福
寺
）
宝
勝
院　
　
　
　

                                                    

寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）
十
一
月
～
十
三
年
八
月 

以
酊
庵
輪
番
制
の
は
じ
ま

　
　
り
。

四　

棠
陰
玄
召
（
東
福
寺
）
南
昌
院　
　
　
　

                                                       

寛
永
十
三
年
（
一
六
三
六
）
八
月
～
十
五
年
三
月 

朝
鮮
使
節
④
丙
子
　（
寛
永
十
三
年
／
一
六
三
六
）
通
信
使
来
日
（
総
勢
四
七
八
名
）
十
月
六
日
～
翌
年
二
月
二
十
五
日 

接
伴

僧 

玉
峰
光
璘
、
棠
陰
玄
召
。
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五　

洞
叔
寿
仙
（
天
龍
寺
）
慈
済
院　
　
　
　

                                                   

寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
四
月
～
十
六
年
四
月

再　

玉
峰
光
璘　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                                                                      

寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
四
月
～
十
七
年
三
月

再　

棠
陰
玄
召　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                                  

寛
永
十
七
年
（
一
六
四
〇
）
四
月
～
十
八
年
四
月

再　

洞
叔
寿
仙　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                                  

寛
永
十
八
年
（
一
六
四
一
）
四
月
～
十
九
年
三
月

参　

棠
陰
玄
召　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                                   

寛
永
十
九
年
（
一
六
四
二
）
三
月
～
二
十
年
三
月

六　

鈞
天
永
洪
（
建
仁
寺
）
十
如
院　
　
　
　

    
   

寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
四
月
～
二
十
一
年
四
月

朝
鮮
使
節
⑤
癸
未
　（
寛
永
二
十
年
／
一
六
四
三
）
通
信
使
来
日
（
総
勢
四
七
七
名
）
四
月
二
十
七
日
～
十
月
二
十
九
日 

接
伴

僧 

鈞
天
永
洪
、
周
南
円
旦
。

七　

周
南
円
旦
（
東
福
寺
）
艮
岳
院　
　
　
　
　

 

　

正
保
元
年
（
一
六
四
四
）
四
月
～
二
年
三
月

八　

茂
源
紹
柏
（
建
仁
寺
）
清
住
院　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
四
月
～
三
年
五
月

再　

鈞
天
永
洪　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                                   

正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
五
月
～
四
年
五
月

再　

周
南
円
旦　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                                   

正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
五
月
～
同
年
九
月

再　

茂
源
紹
柏　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                                   

正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
十
一
月
～
慶
安
三
年
十
月

参　

鈞
天
永
洪　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
十
月
～
承
応
二
年
二
月　

承
応
二
年
二
月
十
日
、

                                                      
以
酊
庵
で
示
寂
。

九　

賢
渓
玄
倫
（
天
龍
寺
）
鹿
王
院　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

 

承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
四
月
か
～
三
年
五
月

十　

九
巌
中
達
（
建
仁
寺
）
大
統
院　
　
　
　
　

　
　
　
　

 　

承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
五
月
～
明
暦
元
年
六
月

参　

茂
源
紹
柏　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
六
月
～
三
年
四
月

朝
鮮
使
節
⑥
乙
未
　（
明
暦
元
年
／
一
六
五
五
）
通
信
使
来
日
（
総
勢
四
八
五
名
）
六
月
九
日
～
翌
年
二
月
十
日 

接
伴
僧 

茂
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以酊庵輪番制と京都所在寛永十三年来日朝鮮通信使揮毫の扁額について

源
紹
柏
、
九
巌
中
達
。

十
一　

覚
雲
顕
吉
（
相
国
寺
）
慈
照
院　
　
　
　
　

明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
四
月
～
万
治
二
年
五
月

十
二　
天
沢
円
育
（
東
福
寺
）
艮
岳
院　
　
　
　
　

万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
五
月
～
寛
文
元
年
五
月

十
三　
顕
令
通
憲
（
建
仁
寺
）
永
源
庵　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   　

寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
六
月
～
三
年
五
月

十
四　
太
華
令
瞻
（
東
福
寺
）
龍
眠
庵　
　
　
　
　

寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
五
月
～
五
年
四
月

十
五　
虎
林
中
虔
（
天
龍
寺
）
慈
済
院　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
四
月
～
七
年
四
月

十
六　
春
葩
宗
全
（
相
国
寺
）
富
春
軒　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
五
月
～
九
年
五
月

十
七　
泉
叔
梵
亨
（
天
龍
寺
）
寿
寧
院　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
五
月
～
十
一
年
六
月

十
八　
江
岳
元
策
（
天
龍
寺
）
南
芳
院　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
）
六
月
～
十
二
年
六
月　

寛
文
十
二
年
六
月
二
十
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
、
以
酊
庵
で
示
寂
。

十
九　
愚
渓
等
厚
（
相
国
寺
）
玉
龍
庵　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
八
月
～
延
宝
元
年
五
月

二
十　
南
宗
祖
辰
（
東
福
寺
）
本
成
寺　
　
　
　

                            

延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
六
月
～
三
年
閏
四
月

二
十
一  

蘭
室
玄
森
（
天
龍
寺
）
妙
智
院　
　
　
　

                             

延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
四
月
～
五
年
四
月

二
十
二 

雲
外
東
竺
（
建
仁
寺
）
両
足
院　
　
　
　

                             

延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
五
月
～
七
年
五
月 

再　

南
宗
祖
辰　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
五
月
～
天
和
元
年
六
月

二
十
三 

汝
舟
妙
恕
（
相
国
寺
）
光
源
院

  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                                          

天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
六
月
～
同
年
十
一
月　

天
和
元
年
十
一
月
二
十
六

                                                          

日
、
以
酊
庵
で
示
寂
。

二
十
四 

太
虚
顕
霊
（
相
国
寺
）
慈
雲
庵            

                                

天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
三
月
～
貞
享
元
年
六
月

朝
鮮
使
節
⑦
壬
戌
　（
天
和
二
年
／
一
六
八
二
）
通
信
使
来
日
（
総
勢
四
七
三
名
）
六
月
十
八
日
～
十
一
月
一
日 

接
伴
僧 

太
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虚
顕
霊
、
南
宗
祖
辰
。

二
十
五 

古
霊
道
充
（
天
龍
寺
） 

延
慶
庵            

                                     

貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
四
月
～
三
年
三
月

二
十
六 

松
堂
宗
植
（
建
仁
寺
）
清
住
院           

　
　

                                     

貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
閏
三
月
～
元
禄
元
年
四
月

二
十
七 

黄
巌
慈
璋
（
建
仁
寺
）
大
統
院　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　

元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
四
月
～
三
年
四
月 

二
十
八 
天
啓
集
仗
（
相
国
寺
）
瑞
春
庵              

　

  　
　

元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
四
月
～
五
年
四
月 

二
十
九 
東
谷
守
洵
（
天
龍
寺
）
南
芳
院            

                                   

元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
四
月
～
七
年
五
月 

三
十　
松
隠
玄
棟
（
東
福
寺
）
南
昌
院　
　
　
　

　

                                  

元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
五
月
～
九
年
三
月 

三
十
一  

文
礼
周
郁
（
天
龍
寺
）
真
乗
院          

　
　
　
　
　
　
　
　
　

                                   

元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
四
月
～
十
一
年
四
月 

三
十
二 

中
山
玄
中
（
天
龍
寺
）
妙
智
院            

                                      

元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
四
月
～
十
三
年
五
月

三
十
三 

別
宗
祖
縁
（
相
国
寺
）
慈
照
院            

                                  

元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）
五
月
～
十
五
年
六
月

三
十
四 

雪
堂
令
研
（
東
福
寺
）
龍
眠
庵            

                                  

元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
六
月
～
宝
永
元
年
六
月

再　

松
堂
宗
植　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                                

宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
六
月
～
三
年
四
月

三
十
五 

関
仲
智
悦
（
天
龍
寺
）
寿
寧
院            

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
四
月
～
五
年
四
月 

三
十
六 

月
心
性
湛
（
天
龍
寺
）
真
乗
院            

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
四
月
～
七
年
五
月

三
十
七 

雲
壑
永
集
（
建
仁
寺
）
永
源
庵            

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
五
月
～
正
徳
二
年
五
月 

朝
鮮
使
節
⑧
辛
卯
（
正
徳
元
年
／
一
七
一
一
）
通
信
使
来
日
（
総
勢
五
〇
〇
名
）
七
月
五
日
～
翌
年
二
月
二
十
五
日 

接
伴
僧 

別
宗
祖
縁
、
雲
壑
永
集
。

再　

中
山
玄
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
五
月
～
四
年
三
月

再　

関
仲
智
悦　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
三
月
～
享
保
元
年
二
月　

享
保
元
年
二
月
十
一
日
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以酊庵輪番制と京都所在寛永十三年来日朝鮮通信使揮毫の扁額について

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
酊
庵
で
示
寂
。

三
十
八 

石
霜
龍
菖
（
東
福
寺
）
即
宗
院            

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
三
月
～
三
年
五
月 

再　

月
心
性
湛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
五
月
～
五
年
五
月 

朝
鮮
使
節
⑨
己
亥
　（
享
保
四
年
／
一
七
一
九
）
通
信
使
来
日
（
総
勢
四
七
五
名
）
六
月
二
十
日
～
翌
年
一
月
七
日 

接
伴
僧 

月
心
性
湛
、
石
霜
龍
菖
。

三
十
九 
古
渓
性
琴
（
天
龍
寺
）
宝
寿
院　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
五
月
～
七
年
四
月

四
十　

 

天
衣
守
倫
（
東
福
寺
）
不
二
庵　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
四
月
～
九
年
閏
四
月 

四
十
一 

蘭
谷
祖
芳
（
相
国
寺
）
松
鷗
庵　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

享
保
九
年
（
一
七
二
四
）
閏
四
月
～
十
一
年
四
月

四
十
二 

雲
崖
道
岱
（
天
龍
寺
）
延
慶
庵　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
五
月
～
十
三
年
四
月

再　

天
衣
守
倫　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
）
四
月
～
十
五
年
四
月

四
十
三 

雪
巌
中
筠
（
建
仁
寺
）
普
光
庵　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
）
四
月
～
十
七
年
四
月

四
十
四 

藍
渓
光
瑄
（
東
福
寺
）
宝
勝
院            

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
四
月
～
十
九
年
四
月

四
十
五 

藍
坡
中
珣
（
相
国
寺
）
長
得
院            

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
四
月
～
元
文
元
年
四
月

四
十
六 

東
明
覚
沅
（
建
仁
寺
）
堆
雲
軒            

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
文
元
年
（
一
七
三
六
）
四
月
～
三
年
四
月 

再　

雲
崖
道
岱　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
文
三
年
（
一
七
三
八
）
四
月
～
五
年
四
月

再　

雪
巌
中
筠　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
四
月
～
寛
保
二
年
四
月

四
十
七 

維
天
承
瞻
（
相
国
寺
）
巣
松
軒            

                                

寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
四
月
～
延
享
元
年
四
月

四
十
八 

瑞
源
等
禎
（
天
龍
寺
）
妙
智
院　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
五
月
～
三
年
四
月 

四
十
九 

翠
巌
承
堅
（
天
龍
寺
）
三
秀
院　
　
　
　
　

延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
四
月
～
寛
延
元
年
四
月
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五
十　
玉
嶺
守
瑛
（
東
福
寺
）
不
二
庵　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   　
　
　

寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
四
月
～
三
年
五
月 

朝
鮮
使
節
⑩
戊
辰　
（
延
享
五
年
／
一
七
四
八
）
通
信
使
来
日
（
総
勢
四
七
五
名
）
二
月
十
六
日
～
八
月
九
日 

接
伴
僧 

翠
巌

承
堅
、
玉
嶺
守
瑛
。

五
十
一 

天
岸
覚
葩
（
建
仁
寺
）
堆
雲
軒             

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
五
月
～
宝
暦
二
年
六
月 

再　

維
天
承
瞻　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宝
暦
二
年
（
一
七
五
二
）
六
月
～
四
年
五
月　

一
説
に
宝
暦
元
年
六
月
。

再　

瑞
源
等
禎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
五
月
～
六
月　

宝
暦
四
年
六
月
十
八
日
、
以
酊
庵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
示
寂
。

再　

翠
巌
承
堅　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
十
一
月
～
六
年
六
月

五
十
二 

北
礀
道
爾
（
建
仁
寺
）
普
光
院　
　
　

   

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
六
月
～
八
年
五
月

五
十
三 

天
叔
顕
台
（
相
国
寺
）
慈
照
院　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
五
月
～
十
年
五
月

五
十
四 

拙
山
周
寅
（
天
龍
寺
）
寿
寧
院　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）
五
月
～
十
一
年
八
月

五
十
五 

桂
巌
龍
芳
（
東
福
寺
）
即
宗
院　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
四
月
～
明
和
元
年
四
月 

再　

玉
嶺
守
瑛　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
四
月
～
三
年
六
月

朝
鮮
使
節
⑪
甲
申
　（
明
和
元
年
／
一
七
六
四
）
通
信
使
来
日
（
総
勢
四
七
七
名
）
十
月
六
日
～
翌
年
六
月
二
十
一
日 

接
伴
僧 

維
天
承
瞻
、
桂
巌
龍
芳
。

五
十
六 

昊
巌
元
穹
（
天
龍
寺
）
招
慶
院　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
六
月
～
五
年
六
月

再　

桂
巌
龍
芳　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
五
月
～
七
年
六
月

五
十
七 

海
山
覚
暹
（
建
仁
寺
）
常
照
院　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
和
七
年
（
一
七
七
〇
）
五
月
～
安
永
元
年
六
月

五
十
八 

岱
宗
承
嶽
（
相
国
寺
）
養
源
軒　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

  　
　
　

安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
六
月
～
四
年
三
月
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再　

海
山
覚
暹　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   　
　
　
　
　
　
　
　

安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
三
月
～
六
年
二
月　

安
永
六
年
二
月
七
日
、
以
酊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庵
で
示
寂
。

五
十
九 

湛
堂
令
椿
（
天
龍
寺
）
妙
智
院　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
八
月
～
八
年
六
月

六
十　
高
峰
東
晙
（
建
仁
寺
）
両
足
院　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
六
月
～
天
明
元
年
五
月

六
十
一 
梅
荘
顕
常
（
相
国
寺
）
慈
雲
庵             

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
五
月
～
三
年
五
月

再　

岱
宗
承
嶽　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
五
月
～
四
年
五
月 

再　

湛
堂
令
椿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
五
月
～
六
年
五
月 

六
十
二 

凞
陽
龍
育
（
東
福
寺
）
南
昌
院　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
五
月
～
八
年
五
月

六
十
三 

環
中
玄
諦
（
建
仁
寺
）
常
光
院　

        
                                            

天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
五
月
～
寛
政
二
年
四
月

六
十
四 

象
田
周
畊
（
天
龍
寺
）
寿
寧
院            

                                 

寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
四
月
～
四
年
三
月

再　

環
中
玄
諦　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                                   

寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
三
月
～
七
年
四
月

六
十
五 

天
瑞
守
選
（
東
福
寺
）
霊
雲
院　
　
　
　

                                

寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）
四
月
～
九
年
五
月 

六
十
六 

松
源
中
奨
（
相
国
寺
）
慈
照
院　
　
　
　

                                

寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
五
月
～
十
一
年
四
月

再　

凞
陽
龍
育　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                                   

寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
四
月
～
享
和
元
年
四
月

再　

象
田
周
畊　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                                 

享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
四
月
～
三
年
四
月

再　

天
瑞
守
選　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                                 

享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
四
月
～
文
化
二
年
四
月 

六
十
七 

汶
川
恵
汶
（
相
国
寺
）
勝
定
院            

                          

文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
四
月
～
四
年
五
月

六
十
八 

嗣
堂
東
緝
（
建
仁
寺
）
一
華
院           

                                    

文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
五
月
～
六
年
四
月

六
十
九 

龍
潭
周
禎
（
天
龍
寺
）
寿
寧
院　
　
　

   
                          

文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
四
月
～
八
年
閏
二
月
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七
十 

月
耕
玄
宣
（
東
福
寺
）
未
雲
軒　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
閏
二
月
～
九
年
五
月　

文
化
九
年
五
月
、
以
酊
庵
で

示
寂
。

朝
鮮
使
節
⑫
辛
未
　（
文
化
八
年
／
一
八
一
一
）
通
信
使
、
対
馬
聘
礼
（
総
勢
三
二
八
名
）
閏
三
月
十
三
日
～
七
月
三
日 

接
伴

僧 

月
耕
玄
宣
、
龍
潭
周
禎
。

七
十
一 
大
中
周
愚
（
相
国
寺
）
光
源
院　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
二
月
～
十
月

七
十
二 
別
源
周
汪
（
天
龍
寺
）
妙
智
院　
　
　
　

                           

文
化
十
年
（
一
八
一
三
）
十
月
～
十
二
年
四
月

再　

嗣
堂
東
緝　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                               

文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
四
月
～
十
四
年
三
月

七
十
三 

月
江
承
宣
（
天
龍
寺
）
三
秀
院　
　
　
　

                           

文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
三
月
～
文
政
二
年
閏
四
月

七
十
四 

霊
巌
龍
根
（
東
福
寺
）
即
宗
院　
　
　
　

                           

文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
閏
四
月
～
四
年
四
月 

七
十
五 

以
中
玄
保
（
相
国
寺
）
晴
雲
院　
　
　
　

                            

文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
四
月
～
六
年
四
月 

七
十
六 

則
堂
通
銓
（
建
仁
寺
）
永
源
庵　
　
　
　

                          

文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
四
月
～
八
年
四
月

七
十
七 

盈
冲
周
整
（
相
国
寺
）
慈
照
院　
　
　
　

                              

文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
四
月
～
十
年
四
月

七
十
八 

願
海
守
航
（
東
福
寺
）
大
機
軒　
　
　
　

                          

文
政
十
年
（
一
八
二
七
）
四
月
～
十
二
年
四
月

再　

以
中
玄
保　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                               

文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
四
月
～
天
保
二
年
四
月

七
十
九 

剛
中
周
侃
（
天
龍
寺
）
寿
寧
院　
　
　
　

                              

天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
四
月
～
四
年
四
月

再　

則
堂
通
銓　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                                   

天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
四
月
～
六
年
四
月

再　

盈
冲
周
整　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                                   

天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
四
月
～
八
年
四
月

再　

願
海
守
航　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                                   

天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
四
月
～
十
年
四
月 

八
十　
南
海
英
歆
（
天
龍
寺
）
弘
源
寺　
　
　
　

                                 

天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
四
月
～
十
二
年
四
月
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八
十
一 

全
室
慈
保
（
建
仁
寺
）
霊
洞
院　
　
　
　

　

                                         

天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
五
月
～
十
四
年
四
月

八
十
二 

荊
叟
東
玟
（
建
仁
寺
）
両
足
院　
　
　
　

                             

天
保
十
四
年
（
一
八
四
三
）
四
月
～
弘
化
二
年
四
月

八
十
三 

北
澗
承
学
（
相
国
寺
）
晴
雲
院　
　
　
　

                               

弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
四
月
～
四
年
四
月

再　

南
海
英
歆　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                                   

弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
四
月
～
嘉
永
二
年
四
月

再　

全
室
慈
保　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
四
月
～
四
年
四
月

八
十
四 
宋
州
師
定
（
東
福
寺
）
霊
源
院　
　
　
　

                                   

嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
四
月
～
六
年
四
月

八
十
五 

龍
巌
周
績
（
天
龍
寺
）
妙
智
院　
　
　
　

                                 

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
四
月
～
安
政
元
年
四
月

再　

荊
叟
東
玟　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                               

安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
四
月
～
安
政
三
年
四
月

八
十
六 

春
扃
光
宣
（
東
福
寺
）
即
宗
院　
　
　
　

                              

安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
四
月
～
五
年
四
月

八
十
七 

橘
洲
周
偆
（
相
国
寺
）
養
春
軒　
　
　
　

               

安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
四
月
～
万
延
元
年
四
月

再　

宋
州
師
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                                   

万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
四
月
～
文
久
二
年
四
月

八
十
八 

清
陰
周
旵
（
天
龍
寺
）
招
慶
院　
　
　
　

                           

文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
四
月
～
元
治
元
年
四
月

参　

荊
叟
東
玟　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

                                  

元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
四
月
～
慶
応
二
年
四
月 

八
十
九 

玉
澗
守
俊
（
東
福
寺
）
大
機
院　
　
　
　

                             

慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
四
月
～
慶
応
三
年
正
月

（
参
照
）
伊
藤
東
慎
『
黄
龍
遺
韻
』
両
足
院 

一
九
五
七
年
十
一
月
、
田
代
和
生
『
書
き
替
え
ら
れ
た
国
書
』
中
央
公
論
社 

一
九
八
三
年
六
月
、
田
中
健
夫
『
前
近
代
の
国
際
交
流
と
外
交
文
書
』
吉
川
弘
文
館 

一
九
九
六
年
十
月
、
長
崎
歴

史
文
化
博
物
館
『
対
馬
藩
と
朝
鮮
通
信
使
―
十
二
万
点
の
宗
家
文
書
が
語
る
歴
史
の
真
実
』
二
〇
一
三
年
十
月
、
池

内
敏
「
以
酊
庵
輪
番
制
考
」『
絶
海
の
碩
学
―
近
世
日
朝
外
交
史
研
究
』
名
古
屋
大
学
出
版
会 

二
〇
一
七
年
二
月

対
馬
以
酊
庵
輪
番
制
が
は
じ
ま
っ
た
寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）
を
起
点
に
変
化
が
あ
る
。「
馬
上
才
」
の
興
行
と
、
そ
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の
翌
年
の
朝
鮮
通
信
使
が
「
泰
平
の
賀
」
と
い
う
名
目
で
の
来
日
で
あ
る
。「
馬
上
才
」
と
は
朝
鮮
の
曲
馬
の
こ
と
で
、
徳

川
家
光
（
一
六
〇
四
～
一
六
五
一
）
の
要
請
に
よ
っ
て
、
日
本
に
お
い
て
は
じ
め
て
行
わ
れ
た
。
疾
走
す
る
馬
上
で
逆
立
ち
す

る
な
ど
の
曲
芸
で
あ
り
、
イ
ベ
ン
ト
性
の
高
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
る
。「
馬
上
才
」
の
興
行
は
通
信
使
と
い
う
名
目
の

意
味
が
回
答
兼
刷
還
使
と
は
性
格
が
異
な
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
証
で
も
あ
る 

。
ま
た
翌
年
の
朝
鮮
通
信
使
来

日
は
、「
泰
平
の
賀
」
と
い
う
、
家
光
の
襲
職
の
よ
う
な
明
ら
か
な
具
体
性
が
な
い
名
目
だ
が
、
朝
鮮
側
が
使
者
の
名
称
を

「
通
信
使
」
に
復
旧
し
た
と
い
う
意
味
で
江
戸
時
代
に
お
い
て
最
初
の
通
信
使
と
な
り
、
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究

の
慣
例
で
、
江
戸
時
代
の
朝
鮮
通
信
使
を
回
答
兼
刷
還
使
の
と
こ
ろ
か
ら
数
え
て
十
二
回
と
す
る
の
は
朝
鮮
国
王
が
発
し
た

使
節
の
回
数
を
指
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
朝
鮮
側
の
国
書
で
回
答
兼
刷
還
使
ま
で
は
将
軍
の
称
号
を
「
日
本
国
王
」
と
し
て

い
た
が
、
こ
れ
よ
り
「
日
本
国
大
君
」
に
改
め
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
天
皇
、
皇
室
は
政
治
的
に
外
交
に
は
関
わ
ら
ず
、
室
町

時
代
も
江
戸
時
代
で
も
将
軍
家
が
外
交
僧
を
抱
え
て
掌
握
し
て
い
る
。
以
酊
庵
輪
番
制
の
発
動
と
と
も
に
朝
鮮
使
節
の
来
日

は
そ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
新
た
な
時
代
の
幕
開
け
と
な
り
新
た
な
江
戸
時
代
の
通
信
使
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
寛
永
十
三
年
来
日
の
一
団
に
本
稿
の
主
題
で
あ
る
梅
隠
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

京
都
所
在
梅
隠
揮
毫
の
扁
額

さ
て
、
現
状
で
確
認
で
き
た
梅
隠
揮
毫
の
扁
額
・
額
字
は
以
下
の
七
枚
で
あ
る
。
七
枚
の
内
訳
は
相
国
寺
派
一

枚
、
建
仁
寺
派
二
枚
、
妙
心
寺
派
四
枚
で
、
京
都
五
山
の
う
ち
東
福
寺
派
、
天
龍
寺
派
に
つ
い
て
は
現
状
で
不
明

で
あ
る
。
お
お
よ
そ
の
手
掛
か
り
と
な
っ
た
の
は
洛
中
洛
外
、
京
都
の
扁
額
所
在
の
様
子
を
ま
と
め
た
書
物
『
拾

遺
扁
額
要
覧
』
で
あ
る
。
木
版
で
の
文
字
情
報
で
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
情
報
を
も
と
に
所
在
が
確
認
で
き
た
の

は
建
仁
寺
山
内
西
来
院
で
あ
る
。
本
書
を
見
る
前
に
は
西
来
院
に
は
か
ね
て
よ
り
山
門
の
上
に
朝
鮮
国
の
学
士
・
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以酊庵輪番制と京都所在寛永十三年来日朝鮮通信使揮毫の扁額について

清
川
な
る
人
物
の
「
甘
露
門
」
と
「
漸
入
佳
境
」 

の
二
枚
の
所
在
を
認
め
て
き
た
が
、
方
丈
懸
額
の
「
西
来
院
」

へ
行
き
着
い
た
。『
拾
遺
扁
額
要
覧
』
が
編
ま
れ
た
嘉
永
期
の
段
階
で
、
こ
の
ほ
か
に
も
建
仁
寺
大
統
院
と
龍
安
寺

冝
春
院
に
も
「
朝
セ
ン
梅
隠
」
と
の
記
載
が
あ
る
。
現
在
建
仁
寺
の
大
統
院
で
は
梅
隠
揮
毫
の
扁
額
は
見
い
だ
せ

な
い
状
態
に
あ
り
、
そ
の
理
由
を
検
討
す
る
な
ら
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
に
火
に
遭
い
、
本
堂
・
庫
裏
・
書
院

な
ど
が
全
焼
。
現
在
の
建
物
は
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
に
再
建
さ
れ
て
い
る
件
が
あ
る
。
龍
安
寺
の
冝
春
院
は
明

治
の
頃
に
妙
心
寺
山
内
へ
移
転
す
る
が
、
そ
の
後
廃
寺
と
な
っ
て
お
り
、
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ

れ
か
ら
東
福
寺
塔
頭
で
寛
永
十
三
年
～
十
五
年
四
月
に
以
酊
庵
輪
番
だ
っ
た
玉
峰
光
璘
（
宝
勝
院
）
と
棠
陰
玄
召

（
南
昌
院
）
の
両
院
は
廃
寺
と
な
り
現
存
し
な
い
。『
拾
遺
扁
額
要
覧
』
に
は
東
福
寺
「
当
山
朝
鮮
人
筆
多
略
之
」
と

あ
る
が
、
現
状
で
の
調
査
は
力
が
及
ば
ず
、
未
確
認
で
あ
る
。

①木額「棲碧」縦 36.0㎝横 62.0㎝

「梅隠」（印文不明）　慈照院
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②木額「正傳院」縦 55.0㎝横 101.0㎝

「梅隠」（「■翁」朱文方印）　正伝永源院

③木額「西来院」縦 55.0 横 101.0㎝

　「梅隠」（「■翁」朱文方印）　西来院
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以酊庵輪番制と京都所在寛永十三年来日朝鮮通信使揮毫の扁額について

④木額「麟祥院」縦 83.5 横 210.0㎝　麟祥院

「為日本全久公／書時丁丑仲春／也」

「朝鮮梅隠」（「梅隠」朱文方印）　多福院

⑤木額「多福」縦 36.7㎝横 115．2㎝
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⑥額字「鳳臺院」縦 52．7㎝横 136．2㎝

「梅隠」（「斗巖散人」朱文方印）　金臺寺

⑦額字「河北山」縦 63．1㎝横 139．8㎝

「梅隠」（「斗巖散人」朱文方印）　金臺寺

「梅隠」（「斗巖散人」朱文方印）　金臺寺
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以酊庵輪番制と京都所在寛永十三年来日朝鮮通信使揮毫の扁額について

さ
て
、
作
例
は
、
並
べ
た
画
像
に
あ
る
よ
う
に
堂
々
と
し
た
書
体
で
、
弾
力
が
あ
り
、
と
め
、
は
ね
、
は
ら
い

が
こ
と
さ
ら
強
調
さ
れ
て
お
り
、
筆
順
を
目
線
で
追
っ
て
し
ま
う
。
な
か
で
も
多
福
院
「
多
福
」
の
字
は
擦
れ
た

様
子
も
木
額
に
写
さ
れ
て
い
る
。
慈
照
院
「
棲
碧
」
の
額
だ
け
は
縁
は
な
く
、
一
枚
板
で
素
朴
で
あ
る
。
落
款
に

つ
い
て
は
①
「
棲
碧
」
②
「
正
傳
院
」
③
「
西
来
院
」
の
三
枚
に
は
同
様
の
「
梅
隠
」
落
款
が
見
い
だ
せ
る
が
、

「
■
翁
」（
朱
文
方
印
）
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
な
か
で
①
「
棲
碧
」
は
摩
滅
で
印
文
の
存
在
自
体
も
不
明
で
あ
る
が
、

形
を
「
正
傳
院
」「
西
来
院
」
落
款
と
見
比
べ
る
と
同
一
の
形
式
と
推
定
で
き
る
。
印
章
未
読
の
点
は
検
討
の
余
地

を
残
す
。

さ
て
、「
棲
碧
」
に
つ
い
て
は
、
慈
照
院
の
住
持
昕
叔
顕
晫
（
？
～
一
六
五
八
）
の
号
で
あ
り
、
院
内
の
棲
碧
軒
に

長
ら
く
掛
額
さ
れ
て
き
た
。
棲
碧
軒
は
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
に
桂
宮
親
王
御
学
問
所
と
し
て
建
て
ら
れ
た
書
院

で
あ
り
、
皇
室
よ
り
下
賜
さ
れ
た
宗
旦
狐
の
伝
説
が
あ
る
茶
室
「
頤
神
室
」
と
合
体
し
た
建
物
で
あ
る
。
当
院
は

室
町
幕
府
八
代
将
軍
足
利
義
政
や
桂
宮
の
菩
提
寺
で
あ
る
が
、
桂
離
宮
造
営
に
用
い
ら
れ
た
資
材
が
充
て
ら
れ
て

い
る
。
昕
叔
顕
晫
の
著
『
鹿
苑
日
録
』
七
十
二
、
寛
永
十
四
年
正
月
十
八
日
の
条
に
は
「
斎
後
赴
宗
対
馬
守
殿
。

六
条
法
華
堂
也
。
呈
杉
原
十
帖
・
金
扇
一
本
。
対
面
。
時
高
麗
上
官
之
衆
書
誂
之
書
物
。
自
由
之
体
驚
目
。
予
亦

誂
大
字
二
ケ
」
と
記
さ
れ
、
寛
永
十
三
年
に
、
来
日
し
た
一
行
が
江
戸
か
ら
の
帰
り
に
京
都
で
泊
ま
っ
た
六
条
法

華
堂
、
つ
ま
り
六
条
法
華
堂
と
称
さ
れ
て
い
た
本
圀
寺
に
投
宿
し
た
時
、
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
一
月
十
六
～

十
九
日
の
う
ち
、
十
八
日
に
昕
叔
顕
晫
が
訪
ね
、「
時
高
麗
上
官
之
衆
書
誂
之
書
物
。
自
由
之
体
驚
目
。
予
亦
誂
大

字
二
ケ
」
と
あ
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
「
棲
碧
」
と
い
う
大
字
で
あ
ろ
う
。「
予
亦
誂
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
自
分
も

ま
た
、
誂
え
る
と
い
う
、
他
者
の
寺
院
の
た
め
に
取
り
次
ぐ
と
い
う
よ
う
な
、
複
数
枚
の
存
在
を
示
唆
し
、
自
身

が
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
自
任
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
誂
え
る
、
と
い
う
表
現
が
出
て
お
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り
、
こ
れ
は
額
字
に
し
た
た
め
る
内
容
を
注
文
し
て
い
た
様
子
を
表
し
て
い
る
。
昕
叔
顕
晫
は
慈
照
院
七
世
で
父

は
江
戸
前
期
の
公
卿
で
有
職
故
実
に
精
通
し
て
い
た
日
野
輝
資
（
一
五
五
四
～
一
六
二
三
）
で
あ
り
、
彼
は
千
利
休
に

就
い
て
茶
道
を
学
び
、
徳
川
家
康
・
秀
忠
に
学
を
講
じ
る
な
ど
専
ら
文
雅
の
道
を
能
く
し
た
人
。
そ
し
て
さ
ら
に

対
馬
藩
主
の
宗
義
成
（
一
六
〇
四
～
五
七
）
の
妻
ふ
く
は
姪
（
兄
日
野
資
勝
の
娘
）
で
あ
り
、
慈
照
院
昕
叔
顕
晫
は
こ

の
度
の
通
信
使
来
日
、
入
洛
に
お
い
て
六
条
法
華
堂
で
面
会
す
る
宗
対
馬
守
殿
が
、
姪
の
嫁
ぎ
先
と
い
う
関
係
性

は
注
目
に
値
す
る

⑻
。
②
「
正
傳
院
」
③
「
西
来
院
」
の
二
枚
は
扁
額
の
大
き
さ
も
さ
ほ
ど
違
い
は
な
く
、
同
じ

建
仁
寺
山
内
塔
頭
で
あ
り
、
同
時
期
の
揮
毫
と
、
木
額
の
製
作
も
同
じ
手
か
同
工
房
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
慈
照

院
「
棲
碧
」
は
長
き
に
わ
た
っ
た
日
照
の
も
と
で
板
は
乾
き
、
摩
滅
し
た
状
態
で
あ
る
が
、「
正
傳
院
」
と
「
西

来
院
」
の
へ
扁
額
は
方
丈
の
軒
の
下
で
、
あ
る
程
度
の
日
差
し
や
風
雨
を
し
の
い
で
い
る
。
一
方
で
慈
照
院
棲
碧

軒
は
切
妻
造
の
屋
根
の
破
風
で
構
造
上
に
違
い
が
あ
る
。
三
ケ
寺
の
木
額
に
は
似
通
っ
た
落
款
「
梅
隠
」
と
そ
の

下
に
は
印
章
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
昕
叔
顕
晫
は
正
伝
院
の
茶
道
有
楽
流
の
祖
で
あ
る
織
田
有
楽
斎
（
一
五
四
七
～

一
六
二
二
）
と
生
前
よ
り
友
好
関
係
が
あ
り
、
寛
永
十
一
年
に
年
忌
に
参
っ
て
い
る
様
子

⑼
が
見
ら
れ
る
。
有
楽
斎

は
織
田
信
長
の
弟
で
利
休
七
哲
の
ひ
と
り
で
あ
り
、
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
に
荒
廃
し
た
正
伝
院
を
再
興
し
た
。

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）、
廃
仏
毀
釈
の
混
乱
期
に
正
伝
院
は
永
源
庵
が
あ
っ
た
建
仁
寺
本
坊
の
北
側
に
移
り
、
二
寺

が
合
併
し
て
正
伝
永
源
院
と
な
っ
て
い
る
。

次
に
④
「
麟
祥
院
」
扁
額
に
は
落
款
は
な
い
。
麟
祥
院
所
蔵
の
覚
書
に
「
麟
祥
院
額
朝
鮮
梅
隠
筆

⑽
」
と
あ
り
、

『
拾
遺
扁
額
要
覧
』
ほ
か
、『
都
林
泉
名
勝
図
絵
』
の
な
か
に
「
額
は
朝
鮮
梅
隠
の
筆
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
梅
隠

揮
毫
と
認
識
で
き
る
。「
麟
祥
院
」
の
額
は
な
に
し
ろ
巨
大
と
い
う
こ
と
を
申
し
添
え
た
い
。
幅
は
二
一
〇
㎝
あ

り
、
先
の
三
枚
の
扁
額
の
幅
の
二
倍
以
上
に
達
す
る
。
妙
心
寺
山
内
の
麟
祥
院
は
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
に
春
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以酊庵輪番制と京都所在寛永十三年来日朝鮮通信使揮毫の扁額について

日
局
（
斎
藤
福
、
一
五
七
九
～
一
六
四
三
）
が
菩
提
寺
に
定
め
、
鍋
島
勝
茂
の
子
碧
翁
愚
完
を
開
祖
に
迎
え
建
立
し
た
。

こ
の
こ
ろ
に
織
田
・
豊
臣
ら
の
家
臣
の
菩
提
寺
が
数
多
く
建
立
さ
れ
た
京
都
で
、
さ
ら
に
は
朝
幕
間
で
の
対
立
事

件
、
紫
衣
事
件
も
起
こ
っ
て
い
る
が
、
監
視
の
目
的
で
こ
の
地
に
建
立
さ
れ
た
と
の
見
方
が
有
力
で
あ
る
。
春
日

局
は
徳
川
家
光
の
乳
母
で
あ
り
、
大
奥
を
取
り
仕
切
っ
た
女
で
あ
る
。
天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
に
明
智
光
秀
の
家

老
・
斎
藤
利
三
を
父
に
生
ま
れ
、
父
が
捕
ら
わ
れ
て
亡
く
な
っ
た
幼
少
期
は
海
北
友
松
に
引
き
取
ら
れ
た
。
苦
難

の
時
代
を
過
ご
し
、
稲
葉
正
成
の
妻
と
な
る
が
、
離
縁
。
の
ち
に
家
光
の
乳
母
と
な
り
、
大
奥
の
内
外
で
権
勢
を

振
る
っ
た
。
麟
祥
院
の
建
立
の
時
期
が
通
信
使
の
来
日
の
時
期
に
近
く
、
か
つ
家
光
は
寛
永
十
三
年
の
通
信
使
を

も
て
な
し
た
御
大
将
で
あ
る
。
扁
額
の
外
に
朝
鮮
よ
り
献
上
さ
れ
た
什
物
に
は
迦
葉
の
尊
像
が
あ
る
。「
同
年
（
寛

永
十
三
年
）
七
月
為
当
寺
本
尊
朝
鮮
人
献
上
之
迦
葉
仏
大
猷
院
様
御
寄
付
」
と
『
麟
祥
院
由
緒
記
』（
京
都
麟
祥
院
蔵
）

に
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
寛
永
十
三
年
の
通
信
使
来
日
、
十
月
に
先
駆
け
て
の
記
録
で
あ
る
。
さ
て
、
も
う
一

つ
の
麟
祥
院
、
東
京
文
京
区
湯
島
の
枳
殻
（
か
ら
た
ち
）
寺
と
称
さ
れ
る
東
京
麟
祥
院
に
も
、
か
つ
て
梅
隠
筆
の

「
麟
祥
院
」
扁
額
が
存
在
し
て
い
た
様
子
が
『
東
京
名
所
図
会
（
本
郷
区
之
部
）』
⑾

に
あ
る
。「
麟
祥
院　

竪
弐
尺

横
五
尺
八
寸　

唐
人
梅
隠
筆
の
額
あ
り
」
と
記
載
が
あ
り
、
そ
の
寸
法
は
㎝
に
直
す
と
六
〇
・
六
×
一
七
五
・
七
㎝

で
あ
る
。
京
都
の
麟
祥
院
扁
額
「
麟
祥
院
」
は
縦
八
三
・
五
×
横
二
一
〇
・
〇
㎝
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
と
は
寸
法
が

違
う
別
の
扁
額
で
あ
る
。
東
京
の
麟
祥
院
に
は
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
に
人
生
を
全
う
し
た
春
日
局
の
墓
が
あ

り
、
局
の
菩
提
寺
と
し
て
生
前
に
整
備
が
な
さ
れ
、
寛
永
元
年
（
二
年
と
も
）
に
報
恩
山
天
鐸
寺
を
建
立
し
、
寛
永

十
一
年
に
は
家
光
公
の
命
で
寺
名
を
天
鐸
山
麟
祥
院
と
改
め
た
。
京
都
妙
心
寺
の
麟
祥
院
と
は
並
走
し
て
存
在
す

る
が
、
妙
心
寺
は
御
水
尾
天
皇
（
一
五
九
六
～
一
六
八
〇
）
よ
り
下
賜
さ
れ
た
御
所
の
釣
殿
を
移
築
し
、
春
日
局
の
木

像
を
安
置
し
た
。
春
日
局
は
晩
年
、
江
戸
と
京
都
の
麟
祥
院
を
行
き
来
し
て
い
る
。
東
京
麟
祥
院
の
方
は
第
二
次

世
界
大
戦
の
戦
火
で
焼
亡
し
て
お
り
、
現
在
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
東
西
に
お
い
て
江
戸
時
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代
徳
川
家
の
権
力
を
誇
る
特
有
の
成
り
立
ち
が
あ
る
寺
院
で
あ
る
。

⑤
「
多
福
」
に
は
院
の
字
は
な
く
、
二
文
字
だ
が
「
為
日
本
全
久
公
／
書
時
丁
丑
仲
春
／
也
」「
朝
鮮
梅
隠
」

「
梅
隠
（
朱
文
方
印
）」
と
い
う
為
書
が
見
ら
れ
る
。
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
国
際
交
流
史
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
て
公

開
さ
れ
て
い
る
『
朝
鮮
信
使
記
録
』（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）、
ま
た
建
仁
寺
両
足
院
が
所
蔵
す
る
『
信
使
来
聘
記
録

之
略
』
に
も
同
様
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。「
丁
丑
仲
春
」、
ま
た
は
「
酒
席
敬
呈
馬
州
太
守
客
下
」
に
「
梅
隠
書
」

と
い
う
記
載
が
あ
り
、
多
福
院
の
扁
額
の
「
書
時
丁
丑
仲
春
也
」
は
こ
の
頃
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
丁
丑
仲

春
」
と
い
う
と
、
寛
永
十
四
年
二
月
に
あ
た
り
、
通
信
使
が
大
坂
を
離
れ
、
瀬
戸
内
か
ら
対
馬
を
経
て
帰
国
す
る

時
期
に
あ
た
る
。

両足院所蔵史料（函１８１－５４号）

『信使来聘記録之略』部分
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一
行
が
釜
山
に
戻
っ
た
二
月
二
十
五
日
よ
り
後
に
記
し
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
寛
永
十
三
年
の
通
信
使
が
日
本

へ
出
発
し
た
あ
と
で
清
か
ら
国
土
を
侵
攻
さ
れ
、
清
国
の
臣
下
と
し
て
礼
を
尽
く
し
、
明
の
元
号
を
廃
し
、
清
の

元
号
を
用
い
て
い
る
。
朝
鮮
王
の
長
男
次
男
を
清
国
へ
送
る
な
ど
の
条
約
、
丁
丑
約
条
が
降
伏
の
際
に
結
ば
れ
た

が
、
こ
の
丙
子
胡
乱

⑿
（
丙
子
の
乱
）
の
発
生
に
よ
っ
て
、
帰
還
時
は
清
の
兵
が
朝
鮮
を
撤
退
し
た
後
の
こ
と
と
は

い
え
、
決
し
て
穏
や
か
な
文
化
的
な
精
神
が
保
た
れ
る
よ
う
な
状
況
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
混

乱
時
に
果
た
し
て
揮
毫
し
、
日
本
へ
送
る
余
裕
が
あ
っ
た
か
、
疑
問
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
「
為
日
本
全
久
公
／
書
時
丁
丑
仲
春
／
也
」
の
「
全
久
公
」
は
、
多
福
院
の
七
代
住
持
で
あ
る
桂

芳
全
久
を
指
す
。
桂
芳
の
出
自
等
は
不
詳
で
あ
る
が
、『
正
誤
仏
祖
正
伝
宗
派
図
』
を
纏
め
、
そ
の
序
に
「
桂
芳

今
居
龍
安
多
福
禅
庵
展
所
編
之
正
図
（
中
略
）
周
捜
旁
討
已
垂
廿
年
」
と
あ
る
よ
う
に
長
年
勉
学
に
励
ま
れ
た
学
僧

だ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
推
察
す
る
に
は
以
酊
庵
の
両
僧
、
つ
ま
り
接
伴
僧
の
玉
峰
光
璘
、
棠
陰
玄
召
を
通
じ
て

も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
来
歴
に
つ
い
て
は
不
詳
な
が
ら
、
本
額
字
は
通
信
使
帰
国
間
際
、
対
馬
で
揮
毫

し
た
も
の
と
推
定
す
る
。

⑥
「
鳳
臺
院
」
⑦
「
河
北
山
」
の
二
枚
は
金
臺
寺
所
蔵
で
、
原
書
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
原
書
か
ら
転
写
し
た
木

額
ば
か
り
を
目
に
し
て
き
た
が
、
紙
本
墨
書
で
あ
り
、
木
額
は
制
作
せ
ず
に
原
書
を
そ
の
ま
ま
「
鳳
臺
院
」
は
和

額
、「
河
北
山
」
は
軸
装
に
仕
立
て
て
い
る
。
金
臺
寺
は
平
安
時
代
に
泉
涌
寺
末
寺
金
臺
寺
と
し
て
建
立
後
、
慶

長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）
妙
心
寺
一
三
一
世
輝
岳
宗
暾
が
国
泰
寺
と
改
称
し
、
開
祖
第
一
世
と
し
て
入
寺
。
寛
永
四

年
（
一
六
二
七
）
輝
岳
和
尚
に
よ
り
再
度
寺
基
が
改
め
ら
れ
、
鳳
臺
院
と
称
さ
れ
た
。
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
は
金

臺
寺
の
称
に
復
帰
、
妙
心
寺
境
外
塔
頭
と
な
っ
た
。
額
字
の
「
鳳
臺
院
」
は
丙
子
の
こ
ろ
の
寺
名
で
あ
り
、「
河
北

山
」
は
山
号
で
あ
る
。
一
見
し
て
「
河
壮
山
」
と
も
読
め
る
書
で
あ
る
。
二
枚
と
も
墨
書
の
落
款
「
梅
隠
」「
斗
巖
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散
人
（
朱
文
方
印
）」
で
あ
る
。
金
臺
寺
の
作
例
は
原
書
で
、
ま
た
「
斗
巖
散
人
」
と
い
う
印
章
は
後
述
す
る
史
料

の
な
か
で
確
認
で
き
る
号
「
斗
巖
」
と
合
致
す
る
。
伝
承
に
つ
い
て
は
不
詳
だ
が
、「
斗
巖
散
人
」
の
印
章
と
原
書

で
あ
る
点
で
貴
重
な
作
例
と
い
え
る
。

梅
隠
に
関
す
る
史
料

　（
一
）
名
は
全
滎
、
字
は
達
甫
、
号
は
梅
隠

梅
隠
に
つ
い
て
朝
鮮
側
に
資
料
で
そ
の
人
物
史
を
た
ど
る
と
「
斗
巖
全
公
墓
誌
銘
」
に
よ
り
、
万
暦
己
酉
年
六

月
十
二
日
に
生
ま
れ
た
全
滎
（
一
六
〇
九
～
一
六
六
〇
）
と
確
認
で
き
る
。
梅
隠
を
「
全
榮
」
と
記
す
も
の
も
あ
る

が
、
全
滎
で
あ
ろ
う

⒀
。
本
貫
は
完
山
（
全
州
市
）。
字
を
達
甫
、
号
を
斗
巖
、
梅
隠
。
梅
隠
は
号
の
ひ
と
つ
で
あ

り
、
斗
巖
は
金
臺
寺
所
蔵
の
「
鳳
臺
院
」
お
よ
び
「
河
北
山
」
の
落
款
で
「
斗
巖
散
人
」
と
あ
る
も
の
に
合
致
す

る
。
寛
永
十
三
年
に
あ
た
る
崇
禎
丙
子
に
全
滎
が
日
本
へ
出
向
い
た
際
に
多
く
の
倭
人
か
ら
争
っ
て
書
を
乞
わ
れ

た
こ
と
、
万
余
の
軸
を
掃
き
尽
く
し
た
こ
と
な
ど
そ
の
時
の
様
子
も
墓
誌
銘
の
一
部
に
示
さ
れ
て
い
る

⒁
（
斗
巖
全

公
墓
誌
銘　
『
韓
国
文
集
叢
刊
』
東
林
家
（
東
林
集
）
ⓒ
韓
国
古
典
翻
訳
院
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
よ
り
。
次
ペ
ー
ジ
に

図
版
掲
載
）。

ま
た
、『
戊
子
式
年
司
馬
榜
目
』（
韓
国
国
立
中
央
図
書
館
蔵
）（
古6024

―223

）
の
「
進
士
試
」
に
は
「
幼
学
全 

滎 

達
甫
已

酉 

本
全
州 

居
草
渓
／
父
奉
訓
郎
行
重
林
道
察
訪 

雨
／
永
感
下 

雁
行
兄
昶 

潤 

漾 

弟
濂 

庶
兄
濬
」 

と
あ
る
。
出
身
は
全
羅

北
道
全
州
の
完
山
で
、
住
ま
い
は
慶
尚
南
道
陜
川
郡
の
草
渓
と
あ
り
、
全
滎
の
出
自
、
号
、
本
貫
な
ど
「
斗
巖
全
公
墓
誌

銘
」
の
内
容
と
一
致
す
る
。
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斗
巖
全
公
墓
誌
銘　
『
韓
国
文
集
叢
刊
』
東
林
家
（
東
林
集
）
ⓒ
韓
国
古
典
翻
訳
院
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
よ
り
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　（
二
）
来
日
時
の
全
滎

次
に
来
日
時
の
全
滎
の
様
子
に
つ
い
て
、
接
伴
僧
・
両
僧
（
玉
峰
光
璘
・
棠
陰
玄
召
）
と
併
せ
て
抜
き
書
き
す
る
。

（
1
）「
又
曰
両
僧
以
能
詩
自
負
、
及
見
使
道
詩
、
不
敢
作
一
句
、
璘
僧
則
曰
、
沿
路
唱
酬
、
則
得
其
詩
篇
多
矣
、
勝
負

不
必
較
、
我
則
欲
製
送
、
召
僧
則
以
為
不
可
、
故
璘
僧
亦
不
敢
書
送
、
又
曰
両
僧
前
日
所
得
使
道
詩
、
極
以
為
寶
、

草
書
多
未
暁
、
幸
令
下
人
、
楷
書
一
本
以
贈
、
仍
請
曰
、
俺
若
得
一
首
詩
、
誇
耀
江
戸
諸
将
、
光
華
倍
百
、
幸
乞

留
念
、
遂
口
占
、
選
體
四
首
、
令
全
滎
書
贈
。
島
主
頓
首
称
謝
。
従
事
官
亦
次
韻
以
贈
。」
寛
永
十
三
年
十
一
月

四
日
大
坂
『
海
行
摠
載
二
』「
金
東
溟
海
槎
録　

上
」
よ
り

（
2
）「
倭
人
求
書
画
者
。
日
夜
坌
集
。
朴
之
英
趙
廷
玹
金
明
國
。
不
勝
其
苦
。
金
明
國
至
欲
出
涕
。
倭
人
最
重
全
滎
書

法
」
寛
永
十
三
年
十
一
月
十
四
日
大
坂
『
海
行
摠
載
二
』「
金
東
溟
海
槎
録　

上
」
よ
り

（
3
）「
璘
西
堂
以
五
色
花
牋
為
一
軸
、
願
得
往
来
詩
篇
、
其
制
似
我
國
僧
詩
軸
、
其
紙
則
我
國
花
牋
也
、
倭
人
絶
貴
之
、

粘
連
数
百
幅
、
且
請
必
得
親
筆
、
余
以
応
接
為
苦
、
令
全
滎
書
之
、
数
日
乃
畢
。
書
法
又
酷
類
余
、
亦
不
能
辨
、

不
料
降
一
格
為
此
體
也
、
相
対
軒
渠
」
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
正
月
五
日
条
『
海
行
摠
載
二
』「
金
東
溟
海
槎

録　

下
」

（
4
）「
令
全
滎
放
書
題
之
。
倭
人
不
暁
草
書
。
此
人
快
読
無
差
誤
。」（
丁
丑 

一
六
三
七
）
一
月
十
四
日
森マ

マ

山
『
海
行
摠
載

二
』「
金
東
溟
海
槎
録　

下
」
よ
り

（
5
）「
留
本
誓
寺
（
中
略
）
以
硯
匣
金
函
桐
紙
分
軍
官
、
以
詩
経
贈
全
滎
」
一
月
二
十
三
日
『
海
行
摠
載
二
』「
金
東
溟

海
槎
録　

下
」
よ
り

（
6
）「
留
河
口
宿
船
上
、
召
長
老
送
金
屏
六
坐
、
願
得
書
富
士
山
律
詩
。
令
全
滎
書
送
、
即
紀
伊
大
納
言
所
求
云
」
一

月
二
十
九
日
『
海
行
摠
載
二
』「
金
東
溟
海
槎
録　

下
」
よ
り
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（
7
）「
至
藍
島
（
中
略
）
倭
人
絶
重
書
画
、
求
全
滎
筆
者
尤
多
。
謂
之
梅
隠
。
名
振
一
國
。
至
是
島
、
求
者
願
得
見
梅

隠
。
行
中
告
以
衣
紫
者
是
也
。
訳
官
尹
廷
羽
、
着
紫
衣
下
舟
、
求
者
四
集
、
攅
手
乞
書
、
倭
通
事
見
之
、
力
言
其

不
為
梅
隠
、
始
得
出
、
行
中
為
之
胡
盧
。」
二
月
十
一
日
『
海
行
摠
載
二
』「
金
東
溟
海
槎
録　

下
」
よ
り

（
8
）「
留
藍
島
（
中
略
）
願
得
筆
法
。
所
書
詩
不
願
古
人
作
」
二
月
十
二
日
『
海
行
摠
載
二
』「
金
東
溟
海
槎
録　

下
」

よ
り

（
9
）「
対
馬
乗
船
（
中
略
）
権
侙
全
滎
朴
之
英
金
明
國
趙
廷
玹
文
弘
績
、
掛
硯
各
一
硯
匣
各
一
大
手
鏡
各
一
」
二
月

二
十
二
日
『
海
行
摠
載
二
』「
金
東
溟
海
槎
録　

下
」
よ
り

（
10
）「
聞
見
雑
録
」
条
「
能
書
官
幼
学
全
滎
」『
海
行
摠
載
二
』「
金
東
溟
海
槎
録　

下
」
よ
り

（
11
）
十
三
年
丙
子　

十
九
歳
「
今
冬
朝
鮮
信
使
来
朝
其
筆
吏
全
梅
隠
因　

先
考
之
求
而
書
向
陽
軒
三
字
以
為
余
号
」

『
本
朝
通
鑑　

首
巻
』「
鵞
峰
林
先
生
自
叙
譜
略
」
よ
り

先
の
項
で
「
斗
巖
全
公
墓
誌
銘
」
で
導
き
だ
さ
れ
た
生
年
に
よ
り
、
寛
永
十
三
年
の
際
に
全
滎
は
二
十
七
歳
。

上
官
か
ら
の
指
令
が
多
く
、
代
筆
や
指
令
に
従
っ
た
も
の
が
見
ら
れ
る
。（
6
）
の
富
士
山
律
詩
を
書
き
送
っ
た
紀

州
の
大
納
言
は
徳
川
頼
宣
（
一
六
〇
二
～
七
一
）
で
あ
る
。
徳
川
家
康
の
十
男
で
、
紀
州
徳
川
家
の
初
代
。（
2
）
の

「
倭
人
最
重
全
滎
書
法
」、（
7
）「
倭
人
絶
重
書
画
、
求
全
滎
筆
者
尤
多
。
謂
之
梅
隠
。
名
振
一
國
」」
と
い
う
表
現

は
当
時
日
本
で
彼
の
筆
が
人
気
で
噂
に
な
っ
た
様
子
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
道
中
で
の
接
伴
僧
・
玉
峰

光
璘
、
棠
陰
玄
召
（
両
僧
、
璘
西
堂
、
召
長
老
）
と
の
詩
文
唱
和
な
ど
接
伴
の
様
子
の
ほ
か
、
朝
鮮
人
か
ら
見
た
倭
人

は
草
書
に
つ
い
て
は
得
意
で
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
な
ど
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
た
寛
永
十
三
年
に
先
駆
け
た
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
の
例
で
、
林
羅
山
（
一
五
八
三
～
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一
六
五
七
）
が
朝
鮮
使
節
第
三
回
目
回
答
兼
刷
還
使
の
来
日
の
際
に
写
字
官
・
李
誠
國
（
号
は
梅
庵
）
に
「
夕
顔
巷
」

と
い
う
自
身
へ
の
額
字
を
乞
う
た
、
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
足
立
栗
園
『
近
世
立
志
伝
』「
第
一
、
林
羅

山
」（
積
善
館
、
一
九
〇
二
年
）
⒂

に
見
ら
れ
、「
寛
永
元
年
〈
中
略
〉
一
行
中
の
学
者
李
誠
國
と
い
ふ
も
の
と
も
筆
語

を
し
て
、
為
に
夕
顔
巷
の
三
字
を
書
か
し
め
、
之
を
自
分
の
塾
の
堂
額
と
し
た
と
の
事
で
あ
り
ま
す
」
と
あ
る
。

父
・
羅
山
の
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
な
ぞ
ら
え
て
（
11
）
は
羅
山
の
三
男
、
林
鵞
峰
（
一
六
一
八
～
八
〇
）
が
「
向
陽

軒
」
三
字
を
全
滎
に
求
め
、
自
身
の
号
・
向
陽
軒
の
揮
毫
を
十
九
歳
で
入
手
し
て
い
る

⒃
。
現
在
李
誠
國
揮
毫
の

「
夕
顔
巷
」
の
確
認
は
で
き
な
い
が
、
全
滎
揮
毫
の
「
向
陽
軒
」
は
重
要
文
化
財
の
リ
ス
ト
に
は
挙
げ
ら
れ
る
。
な

お
、
こ
れ
は
全
滎
で
は
な
い
が
寛
永
十
三
年
全
滎
の
上
官
で
副
使
の
金
世
濂
（
号
は
東
溟
）
が
狩
野
山
雪
筆
「
歴
聖

大
儒
像
」
二
十
一
幅
に
着
賛
し
て
お
り
、
そ
の
儒
者
肖
像
は
湯
島
聖
堂
大
成
殿
に
掛
け
ら
れ
た
。
現
在
、
十
五
幅

は
東
京
国
立
博
物
館
、
六
幅
は
筑
波
大
学
附
属
図
書
館
に
現
存
す
る
。
林
家
は
代
々
大
学
頭
と
し
て
徳
川
幕
府
に

お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
た
一
家
だ
が
儒
教
を
国
教
と
し
た
朝
鮮
か
ら
の
使
節
と
の
交
わ
り
で
は
隣
国
で
の
儒

教
の
情
報
を
得
、
湯
島
聖
堂
に
儒
家
の
画
像
を
掛
幅
し
、
ま
た
朝
鮮
か
ら
の
使
者
に
塾
の
堂
額
、
つ
ま
り
扁
額
を

乞
う
て
使
用
し
た
件
は
、
立
志
伝
で
も
語
ら
れ
る
よ
う
な
逸
話
で
あ
る
。

林
羅
山
は
朝
鮮
か
ら
き
た
使
節
と
の
対
話
を
若
い
頃
か
ら
経
験
し
て
お
り
、
探
賊
使
と
し
て
京
都
に
滞
在
し
た

松
雲
大
師
を
は
じ
め
、
通
算
六
度
に
わ
た
っ
て
朝
鮮
使
節
に
接
遇
し
た
人
で
あ
る
。
羅
山
は
京
都
出
身
で
、
建
仁

寺
で
禅
を
学
び
、
建
仁
寺
大
統
院
の
古
澗
慈
稽
（
一
五
四
四
～
一
六
三
三
）
を
師
と
し
た
。
の
ち
に
藤
原
惺
窩
（
一
五

六
一
～
一
六
一
九
）
と
出
会
い
、
儒
学
へ
傾
注
し
、
結
果
的
に
は
朱
子
学
を
修
め
た
。
惺
窩
の
推
挙
に
よ
り
徳
川
家
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康
に
謁
見
し
、
家
康
を
は
じ
め
四
代
に
わ
た
っ
て
侍
講
を
勤
め
る
。
大
統
院
は
古
澗
慈
稽
に
よ
っ
て
再
興
が
は
じ

め
ら
れ
た
が
、
寛
永
十
四
年
の
こ
ろ
に
は
九
巌
中
達
（
一
五
五
九
～
一
六
六
一
）
が
住
持
で
あ
り
、
再
建
が
済
ん
で
い

た
た
め
、
通
信
使
来
日
時
に
は
寺
堂
が
整
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
後
の
こ
と
に
な
る
が
、
九
巌
中
達
は

以
酊
庵
十
世
と
し
て
、
輪
番
で
対
馬
以
酊
庵
へ
向
か
っ
て
い
る
。

　

丁
丑
鷄
旦
試
毫

　
　

𦾔
冬
有
朝
鮮
信
使
来

　
　

貢
之
事
故
詘
中
及
此
云

　

珍
重
歳
初
千
萬
祥

　

瞳
々
瑞
日
映
城
牆

　

朝
霞
写
出
新
圖
様

　

我
國
東
風
到
樂
浪

　
　
　
　
　
　

　
　

羅
山
叟 

道
春

　
「
夕
顔
巷
」
朱
文
重
槨
方
印

本
書
は
林
羅
山
が
新
年
の
元
旦
に
示
し
た
七
言
絶
句
で
新
出
の
資
料

で
あ
る
。
以
下
の
『
羅
山
林
先
生
詩
集
巻
第
十
一
』
一
三
四
に
よ
れ

ば
、
字
句
に
多
少
の
異
同
が
見
え
る
が
、
大
方
合
致
し
て
い
る
。

「丁丑鶏旦試毫七言絶句」林羅山書

寛永 14 年（1637）紙本墨書

縦 33.7㎝横 53.4㎝　個人蔵
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丁
丑
元
旦
試
為

朝
鮮
信
使
所
恵
黄
毛
筆
臘
晦

信
使
発
途
今
日
逗
留
神
奈
川

珍
重
歳
初
千
万
祥

瞳
々
瑞
日
映
城
墻

朝
霞
写
出
新
図
様

我
国
東
風
到
楽
浪　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寛
永
十
四
年

『
羅
山
林
先
生
詩
集
巻
第
十
一
』
一
三
四
に
よ
り
、
本
書
「
丁
丑
鶏
旦
試
毫
七
言
絶
句
」
は
通
信
使
が
歳
末
に
羅
山
へ

贈
っ
た
黄
毛
筆
、
つ
ま
り
朝
鮮
よ
り
持
参
さ
れ
た
筆
を
受
け
取
り
、
早
速
羅
山
が
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
羅
山
は
寛
永

十
三
年
の
通
信
使
来
日
に
お
い
て
一
団
と
の
交
歓
を
進
ん
で
受
け
、
博
学
羅
山
の
才
能
を
発
揮
し
た
。
こ
こ
ま
で
梅
隠
扁
額

に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
が
、
当
時
の
朝
鮮
と
の
関
係
に
お
い
て
、
京
都
五
山
の
役
割
の
ほ
か
に
林
羅
山
の
存
在
は
一
考
に

値
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

⒄
。
朝
鮮
通
信
使
が
朝
鮮
帰
国
後
に
告
げ
た
様
子
に
は
両
僧
と
道
春
（
林
羅
山
）
を
ほ
め
た
た
え

る
様
子
が
見
え
る

⒅
。
徳
川
幕
府
に
召
し
抱
え
ら
れ
、
家
康
を
は
じ
め
、
秀
忠
、
家
光
、
家
綱
四
代
将
軍
に
仕
え
、
侍
講
と

し
て
儒
書
や
史
書
を
講
じ
、
常
に
将
軍
の
傍
ら
で
儀
式
や
法
度
の
草
案
や
外
交
文
書
の
起
草
に
あ
た
っ
て
い
た
才
識
と
機
運

に
め
ぐ
ま
れ
た
人
で
あ
る
。
羅
山
が
江
戸
時
代
初
期
に
誇
っ
た
絶
大
な
権
力
は
紀
州
の
大
納
言
や
京
都
五
山
の
碩
学
ら
と
は

南
禅
寺
金
地
院
を
通
じ
て
お
り
、
大
き
な
つ
な
が
り
が
あ
る
重
要
な
人
物
と
推
測
で
き
る
。
羅
山
は
京
都
で
の
扁
額
の
伝
来

に
関
わ
る
ひ
と
つ
の
鍵
を
握
る
人
物
で
あ
る
可
能
性
を
検
討
し
た
が
、
そ
れ
は
ま
た
別
の
機
会
に
精
査
す
る
こ
と
に
し
た

い
。
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ま
と
め
に
か
え
て

以
酊
庵
輪
番
制
は
寛
永
十
二
年
に
発
動
し
、
京
都
五
山
の
碩
学
と
し
て
は
じ
め
て
東
福
寺
宝
勝
院
の
玉
峰
光
璘

が
以
酊
庵
三
世
と
し
て
対
馬
へ
向
か
い
、
翌
年
に
通
信
使
を
迎
え
た
。
そ
の
通
信
使
一
行
に
含
ま
れ
た
梅
隠
、
つ

ま
り
全
滎
は
能
書
官
幼
学
（
写
字
官
）
で
あ
り
、
そ
の
書
は
倭
人
に
争
う
よ
う
に
乞
わ
れ
た
。「
倭
人
絶
重
書
画
求

全
滎
筆
者
尤
多
。
謂
之
梅
隠
。
名
振
一
國
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
「
全
滎
」
の
書
を
求
め
た
人
は
最
も
多
く
、
梅

隠
の
名
が
日
本
に
と
ど
ろ
い
て
い
た
と
い
う
。
墨
技
に
長
け
た
朝
鮮
通
信
使
の
能
筆
家
と
し
て
政
治
的
に
安
定
し

た
時
期
に
差
し
掛
か
っ
た
際
に
来
日
し
た
梅
隠
。
京
都
五
山
の
碩
学
が
そ
の
来
日
の
際
に
機
微
に
富
む
学
才
で
も

て
な
し
た
経
緯
と
寺
名
や
号
の
揮
毫
は
、
以
酊
庵
輪
番
制
と
無
関
係
の
所
産
で
は
あ
り
え
な
い
。
筆
墨
の
妙
を
常

に
追
究
す
る
禅
僧
た
ち
が
成
す
性
で
あ
り
、
互
い
に
漢
詩
や
筆
墨
の
文
化
に
向
き
合
い
、
一
字
一
句
に
精
魂
を
込

め
て
い
る
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
立
場
は
対
等
で
あ
り
、
以
酊
庵
輪
番
、
対
朝
鮮
外
交
と
い
う
任
務
の
特
異
性
は

自
尊
心
を
高
ら
か
に
保
た
せ
た
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
扁
額
の
来
歴
が
確
か
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
慈
照
院
の
「
棲
碧
」
は
住
持
本
人
が
自
身
の
号
と
な
っ
て
い
る

学
問
所
棲
碧
軒
の
扁
額
の
誂
え
に
関
与
し
た
様
子
が
史
料
か
ら
う
か
が
え
、
さ
ら
に
対
馬
藩
と
の
間
に
は
縁
戚
関
係
に
及
ぶ

例
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
接
伴
僧
ば
か
り
で
な
く
在
京
の
身
で
事
を
な
し
た
様
子
も
興
味
深
く
、
そ
の
こ
と
が
、
梅
隠
揮

毫
の
扁
額
の
存
在
を
通
じ
て
確
か
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
麟
祥
院
の
例
は
特
殊
で
あ
り
、
徳
川
家
光
に
お
い
て
通
信
使
の
揮

毫
し
た
扁
額
で
盛
大
に
堂
内
が
誂
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
隣
国
の
朝
鮮
国
王
が
江
戸
時
代
に
入
っ
て
は
じ
め
て
の

通
信
使
を
派
遣
し
た
と
い
う
、
外
交
の
転
換
期
を
迎
え
た
安
泰
を
示
す
大
き
な
効
果
を
狙
っ
た
こ
と
が
そ
の
背
景
で
あ
る
。

そ
し
て
、
朝
鮮
通
信
使
の
来
日
と
連
動
し
、
額
字
の
揮
毫
を
求
め
る
こ
と
に
は
憚
る
も
の
も
な
く
、
寛
永
期
の
ひ
と
つ
の
流

行
と
読
み
取
れ
る
。
東
福
寺
、
天
龍
寺
に
つ
い
て
は
未
調
査
で
あ
り
、
寺
史
を
含
め
来
歴
不
詳
と
な
っ
た
件
は
多
く
残
し
た
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が
、
今
後
の
考
証
を
進
め
る
た
め
に
は
、
京
都
五
山
の
以
酊
庵
輪
番
制
と
対
馬
藩
、
儒
学
の
大
成
者
で
あ
り
当
時
権
力
を

誇
っ
た
林
羅
山
の
人
脈
や
嗜
好
、
林
家
に
伝
わ
っ
た
扁
額
の
様
子
も
よ
り
よ
く
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の

た
び
は
、
梅
隠
揮
毫
の
扁
額
に
つ
い
て
現
状
の
報
告
と
な
っ
た
。
課
題
を
拡
大
さ
せ
た
が
改
め
て
史
料
を
集
め
、
調
査
の
方

法
を
改
め
、
検
討
材
料
を
吟
味
す
る
機
会
を
持
ち
た
い
も
の
で
あ
る
。

【
注
釈
】

⑴
「
文
禄
・
慶
長
の
役
」
は
文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
と
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
の
二
度
、
各
二
年
に
わ
た
り
豊
臣
秀
吉

の
意
思
で
朝
鮮
国
土
へ
出
兵
し
た
、
朝
鮮
と
明
の
連
合
軍
と
の
戦
い
。
朝
鮮
で
は
壬
辰
倭
乱
・
丁
酉
再
乱
、
明
で
は
万
暦

朝
鮮
役
と
い
う
。
文
禄
元
年
三
月
に
肥
前
名
護
屋
に
本
営
が
置
か
れ
て
、
四
月
に
第
一
陣
が
釜
山
に
達
し
、
戦
端
を
開
い

た
。
朝
鮮
半
島
の
大
部
分
を
占
拠
し
、
明
へ
の
侵
入
を
目
論
ん
だ
（
唐
入
り
）。
し
か
し
、
文
禄
二
年
四
月
停
戦
協
定
の

成
立
に
伴
い
撤
退
し
た
。
秀
吉
は
同
年
六
月
に
明
帝
の
娘
を
后
妃
に
迎
え
る
こ
と
や
勘
合
船
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
、
そ
し

て
朝
鮮
を
割
譲
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
提
示
し
た
が
、
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
不
満
を
抱
い
た
秀
吉

は
慶
長
二
年
に
再
出
兵
し
た
。
蔚
山
の
戦
い
や
泗
川
の
戦
い
で
は
明
軍
の
援
軍
に
包
囲
さ
れ
、
秀
吉
の
思
う
ま
ま
に
は
い

か
な
か
っ
た
。
同
三
年
八
月
に
秀
吉
の
死
に
よ
り
、
戦
い
は
終
結
し
た
。
そ
の
際
に
朝
鮮
の
地
は
焦
土
と
化
し
、
数
多
く

の
人
々
は
戦
乱
で
命
を
奪
わ
れ
た
。
そ
の
ほ
か
日
本
へ
は
多
く
の
被
虜
が
連
行
さ
れ
、
儒
教
関
係
の
書
籍
や
銅
活
字
、
陶

芸
な
ど
学
問
・
文
芸
・
文
化
の
発
展
も
促
し
た
。
儒
教
に
関
し
て
は
藤
堂
高
虎
の
水
軍
に
よ
っ
て
儒
者
李
滉
（
李
退
渓 

一
五
〇
二
～
七
二
）
の
門
人
・
姜
沆
（
一
五
六
七
～
一
六
一
八
）
が
日
本
へ
連
れ
帰
ら
れ
た
。
三
年
の
抑
留
の
後
、
慶
長

五
年
（
一
六
〇
〇
）
に
帰
国
す
る
が
、
伏
見
居
留
の
際
に
相
国
寺
の
藤
原
惺
窩
と
交
わ
り
、
惺
窩
は
姜
沆
よ
り
朱
子
学
を

学
び
、
の
ち
に
林
羅
山
や
石
川
丈
山
な
ど
門
人
を
抱
え
た
。
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⑵
己
酉
約
条
は
慶
長
十
四
年
（
一
六
〇
九
）
に
締
結
さ
れ
た
日
朝
間
（
朝
鮮
と
対
馬
島
主
宗
氏
と
の
間
）
で
結
ば
れ
た
条

約
。
慶
長
十
四
年
が
己
酉
の
干
支
で
あ
る
こ
と
に
因
む
名
称
。
従
前
の
朝
鮮
と
対
馬
間
の
諸
約
条
に
依
拠
し
、
日
本
か
ら

朝
鮮
へ
渡
航
す
る
使
者
の
資
格
や
接
待
に
関
し
て
定
め
た
も
の
。
こ
れ
に
よ
り
対
馬
は
朝
鮮
と
の
貿
易
を
再
開
し
た
。
そ

の
後
明
治
初
期
に
外
務
省
が
対
馬
藩
の
外
交
業
務
を
接
収
す
る
ま
で
は
効
力
を
も
っ
て
い
た
。

⑶
泉
澄
一
「
寛
文
末
～
延
宝
期
の
釜
山
窯
を
め
ぐ
っ
て 

対
馬
藩
・
表
書
札
方
毎
日
記
を
中
心
に
し
て
」（『
関
西
大
学
東
西

学
術
研
究
所
紀
要
』
十
五
、pp23~52

、
一
九
八
二
年
三
月
）
に
、
寛
文
か
ら
延
宝
期
の
釜
山
窯
に
つ
い
て
対
馬
藩
の
日

記
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
）
四
月
十
三
日
の
項
に
「
額
字
之
覚
、
鹿
王
院　

此
字

之
額
三
枚
有
之
、
大
寧
院
、
此
字
二
枚
有
之
…
…
」
と
あ
り
、
額
字
や
御
本
茶
碗
の
注
文
に
つ
い
て
な
ど
の
報
告
が
あ

る
。

⑷
田
代
和
生
『
書
き
替
え
ら
れ
た
国
書
』（
中
公
新
書
六
九
四
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
三
年
六
月
）
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

⑸
博
多
聖
福
寺
、
京
都
東
福
寺
ほ
か
の
住
持
を
歴
任
後
、
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
対
馬
の
大
名
・
宗
義
調
の
招
き
に
よ
り

対
馬
へ
渡
っ
た
。
対
馬
府
中
の
西
山
寺
（
臨
済
宗
）
に
住
み
、
対
朝
鮮
外
交
を
行
っ
た
。
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
に

豊
臣
秀
吉
の
関
白
就
任
の
後
、
同
十
七
年
に
強
硬
な
命
で
対
馬
島
主
宗
義
智
、
豪
商
島
井
宗
室
と
共
に
朝
鮮
に
渡
り
、
秀

吉
の
日
本
統
一
を
祝
賀
す
る
使
節
を
要
請
。
同
年
十
八
年
に
黄
允
吉
、
金
誠
一
ら
が
来
日
。
聚
楽
第
に
て
見
引
し
た
。
そ

の
際
に
「
征
明
嚮
導
」
の
命
を
「
仮
途
入
明
」（
明
入
り
の
た
め
に
朝
鮮
の
道
を
借
り
た
い
）
と
意
図
を
か
え
て
交
渉
し

た
が
、
朝
鮮
側
は
拒
絶
。
天
正
二
十
年
に
十
六
万
の
兵
力
を
九
州
名
護
屋
で
編
成
し
、
釜
山
に
上
陸
し
た
。
開
戦
戦
役
の

渦
中
、
小
西
行
長
に
同
行
し
て
、
度
々
、
朝
鮮
と
和
議
の
交
渉
に
当
た
っ
た
。
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）、
秀
吉
の
命
に

よ
り
明
に
渡
り
、
そ
の
際
に
万
暦
帝
か
ら
本
光
国
師
の
号
を
賜
う
。
文
禄
・
慶
長
の
役
で
焦
土
と
化
し
た
朝
鮮
と
は
国
交

が
な
い
ま
ま
の
時
期
を
経
て
、
慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
に
朝
鮮
修
文
職
の
役
院
と
し
て
対
馬
に
瞎
驢
山
以
酊
庵
を
開
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創
。
以
酊
庵
の
名
は
玄
蘇
の
生
ま
れ
年
の
干
支
が
丁
酉
、
す
な
わ
ち
天
文
六
年
（
一
五
三
七
）
で
あ
る
こ
と
に
因
む
。

⑹
田
代
和
生
『
書
き
替
え
ら
れ
た
国
書
』
に
よ
れ
ば
、
規
伯
玄
方
が
流
さ
れ
た
南
部
藩
（
盛
岡
藩
）
で
「
方
長
老
」
と
呼
ば

れ
、
学
問
・
文
化
の
指
導
者
と
し
て
尊
敬
さ
れ
た
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
南
部
鉄
器
や
黄
精
飴
、
高
麗
く
る
み
な
ど
は

方
長
老
在
盛
生
活
二
十
四
年
間
で
遺
し
た
足
跡
と
考
察
さ
れ
る
。
玄
方
は
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
に
赦
免
さ
れ
、
京
都

南
禅
寺
に
移
る
。
の
ち
に
南
禅
寺
末
寺
の
大
阪
九
昌
院
に
移
り
、
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
に
遷
化
し
た
。

⑺
桜
井
景
雄
「
禅
宗
秘
話
（
四
）
対
州
修
文
職
に
つ
い
て
」（『
禅
文
化
』
三
九
、一
九
六
六
年
一
月
）
の
「
碩
学
と
対
州
修

文
職
」
の
章
（p21~23

）
に
詳
述
さ
れ
る
。

⑻
慈
照
院
住
職
と
令
夫
人
よ
り
扁
額
「
棲
碧
」
の
存
在
と
「
梅
隠
」
の
筆
で
あ
る
こ
と
。
そ
れ
か
ら
慈
照
院
に
ま
つ
わ
る
歴

史
に
つ
い
て
も
詳
し
く
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

⑼
「
寛
永
十
一
年
十
二
月
二
十
日　

有
楽
居
士
年
忌
」『
鹿
苑
日
録
』
七

⑽
「
覚
／
京
都
麟
祥
院
寛
永
十
一
申
戊
年
／
大
猷
院
様
御
建
立　

御
朱
印
／
弐
百
石
稲
葉
春
日
二
位
局
之
／
菩
提　

所
／

方
丈
梁
七
間
半
桁
九
間
半
／
惣
間　

海
北
友
雪
筆
／
麟
祥
院
額
朝
鮮
梅
隠
筆
／
霊
屋
壱
間
半
四
面
／
絵　

狩
野
奥
意
筆
」

（
京
都
麟
祥
院
蔵
）

⑾
『
復
刻 

新
撰
東
京
名
所
図
会
』
第
四
十
八
編
、
東
陽
堂
版
、
一
九
〇
七
年
。『
東
京
名
所
図
会
［
第
一
〇
］（
本
郷
区
之

部
）』
睦
書
房
、
一
九
六
九
年
三
月

⑿
丙
子
胡
乱
（
一
六
三
六
年
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
二
月
二
十
四
日
）
は
清
が
朝
鮮
を
侵
略
し
て
制
圧
し
、
服
従
さ

せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
来
日
し
て
い
た
通
信
使
一
行
が
そ
の
情
報
を
得
た
一
六
三
七
年
二
月
二
十
一
日
の

様
子
は
、
帰
国
真
際
の
対
馬
の
こ
と
と
し
て
金
東
溟
『
東
槎
録
』
下
に
記
さ
れ
る
。「
二
十
一
日
辛
卯
雨
留
馬
島
候
風
義

成
願
行
上
船
宴
連
日
苦
請
（
中
略
）
倭
館
人
飛
報
虜
事
情
也
。
書
中
有
云
虜
騎
犯
京
。
大
駕
出
次
南
漢
。
今
則
已
為
講
和
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退
去
。
大
駕
還
都
云
。
得
報
震
駭
心
膽
俱
絶
。
欲
為
痛
哭
則
不
当
但
仰
天
掩
泣
会
曙
（
二
月
二
十
一
日
に
対
馬
で
倭
館
の
人
か

ら
緊
急
の
知
ら
せ
を
受
け
る
。
そ
の
内
容
は
都
に
清
の
蛮
兵
が
侵
入
し
、
朝
鮮
国
王
は
南
漢
山
城
に
逃
れ
た
。
現
在
講
和
が
成
立
し
、
敵
兵

は
撤
退
。
王
の
輿
は
都
に
還
っ
た
と
い
う
。
こ
の
報
を
受
け
、
聞
き
驚
き
、
声
を
上
げ
て
哭
き
た
い
が
そ
う
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
）」

と
、
帰
還
目
前
に
し
て
飛
報
に
接
し
て
い
る
。

⒀
梅
隠
は
「
全
榮
（
전
영
／
ぜ
ん
え
い
）」
と
表
記
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、「
全
滎
（
전
형
／
ぜ
ん
け
い
）」
と
考
え
ら
れ

る
。
韓
国
国
史
編
纂
委
員
会
の
ペ
ー
ジ
「
承
政
院
日
記
２
０
３
４
冊
」
順
祖
十
三
年
十
一
月
七
日
を
参
照
す
る
と
、
崇
禎

丙
子
に
全
滎
が
日
本
へ
出
向
い
た
際
に
書
を
乞
わ
れ
た
様
子
や
「
全
致
遠·

全
雨·

全
霽·

全
滎
三
世
學
行
」
と
三
世
代
に

渡
り
、
全
滎
と
示
さ
れ
て
い
る
。　
　

http://sjw
.history.go.kr/id/SJW

-H
13110070-03000

　

ま
た
、（
韓
文
）
이
상
규 
“1636

년 

일
본
사
행
록 

『
海
槎
日
記
』
의 

작
자
와 

내
용
소
개
” 

한
일
관
계
사
연
구 V

ol.57, 
2017.8. pp. 497-554

（
イ
サ
ン
ギ
ュ
【
資
料
紹
介
】
一
六
三
六
年
日
本
使
行
録
『
海
槎
日
記
』
の
作
者
と
内
容
紹
介
」『
韓

日
關
係
史
硏
究
』
五
七
、pp497-554
）
二
〇
一
七
年
八
月
に
も
全
致
遠
完
、
学
士
毅
、
号
濯
渓
、
宣
廟
初
以
行
誼
除
別

提
、
不
就
、
壬
辰
倡
義
、
眉
叟
撰
誌
銘
。
子
［
雨
］
壬
辰
倡
義
、
力
戦
有
功
。
子
［
滎
］
字
達
甫
、
己
酉
生
、
丙
子
赴
日

本
、
戊
子
司
馬
、
庚
子
卒
、
号
斗
巖
」
と
あ
り
、
家
系
図
「
全
致
遠
―
雨
―
昶
、
漾
、
滎
、
濂
」
等
と
示
し
た
上
で
『
全

進
士
東
槎
録
日
記
』
の
原
書
の
影
印
本
の
紹
介
が
あ
る
。
そ
こ
に
も
「
滎
」
と
墨
書
で
筆
記
さ
れ
る
。
日
本
側
の
報
告

で
は
李
元
植
『
朝
鮮
通
信
使
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
七
年
に
「
全
滎
（
梅
隠
）
丙
子
年
」（p57,622

）
と
「
全

滎
」
と
紹
介
。
そ
の
他
、『
江
戸
幕
府
儒
官
林
家
関
係
資
料
』
の
な
か
に
林
家
史
料
―
林
家
本
―
３
７
「
全
梅
隠
筆
向
陽

軒
号
」
一
幅
「
小
中
華
全
梅
隠
」「
全
滎
達
甫
」
と
い
う
表
記
が
み
ら
れ
る
。

⒁
韓
国
古
典
翻
訳
院
の
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
東
林
先
生
文
集
巻
之
九
」「
碑
誌
碣
」「
斗
巖
全
公
墓
誌
銘
」（p,357

～359

）

参
照
。http://db.itkc.or.kr/im

gview
er/item

?item
Id=M

O
#im

gview
er/im

gnode?grpId=&
item

Id=M
O

&
g
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ubun=book&
depth=5&

cate1=Z&
cate2=&

dataGubun=%
EC%

B5%
9C%

EC%
A

2%
85%

EC%
A

0%
95%

EB%
B3%

B4&
dataId=IT

K
C_M

O
_1201A

_0090_030_0050

⒂
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
「
近
世
立
志
伝
（
一
林
羅
山
）」（p37

／25

コ
マ
）https://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/777677　

⒃
重
要
文
化
財
：
平
成
十
四
年
度
指
定
：
指
定
名
称
『
江
戸
幕
府
儒
官
林
家
関
係
資
料
』
の
な
か
に
林
家
史
料
―
林
家
本

―
３
７
「
全
梅
隠
筆
向
陽
軒
号
」
一
幅
（
一
九
五
・
六
×
五
三
・
〇
㎝
）「
小
中
華
全
梅
隠
」「
全
滎
逵
甫
」
と
い
う
表
記
で

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttps://w

w
w

ap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/shipscontroller

「
史
料
の
所
在

（
所
蔵
資
料
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（H

i-CA
T

））」
で
検
索
で
き
る
。

⒄
李
元
植
「
林
羅
山
と
朝
鮮
通
信
使
」『
朝
鮮
学
報
』
一
一
九
・
一
二
〇
号
、
一
九
八
六
年
七
月
で
は
「
江
戸
初
期
の
信
使
と

日
本
文
士
と
の
接
触
に
あ
た
っ
て
、
早
く
か
ら
多
数
の
朝
鮮
本
の
渉
猟
を
行
い
、
朝
鮮
の
各
種
の
知
識
を
獲
得
し
聡
敏
の

力
を
以
て
幕
府
四
代
に
歴
任
し
な
が
ら
明
暦
度
に
至
る
ま
で
韓
使
と
華
々
し
く
交
渉
を
な
し
て
日
韓
文
化
の
交
流
に
活
躍

し
た
」
と
し
て
、
交
歓
の
実
態
を
検
討
し
、
大
学
頭
の
一
覧
も
供
し
、
林
羅
山
の
人
物
像
を
紹
介
し
て
い
る
。

⒅
『
謁
東
溟
先
生
集
卷
之
十 

海
槎
錄
』 

최
종
정
보　

謁
東
溟
先
生
集
卷
之
十 

一
善
金
世
濂
道
源
著
／
海
槎
錄
下
に
は
「
三

月
初
九
日
戊
申
晴　

平
明
發
行
渡
漢
江
。
江
岸
一
帶
。
閭
舍
蕩
盡
。
自
竹
山
至
江
上
二
百
里
之
間
。
無
復
人
煙
。
流
離
者

已
成
鬼
色
。
及
入
城
。
南
大
門
鍾
樓
以
下
左
右
行
廊
。
盡
成
灰
燼
。
闕
中
侍
衛
將
士
不
成
貌
樣
。
承
政
院
移
于
內
班
院
。

備
邊
司
移
于
承
政
院
。
一
行
復
命
。
命
引
見
。
上
問
風
俗
山
川
。
土
地
軍
民
。
戰
船
兵
器
及
關
白
政
治
。
義
成
能
否
。
竝

一
一
陳
達
。
又
問
彼
國
之
人
有
能
文
者
乎
。
上
使
對
曰
。
不
成
文
理
。
詩
則
尤
不
好
。
臣
世
濂
對
曰
。
召
長
老
、
璘
西

堂
行
文
儘
好
。
國
中
唯
道
春
之
文
爲
最
。
沿
路
及
江
戶
。
多
有
來
問
者
。
皆
以
理
氣
性
情
等
語
爲
問
。
不
可
以
蠻
人
而
忽

之
。
上
曰
。
聞
彼
中
素
多
災
異
。
今
亦
有
之
耶
。
對
曰
到
江
戶
。
有
地
震
之
變
。
但
災
變
影
也
。
人
事
形
也
。
日
本
奢
侈
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已
極
。
自
古
災
禍
。
未
有
大
於
奢
侈
者
。
此
則
變
之
大
者
。
上
喟
然
曰
。
比
言
甚
是
矣
。
國
家
之
患
。
必
出
於
奢
侈
。」

と
あ
る
。

【
参
考
文
献
】

（
書
籍
）

・
伊
藤
東
慎
『
黄
龍
遺
韻
』
両
足
院
、
一
九
五
七
年
十
一
月

・
宮
尾
し
げ
を
『
東
京
名
所
図
会
・
本
郷
区
』（
東
陽
堂
版
復
刻
版
）
睦
書
房
、
一
九
六
九
年
三
月

・
内
藤
雋
輔
『
文
禄
・
慶
長
役
に
お
け
る
被
擄
人
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六
年
五
月

・
竹
田
益
州
『
栄
西
禅
師
と
建
仁
寺
』
日
本
仏
教
研
究
所
・
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
八
一
年
四
月

・
木
村
静
雄
『
妙
心
寺
―
六
百
五
十
年
の
歩
み
』
妙
心
寺
大
法
会
事
務
局
、
一
九
八
四
年
四
月

・
田
代
和
生
『
書
き
替
え
ら
れ
た
国
書
』
中
公
新
書
六
九
四
、
中
央
公
論
社
、
一
九
八
三
年
六
月

・
姜
沆
著
、
朴
鐘
鳴
訳
注
『
看
羊
録
―
朝
鮮
儒
者
の
日
本
抑
留
記
』
平
凡
社
、
東
洋
文
庫 

四
四
〇
、一
九
八
四
年
十
二
月

・
仲
尾
宏
『
朝
鮮
通
信
使
と
江
戸
時
代
の
三
都
』
明
石
書
店
、
一
九
九
三
年
八
月

・
田
中
健
夫
『
前
近
代
の
国
際
交
流
と
外
交
文
書
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
十
月

・
李
元
植
『
朝
鮮
通
信
使
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
七
年
八
月

・
日
韓
共
通
歴
史
教
材
制
作
チ
ー
ム
『
朝
鮮
通
信
使
―
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
か
ら
友
好
へ
』
明
石
書
店
、
二
〇
〇
五
年
四
月

・
池
内
敏
『
絶
海
の
碩
学
―
近
世
日
朝
外
交
史
研
究
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
二
月

・
田
中
節
孝
『
以
酊
庵
―
江
戸
時
代
の
日
朝
交
流
の
要
』
鶴
翼
山
西
山
禅
寺
、
発
行
年
月
不
明
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（
論
文
／
資
料
紹
介
）

・
上
村
観
光
「
対
州
以
酊
庵
の
沿
革
」『
禅
林
文
芸
史
譚
』
大
鎧
閣
、
一
九
一
九
年
九
月

・
松
田
甲
「
僧
玄
蘇
朝
鮮
の
初
旅
」 『
続
日
鮮
史
話
』
第
一
篇
、
朝
鮮
総
督
府
、
一
九
三
一
年
三
月

・
桜
井
景
雄
「
禅
宗
秘
話
（
四
）
対
州
修
文
職
に
つ
い
て
」『
禅
文
化
』
三
九
、
禅
文
化
研
究
所
、
一
九
六
六
年
一
月

・
泉
澄
一
「
江
戸
時
代
、
日
朝
外
交
の
一
側
面
―
対
馬
以
酊
庵
輪
番
制
度
と
関
係
史
料
に
つ
い
て
」『
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
』

十
、一
九
七
七
年
九
月

・
若
木
太
一
「
朝
鮮
通
信
使
と
石
川
丈
山
―
「
日
東
の
李
白
」
考
」『
語
文
研
究
』
五
一
・
五
三
、九
州
大
学
国
語
国
文
学
会
、
一
九
八
二
年

六
月

・
姜
在
彦
「
善
隣
の
使
節
―
朝
鮮
通
信
使
」
図
録
『
朝
鮮
通
信
使
と
紀
州
』
和
歌
山
市
立
博
物
館
、
一
九
八
七
年
十
月

・
田
代
和
生
「
近
世
に
お
け
る
対
馬
と
朝
鮮
」『
玄
界
灘
の
島
々 

海
と
列
島
文
化 

第
三
巻
』
小
学
館
、
一
九
九
〇
年
十
二
月

・
秋
宗
康
子
「
対
馬
以
酊
庵
に
赴
い
た
相
国
寺
輪
番
僧
に
つ
い
て
」『
立
命
館
文
学
』
五
二
一
、
立
命
館
大
学
人
文
学
会
、
一
九
九
一
年
六
月

・
仲
尾
宏
「
通
信
使
外
交
の
画
期
―
寛
永
十
三
年
の
聘
礼
」『
善
隣
と
友
好
の
記
録
大
系
朝
鮮
通
信
使
第
二
巻 

丙
子
・
寛
永
度 

癸
未
・
寛

永
度
』、
明
石
書
店
、
一
九
九
六
年
八
月

・
李
元
植
「
朝
鮮
使
節
と
日
本
文
人
と
の
交
歓
」『　

〃　

』
明
石
書
店
、
一
九
九
六
年
八
月

・
田
中
健
夫
「
対
馬
以
酊
庵
の
研
究
―
近
世
対
朝
鮮
外
交
機
関
の
一
考
察
」『
前
近
代
の
国
際
交
流
と
外
交
文
書
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
六
年
十
月

・
仲
尾
宏
・
許
芝
銀
「
朝
鮮
通
信
使
の
編
成
―
員
訳
と
座
目
一
覧
―
」『
世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー 

研
究
紀
要
』
十
二
、二
〇
〇
七
年
三
月

・
北
野
良
枝
「
狩
野
山
雪
「
歴
聖
大
儒
像
」
を
め
ぐ
っ
て
」『
ア
ジ
ア
遊
学
』
一
二
〇
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
九
年
三
月

・
吾
妻
重
二
「
日
本
に
お
け
る
『
家
礼
』
の
受
容
―
林
鵞
峰
『
泣
血
余
滴
』、『
祭
奠
私
儀
』
を
中
心
に
―
」『
東
ア
ジ
ア
文
化
交
渉
研
究
』

三
、二
〇
一
〇
年
三
月
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以酊庵輪番制と京都所在寛永十三年来日朝鮮通信使揮毫の扁額について

・
仲
尾
宏
「
正
伝
永
源
院
」『
み
ん
な
で
学
ぼ
う 

京
都
と
韓
国
の
交
流
の
歴
史
』
五
、
韓
国
民
団
京
都
府
本
部
、
二
〇
一
一
年
十
二
月

・
池
内
敏
「
以
酊
庵
輪
番
制
と
東
向
寺
輪
番
制
（
対
馬
藩
特
集
―
主
体
と
し
て
の
対
馬
・
対
馬
藩
）『
九
州
史
学
』
一
六
三
、二
〇
一
二
年
十
月

・
片
山
真
理
子
「
金
義
信
の
墨
跡
「
妙
喜
庵
」
を
め
ぐ
っ
て
―
附
〈
影
印
〉『
拾
遺
扁
額
要
覧
』」『
朝
鮮
通
信
使
地
域
史
研
究
』
創
刊
号
、

縁
地
連
朝
鮮
通
信
使
関
係
地
域
史
研
究
会
、
二
〇
一
五
年
十
月

・
池
世
梨
「
以
酊
庵
輪
番
僧
に
よ
る
近
世
朝
鮮
文
物
の
伝
来
に
つ
い
て
―
茶
道
具
を
中
心
に
」『
ア
ジ
ア
史
学
論
集
』
十
、
京
都
大
学
大
学

院
人
間
・
環
境
学
研
究
科
松
浦
茂
研
究
室
、
二
〇
一
六
年
一
月

・
이
상
규
【
資
料
紹
介
】「
１
６
３
６
년 

일
본
사
행
록 

『
海
槎
日
記
』
의 

작
자
와 

내
용 

소
개
」『
한
일
관
계
사
연
구
』
五
十
七
、二
〇
一
七

年
八
月

（
図
録
）

・
東
京
国
立
博
物
館
『
朝
鮮
通
信
使 

近
世
２
０
０
年
の
日
韓
文
化
交
流
』
東
京
国
立
博
物
館
、
一
九
八
五
年
十
月

・
京
都
国
立
博
物
館
『
京
都
最
古
の
禅
寺
建
仁
寺
』
読
売
新
聞
大
阪
本
社
、
二
〇
〇
二
年
四
月

・
ア
ー
ト
キ
ュ
ー
ブ
編
集
室
『
禅
院
の
美
術
―
建
仁
寺 
正
伝
永
源
院
の
名
宝
―
』
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
、
二
〇
〇
〇
年
四
月

・
京
都
国
立
博
物
館
『
亀
山
法
王
七
〇
〇
年
御
忌
記
念
南
禅
寺
』
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
四
年
一
月

・
筑
波
大
学
日
本
美
術
史
研
究
室
、
筑
波
大
学
附
属
図
書
館
『
江
戸
前
期
の
湯
島
聖
堂
―
筑
波
大
学
資
料
に
よ
る
復
元
研
究
成
果
の
公
開
』

筑
波
大
学
附
属
図
書
館
、
二
〇
〇
五
年
十
月

・
釜
山
博
物
館
『
長
い
交
わ
り
―
韓
国
と
日
本
』
釜
山
博
物
館
、
二
〇
〇
八
年
九
月

・
許
南
植
、
久
山
隆
昭
『
相
国
寺
塔
頭
慈
照
院
所
蔵
朝
鮮
通
信
使
遺
物
図
録
』
朝
鮮
通
信
使
事
業
会
、
共
同
刊
行 

相
国
寺
塔
頭
慈
照
寺
、

二
〇
〇
八
年
十
二
月



478

・
花
園
大
学
歴
史
博
物
館
『
春
日
局
ゆ
か
り
の
寺　

麟
祥
院
展
』
花
園
大
学
歴
史
博
物
館
、
二
〇
〇
九
年
四
月

・
京
都
国
立
博
物
館
『
狩
野
山
楽
・
山
雪
』
毎
日
新
聞
社
、
二
〇
一
三
年
三
月

・
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
『
対
馬
藩
と
朝
鮮
通
信
使
―
十
二
万
点
の
宗
家
文
書
が
語
る
歴
史
の
真
実
』
長
崎
歴
史
博
物
館
、
二
〇
一
三
年
十
月

・
高
麗
美
術
館
『
朝
鮮
通
信
使
と
京
都
「
誠
信
の
交
わ
り
」
へ
の
道
―
松
雲
大
師
と
雨
森
芳
洲
』
高
麗
美
術
館
、
二
〇
一
三
年
十
月

・
釜
山
博
物
館
『
朝
鮮
時
代
の
通
信
使
と
釜
山
』
釜
山
博
物
館
、
二
〇
一
五
年
十
月

・
特
別
展
「
徳
川
家
康
」
及
び
「
豊
か
な
る
朝
鮮
王
朝
の
文
化
」「
茶
の
湯
の
名
品
」
企
画
運
営
委
員
会
ほ
か
『
豊
か
な
る
朝
鮮
王
朝
の
文

化
―
交
流
の
遺
産
―
日
韓
国
交
正
常
化
50
周
年
記
念 

徳
川
美
術
館
・
蓬
左
文
庫
開
館
80
周
年
記
念
秋
季
特
別
展
』
特
別
展
「
徳
川
家

康
」
及
び
「
豊
か
な
る
朝
鮮
王
朝
の
文
化
」「
茶
の
湯
の
名
品
」
企
画
運
営
委
員
会
、
二
〇
一
五
年
九
月

・
花
園
大
学
歴
史
博
物
館
『
湯
島
麟
祥
院
―
春
日
局
と
峨
山
慈
棹
』
二
〇
一
六
年
四
月

・
釜
山
博
物
館
『
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ 
世
界
記
憶
遺
産
通
信
使
記
録
物
』
釜
山
博
物
館
、
二
〇
一
八
年
十
月

（
謝
辞
）
本
論
を
記
す
に
あ
た
り
、
多
方
面
の
識
者
や
理
解
者
よ
り
ご
助
力
と
ご
理
解
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

金
臺
寺
、
西
来
院
、
正
伝
永
源
院
、
慈
照
院
、
多
福
院
、
麟
祥
院
（
京
都
・
東
京
）
を
は
じ
め
、
韓
国
古
典
翻
訳
院
、
両
足
院
、
花
園
大
学

情
報
セ
ン
タ
ー
、
大
野
直
哉
、
岡
部
良
一
、
金
鍾
珉
、
金
惠
卿
、
郷
司
泰
仁
、
佐
々
木
悦
也
、
志
水
一
行
、
田
口
幸
滋
、
東
野
鈴
奈
、

木
村
弥
生
（
敬
称
略
）
よ
り
ご
協
力
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
こ
こ
ろ
よ
り
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
一
月
に
遷
化
さ
れ
た
島
崎
義
孝
師
（
多
福
院
住
持
）
の
ご
霊
前
に
捧
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

合
掌



建仁寺両足院所蔵聖教目録添足　一

479

建
仁
寺
両
足
院
所
蔵
聖
教
目
録
添
足　
一

田
口　

幸
滋

禅
文
化
研
究
所
で
は
、
二
〇
一
七
年
か
ら
三
年
間
、
建
仁
寺
両
足
院
所
蔵
文
化
財
の
撮
影
・
調
査
を
行
っ
た
。
か
ね
て
よ

り
両
足
院
の
什
物
を
保
管
す
る
土
蔵
に
つ
い
て
は
老
朽
化
が
懸
念
さ
れ
て
い
た
が
、
以
前
か
ら
当
院
の
文
化
財
の
整
理
を
す

す
め
て
い
た
片
山
真
理
子
氏
（
東
京
藝
術
大
学
美
術
学
部
附
属
古
美
術
研
究
施
設
非
常
勤
講
師
）
の
協
働
に
よ
り
、
二
〇
一
七

年
か
ら
三
年
を
目
処
に
改
修
・
修
復
工
事
を
行
う
こ
と
が
決
定
し
、
収
蔵
さ
れ
る
文
化
財
の
移
動
・
保
管
と
、
調
査
・
研
究

の
た
め
、
そ
の
う
ち
の
書
画
関
係
と
図
書
・
聖
教
類
が
、
花
園
大
学
歴
史
博
物
館
に
寄
託
さ
れ
た
。

そ
こ
で
、
二
〇
一
八
年
一
月
十
一
・
十
七
・
二
十
五
日
、
二
月
七
・
二
十
一
・
二
十
八
日
、
三
月
八
日
、
五
月
三
十
日
、
九
月

三
日
に
、
寄
託
さ
れ
た
書
画
（
絵
画
百
七
点
、
書
跡
九
十
二
点
、
屏
風
七
点
）
お
よ
び
工
芸
品
三
点
（
展
覧
会
出
品
作
品
）
の

調
査
・
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
に
よ
る
撮
影
を
、
花
園
大
学
歴
史
博
物
館
と
の
共
同
調
査
と
い
う
か
た
ち
で
実
施
し
た
。
そ
の

後
、
主
要
禅
籍
に
つ
い
て
も
ア
ー
カ
イ
ブ
化
す
る
こ
と
と
な
り
、
稿
者
は
、
そ
の
主
要
禅
籍
の
写
真
撮
影
や
収
納
状
況
の
確

認
な
ど
の
た
め
、
二
〇
一
八
年
六
月
か
ら
関
与
し
、
書
函
全
体
の
簡
単
な
整
理
と
、
八
百
二
件
・
一
八
〇
一
点
の
撮
影
を

行
っ
た
。

こ
れ
ら
共
同
調
査
・
研
究
の
成
果
に
つ
い
て
は
、「
花
園
大
学
歴
史
博
物
館
開
館
二
十
周
年
記
念 

両
足
院
―
い
ま
開
か
れ
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る
秘
蔵
資
料
―
」
展
を
二
〇
二
〇
年
四
月
か
ら
開
催
す
る
予
定
だ
っ
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
収
束
の
見
通

し
が
立
た
な
い
こ
と
を
鑑
み
、
現
在
、
会
期
等
調
整
中
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
特
に
学
術
的
・
文
化
的
価
値
が
高
い
と
評

価
さ
れ
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
と
し
て
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
で
一
般
に
公
開
す
る
予
定
で
あ
る
。

建
仁
寺
塔
頭
両
足
院
と
い
え
ば
、
中
国
の
宋
・
元
時
代
の
版
本
か
ら
、
抄
物
の
よ
う
な
古
写
本
な
ど
を
所
蔵
す
る
、「
建

仁
寺
の
学
問
づ
ら
」
を
代
表
す
る
学
者
垂
涎
の
的
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

近
代
以
降
の
両
足
院
の
図
書
・
聖
教
類
の
目
録
に
関
し
て
は
、
ま
ず
「
藏
書
目
録
：
明
治
二
拾
年
（
一
八
八
七
）
取
調
」

が
あ
る
。
こ
の
目
録
は
「
第
百
五
十
一
番
」
ま
で
と
、「
第
百
六
十
番
」（
最
終
丁
は
「
第
五
十
八
番
」
の
書
き
損
じ
を
使
用
）
か

ら
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、『
昭
和
法
寶
總
目
録
』
三
（『
大
正
新
脩
大
藏
経
』
別
巻
、
大
蔵
出
版
、
一
九
三
四
年
）
に
、「
七
二

　

建
仁
寺
兩
足
院
藏
書
目
録
」（
以
下
、「
昭
和
法
宝
総
目
録
本
」
と
称
す
る
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
目
録
は
「
第

百
五
十
九
番
」
ま
で
の
著
録
で
、
京
都
帝
国
大
学
蔵
本
の
翻
刻
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
も
の
が
両
足
院
に

も
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
目
録
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
「
第
四
十
四
番
」
か
ら
「
第
五
十
二
番
」
に
禅
僧
の
語
録
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
が
、
イ
ロ
ハ
順
に
な
っ
て
い
る
な
ど
、
分
類
・
整
理
さ
れ
た
印
象
を
う
け
る
。

現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
蔵
書
目
録
（
以
下
、「
現
在
所
用
目
録
」
と
称
す
る
）
は
、
当
院
第
十
九
世
・
佐
賀
東
周
師
寂
後
の

大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
ご
ろ
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
第
二
十
二
世
・
伊
藤
東
慎
師
の
「
瑞
渓
周
鳳
の

『
刻
楮
集
』
に
つ
い
て
」（『
禪
學
研
究
』
第
五
十
七
号
、
花
園
大
学
、
一
九
六
九
年
二
月
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
目

録
は
「
第
百
八
十
一
番
」
ま
で
の
著
録
と
な
っ
て
お
り
、
第
二
十
世
・
後
藤
東
㝔
師
以
降
の
住
職
に
よ
っ
て
色
々
な
情
報
が

書
き
込
ま
れ
な
が
ら
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

昭
和
法
宝
総
目
録
本
と
現
在
所
用
目
録
で
は
、
二
十
箱
ほ
ど
の
増
加
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
こ
に
至
る
詳
し
い
経
緯
等
に
つ

い
て
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
番
号
の
付
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
り
、
現
在
は
二
百
に
お
よ
ぶ
木
箱
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。



建仁寺両足院所蔵聖教目録添足　一

481

近
年
の
両
足
院
図
書
・
聖
教
類
全
体
を
対
象
と
し
た
調
査
と
し
て
は
、
ま
ず
、
一
九
五
八
年
か
ら
慶
應
大
学
斯
道
文
庫
に

よ
る
調
査
と
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
撮
影
が
開
始
さ
れ
、
二
〇
〇
九
年
ま
で
の
成
果
に
つ
い
て
、「
慶
應
義
塾
大
学
附

属
研
究
所
斯
道
文
庫
撮
影
建
仁
寺
両
足
院
蔵
書
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
目
録
初
編
」（『
斯
道
文
庫
論
集
』 

第
四
十
五
輯
、
慶
應
義

塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
、
二
〇
一
〇
年
）
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
調
査
は
現
在
も
継
続
中
で
あ
る
。
二
〇
〇
六

年
に
は
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
国
語
学
国
文
学
研
究
室
等
に
よ
る
調
査
が
あ
り
、
そ
の
成
果
と
し
て
、
木
田
章
義
・

宮
紀
子
編
『
両
足
院
：
学
問
と
外
交
の
軌
跡
』（
平
成
十
八
年
度
・
東
方
学
会
関
西
部
会　

京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
国
語

学
国
文
学
研
究
室
等
、
二
〇
〇
六
年
）
が
あ
る
。

ま
た
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
ま
で
の
七
年
間
、
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
京
都
国
立
博
物
館
学
芸
部
上

席
研
究
員
（
当
時
）
の
赤
尾
栄
慶
氏
が
研
究
代
表
を
つ
と
め
、
善
本
を
中
心
と
す
る
解
題
を
付
し
た
総
目
録
を
作
成
す
る
こ

と
を
目
的
に
、
科
学
研
究
費
補
助
金
を
用
い
、
各
分
野
の
専
門
家
を
集
め
て
、
書
誌
学
的
項
目
と
内
容
に
関
す
る
悉
皆
調
査

（
課
題
番
号16320046

・19320055

）
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
研
究
成
果
報
告
書
「
建
仁
寺
両
足
院
所
蔵
聖
教
目
録
Ⅰ
～

Ⅲ
」（
以
下
、「
建
仁
寺
両
足
院
所
蔵
聖
教
目
録
Ⅰ
～
Ⅲ
」
と
称
す
る
）
と
い
う
、
詳
細
な
書
誌
学
的
事
項
を
収
録
し
た
三
冊
一

具
の
総
目
録
が
作
成
さ
れ
、
両
足
院
に
所
蔵
さ
れ
る
図
書
・
聖
教
類
の
全
貌
を
明
ら
か
に
し
た
。

今
回
、
奇
し
く
も
両
足
院
の
図
書
・
聖
教
類
の
全
容
を
概
観
す
る
と
い
う
機
会
に
与
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
建
仁
寺
両

足
院
所
蔵
聖
教
目
録
Ⅰ
～
Ⅲ
で
「
欠
」
あ
る
い
は
「
な
し
」
と
な
っ
て
い
た
、「
第
四
十
七
番
」・「
第
百
四
十
五
番
」・「
第

百
八
十
番
」、
そ
れ
と
別
置
さ
れ
て
い
た
若
干
の
未
紹
介
図
書
・
聖
教
類
が
確
認
で
き
た
。
そ
こ
で
、
然
る
べ
き
か
た
ち
を

以
て
そ
の
内
容
を
報
告
し
て
お
く
べ
き
と
考
え
、
建
仁
寺
両
足
院
所
蔵
聖
教
目
録
Ⅰ
～
Ⅲ
の
つ
け
足
し
と
い
う
か
た
ち
で
、

本
稿
を
草
し
た
次
第
で
あ
る
。
報
告
に
つ
い
て
は
二
回
に
分
け
、
今
回
は
ま
ず
「
第
百
八
十
番
」
と
別
置
さ
れ
て
い
た
も

の
、
次
に
「
第
四
十
七
番
」
と
「
第
百
四
十
五
番
」
を
行
う
予
定
で
あ
る
。
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今
回
の
調
査
は
、「
第
百
八
十
番
」
函
を
二
〇
二
一
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
二
月
一
日
に
、
別
置
本
を
二
〇
二
一
年
二

月
八
日
、
十
五
日
か
ら
十
八
日
、
三
月
八
日
か
ら
九
日
ま
で
、
花
園
大
学
内
に
お
い
て
行
っ
た
。
対
象
と
し
て
は
、「
第

百
八
十
番
」
の
二
箱
と
、
別
置
と
し
て
蔵
内
に
置
か
れ
て
い
た
も
の
を
収
納
し
た
大
型
の
ダ
ン
ボ
ー
ル
箱
・
全
八
箱
、
計
十

箱
を
対
象
に
行
い
、
そ
の
結
果
、
百
十
七
件
・
二
三
三
点
の
報
告
と
な
っ
た
。
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凡
例

一
、
本
目
録
は
、
建
仁
寺
両
足
院
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
図
書
・
聖
教
類
の
目
録
で
あ
る
。

一
、
内
容
は
、
別
置
本
を
中
心
と
し
た
、
百
十
七
件
・
二
三
三
点
で
あ
る
。

一
、
本
調
査
は
、
建
仁
寺
両
足
院
所
蔵
聖
教
目
録
Ⅰ
～
Ⅲ
を
底
本
と
し
て
使
用
し
、
現
在
所
用
目
録
を
参
照
す
る
か
た

ち
で
行
っ
た
。

一
、
目
録
掲
載
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
「
第
一
番
」
か
ら
「
第
百
八
十
一
番
」
ま
で
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
函
単
位

で
、
次
に
別
置
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
う
順
序
で
掲
げ
た
。
な
お
今
回
、
こ
れ
ま
で
未
紹
介
の
図
書
・
聖
教
類
若
干

の
調
査
を
行
っ
た
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
「
番
外
」
と
し
た
。

一
、
別
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
小
箱
や
包
紙
等
に
よ
っ
て
収
納
さ
れ
て
い
る
状
態
を
一
つ
の
「
ま
と
ま
り
」

と
と
ら
え
、
そ
の
「
ま
と
ま
り
」
単
位
（
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
表
記
）
で
掲
げ
て
、
収
納
状
況
に
関
す
る
情
報
を
併
記
し

た
。

一
、「
ま
と
ま
り
」
の
順
序
は
、
各
々
の
「
ま
と
ま
り
」
の
中
で
最
初
に
配
列
さ
れ
る
図
書
・
聖
教
類
が
、
こ
れ
ま
で
の

目
録
で
確
認
で
き
る
場
合
、
そ
れ
を
優
先
し
、
図
書
、
史
料
、
経
典
類
の
順
に
掲
げ
、
整
理
番
号
を
頭
書
し
た
。

一
、
ま
た
、「
ま
と
ま
り
」
の
中
の
順
列
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
そ
の
「
ま
と
ま
り
」
の
中
に
こ
れ
ま
で
の
目
録
で
確
認

で
き
る
図
書
・
聖
教
類
が
あ
る
場
合
に
は
、
函
の
番
号
を
【　

】
に
括
っ
て
掲
げ
、
確
認
で
き
な
い
場
合
に
は
、
原

秩
序
を
尊
重
し
て
、「
ま
と
ま
り
」
の
中
で
収
納
さ
れ
て
い
る
順
序
で
掲
げ
た
。

一
、
記
載
内
容
は
以
下
の
項
目
に
よ
っ
た
。
た
だ
し
、
該
当
項
目
に
あ
た
る
情
報
が
記
載
で
き
な
い
場
合
は
省
略
に

従
っ
た
。
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番
号　

図
書
・
聖
教
名　

刊
写　

巻
数　

員
数　

著
者
・
編
者
名　

形
状　

表
紙　

料
紙　

法
量　

紙
数　

 

匡

郭　

版
心　

本
文　

外
題　

首
題　

尾
題　

柱
題　

刊
記
・
奥
書　

印
記　

書
入　

備
考

一
、
複
数
の
物
理
的
単
位
を
も
つ
も
の
に
つ
い
て
は
、
先
に
総
括
名
称
、
次
い
で
共
通
情
報
を
掲
げ
、
以
下
、
物
理
的

単
位
ご
と
に
個
々
に
関
わ
る
情
報
を
記
述
し
た
。

一
、
各
図
書
・
聖
教
類
の
頭
に
あ
る
番
号
は
、
各
函
内
お
よ
び
別
置
の
整
理
番
号
を
示
し
て
お
り
、
建
仁
寺
両
足
院
所

蔵
聖
教
目
録
Ⅰ
～
Ⅲ
で
確
認
で
き
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
従
っ
た
。

一
、
確
認
で
き
な
い
場
合
に
は
、
現
在
所
用
目
録
を
参
照
し
、
番
号
が
特
定
で
き
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
そ
の
番
号

を
[ ]
で
括
っ
て
表
示
し
た
。

一
、
ま
た
、
現
在
所
用
目
録
で
確
認
で
き
る
も
の
の
、
建
仁
寺
両
足
院
所
蔵
聖
教
目
録
Ⅰ
～
Ⅲ
で
特
定
で
き
な
い
場
合

に
は
、
建
仁
寺
両
足
院
所
蔵
聖
教
目
録
Ⅰ
～
Ⅲ
の
該
当
す
る
函
の
末
尾
に
配
列
さ
れ
て
い
る
図
書
・
聖
教
類
に
追
加

す
る
か
た
ち
を
採
用
し
、
そ
の
番
号
を 

（ ） 

で
括
っ
て
表
示
し
た
。

一
、
建
仁
寺
両
足
院
所
蔵
聖
教
目
録
Ⅰ
～
Ⅲ
お
よ
び
現
在
所
用
目
録
で
確
認
で
き
ず
、
対
象
に
こ
れ
ま
で
の
調
査
に

よ
っ
て
付
与
さ
れ
て
い
る
番
号
等
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
従
っ
た
。

一
、
建
仁
寺
両
足
院
所
蔵
聖
教
目
録
Ⅰ
～
Ⅲ
お
よ
び
現
在
所
用
目
録
で
確
認
で
き
ず
、
対
象
に
も
こ
れ
ま
で
の
調
査
に

よ
る
番
号
等
が
付
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
未
整
理
図
書
・
聖
教
類
と
し
て
「
番
外
」
扱
い
と
し
、
仮
番
号
を
付

し
た
。

一
、
名
称
に
つ
い
て
は
、
図
書
・
聖
教
類
の
場
合
、
首
題
・
外
題
・
尾
題
・
柱
題
の
順
に
従
い
、
無
記
の
も
の
は
適
宜

仮
題
を
付
与
し
て
［　

］
で
括
っ
て
表
記
し
、
史
料
の
場
合
、
古
文
書
学
に
基
づ
く
名
称
を
付
し
た
。

一
、
稿
者
が
名
称
を
補
記
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、「
：
」
を
付
し
て
［　

］
で
括
っ
て
記
述
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し
た
。

一
、
欠
損
に
つ
い
て
、
主
な
も
の
は
巻
次
の
後
ろ
に
（　

）
を
付
し
て
そ
の
中
に
誌
し
、
そ
の
他
の
欠
損
に
関
わ
る
情
報

に
つ
い
て
は
備
考
欄
に
記
述
し
た
。

一
、
形
状
は
原
則
と
し
て
現
状
を
記
録
し
、
成
立
時
の
形
状
が
改
変
さ
れ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨

を
記
述
し
た
。

一
、
員
数
は
、
冊
・
帖
等
で
示
し
た
。

一
、
法
量
は
縦
×
横
の
順
に
掲
げ
た
。
単
位
は
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
糎
）
で
あ
る
。

一
、一
紙
形
態
の
も
の
で
、
二
紙
以
上
に
わ
た
る
場
合
に
は
、
最
大
寸
法
の
み
を
掲
げ
、
他
は
省
略
し
た
。

一
、
紙
数
に
つ
い
て
は
、
本
体
を
構
成
し
て
い
る
物
理
的
な
紙
数
を
記
述
し
た
。

一
、
個
々
の
内
容
を
う
か
が
う
手
が
か
り
と
し
て
、
外
題
・
首
題
・
尾
題
・
奥
書
等
の
抄
出
を
行
っ
た
。

一
、
首
題
等
が
み
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
文
首
・
文
尾
の
引
用
を
試
み
た
。

一
、
こ
れ
ら
の
引
用
は
、
目
録
と
い
う
性
格
上
、
あ
る
程
度
の
性
質
や
類
似
す
る
も
の
と
区
別
し
得
る
程
度
と
し
た
。

一
、
割
書
や
小
文
字
等
は
〈　

〉
で
括
っ
て
表
記
し
、
改
行
は
「
／
」
で
示
し
た
。

一
、
虫
損
・
破
損
等
に
よ
り
判
読
で
き
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
文
字
の
字
数
分
を
□
で
、
字
数
不
明
の
場
合
は
［　
　

］

で
示
し
た
。
ま
た
、
推
測
で
き
る
場
合
に
は
（　

）
で
括
っ
て
記
述
し
た
。

一
、
原
文
の
抹
消
箇
所
に
つ
い
て
は
「　
　

」
で
示
し
、
明
ら
か
な
誤
字
や
特
殊
な
表
記
等
に
は
、（
マ
マ
）
を
付
し
た
。

一
、
解
説
の
表
記
は
常
用
漢
字
を
原
則
と
し
た
が
、
原
文
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
な
る
べ
く
現
況
を
伝
え
る
よ
う
に
、

可
能
な
限
り
原
文
の
記
述
に
従
っ
た
。

一
、「
禅
文
化
研
究
所
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ス　

禅
の
至
宝
」
対
象
資
料
に
つ
い
て
は
、
備
考
欄
に
「ZD

A
 N

o.

：（
整
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理
番
号
）」
と
記
し
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
記
号
等
は
、
今
後
の
事
業
の
進
展
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
る
。
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一
　
第
百
六
十
八
番

54　
　

雲
門
匡
真
禅
師
広
録　

刊
本
〔
覆
宋
刊
本
〕
三
巻　

三
冊

（
唐
）
雲
門
文
偃
撰　

守
堅
編　
（
宋
）
宗
演
校

袋
綴
装
（
四
つ
目
綴
）　

丹
色
卍
繋
ぎ
（
紗
綾
形
）
地
雲
龍
文
表
紙

（
後
補
表
紙
）

〔
匡
郭
〕
左
右
双
辺
・
有
界　

一
七
・
三
×
一
一
・
二

〔
版
心
〕
多
く
の
丁
は
上
黒
魚
尾
の
み
で
魚
尾
下
「
雲
」「
巻
幾
」

「
丁
幾
」、
部
分
的
に
上
下
下
向
黒
魚
尾
あ
り
、
上
魚
尾
下

「
雲
」「
巻
幾
」、
下
魚
尾
下
「
丁
幾
」

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
一
行
・
一
行
二
十
字

〔
刊
記
〕「
板
在
福
州
鼓
山　
　

王
溢
刊
」

〔
印
記
〕
各
冊
巻
首
「
兩
足
院
」（
朱
陰
長
方
飾
枠
）

〔
書
入
〕
朱
点
・
朱
引
、
朱
墨
の
書
き
入
れ
あ
り

〔
備
考
〕
覆
福
州
（
南
宋
）
刊
本
で
、
鎌
倉
末
期
の
刊
行

本
紙
よ
り
天
と
背
に
幅
を
持
た
せ
た
紙
で
裏
打
し
て

製
本各

冊
、
冊
首
右
下
に
「
主
永
一
」
の
墨
書
あ
り

各
冊
、
冊
首
に
「
雲
門
匡
真
禪
師
広
録　

三
巻
三
冊
／

唐
雲
門
文
偃
撰　

南
宋
刊
／168-54-1

（
～
3
）」
の
記
載

（
鉛
筆
書
き
）
の
あ
る
短
冊
状
の
和
紙
あ
り

現
在
所
用
目
録
、「
雲
門
廣
録
（
五
山
）　

三
」
と
記
載

建
仁
寺
両
足
院
所
蔵
聖
教
目
録
Ⅰ
～
Ⅲ
で
は
、「
第

百
六
十
八
番
」
54
号
で
同
書
の
宋
版
を
掲
げ
て
い
る
が
、

調
査
の
結
果
、
覆
宋
刊
本
と
推
定

ち
な
み
に
宋
版
は
別
置
扱
い
で
、
蓋
箱
に
「
絶
海
録　

全
一
冊
」
の
貼
紙
の
朱
塗
り
の
小
箱
に
収
納
さ
れ
て
お

り
、
こ
ち
ら
に
も
、
各
冊
の
冊
首
に
「
雲
門
匡
真
禅
師
広

録
／168-54-1

（
～
3
止
）」
と
記
載
（
鉛
筆
書
き
）
の
あ

る
短
冊
状
の
和
紙
が
挟
み
込
ま
れ
て
い
る

ZD
A

 N
o.

：168-29

上
：
二
四・八
×
一
七・二　

三
十
一
丁
、
表
紙
二
紙
、
遊
び
紙
一
紙

〔
外
題
〕「
雲
門
廣
録　

上
」（
表
紙
左
上　

書
き
題
簽
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
雲
門
匡
眞
禪
師
廣
録
巻
上
并
序
」

〔
尾
題
〕「
雲
門
匡
眞
禪
師
廣
録
巻
上
／
／
住
福
州
鼓
山
圓
覺　

宗
演　

校
勘
」

〔
備
考
〕
表
紙
に
「
雲
門
廣
録
／
上
中
下
３
冊
／
バ
ラ
／
箱
な
し
／

168
」
の
付
箋
貼
付

中
：
二
四・七
×
一
七・二　

四
十
六
丁
、
表
紙
二
紙
、
遊
び
紙
一
紙

〔
外
題
〕「
雲
門
廣
録　

中
」（
表
紙
左
上　

書
き
題
簽
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
雲
門
匡
眞
禪
師
廣
録
巻
中
／
門
人
明
識
大
師
賜
紫　
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守
堅
集
」

〔
尾
題
〕「
雲
門
匡
眞
禪
師
廣
録
巻
中
／
／
住
福
州
鼓
山
圓
覺　

宗
演　

校
勘
」

下
：
二
四・八
×
一
七・三　

三
十
二
丁
、
表
紙
二
紙
、
遊
び
紙
一
紙

〔
外
題
〕「
雲
門
廣
録　

下
」（
表
紙
左
上　

書
き
題
簽
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
雲
門
匡
眞
禪
師
廣
録
巻
下
／
門
人
明
識
大
師
賜
紫　

守
堅
集
」

〔
尾
題
〕「
雲
門
匡
眞
禪
師
録
巻
下
」

〔
備
考
〕
巻
末
左
上
に
「
以
雪
菴
和
尚
〈
之
本
〉
写
朱
墨
了
矣
」

の
墨
書
あ
り

二
　
第
百
七
十
三
番
（
黒
漆
塗
木
箱
）

1　
　

新
脩
科
分
六
学
僧
伝　

刊
本　

三
十
巻
（
一
之
三
）　

一
冊

（
元
）
曇
噩
述

袋
綴
装
（
紙
縒
留
、
包
背
）　

茶
色
表
紙
（
後
補
表
紙
）

〔
匡
郭
〕
左
右
双
辺
・
有
界　

二
〇
・
三
×
一
四
・
三

〔
版
心
〕
双
黒
魚
尾
、
黒
口　

上
魚
尾
下
「
柱
題
」「
巻
幾
」、
下

魚
尾
上
「
丁
幾
」

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
行
・
一
行
二
十
字

〔
印
記
〕
巻
首
「
兩
足
院
」（
朱
陰
長
方
飾
枠
）

〔
書
入
〕
朱
点
・
朱
引
、
欄
外
・
本
文
中
に
朱
墨
の
書
き
入
れ
あ
り

〔
備
考
〕
南
北
朝
期
の
刊
行
で
、
欠
損
部
分
に
補
写
あ
り

建
仁
寺
両
足
院
所
蔵
聖
教
目
録
Ⅰ
～
Ⅲ
の
同
書
の
項
に

記
さ
れ
る
、「
表
紙
に
『
共
十
二
』
と
書
入
れ
あ
る
も
現

存
は
十
一
冊　

外
題
の
番
号
は
『
二
』
が
欠
。
巻
一
～
三

に
あ
た
る
も
の
か
」
に
該
当

調
査
時
、
当
該
冊
の
み
薄
葉
紙
に
包
ま
れ
た
状
態
で
別

置
に
混
入
し
て
い
た
が
、
確
認
後
も
と
の
箱
に
返
納
し
た

た
め
、
当
該
図
書
は
十
二
冊
揃
と
な
っ
た

一
之
三
：
二
七
・
〇
×
二
〇
・
三　

七
十
七
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
六
學
僧
傳　

一
之
三
」（
表
紙
左
上　

書
き
題
簽
、
墨
書

〔
他
の
冊
と
同
一
の
筆
跡
〕）、
題
簽
下
「
二
」（
墨
書
）

〔
首
題
〕「
新
脩
科
分
六
學
僧
傳
巻
第
一
／
淛
東
沙
門　

曇
噩　

述
」

〔
尾
題
〕「
新
脩
科
分
六
學
僧
傳
巻
第
三
」

〔
柱
題
〕「
僧
傳
」

三
　
第
百
八
十
番

〔
備
考
〕
現
状
、
二
箱
で
構
成
（
一
：
1
～
25
、
二
：
26
～
49
と
番
外
）



建仁寺両足院所蔵聖教目録添足　一

489

各
冊
の
冊
首
に
、
名
称
と
番
号
を
記
し
た
紙
片
が
挟
み

込
ま
れ
て
お
り
、
既
に
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
推

測
さ
れ
る
た
め
、
当
該
函
の
調
査
は
、
こ
の
記
述
に
従
っ

て
す
す
め
た

近
代
以
降
の
当
院
住
持
の
私
物
が
混
在
し
て
い
る
可
能

性
あ
り

1　
　

阿
毘
達
磨
発
智
論　

刊
本
〔
唐
本
〕　

二
十
巻　

五
冊

迦
多
衍
尼
子
造　
（
唐
）
玄
奘
訳

線
装
本
（
四
針
眼
）　

香
色
表
紙
（
原
表
紙
）

〔
匡
郭
〕
左
右
双
辺
・
有
界　

一
八
・
〇
×
一
二
・
五

〔
版
心
〕
無
魚
尾
、
横
単
線
で
三
格
に
分
か
ち
、
第
二
格
に
「
柱

題
」「
巻
幾
」「
丁
幾
」、
第
三
格
象
鼻
右
に
「
千
字
文
函

号
」「
巻
幾
」

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
行
・
一
行
二
十
字

〔
刊
記
〕「〈
中
華
民
國
六
／
佛
暦
二
千
九
百
四
十
四
〉
年
歳
次
丁

巳
（
一
九
一
七
）〈
陽
／
陰
〉
歴

（
マ
マ
）〈

十
二
／
十
〉
月
〈
八

號
／
廿
四
日
〉
節
届
大
雪
／
常
州
天
甯
寺
清
鎔
謹
識
／

湖
北
陶
舫
渓
懌
」

〔
柱
題
〕「
阿
毗
達
磨
發
智
論
」

〔
書
入
〕
第
一
冊
の
欄
上
に
鉛
筆
と
黒
イ
ン
ク
、
第
二
・
三
冊
の

欄
上
に
黒
イ
ン
ク
書
に
よ
る
書
き
入
れ
あ
り

〔
備
考
〕
冊
首
に
「
阿
毗
達
磨
發
智
論
／180-1-1

（
～
5
止
）」
と

記
さ
れ
た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

巻
一
之
四
：
二
四
・
〇
×
一
五
・
二　

八
十
三
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
發
智
論
〈
卷
一
／
之
四
〉「
傍
」
一
至
四　

第
一
冊
」

（
表
紙
左
上　

原
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
阿
毗
達
磨
發
智
論
卷
第
一
」

〔
尾
題
〕「
阿
毗
達
磨
發
智
論
卷
第
四
」

巻
五
之
八
：
二
四
・
二
×
一
五
・
二　

八
十
一
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
發
智
論
〈
卷
五
／
之
八
〉「
傍
」
五
至
八　

第
二
冊
」

（
表
紙
左
上　

原
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
阿
毗
達
磨
發
智
論
卷
第
五
」

〔
尾
題
〕「
阿
毗
達
磨
發
智
論
卷
第
八
」

巻
九
之
十
二
：
二
四
・
二
×
一
五
・
三　

七
十
四
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
發
智
論
〈
卷
九
之
／
十
二
〉「
傍
啓
」
九
十
一
二　

第

三
冊
」（
表
紙
左
上　

原
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
阿
毗
達
磨
發
智
論
卷
第
九
」
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〔
尾
題
〕「
阿
毗
達
磨
發
智
論
卷
第
十
二
〈
説
一
切
／
有
部
〉」

〔
備
考
〕
表
紙
破
損

巻
十
三
之
十
六
：
二
四
・
二
×
一
五
・
三　

九
十
七
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
發
智
論
〈
卷
十
三
／
之
十
六
〉「
啓
」
三
至
六　

第
四

冊
」（
表
紙
左
上　

原
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
阿
毗
達
磨
發
智
論
卷
第
十
三
」

〔
尾
題
〕「
阿
毗
達
磨
發
智
論
卷
第
十
六
」

巻
十
七
之
二
十
：
二
四
・
二
×
一
五
・
二　

八
十
八
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
發
智
論
〈
卷
十
七
／
之
二
十
〉「
啓
」
七
至
十　

第
五

冊
」（
表
紙
左
上　

原
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
阿
毗
達
磨
發
智
論
卷
第
十
七
」

〔
尾
題
〕「
阿
毗
達
磨
發
智
論
卷
第
二
十
〈
説
一
切
／
有
部
〉」

2　

撰
集
抄　

刊
本
〔
嵯
峨
本
〕　

九
巻　

三
冊

[

西
行
］
記

袋
綴
装
（
四
つ
目
綴
）　

白
色
雲
母
摺
表
紙
（
原
表
紙
）　

雲
母
引

料
紙

古
活
字
版　

無
辺
無
界　

二
二
・
〇
×
一
五
・
五

〔
本
文
〕
漢
字
ひ
ら
が
な
交
じ
り
、
二
字
・
三
字
・
四
字
の
連
彫

活
字　

毎
半
葉
九
行
・
一
行
十
八
字
程
度

〔
備
考
〕
慶
長
か
ら
元
和
（
一
五
九
六
～
一
六
二
四
）
の
刊
行

活
字
の
版
下
は
角
倉
素
庵
の
筆
跡
と
い
う
（
昭
和
女
子

大
学
図
書
館
・
桜
山
文
庫
本
『
撰
集
抄
』
識
語
）

川
瀬
一
馬
氏
『
古
活
字
版
之
研
究
』（
日
本
古
書
籍
商
協

会
、
一
九
六
七
年
）
に
掲
載

高
木
浩
明
氏
「
嵯
峨
本
再
見
：
嵯
峨
本
『
撰
集
抄
』
に

つ
い
て
の
書
誌
的
報
告
」（『
汲
古
』
四
十
九
号　

汲
古
書

院
、
二
〇
〇
六
年
六
月
）
に
お
い
て
該
書
は
伝
本
に
含
ま

れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
同
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
上
巻

八
ウ
・
八
行
目
の
「
物
こ
ふ
」
は
、
吉
田
幸
一
氏
蔵
・
古

典
文
庫
本
の
系
統

巻
五
第
八
話
「
勝
円
僧
正
事
」
の
丁
上
部
に
「
此
事
載

在
妙
応
集 

天
明
二
年
／
壬
寅
四
月
廿
二
日
愚
拜
／
観
音

於
三
井
北
林
院
々
主
法
印
大
／
僧
都
寛
寿
曰
云
云 

因
而

註
之
宝
／
冠
後
光
蓮
台
共
後
日
所
補 

本
尊
／
之
長
凡
四

尺
許 

即
園
城
寺
南
院
／
中
北
林
院
之
本
尊
而
／
今
現
存

矣　

世
古
景
雷
謹
志
」
の
貼
紙
（
墨
書
）
あ
り

冊
首
に
「
撰
集
抄
／180-2-1

（
～
3
止
）」
と
記
さ
れ

た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り
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昭
和
法
宝
総
目
録
本
、「
第
百
四
十
七
番
」
に
著
録

ZD
A

 N
o.

：180-02
上
：
二
七
・
七
×
二
〇
・
二　

五
十
八
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
撰
集
鈔　
〈
上
〉」（
表
紙
左
上　

香
色
行
書
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
撰
集
抄
巻
第
一　

西
行
記
」

〔
備
考
〕
巻
末
に
「
右
撰
集
三
巻
於
大
津
求
之
／
醐
岳
／
戒
光

院
」
の
識
語
（
墨
書
）
あ
り

中
：
二
七
・
八
×
二
〇
・
二　

六
十
五
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
撰
集
鈔　
〈
中
〉」（
表
紙
左
上　

香
色
行
書
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
撰
集
抄
第
四
〈
中
〉」

下
：
二
七
・
八
×
二
〇
・
二　

五
十
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
撰
集
鈔　
〈
下
〉」（
表
紙
左
上　

香
色
行
書
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
撰
集
抄
第
七
〈
下
〉」

3　
　

十
八
史
略　

刊
本　

七
巻
（
存
巻
七
）　

一
冊

（
元
）
曾
先
之
撰　
（
明
）
陳
殷
音
釈　

王
逢
点
校

袋
綴
装
（
五
つ
目
綴
、
綴
紐
脱
落
）　

黄
色
松
皮
菱
繋
ぎ
文
様
表

紙
（
原
表
紙
）

二
六
・
〇
×
一
八
・
五　

六
十
七
丁
、
表
紙
二
紙

〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
・
有
界　

二
一
・
八
×
一
四
・
四

〔
版
心
〕
無
魚
尾　

上
「
柱
題
」「
巻
幾
」、
下
「
○
」「
丁
幾
」

〔
本
文
〕
漢
字
、
句
点
・
返
り
点
・
送
り
が
な
付
、
頭
注
あ
り　

毎
半
葉
十
一
行
（
注
文
双
行
）・
一
行
二
十
二
字

〔
外
題
〕「〈
標
記
／
増
補
〉
十
八
史
畧　

七
」（
表
紙
左
上　

原
刷

り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
立
齊

（
マ
マ
）先

生
標
題
觧
註
釋
文
十
八
史
略
巻
之
七
」

〔
尾
題
〕「
新
刊
校
正
立
齋
先
生
標
題
註
觧
十
八
史
畧
巻
之
七
畢
」

〔
柱
題
〕「
標
記
増
補
十
八
史
畧
」

〔
刊
記
〕「
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
十
一
月
十
四
日
版
権
免
許
／

同
十
四
年
五
月
十
一
刻
出
版
／
同
十
六
年
三
月
廿
八
日

再
版
御
届
／
同
同

（
マ
マ
）

年
五
月
刻
成
発
兌
／
再
校
者
〈
故

人
〉
岩
垣
東
園
／
出
版
人　

川
端
藤
兵
衛
／
出
版
人　

出
雲
寺
文
次
郎
／
出
版
人　

藤
井
孫
兵
衛
」

〔
印
記
〕
巻
首
右
下
部
「
閏
□
／
之
印
」（
朱
陽
方
印
）

〔
備
考
〕
冊
首
に
「
立
齋
先
生
標
題
觧
註
／
釋
文
十
八
史
略
七
巻

／
存
巻
七
／180-3-1

止
」
と
記
さ
れ
た
紙
片
（
薄
葉
紙
・

鉛
筆
書
き
）
あ
り
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4　
　

暗
号
密
令
：
東
山
左
辺
老
師
法
語
・
暗
号
密
令
拾
遺
：
坿
年

譜　

刊
本　

三
巻
・
付
年
譜　

四
冊

[

竹
田
黙
雷]　

藤
田
玄
路
・
内
村
退
帚
共
編

袋
綴
装
（
五
つ
目
綴
）　

茶
色
表
紙
（
原
表
紙
）

〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
・
無
界　

二
〇
・
二
×
一
四
・
一

〔
版
心
〕
無
魚
尾　

上
方
「
柱
題
」「
巻
幾
」
を
白
枠
に
入
れ
、

下
方
に
「
丁
幾
」

〔
本
文
〕
漢
字
、
句
点
・
返
り
点
・
送
り
が
な
付　

毎
半
葉
十

行
・
一
行
二
十
字

〔
柱
題
〕「
暗
號
密
令
」

〔
刊
記
〕
法
語
：
刊
記
な
し
、
拾
遺
：「
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）

十
一
月
十
日
印
刷
／
昭
和
十
一
年
十
一
月
十
五
日
發
行
／

…
發
行
者　

竹
田
頴
川
／
印
刷
者 
貝
葉
書
院 

河
村
一

學
」

〔
備
考
〕
冊
首
に
「
暗
号
密
令
／
同
拾
遺
／180-4-1
（
～
4
止
）」

と
記
さ
れ
た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

巻
上
：
二
五
・
九
×
一
八
・
六　

六
十
八
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
暗
號
密
令　

巻
上
」（
表
紙
左
上　

原
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
暗
號
密
令
巻
上
／
東
山
左
邉
黙
雷
老
師
法
語
」

〔
尾
題
〕「
暗
號
密
令
巻
上
終
」

巻
中
：
二
六
・
〇
×
一
八
・
五　

六
十
九
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
暗
號
密
令　

巻
中
」（
表
紙
左
上　

原
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
暗
號
密
令
巻
中
／
東
山
左
邉
黙
雷
老
師
法
語
」

〔
尾
題
〕「
暗
號
密
令
巻
中
終
」

巻
下
：
二
六
・
〇
×
一
八
・
六　

八
十
三
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
暗
號
密
令　

巻
下
」（
表
紙
左
上　

原
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
暗
號
密
令
巻
下
／
東
山
左
邉
黙
雷
老
師
法
語
」

〔
尾
題
〕「
暗
號
密
令
巻
下
終
」

拾
遺
：
二
六
・
〇
×
一
八
・
七　

六
十
九
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
暗
號
密
令
拾
遺
〈
坿
〉
秊
譜
」（
表
紙
左
上　

原
刷
り
題

簽
・
双
辺
）

〔
首
題
〕「
暗
號
密
令
拾
遺
／
東
山
左
邉
老
師
法
語
坿
秊
譜
」

5　

暗
号
密
令
：
東
山
左
辺
老
師
法
語　

刊
本　

三
巻　

三
冊

［
竹
田
黙
雷
］　

藤
田
玄
路
・
内
村
退
帚
共
編

袋
綴
装
（
五
つ
目
綴
）　

茶
色
表
紙
（
原
表
紙
）

〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
・
無
界　

二
〇
・
二
×
一
四
・
一

〔
版
心
〕
無
魚
尾　

上
方
「
柱
題
」「
巻
幾
」
を
白
枠
に
入
れ
、

下
方
に
「
丁
幾
」
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〔
本
文
〕
漢
字
、
句
点
・
返
り
点
・
送
り
が
な
付　

毎
半
葉
十

行
・
一
行
二
十
字

〔
柱
題
〕「
暗
號
密
令
」

〔
刊
記
〕「
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
三
月
一
日
印
刷
／
昭
和
五
年

三
月
十
五
日
發
行
／
…
發
行
者　

竹
田
頴
川
／
印
刷
者 

貝
葉
書
院 
河
村
泰
太
郎
」

〔
備
考
〕
冊
首
に
「
暗
号
密
令
／（
全
３
冊
）／180-5-1

（
～
3
止
）」

と
記
さ
れ
た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

巻
上
：
二
六
・
二
×
一
八
・
八　

六
十
八
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
暗
號
密
令　

巻
上
」（
表
紙
左
上　

原
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
暗
號
密
令
巻
上
／
東
山
左
邉
黙
雷
老
師
法
語
」

〔
尾
題
〕「
暗
號
密
令
巻
上
終
」

巻
中
：
二
六
・
二
×
一
八
・
八　

六
十
九
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
暗
號
密
令　

巻
中
」（
表
紙
左
上　

原
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
暗
號
密
令
巻
中
／
東
山
左
邉
黙
雷
老
師
法
語
」

〔
尾
題
〕「
暗
號
密
令
巻
中
終
」

巻
下
：
二
六
・
一
×
一
八
・
八　

六
十
九
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
暗
號
密
令　

巻
下
」（
表
紙
左
上　

原
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
暗
號
密
令
巻
下
／
東
山
左
邉
黙
雷
老
師
法
語
」

〔
尾
題
〕「
暗
號
密
令
巻
下
終
」

6　

暗
号
密
令
：
東
山
左
辺
老
師
法
語　

刊
本　

三
巻
（
存
巻
中
下
）

　

二
冊

［
竹
田
黙
雷
］　

藤
田
玄
路
・
内
村
退
帚
共
編

袋
綴
装
（
五
つ
目
綴
）　

茶
色
表
紙
（
原
表
紙
）

〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
・
無
界　

二
〇
・
二
×
一
四
・
一

〔
版
心
〕
無
魚
尾　

上
方
「
柱
題
」「
巻
幾
」
を
白
枠
に
入
れ
、

下
方
に
「
丁
幾
」

〔
本
文
〕
漢
字
、
句
点
・
返
り
点
・
送
り
が
な
付　

毎
半
葉
十

行
・
一
行
二
十
字

〔
柱
題
〕「
暗
號
密
令
」

〔
刊
記
〕「
昭
和
五
年
三
月
一
日
印
刷
／
昭
和
五
年
三
月
十
五
日

發
行
／
…
發
行
者　

竹
田
頴
川
／
印
刷
者 

貝
葉
書
院 

河

村
泰
太
郎
」

〔
備
考
〕
冊
首
に
「
暗
号
密
令
／
闕
巻
上
／
２
冊
／180-6-1

（
～

2
止
）」
と
記
さ
れ
た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

巻
中
：
二
六
・
〇
×
一
八
・
七　

六
十
九
丁
、
表
紙
二
紙
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〔
外
題
〕「
暗
號
密
令　

巻
中
」（
表
紙
左
上　

原
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
暗
號
密
令
巻
中
／
東
山
左
邉
黙
雷
老
師
法
語
」

〔
尾
題
〕「
暗
號
密
令
巻
中
終
」

巻
下
：
二
六
・
〇
×
一
八
・
六　

六
十
九
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
暗
號
密
令　

巻
下
」（
表
紙
左
上　

原
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
暗
號
密
令
巻
下
／
東
山
左
邉
黙
雷
老
師
法
語
」

〔
尾
題
〕「
暗
號
密
令
巻
下
終
」

7　
　

異
部
宗
輪
論
述
記
発
軔　

刊
本　

三
巻　

三
冊

小
山
憲
栄
編
輯

袋
綴
装
（
四
つ
目
綴
）　

深
緑
色
・
四
つ
割
菱
繋
ぎ
地
に
「
文
」

「
政
」「
堂
」（
原
表
紙
）　

表
紙
見
返
し
に
標
題
紙
あ
り

〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
・
無
界　

二
二
・
八
×
一
六
・
〇

〔
版
心
〕
単
黒
魚
尾
、
下
横
単
線　

魚
尾
下
「
柱
題
」「
巻
幾
」、

下
横
線
上
に
「
○
」
と
「
丁
幾
」、
横
線
下
に
「
本
願
寺

編
輯
場
藏
」

〔
本
文
〕
漢
字
、
句
点
・
返
り
点
・
送
り
が
な
・
真
名
注
・
頭
注

付　

毎
半
葉
九
行
・
一
行
十
九
字
（
注
文
単
行
、
低
一
格
）

〔
柱
題
〕「
異
部
宗
輪
論
發
軔
」

〔
刊
記
〕「
明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
四
月
廿
一
日
印
刷
／
仝

年
四
月
廿
五
日
出
版
／
…
永
田
長
左
衛
門
」（
裏
表
紙
見

返
し
、「
山
城
屋 

藤
井
佐
兵
衛
」）

〔
備
考
〕
冊
首
に
「
異
部
宗
輪
論
述
記
／
發
軔
／180-7-1

（
～
3

止
）」
と
記
さ
れ
た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

上
：
二
六
・
〇
×
一
八
・
四　

四
十
九
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
異
部
宗
輪
論
述
記
發
軔　

上
」（
表
紙
左
上　

原
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
異
部
宗
輪
論
述
記
發
軔
巻
上
」

〔
尾
題
〕「
異
部
宗
輪
論
述
記
發
軔
巻
上
終
」

中
：
二
六
・
〇
×
一
八
・
四　

五
十
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
異
部
宗
輪
論
述
記
發
軔　

中
」（
表
紙
左
上　

原
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
異
部
宗
輪
論
述
記
發
軔
巻
中
」

〔
尾
題
〕「
異
部
宗
輪
論
述
記
發
軔
巻
中
終
」

下
：
二
六
・
一
×
一
八
・
四　

五
十
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
異
部
宗
輪
論
述
記
發
軔　

下
」（
表
紙
左
上　

原
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
異
部
宗
輪
論
述
記
發
軔
巻
下
」

〔
尾
題
〕「
異
部
宗
輪
論
述
記
發
軔
巻
下
終
」
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8　
　

円
覚
経
略
疏
註　

刊
本　

四
巻
（
存
巻
上
之
一
）　

一
冊

（
唐
）
圭
峰
宗
密
述

袋
綴
装
（
五
つ
目
綴
）　

赤
茶
色
表
紙
（
原
）　

表
紙
見
返
し
に
標

題
紙
あ
り

二
六
・
二
×
一
八
・
六　

五
十
七
丁
、
表
紙
二
紙

〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
・
無
界　

一
八
・
八
×
一
四
・
七

〔
版
心
〕
単
魚
尾　

魚
尾
下
「
柱
題
」「
巻
幾
」、
下
方
「
丁
幾
」

〔
本
文
〕
漢
字
、
句
点
・
返
り
点
・
送
り
が
な
付
、
頭
注
あ
り　

毎
半
葉
七
行
（
注
文
双
行
）・
一
行
十
七
字

〔
外
題
〕「［
上
部
破
損
］ 

圓
覺
経
畧
疏　
〈
乾
〉」（
表
紙
左
上　

原

刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
大
方
廣
圓
覺
脩
多
羅
了
義
經
略
䟽
註
卷
上
〈
之
／

一
〉」

〔
尾
題
〕「
大
方
廣
圎
覺
脩
多
羅
了
義
経
略
疏
注
巻
上
〈
之
／

一
〉」

〔
柱
題
〕「
圓
覺
䟽
」

〔
印
記
〕
最
終
丁
裏
左
下
部
、
裏
表
紙
見
返
し
右
下
部
に
「
小

川
」（
朱
陽
円
）
あ
り

〔
備
考
〕
冊
首
に
「
圓
覺
経
畧
疏
／180-8-1

止
」
と
記
さ
れ
た

紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

9　

仏
所
行
讃
経　

刊
本　

五
巻　

二
冊

馬
鳴
菩
薩
造　
（
北
涼
）
曇
無
讖
訳

袋
綴
装
（
五
つ
目
綴
）　

赤
茶
色
表
紙
（
原
表
紙
）

〔
匡
郭
〕
四
周
子
持
ち
枠
・
無
界　

二
一
・
七
×
一
四
・
六

〔
版
心
〕
無
魚
尾　

上
部
「
經
」、
中
程
「
柱
題
」「
巻
幾
」
と

「
丁
幾
」、
下
部
に
「
典
一
」（
～
五
）
と
あ
り
、
各
お
の

白
枠
に
入
る

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
行
・
一
行
二
十
字

〔
柱
題
〕「
佛
所
行
讚
經
」

〔
書
入
〕
欄
上
と
文
中
に
黒
イ
ン
ク
に
よ
る
英
語
と
日
本
語
の
書

き
入
れ
あ
り

〔
備
考
〕
版
元
、
刊
年
記
な
し
（
江
戸
末
～
明
治
）

冊
首
に
「
佛
所
行
讚
經
／180-9-1

（
～
2
止
）」
と
記

さ
れ
た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

上
：
二
六
・
三
×
一
八
・
八　

八
十
九
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
佛
所
行
讚
經　

上
」（
表
紙
左
上　

書
き
題
簽
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
佛
所
行
讚
經
卷
第
一
」

〔
尾
題
〕「
佛
所
行
讚
經
卷
第
三
」

下
：
二
六
・
五
×
一
八
・
八　

七
十
一
丁
、
表
紙
二
紙
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〔
外
題
〕「
佛
所
行
讚
經　

下
」（
表
紙
左
上　

書
き
題
簽
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
佛
所
行
讚
經
卷
第
四
」

〔
尾
題
〕「
佛
所
行
讚
經
卷
第
五
」

10　
　

法
華
玄
義
釈
籤
傍
註　

刊
本　

十
巻
（
存
巻
第
一
上
～
巻
第

三
上
）　

五
冊

慧
澄
口
授　

岩
佐
普
潤
編

袋
綴
装
（
五
つ
目
、
康
煕
綴
）　

山
吹
色
表
紙
（
原
表
紙
）

〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
・
無
界　

二
一
・
八
×
一
六
・
〇

〔
版
心
〕
単
黒
魚
尾
、
下
横
線　

魚
尾
上
「
柱
題
」、
魚
尾
下

「
巻
」「
第
幾
」「
丁
幾
」、
下
横
線
下
「
貝
葉
書
院
藏
板
」

〔
本
文
〕
漢
字
、
句
点
・
返
り
点
・
送
り
が
な
・
真
名
注
付
、
頭

注
あ
り　

毎
半
葉
十
行
か
ら
十
二
行
・
一
行
二
十
字
（
注

文
単
行
、
低
一
格
）

〔
柱
題
〕「
法
華
玄
義
釋
籤
傍
註
」

〔
刊
記
〕「
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
七
月
十
日
印
刷
／
同
年

同
月
十
三
日
出
版
」（
～
明
治
三
十
三
年
七
月
一
日
印
刷
／

同
年
同
月
五
日
發
行
、
巻
第
二
上
と
巻
第
三
上
の
刊
記
が
互
い

違
い
）

〔
備
考
〕
冊
首
に
「
法
華
玄
義
釋
籤
傍
註
／
巻
一
上
（
～
巻
三
上
）
／

180-10-1

（
～
5
止
）」
と
記
さ
れ
た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書

き
）
あ
り

巻
第
一
上
：
二
六
・
三
×
一
八
・
七　

九
十
八
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
法
華
玄
義
釋
籤
傍
註　

卷
第
一
上
」（
表
紙
左
上　

原
刷

り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
法
華
玄
義
釋
籤
傍
註
卷
第
一
上
」

〔
尾
題
〕「
法
華
玄
義
釋
籤
傍
註
卷
第
一
上
〈
終
〉」

〔
刊
記
〕「
明
治
三
十
二
年
七
月
十
日
印
刷
／
同
年
同
月
十
三
日

出
版
…
發
行
所　

貝
葉
書
院
」

〔
備
考
〕
表
紙
見
返
し
に
覚
書
（
洋
紙
・
イ
ン
ク
書
）
数
紙
あ
り

巻
第
一
下
：
二
六
・
三
×
一
八
・
八　

六
十
九
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
法
華
玄
義
釋
籤
傍
註　

卷
第
一
下
」（
表
紙
左
上　

原
刷

り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
法
華
玄
義
釋
籤
傍
註
卷
第
一
下
」

〔
尾
題
〕「
法
華
玄
義
釋
籤
傍
註
卷
第
一
下
〈
終
〉」

〔
刊
記
〕「
明
治
三
十
二
年
九
月
十
日
印
刷
／
同
年
同
月
十
五
日

發
行　

法
華
玄
義
釋
籤
傍
註
／
卷
第
一
下
奥
附
…
發
行

所　

貝
葉
書
院
」

〔
備
考
〕
裏
表
紙
見
返
し
に
覚
書
一
紙
あ
り
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巻
第
二
上
：
二
六
・
三
×
一
八
・
八　

六
十
三
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
法
華
玄
義
釋
籤
傍
註　

卷
第
二
上
」（
表
紙
左
上　

原
刷

り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
法
華
玄
義
釋
籤
傍
註
卷
第
二
上
」

〔
尾
題
〕「
法
華
玄
義
釋
籤
傍
註
卷
第
二
上
〈
終
〉」

〔
刊
記
〕「
明
治
三
十
三
年
七
月
一
日
印
刷
／
同
年
同
月
五
日
發

行
法
華
玄
義
釋
籤
傍
註
／
卷
第
三
上
奥
附
…
發
行
所　

貝
葉
書
院
」

巻
第
二
下
：
二
六
・
三
×
一
八
・
八　

九
十
三
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
法
華
玄
義
釋
籤
傍
註　

卷
第
二
下
」（
表
紙
左
上　

原
刷

り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
法
華
玄
義
釋
籤
傍
註
卷
第
二
下
」

〔
尾
題
〕「
法
華
玄
義
釋
籤
傍
註
卷
第
二
下
〈
終
〉」

〔
刊
記
〕「
明
治
三
十
三
年
四
月
一
日
印
刷
／
同
年
同
月
十
五
日

發
行　

法
華
玄
義
釋
籤
傍
註
／
卷
第
二
下
奥
附
…
發
行

所　

貝
葉
書
院
」

巻
第
三
上
：
二
六
・
四
×
一
八
・
八　

六
十
一
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
法
華
玄
義
釋
籤
傍
註　

卷
第
三
上
」（
表
紙
左
上　

原
刷

り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
法
華
玄
義
釋
籤
傍
註
卷
第
三
上
」

〔
尾
題
〕「
法
華
玄
義
釋
籤
傍
註
卷
第
三
上
〈
終
〉」

〔
刊
記
〕「
明
治
三
十
二
年
十
一
月
廿
八
日
印
刷
／
同
年
十
二
月

五
日
發
行　

法
華
玄
義
釋
籤
傍
註
／
卷
第
二
上
奥
附
…

發
行
所　

貝
葉
書
院
」

11　
　

大
乗
法
界
無
差
別
論
疏　

刊
本
〔
唐
本
〕　

二
巻　

一
冊

（
唐
）
法
蔵
撰

線
装
本
（
四
針
眼
）　

香
色
表
紙
（
原
表
紙
）

二
三
・
九
×
一
五
・
二　

七
十
一
丁
、
表
紙
二
紙

〔
匡
郭
〕
左
右
双
辺
・
有
界　

一
七
・
三
×
一
二
・
三

〔
版
心
〕
無
魚
尾
、
横
単
線
で
三
格
に
分
か
ち
、
第
二
格
に
「
柱

題
」「
巻
幾
」「
丁
幾
」

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
行
・
一
行
二
十
字

〔
外
題
〕「
大
乘
法
界
無
差
別
論
疏
」（
表
紙
左
上　

原
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
大
乘
法
界
無
差
別
論
疏
卷
上
／
唐
魏
國
西
寺
沙
門
法
藏

撰
」

〔
尾
題
〕「
大
乘
法
界
無
差
別
論
疏
卷
下
」

〔
柱
題
〕「
法
界
無
差
別
論
疏
」

〔
刊
記
〕「
賀
縣
于
式
枚
／
萍
郷
文
廷
式　

共
施
洋
銀
五
十
圓
／
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光
緒
二
十
一
年
（
一
八
九
五
）
秋
八
月
金
陵
刻
經
處
鋟

板
」、
刊
記
下
に
「
上
海
功
德
林
／
佛
經
流
通
處
／
…
」

（
緑
陽
方
印
）
あ
り

〔
印
記
〕
刊
記
下
に
「
伊
藤
／
東
愼
」（
朱
陽
円
印
）
あ
り

〔
書
入
〕
欄
上
、
鉛
筆
に
よ
る
書
き
入
れ
あ
り

〔
備
考
〕
冊
首
に
「
大
乘
法
界
無
差
別
論
疏
／180-11-1

止
」
と

記
さ
れ
た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

ZD
A

 N
o.

：180-12

12　
　
［
諸
書
抜
萃
録
］　

写
本　

一
冊

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）　

茶
色
表
紙

二
四
・
八
×
一
八
・
〇　

百
三
十
三
丁
、
表
紙
二
紙

〔
本
文
〕
漢
字
か
な
交
じ
り　

毎
半
葉
九
行
か
ら
十
行
程
度
、
不
定

〔
外
題
〕「　
　

全
」（
表
紙
左
中
ほ
ど　

直
書
、
墨
書
）

〔
文
首
〕「
信
筆
為
寶
光
書
／
得
月
樓
前
春
未
饒
、
青
山
影
裏
雪

初
消
、
隔
池
両
樹
梅
花
白
、
髣
髴
／
孤
山
第
四
橋
…
」

〔
文
尾
〕「
…
ひ
き
寄
て 

結
べ
バ
芝
（
柴
）
の
庵
な
り 

解
れ
バ
元

の 

野
原
な
り
け
り
」

〔
印
記
〕
冊
首
、
冊
尾
に
「
祖
傳
／
之
印
」「
萬
念
／
□
（
所
カ
）

下
」「
釋
氏
／
祖
□
（
傳
カ
）」（
す
べ
て
朱
陽
方
印
）
あ
り

〔
備
考
〕
内
容
は
、
仏
光
国
師
「
信
筆
為
宝
光
書
」、「
法
灯
国
師

擬
寒
山
」、
弘
法
大
師
「
東
寺
碑
文
」
ほ
か
で
構
成

冊
首
に
「〔
偈
頌
法
語
等
抜
書
〕
／180-12-1

止
」
と

記
さ
れ
た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

ZD
A

 N
o.

：180-12

13　

父
母
恩
重
経
私
注　

写
本　

一
冊

佐
賀
閩
洲
書
写

袋
綴
装
（
包
背
）　

共
紙
表
紙

二
四
・
九
×
一
六
・
八　

十
四
丁
、
表
紙
二
紙

〔
本
文
〕
漢
字
、
返
り
点
・
送
り
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
交
じ
り
注
記

付　

毎
半
葉
四
行
・
一
行
十
四
字

〔
外
題
〕「
父
母
恩
重
経
」（
表
紙
左
上　

直
書
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
佛
説
父
母
恩
重
經
」

〔
奥
書
〕「
于
時
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
／
十
一
月
十
八
日
／

大
分
郡
賀
來
村
／
萬
法
山
極
楽
寺
／
徒
佐
賀
閩
洲
（
印

記
）
／
拝
寫
之
」

〔
印
記
〕
奥
書
左
上
、
署
名
下
に
「
桓
／
紹
」（
朱
陽
方
印
）
あ
り

〔
備
考
〕
冊
首
に
「
佛
説
父
母
恩
重
経
〔
注
〕
／180-13-1

止
」

と
記
さ
れ
た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り
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ZD
A

 N
o.

：180-13

14　
　

参
暇
雑
記
：
自
明
治
二
至
五
年　

一
冊

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）　

共
紙
表
紙

二
五
・
三
×
一
八
・
三　

四
十
三
丁
、
表
紙
二
紙

〔
本
文
〕
漢
字
か
な
交
じ
り

〔
外
題
〕「
参
暇
雜
記
」（
表
紙
左　

直
書
、
墨
書
）、
ま
た
表
紙
右

上
に
「
明
治
二
己
巳
八
月
十
日
」（
表
紙
右　

墨
書
）
の
墨

書
あ
り

〔
文
首
〕「
十
日　

参
暇
拙
知
事
古
涯
座
元
新
加
被
申
付
」

〔
文
尾
〕「
…
書
面
聞
届
候
事
／
但
シ
地
代
金
之
議
者
…
」

〔
備
考
〕
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
八
月
十
日
か
ら
壬
申
（
同
五

年
）
四
月
十
二
日
ま
で
の
記
録

冊
首
に
「
参
暇
雑
記
（
明
治
二
年
至
五
年
）
／180-14-1

止
」
と
記
さ
れ
た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

ZD
A

 N
o.

：180-14

15　
　

ち
ま
た
の
石
ふ
み　

写
本　

一
冊

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）　

共
紙
表
紙

二
四
・
七
×
一
七
・
五　

四
十
八
丁
、
表
紙
二
紙

〔
本
文
〕
漢
字
か
な
交
じ
り　

毎
半
葉
十
行
程
度
・
一
行
不
定

〔
外
題
〕「
知
滿
多
能
石
不
美
」（
表
紙
左　

直
書
、
墨
書
）、
表
紙

右
下
に
「
□
（
育
カ
）
女
」
の
墨
書

〔
文
首
〕「
楚　
〈
同
〉
暁
の
鴫
の
羽
羽（

マ
マ
）か

き 

も
ゝ
羽
者
（
か
）
き 

君
が
こ
ぬ
よ
者 

王
礼
ぞ
か
す
か
く
／
ぞ
に
打
あ
ふ
ハ
第

四
等
の
活
用
也
」

〔
文
尾
〕「
を　
〈
花
を
み
る
月
を
な
が
む
る
…
／　

ヂ
ャ
ノ
ニ
と

心
得
事
〉」

〔
備
考
〕
拝
郷
蓮
茵
に
よ
る
著
作
の
抄
録
カ

書
写
者
に
よ
る
も
の
か
、
表
記
や
説
明
に
、
原
本
と
異
な

る
と
こ
ろ
が
あ
る

冊
首
に
「
ち
ま
た
の
石
ふ
み
／180-15-1

止
」
と
記
さ

れ
た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

16　
　

聖
福
寺
之
事
：
訴
訟
状
之
案
文
并
返
書
之
写　

一
冊

［
雲
外
東
竺
］
筆
カ

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）　

共
紙
表
紙

二
四
・
五
×
一
七
・
八　

十
七
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
聖
福
寺
一
件
」（
表
紙
中
央　

直
書
、
墨
書
）
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〔
首
題
〕「
聖
福
寺
之
事
訴
訟
状
之
案
文
〈
并
〉
返
書
之
写
」

〔
備
考
〕
建
仁
寺
に
よ
る
書
状
（
案
）
と
、
黒
田
家
等
か
ら
の
回
答

を
ま
と
め
た
も
の
で
、
成
立
は
江
戸
時
代
前
期
と
み
ら
れ
る

内
容
は
、
雪
江
朔
座
元
（
雪
江
永
朔
）
下
向
（
年
未
詳

十
月
日
・
建
仁
住
持
東
堂
連
署
書
状
案
、
年
未
詳
十
月

二
十
三
日
・
返
簡
、
年
未
詳
臘
月
五
日
・
建
仁
住
持
東

堂
中
達
（
九
岩
中
達
）
等
連
署
書
状
案
ほ
か
、
梅
南
信
首

座
（
梅
南
龍
信
）
下
向
〈
明
暦
三
丁
酉
（
一
六
五
七
）
七
月

十
五
日
発
足
〉
七
月
十
三
日
・
大
統
院
達
長
老
等
連
署

書
状
、
八
月
朔
日
・
回
答
、
天
桂
亮
（
天
桂
慈
亮
）
下
向

〈
万
治
二
年
亥
（
一
六
五
九
）〉（
万
治
二
年
）
五
月
三
日
・

大
統
院
達
長
老
等
連
署
書
状
、
覚
（
一　

先
年
以
使
僧
申

入
処
…
）、
六
月
朔
日
付
回
答
、
立
首
座
下
向
〈
延
宝
九

年
（
一
六
八
一
）
二
月
二
十
二
日
発
足
、
三
月
二
十
五
日

帰
寺
〉
二
月
二
十
五
日
・
建
仁
寺
住
持
通
憲
（
顕
令
通
憲
）

等
連
署
書
状
案
、
三
月
二
十
五
日
・
口
上
之
覚
書
（
福
岡

町
奉
行
衆
宛
）、
三
月
八
日
・
回
書
（
黒
田
家
）、
同
（
町
奉

行
）、
竺
西
堂
（
雲
外
東
竺
）
下
向
〈
延
宝
九
年
五
月
十
一

日
発
足
〉
四
月
十
三
日
・
建
仁
寺
通
憲
書
状
案
で
構
成

安
国
山
聖
福
寺
は
福
岡
県
に
あ
る
臨
済
宗
の
寺
院
。
栄

西
（
一
一
四
一
～
一
二
一
五
）
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
、
建
仁

寺
派
に
属
し
て
い
た
が
、
近
世
初
期
に
黒
田
長
政
（
一
五

六
八
～
一
六
二
三
）
が
九
皐
宗
畴
（
？
～
一
六
一
九
）
を
住

職
に
迎
え
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
以
降
は
妙
心
寺
派
に
属

す
る
僧
侶
が
住
持
を
つ
と
め
た

た
だ
し
、
寺
伝
（
小
畠
文
鼎
編
『
聖
福
寺
史
』
聖
福
寺
文

庫
刊
行
会
、
一
九
六
四
年
）
に
よ
る
と
、
正
式
に
妙
心
寺
派

と
し
て
転
派
し
た
の
は
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
の
こ
と

で
あ
り
、
こ
の
時
の
記
録
が
秘
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う

本
書
は
、
江
戸
前
期
に
お
け
る
聖
福
寺
の
帰
属
に
関
す

る
建
仁
寺
側
の
記
録
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の

一
件
が
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る冊

首
に
「
聖
福
寺
之
事
／
訴
訟
状
之
案
文
并
返
書
之
写
／

180-16-1

止
」
と
記
さ
れ
た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）

あ
り

ZD
A

 N
o.

：180-16

17　
　

諸
彦
入
寺
法
語
并
月
舟
陞
座　

写
本　

一
冊

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）　

共
紙
表
紙

二
七
・
八
×
二
一
・
三　

二
十
丁
、
表
紙
二
紙
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〔
外
題
〕「
諸
彦
入
寺
法
語
〈
并
〉
月
舟
陞
座
」（
表
紙
右　

直
書
、

墨
書
）

〔
文
首
〕「
△
雪
岩
和
尚
道
林
語
／
済
北
之
道
、
出
乎
平
常
、
語

黙
動
静
…
」

〔
文
尾
〕「
…
天
下
蒼
生
／
汝
作
舟　

久
立
珍
重
」

〔
印
記
〕
巻
首
「
兩
足
院
」（
朱
陰
長
方
飾
枠
）

〔
備
考
」
桃
山
か
ら
江
戸
初
期
の
成
立

内
容
は
、
雪
岩
和
尚
道
林
語
ほ
か
、
景
徐
和
尚
相
国
入

寺
法
語
、
正
宗
和
尚
東
山
入
寺
法
語
、
慈
照
院
殿
三
十
三

回
忌
陞
座
（
月
舟
寿
桂
）
で
構
成

冊
首
に
「
諸
彦
入
寺
法
語
／
并
月
舟
陞
座
／180-17-1

止
」
と
記
さ
れ
た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

ZD
A

 N
o.

：180-17

18　
　

授
戒
式　

写
本　

一
冊

袋
綴
装
（
紙
縒
留
・
包
背
）　

共
紙
表
紙

二
八
・
〇
×
二
〇
・
四　

三
十
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
授
戒
式
」（
表
紙
左　

直
書
、
墨
書
）

〔
文
首
〕「
△
當
日
莊
嚴
道
場
、
安
置
五
師
及
祖
像
護
法
神
等
…
」

〔
文
尾
〕「
…
帰
／
堂
、
次
比
丘
尼
、
次
優
婆
塞
優
婆
夷
」

〔
備
考
」
明
治
期
の
成
立

冊
首
に
「
授
戒
式
／180-18-1

止
」
と
記
さ
れ
た
紙
片

（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

ZD
A

 N
o.

：180-18

19　
　
［
諸
書
抜
萃
録
：
東
陵
和
尚
語
ほ
か
］　

写
本　

一
冊

東
陵
永
璵
ほ
か

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）　

共
紙
表
紙

二
八
・
五
×
二
一
・
〇　

十
九
丁
、
表
紙
二
紙

〔
文
首
〕「
東
陵
和
尚
住
天
龍
資
聖
禅
寺
入
院
語
〈
観
應
二
年
辛

卯
（
一
三
五
一
）
八
月
十
九
日
〉
／
山
門
…
」

〔
文
尾
〕「
…
乃
祖
單
傳
之
旨
光
分
万
象
栄
及
諸
鄰
／
謹
疏
／
今
月

　
　

日
疏
」

〔
備
考
〕
建
仁
寺
両
足
院
所
蔵
聖
教
目
録
Ⅰ
～
Ⅲ
、「
第

百
六
十
四
函
」
番
外
２
号
「〔
道
号
表
〕」
と
同
形
態

内
容
は
、
東
陵
和
尚
（
東
陵
永
璵
）
住
天
龍
資
聖
禅
寺

入
院
語
〈
観
應
二
年
辛
卯
八
月
十
九
日
〉、
龍
山
和
尚

（
龍
山
徳
見
）
住
建
仁
寺
疏　

古
鏡
千
（
古
鏡
明
千
）、
諸
山

疏　

此
山
在
（
此
山
妙
在
）、
東
陵
和
尚
住
天
龍
資
聖
禅
寺

山
門
疏　

菊
趣
園
（
菊
趣
慧
園
）、[

書
夢
窓
国
師
天
龍
十
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境
頌
巻
末
］、［
跋
夢
窓
国
師
雲
居
三
塔
頌
軸]

、
十
月
旦

祭
開
山
（
夢
窓
）
国
師
、
東
陵
和
尚
住
南
禅
寺
入
院
佛
事

〈
観
應
三
年
四
月
八
日
〉、
深
都
寺
秉
炬
、
□
都
官
、
徳

監
寺
、
固
山
和
尚
住
天
龍
疏
（
観
応
三
年
四
月
）　

古
元
、

［
夢
中
問
答
再
跋
（
竺
仙
梵
僊
）］
等
で
構
成

冊
首
に
「
東
陵
永
璵
他
法
語
并
疏
／
集
成
／180-19-1

止
」
と
記
さ
れ
た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

東
陵
永
璵
の
語
に
つ
い
て
は
、
玉
村
竹
二
編
『
五
山
文

学
新
集
』
別
巻
二
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
）
所

収
の
『
璵
東
陵
日
本
録
』
の
底
本
で
あ
る
東
京
大
学
史
料

編
纂
所
蔵
の
謄
写
本
（
上
村
観
光
氏
原
蔵
）
と
の
異
同
が
確

認
で
き
、
ま
た
、
此
山
妙
在
や
古
源
邵
元
等
に
よ
る
疏
な

ど
も
録
さ
れ
て
い
る

ZD
A

 N
o.

：180-19

20　
　
［
禅
林
著
作
表
：
イ
ロ
ハ
順
］　

一
冊

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）　

共
紙
表
紙

二
八
・
〇
×
二
一
・
〇　

二
十
七
丁
、
表
紙
二
紙

〔
文
首
〕「
イ
〈
井
〉
／
一
代
經
論
總
釋　

榮
西
禪
師
…
」

〔
文
尾
〕「
嵩
山
録
三
〈
文
明
十
四
写
／
内
閣
藏
〉」

〔
備
考
〕
建
仁
寺
両
足
院
所
蔵
聖
教
目
録
Ⅰ
～
Ⅲ
、「
第
百
六
十
四

函
」
番
外
２
号
「〔
道
号
表
〕」
と
同
形
態

冊
首
に
「〔
禅
林
著
作
一
覧　

イ
ロ
ハ
分
け
〕
／180-

20-1//

」
と
記
さ
れ
た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

ZD
A

 N
o.

：180-20

21　
　
［
禅
僧
法
諱
下
字
表
：
五
十
音
順
］　

一
冊

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）　

共
紙
表
紙

二
八
・
〇
×
二
一
・
五　

十
五
丁
、
表
紙
二
紙

〔
文
首
〕「
祖
阿
〈
應
永
八
年
奉
義
満
命
使
明
…
」

〔
文
尾
〕「
南
洲　

珍
〈
西
□
〉」

〔
備
考
〕
建
仁
寺
両
足
院
所
蔵
聖
教
目
録
Ⅰ
～
Ⅲ
、「
第

百
六
十
四
函
」
番
外
２
号
「〔
道
号
表
〕」
と
同
形
態

冊
首
「〔
禅
僧
法
諱
一
覧
／
五
十
音
分
け
〕
／180-21-1

止
」
と
記
さ
れ
た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）ZD

A
 

N
o.

：180-21

22　
　

梵
文
聞
書
（
悉
曇
抄
）　

写
本　

一
冊

袋
綴
装
（
四
つ
目
綴
）　

薄
茶
色
（
も
と
縹
色
系
カ
）
表
紙
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二
三
・
五
×
一
五
・
三　

二
十
四
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
梵
文
聞
書
〈
□
（
私
カ
）〉
／
聖
應
之
／
純
教
房
」（
表

紙
左
上　

直
書
、
墨
書
）〕

〔
首
題
〕「
梵
文
聞
書
」

〔
奥
書
〕「［　

］
永
正
十
六
年
［　

］（
己
卯
カ
、
一
五
一
九
）
十

月
十
七
日
［　

］（
ノ
夜
）
子
尅
書
畢
」

〔
備
考
〕
本
紙
、
裏
打
ち
補
修
。
虫
損
甚
だ
し
い

冊
首
に
「
梵
文
聞
書
／180-22

」
と
記
さ
れ
た
紙
片

（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

23　
　

菅
神
渡
宋
伝
衣
画
像
記　

写
本　

一
冊

鷹
峰
卍
山
（
卍
山
道
白
）
作

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）　

二
五
・
二
×
一
六
・
八　

二
紙

〔
首
題
〕「
渡
宋
天
神
傳
衣
画
像
記
」

〔
備
考
〕『
鷹
峰
卍
山
和
尚
広
録
』
巻
第
二
十
六
に
収
録

冊
首
に
「
渡
宋
天
神
傳
衣
画
像
記
／180-23-1

止
」
と

記
さ
れ
た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

ZD
A

 N
o.

：180-23

24　
　

荘
子
内
篇
註　

刊
本
〔
唐
本
〕　

四
巻
（
存
巻
上
之
一
至
二
）

　

一
冊

（
明
）
憨
山
徳
清
註

線
装
本
（
四
針
眼
）　

香
色
表
紙
（
原
表
紙
）

二
三
・
五
×
一
五
・
一　

七
十
丁
、
表
紙
二
紙

〔
匡
郭
〕
左
右
双
辺
・
有
界　

一
六
・
五
×
一
二
・
三

〔
版
心
〕
横
単
線
で
三
格
に
分
割
、
第
二
格
「
柱
題
」「
巻
幾
」・

右
小
字
「
小
題
」・「
丁
幾
」、
第
三
格
象
鼻
右
「
素
七
」

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
八
行
・
一
行
二
十
字

〔
外
題
〕「
莊
子
内
篇
註
〈
卷
一
／
之
□
（
破
損
）〉」（
表
紙
左
上　

原
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
莊
子
内
篇
註
卷
之
一
／
明
匡
廬
逸
叟
憨
山
釋
德
淸
註
」

〔
尾
題
〕「
莊
子
内
篇
註
卷
之
二
」

〔
柱
題
〕「
莊
子
内
篇
註
」

〔
印
記
〕
表
紙
見
返
し
「
上
海
功
徳
林
」（
赤
陽
横
長
方
印
）、
巻

末
「
上
海
功
徳
林
」（
赤
陽
横
長
方
印
）、「
伊
藤
」（
朱
陽

円
印
）、
識
語
署
名
部
分
「
伊
藤
／
東
愼
」（
朱
陽
円
印
）

〔
書
入
〕
欄
上
・
本
文
中
に
訓
点
や
注
記
な
ど
の
書
き
入
れ
あ
り

（
墨
イ
ン
ク
書
き
、
鉛
筆
書
き
）

〔
備
考
〕
巻
末
に
「
龍
大
予
科
三
四　

建
仁
寺
両
足
院　

伊
藤
東

慎
」
の
墨
書
あ
り
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冊
首
に
「
荘
子
内
篇
註
／
存
巻
一
至
二
／180-24-1

止
」
と
記
さ
れ
た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

25　
　

纂
訂
評
註
老
子
道
徳
経　

刊
本　

二
巻　

二
冊

（
宋
）
蘇
轍
解　
（
元
）
呉
徴
註　
（
日
本
）
木
山
槐
所
編

袋
綴
装
（
四
つ
目
綴
）　

朱
色
卍
繋
ぎ
（
紗
綾
形
）
地
表
紙
（
原
表

紙
）

〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
・
有
界　

一
七
・
一
×
一
一
・
六

〔
版
心
〕
単
黒
魚
尾
、
白
口　

魚
尾
上
「
柱
題
」、
魚
尾
下
「
巻

幾
」「
丁
幾
」

〔
本
文
〕
漢
字
、
句
点
・
返
り
点
付　

毎
半
葉
九
行
・
一
行
十
六

字
（
注
文
双
行
）

〔
柱
題
〕「
老
子
道
德
經
」

〔
刊
記
〕「
明
治
廿
三
年
八
月
廿
一
日
印
刷
出
版
／
明
治
廿
三
年

九
月
一
日
貮
版
發
行
／
明
治
廿
六
年
三
月
一
日
三
版
發

行
」

〔
印
記
〕「
杉
浦
」（
朱
陽
楕
円
印
）

〔
備
考
〕
上
巻
表
紙
見
返
し
、「
宋
蘇
轍
元
呉
徵
註
／
日
本
木
山

槐
所
編
／
〈
訂
／
正
〉
第
参
版
／
評
註
老
子
道
德
經
／

版
權
所
有　

松
山
堂
藏
版
」
と
あ
り

上
巻
裏
表
紙
見
返
し
、
下
巻
表
紙
見
返
し
に
「
明
治

四
十
三
年
九
月
求
之
／
杉
浦
秀
賢
」
の
墨
書
あ
り

冊
首
に
「
評
註
老
子
道
徳
経
／180-25-1

（
～
2
止
）」

と
記
さ
れ
た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

上
：
二
二
・
七
×
一
五
・
〇　

四
十
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「〈
木
山
／
鴻
吉
／
編
纂
〉
評
註
老
子
道
德
經　

上
」（
表

紙
左
上　

原
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「〈
纂
／
訂
〉
評
註
老
子
道
德
經
巻
上
／
宋　

眉
山
蘇
轍

子
由
解
／
日
本
東
京
木
山
鴻
吉
編
」

〔
尾
題
〕「〈
纂
／
訂
〉
評
註
老
子
道
德
經
巻
之
上
終
」

下
：
二
二
・
七
×
一
五
・
一　

四
十
二
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「〈
木
山
／
鴻
吉
／
編
纂
〉
評
註
老
子
道
德
經　

下
」（
表

紙
左
上　

原
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「〈
纂
／
訂
〉
評
註
老
子
道
德
經
巻
之
下
／
宋　

眉
山
蘇

轍
子
由
解
／
日
本
東
京
木
山
鴻
吉
編
」

〔
尾
題
〕「〈
纂
／
訂
〉
評
註
老
子
道
德
經
巻
之
下
〈
大
尾
〉」
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26　
　

詩
語
砕
金　

刊
本　

二
巻　

一
冊

泉
要
編　

石
作
貞
訂
正

袋
綴
装
（
六
ツ
目
綴
）　

赤
茶
色
表
紙

二
二
・
五
×
一
四
・
八　

六
十
四
丁
、
表
紙
二
紙

〔
匡
郭
〕
左
右
双
辺
・
有
界　

一
六
・
二
×
一
一
・
七

〔
版
心
〕
単
黒
魚
尾
、
下
横
単
線
、
白
口　

魚
尾
上
「
柱
題
」、

魚
尾
下
「
巻
之
幾
」、
下
横
線
下
「
丁
幾
」

〔
本
文
〕
漢
字
：
採
録
語
の
左
に
カ
タ
カ
ナ
で
振
り
仮
名
、
右
に

平
仄
、
下
に
語
意
を
施
す　

毎
半
葉
十
行

〔
外
題
〕「
詩
語
碎
金　

全
」（
表
紙
左　

直
書
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
詩
語
碎
金
巻
之
上
／
東
都　

泉　

要
士
徳　

編
纂
／

信
陽　

石
作
貞
士
幹　

訂
正
」

〔
尾
題
〕「
詩
語
碎
金
巻
之
下
〈
終
〉」

〔
柱
題
〕「
詩
語
碎
金
」

〔
刊
記
〕
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
跋

〔
書
入
〕
欄
上
・
本
文
中
に
墨
書
・
朱
書
の
書
き
入
れ
あ
り

〔
備
考
〕
後
遊
び
紙
に
、「
澗
月
求
之
／
慶
應
三
龍
舎
丁
卯
萩
月

初
蓂
／
久
悲
破
損
再
造
作
文
／
萬
成
寺
弟
子
」、
異
筆

「
夢
窓
軒
／
樵
隱
齋
」「
恵
啓
」
の
墨
書
あ
り

冊
首
に
「
詩
語
碎
金
／180-26-1

止
」
と
記
さ
れ
た
紙

片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

27　
　
［
臨
済
宗
九
派
寺
院
名
簿
］　

七
冊

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）

〔
備
考
〕
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
三
・
四
月
ご
ろ
の
成
立

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）、
明
治
政
府
に
よ
っ
て
仏
教
諸

宗
は
七
宗
（
天
台
宗
・
真
言
宗
・
浄
土
宗
・
禅
宗
・
浄
土
真

宗
・
日
蓮
宗
・
時
宗
）
に
統
合
さ
れ
た
が
、
同
七
年
に
は

「
臨
済
宗
一
宗
独
立
許
可
」
が
出
て
臨
済
宗
と
曹
洞
宗
と

な
り
、
同
九
年
に
は
九
派
（
天
龍
寺
派
・
相
国
寺
派
・
建
仁

寺
派
・
南
禅
寺
派
・
妙
心
寺
派
・
建
長
寺
派
・
東
福
寺
派
・
大

徳
寺
派
・
円
覚
寺
派
）
が
独
立
し
た
。
当
該
史
料
は
九
派

当
時
、
各
地
の
中
教
院
か
ら
明
治
政
府
へ
提
出
し
た
と
み

ら
れ
る
寺
院
名
簿

各
冊
、
冊
首
に
「（
無
題
）
／180-27-1

（
～
7
止
）」
と

記
さ
れ
た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

ZD
A

 N
o.

：180-27

第
一
冊
：
二
六
・
〇
×
二
〇
・
〇　

六
十
四
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
臨
濟
宗
九
派
寺
院
表
〈
六
冊
／
之
内
〉」（
表
紙
左　

直

書
、
墨
書
）、「
東
京
府
／
神
奈
川
縣
／
山
梨
縣
／
静
岡

縣
」（
表
紙
中
央　

直
書
、
墨
書
）
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第
二
冊
：
二
五
・
七
×
一
九
・
五　

四
十
七
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
臨
濟
宗
九
派
寺
院
表
〈
六
冊
之
内
〉」（
表
紙
左　

直
書
、

墨
書
）、「
埼
玉
縣　

秋
田
縣
／
群
馬
縣　

青
森
縣
／
長

野
縣　

岩
手
縣
／
新
潟
縣　

宮
城
縣
／
山
形
縣　

福
島

縣
／
栃
木
縣　

千
葉
縣
／
茨
木

（
マ
マ
）縣

」（
表
紙
中
央　

直
書
、

墨
書
）

第
三
冊
：
二
五
・
八
×
一
九
・
四　

六
十
七
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
臨
濟
宗
九
派
寺
院
表
〈
六
冊
／
之
内
〉」（
表
紙
左　

直

書
、
墨
書
）、「
岐
阜
縣
／
愛
知
縣
／
三
重
縣
／
和
哥

（
マ
マ
）山

縣
」

（
表
紙
中
央　

直
書
、
墨
書
）

第
四
冊
：
二
五
・
六
×
一
九
・
五　

二
十
一
丁
、
表
紙
一
紙

〔
外
題
〕「
臨
濟
宗
九
派
寺
院
表
〈
六
冊
之
内
〉」（
表
紙
左　

直
書
、

墨
書
）、「
岡
山
縣
／
廣
島
縣
／
島
根
縣
／
山
口
縣
」（
表

紙
中
央　

直
書
、
墨
書
）

第
五
冊
：
二
五
・
三
×
一
九
・
五　

四
丁
、
表
紙
二
紙

〔
首
題
〕「
山
口
縣
中
教
院
所
轄
寺
院
簿
」

第
六
冊
：
二
五
・
八
×
一
九
・
三　

三
十
一
丁
、
表
紙
一
紙

〔
外
題
〕「
臨
濟
宗
九
派
寺
院
表
〈
六
冊
／
之
内
〉」（
表
紙
左　

直

書
、
墨
書
）、「
愛
媛
縣　

熊
本
縣
／
高
知
縣　

長
崎
縣
／

大
分
縣
／
福
岡
縣
」（
表
紙
中
央　

直
書
、
墨
書
）

第
七
冊
：
二
五
・
〇
×
一
九
・
五　

十
九
丁
、
表
紙
一
紙

〔
文
首
〕「
福
岡
縣
下
中
教
院
所
轄
大
徳
寺
派
簿
」

〔
文
尾
〕「
長
崎
縣
下
佐
賀
／
明
治
十
一
年
四
月　

臨
濟
宗
中
教

院
／
内
務
卿
大
久
保
利
通
殿
」

〔
備
考
〕「
臨
濟
宗
大
教
院
」
の
罫
紙

28　
［
禅
三
派
寺
院
住
職
名
簿
］	

六
冊

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）

〔
備
考
〕
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
五
・
六
月
ご
ろ
の
成
立

明
治
五
年
か
ら
の
禅
三
派
（
臨
済
宗
・
曹
洞
宗
・
黄
檗

宗
）
時
代
の
寺
院
名
簿
で
、
地
方
の
触
頭
寺
院
な
ど
か
ら

提
出
さ
せ
た
も
の
と
み
ら
れ
る

各
冊
、
冊
首
に
「（
無
題
）
／180-28-1

（
～
6
止
）」
と

記
さ
れ
た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

ZD
A

 N
o.

：180-28



建仁寺両足院所蔵聖教目録添足　一

507

第
一
冊
：
二
六
・
七
×
一
九
・
五　

三
十
六
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
豊
岡
縣
下
禪
三
派
名
簿
」（
表
紙
左　

直
書
、
墨
書
）、

「
イ
」（
表
紙
左
上　

朱
書
）

第
二
冊
：
二
七
・
〇
×
一
九
・
五　

十
五
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
鳥
取
縣
下
禪
三
派
名
簿
録
」（
表
紙
左　

直
書
、
墨
書
）、

「
ロ
」（
表
紙
左
上　

朱
書
）

第
三
冊
：
二
八
・
二
×
二
〇
・
二　

七
丁
、
表
紙
二
紙　

二
十
二
丁
、

　
　
　
　

表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
島
根
縣
下
臨
濟
派
名
簿
〈
洞
派
合
冊
（
朱
書
）〉」（
表

紙
左　

直
書
、
墨
書
）、「
ハ
」（
表
紙
左
上　

朱
書
）

〔
備
考
〕
二
冊
合
冊

第
四
冊
：
二
七
・
〇
×
一
八
・
五　

八
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「〈
濵
田
縣　

□
山
ノ
分　

濵
田　

津
和
野
合
冊
〉
／
禪

三
派
／
寺
院
住
職
姓
名
簿
」（
表
紙
中
央　

直
書
、
墨
書
）、

「
ニ
」（
表
紙
左
上　

朱
書
）

第
五
冊
：
二
五
・
〇
×
一
七
・
八　

八
丁
、
表
紙
一
紙　

六
丁
、
表
紙

　
　
　

一
紙　

八
丁
、
表
紙
一
紙

〔
外
題
〕「
濵
田
縣
下
／
禪
三
派
／
寺
院
住
職
姓
名
簿
」（
表
紙
中

央　

直
書
、
墨
書
）

〔
備
考
〕
三
冊
合
冊

「
濵
田
縣
管
下
岩
見
國　

那
賀
郡
」、「
〃　

鹿
足
郡
」

な
ど
の
罫
紙
使
用

第
六
冊
：
二
五
・
五
×
一
七
・
三　

十
五
丁

〔
外
題
〕「
ト
」（
表
紙
左
上　

朱
書
）

〔
首
題
〕「
臨
済
／
小
田
縣
兩
派
名
簿　
〈
清
書
□
ゟ
差
返
り
之
物

　

此
分
少
々
書
損
有
〉」（
本
紙
右
上　

墨
書
）

〔
備
考
〕「
小
田
縣
小
教
院
」
の
罫
紙
使
用

29　
　

禅
三
派
名
員
録
：［
禅
三
派
寺
院
住
職
名
簿
］　

一
括

一・二
、一
括
紙
糸
留
（
一
：
未
装
〔
紙
包
〕、
二
：
袋
綴
装
〔
紙
縒
留
〕）

〔
備
考
〕
一
の
包
紙
：
因
州
鳥
取
龍
峰
寺
差
出
、
両
足
院
宛
の
郵

便
包
紙

禅
三
派
（
臨
済
宗
・
曹
洞
宗
・
黄
檗
宗
）
時
代
の
名
簿

で
、
28
の
清
書
と
み
ら
れ
る

各
冊
、
冊
首
に
「（
無
題
）
／180-29-1

（
～
2
止
）」
と

記
さ
れ
た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り
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ZD
A

 N
o.

：180-29

一
：
二
八
・
〇
×
二
〇
・
〇　

九
十
七
紙

〔
首
題
〕「
豊
岡
縣
下
禪
三
派
名
員
録
」

二
：
二
八
・
〇
×
二
〇
・
〇　

二
十
二
丁

〔
首
題
〕「
山
口
縣
下
禪
三
派
名
員
録
」

30　
　
［
禅
三
派
教
導
職
試
補
撰
挙
願
書
并
名
簿
］　

十
冊

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）

〔
備
考
〕
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
六
月
の
成
立
で
、
大
教
院
宛

明
治
政
府
は
、
一
般
の
神
官
・
僧
侶
を
補
し
て
教
導
職

と
し
た
。
当
該
史
料
は
そ
の
選
挙
に
お
け
る
願
書
・
名
簿

で
、
地
方
の
触
頭
寺
院
や
本
寺
な
ど
か
ら
提
出
さ
せ
た
も

の
と
み
ら
れ
る

各
冊
、
冊
首
に
「（
無
題
）
／180-30-1

（
～

止
）」
と

記
さ
れ
た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

ZD
A

 N
o.

：180-30

第
一
冊
：
二
七
・
〇
×
一
九
・
六　

四
十
七
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
豊
岡
縣
禪
三
派
試
補
願
書
」（
表
紙
左　

直
書
、
墨
書
）、

「
壹
」（
表
紙
左
上　

朱
書
）

第
二
冊
：
二
七
・
一
×
一
九
・
三　

三
十
一
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
鳥
取
縣
下
禪
三
派
試
補
願
書
」（
表
紙
左　

墨
書
）、「
貳
」

（
表
紙
左
上　

朱
書
）、「
ロ
」（
表
紙
右
上　

墨
書
）

第
三
冊
：
二
六・六
×
一
九・〇　

十
一
丁
、
表
紙
一
紙　

二
十
五
丁
、

　
　
　
　

表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
島
根
縣
下
濟
派
〈
洞
派
別
冊　

合
冊
〉
／
試
補
打
合

〈
並
〉
願
書
」（
表
紙
中
央　

直
書
、
墨
書
）、「
三
」（
表
紙

左
上　

朱
書
）

〔
備
考
〕
二
冊
合
冊

第
四
冊
：
二
四
・
五
×
一
六
・
八　

十
五
丁
、
表
紙
一
紙

〔
外
題
〕「〈
濵
田
縣
下
臨
濟
派
／
洞
家
共
〉
／
教
導
職
試
補
撰
擧
」

（
表
紙
中
央　

直
書
、
墨
書
）、「
四
」（
表
紙
左
上　

朱
書
）

〔
備
考
〕「
濵
田
縣
管
下
岩
見
國　

那
賀
郡
」、「
〃　

鹿
足
郡
」

な
ど
の
罫
紙
を
使
用

第
五
冊
：
二
五
・
〇
×
一
七
・
六　

九
丁
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〔
首
題
〕「
山
口
縣
下
試
補
」、「
五
」（
左
上　

朱
書
）

〔
備
考
〕「
中
教
院
明
道
學
舎
」
の
罫
紙
を
使
用

第
六
冊
：
二
五
・
九
×
一
七
・
七　

十
二
丁
、
表
紙
一
紙　

六
丁
、
表

　
　
　
　

紙
一
紙

〔
外
題
〕「
廣
島
縣
管
下
禪
宗
試
補
撰
舉
名
簿
〈
轉
級
願
共
〉」（
表

紙
中
央　

直
書
、
墨
書
）、「
六
」（
表
紙
左
上　

朱
書
）

〔
備
考
〕
二
冊
合
冊

「
廣
島
縣
中
教
院
」
の
罫
紙
を
使
用

第
七
冊
：
二
五
・
〇
×
一
七
・
四　

七
丁

〔
首
題
〕「
小
田
縣
下
兩
派
試
補
」、「
七
」（
左
上　

朱
書
）

〔
備
考
〕「
小
田
縣
小
教
院
」
の
罫
紙

第
八
冊
：
二
四
・
四
×
一
六
・
六　

四
丁

〔
首
題
〕「
北
條
縣
下
三
派
試
補
」、「
八
」（
左
上　

朱
書
）

第
九
冊
：
二
五
・
〇
×
一
七
・
七　

九
丁
、
表
紙
一
紙

〔
外
題
〕「
教
導
職
試
補
撰
擧
／
臨
濟
派
」（
表
紙
中
央　

直
書
、
墨

書
）、「
當
分
不
用　

山
口
縣
ナ
リ　

見
合
〈
セ
ニ
〉
入

〈
ル
モ
〉
シ
レ
ン
」（
表
紙
右　

墨
書
）、「
番
外
」（
表
紙
左

上　

朱
書
）

〔
備
考
〕「
濵
田
縣
管
下
岩
見
國　

那
賀
郡
」、「
中
教
院
明
道
學

舎
」
の
罫
紙

第
十
冊
：
二
四
・
三
×
一
六
・
五　

十
四
丁

〔
首
題
〕「
撰
舉
試
補
」（
表
紙
右　

墨
書
）、「
番
／
外
」（
左
上　

朱
書
）

〔
備
考
〕
第
一
葉
右
上
に
「
廣
島
縣
草
案
之
分　

本
紙
別
〈
ニ
〉

有
」（
墨
書
）
と
認
め
ら
れ
る

「
廣
島
縣
中
教
院
」
の
罫
紙

31　
　
［
臨
済
宗
教
導
職
名
簿
：
訓
導
］　

一
冊

九
本
山
事
務
所
職
務
課

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）

二
八
・
四
×
二
〇
・
三　

五
十
一
丁
、
表
紙
一
紙

〔
外
題
〕「
訓
導
／
九
本
山
事
務
所
／
職
務
課
」（
表
紙
中
央　

直

書
、
墨
書
）

〔
備
考
〕
教
導
職
「
訓
導
」
の
名
簿

補
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
七
月
九
日
～
十
四
年
二
月

十
日

「
臨
濟
宗
」
の
罫
紙
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冊
首
に
「（
無
題
）
／180-31-1

止
」
と
記
さ
れ
た
紙
片

（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

ZD
A

 N
o.

：180-31
32　
　
［
臨
済
宗
教
導
職
名
簿
：
権
訓
導
］　

一
冊

九
本
山
事
務
所
職
務
課

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）

二
八
・
三
×
二
〇
・
三　

七
十
二
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
權
訓
導
／
九
本
山
事
務
所
／
職
務
課
」（
表
紙
中
央　

直

書
、
墨
書
）

〔
備
考
〕
教
導
職
「
権
訓
導
」
の
名
簿

補
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
四
月
二
十
九
日
～
十
二
年

十
一
月
二
十
一
日

「
臨
濟
宗
」
の
罫
紙

冊
首
に
「（
無
題
）
／180-32-1

止
」
と
記
さ
れ
た
紙
片

（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

ZD
A

 N
o.

：180-32
33　
　

幼
学
詩
韻　

刊
本　

一
冊

成
徳
隣
伯
敬
・
檜
長
裕
君
益
編
輯

袋
綴
装
（
四
つ
目
綴
）　

縹
色
表
紙
（
原
）

二
一
・
三
×
一
四
・
四　

五
十
四
丁
、
表
紙
二
紙

〔
匡
郭
〕
左
右
双
辺
・
有
界　

一
五
・
四
×
一
一
・
四

〔
版
心
〕
単
黒
魚
尾
、
下
横
単
線
、
白
口　

魚
尾
上
「
柱
題
」、

魚
尾
下
「
巻
幾
」、
下
横
線
上
「
丁
幾
」

〔
本
文
〕
漢
字
：
採
録
語
の
左
に
カ
タ
カ
ナ
で
振
り
仮
名
、
右
に

平
仄
、
下
に
語
意
を
施
す　

毎
半
葉
九
行

〔
外
題
〕「
幼
（
題
簽
破
損
）　

完
」（
表
紙
左
上　

原
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
幼
學
詩
韻
／
北
總
／
成
徳
隣
伯
敬
／
檜
長
裕
君
益
／
編
輯
」

〔
尾
題
〕「
幼
學
詩
韻
〈
終
〉」

〔
柱
題
〕「
幼
學
詩
韻
」

〔
刊
記
〕「
享
和
二
壬
戌
年
（
一
八
〇
二
）
正
月
／
江
戸
書
林
…
」

〔
備
考
〕
表
紙
に
「
東
福
禪
寺
／
通
天
橋
〈
ニ
而
〉
夜
座

［　

］」、
裏
表
紙
に
「
東
福
僧
堂
／
聖
侍
［　

］」
の
墨

書
あ
り

冊
首
に
「（
無
題
）
／180-33-1

止
」
と
記
さ
れ
た
紙
片

（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り
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34　
　

幼
学
詩
韻　

刊
本　
（
欠
首
尾
）　

一
冊

成
徳
隣
伯
敬
・
檜
長
裕
君
益
編
輯

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）　

二
二
・
二
×
一
五
・
二　

四
十
九
丁

〔
匡
郭
〕
左
右
双
辺
・
有
界　

一
五
・
五
×
一
一
・
一

〔
版
心
〕
単
黒
魚
尾
、
下
横
単
線
、
白
口　

魚
尾
上
「
柱
題
」、

魚
尾
下
「
巻
幾
」・
右
小
字
「
小
題
」、
下
横
線
下
「
丁

幾
」

〔
本
文
〕
漢
字
：
採
録
語
の
左
に
カ
タ
カ
ナ
で
振
り
仮
名
、
右
に

平
仄
、
下
に
語
意
を
施
す　

毎
半
葉
九
行

〔
首
題
〕「
幼
學
詩
韻
／
北
總
／
成
徳
隣
伯
敬
／
檜
長
裕
君
益
／
編

輯
」

〔
柱
題
〕「
幼
學
詩
韻
」

〔
印
記
〕
冊
首
右
下
「
佐
賀
」（
朱
陽
円
印
）、
同
欄
上
「
藤
田
」

（
朱
陽
円
印
）、「
義
春
」（
朱
陽
円
双
枠
）

〔
備
考
〕
33
と
は
版
が
異
な
る

冊
首
に
「（
無
題
）
／180-34-1

止
」
と
記
さ
れ
た
紙
片

（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

35　
　

幼
学
詩
韻
三
編
：
附
幼
学
詩
話　

刊
本　
（
欠
首
尾
）　

一
冊

小
里
景
儔
・
吉
田
清
輯　

東
条
耕
閲

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）　

二
二
・
〇
×
一
四
・
八　

五
十
二
丁

〔
匡
郭
〕
左
右
双
辺
・
有
界　

一
六
・
〇
×
一
一
・
八

〔
版
心
〕
単
黒
魚
尾
、
下
横
単
線
、
白
口　

魚
尾
上
「
柱
題
」、

魚
尾
下
「
巻
幾
」・
右
小
字
「
小
題
」、
下
横
線
下
「
丁

幾
」

〔
本
文
〕
漢
字
：
採
録
語
の
左
に
返
り
点
、
右
に
仄
声
、
下
に
語

意
を
施
す　

毎
半
葉
十
行

〔
首
題
〕「
幼
學
詩
韻
三
編
／
永
溪　

小
里
景
儔
子
朋
／
靈
鳳　

吉
田
清　

士
廉
／
同
輯
」

〔
柱
題
〕「
幼
學
詩
韻
三
編
」

〔
印
記
〕
冊
首
中
央
下
部
、
目
録
下
「
佐
賀
」（
朱
陽
円
印
）

〔
備
考
〕
冊
首
に
「（
無
題
）
／180-35-1

止
」
と
記
さ
れ
た
紙
片

（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

36　
　

新
編
文
語
砕
金　

刊
本　

二
巻
（
存
巻
上
）　

一
冊

太
田
屋
顕
編

袋
綴
装
（
四
つ
目
綴
）　

茶
色
表
紙
（
も
と
縹
色
カ
）

二
一
・
五
×
一
五
・
二　

六
十
五
丁
、
表
紙
二
紙

〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
・
有
界　

一
七
・
六
×
一
二
・
〇

〔
版
心
〕
単
黒
魚
尾
、
下
横
線
、
白
口　

魚
尾
上
「
柱
題
」、
魚
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尾
下
「
巻
之
幾
」、
下
横
線
上
「
丁
幾
」

〔
本
文
〕
漢
字
：
採
録
語
の
左
に
送
り
点
、
右
に
送
り
が
な
、
下

に
語
意
を
施
す　

毎
半
葉
十
行

〔
外
題
〕「
新
徧
文
語
碎
金
」（
表
紙
左
上　

書
き
題
簽
）

〔
首
題
〕「
新
編
文
語
碎
金
巻
之
上
／
太
田
屋
顕　

編
輯
」

〔
尾
題
〕「
新
編
文
語
碎
金
巻
之
上
〈
畢
〉」

〔
柱
題
〕「
新
編
文
語
碎
金
」

〔
備
考
〕
冊
首
に
「（
下
冊
な
し
）
／180-36-1

止
」
と
記
さ
れ
た

紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

37　
　

孟
子
（
校
正
訓
点
四
書
）　

刊
本　

二
巻　

二
冊

（
宋
）
朱
熹
集
註

上
：
綴
紐
脱
落
、
下
：
袋
綴
装
（
紙
縒
留
）　

臙
脂
色
卍
繋
ぎ
（
紗

綾
形
）
文
表
紙
（
原
表
紙
）

〔
匡
郭
〕
左
右
双
辺
・
有
界　

一
五
・
五
×
一
〇
・
二

〔
版
心
〕
単
黒
魚
尾
、
黒
口　

魚
尾
上
「
柱
題
」、
魚
尾
下
「
巻

之
幾
」・
右
小
字
「
小
題
」・「
○
」「
丁
幾
」

〔
本
文
〕
漢
字
、
句
点
・
返
り
点
・
傍
訓
付　

毎
半
葉
九
行
・
一

行
十
八
字

〔
柱
題
〕「
孟
子
」

〔
刊
記
〕「
文
化
十
癸
酉
歳
（
一
八
一
三
）
春
新
刻
／
天
保
十
三
壬

寅
（
一
八
四
二
）
春
再
刻
／
安
政
三
丙
辰
歳
（
一
八
五
六
）

冬
三
刻
／
書
林
…
」

〔
印
記
〕
上
下
と
も
冊
首
に
「
法
幢
山
」（
朱
陽
円
印
）

〔
備
考
〕
叢
書
名
の
記
載
な
し

上
巻
尾
欠
、
下
巻
裏
表
紙
欠
落

冊
首
に
「（
無
題
）
／180-37-1

（
～
2
止
）」
と
記
さ
れ

た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

上
：
一
八
・
二
×
一
二
・
八　

四
十
一
丁
、
表
紙
一
紙

〔
外
題
〕
題
簽
剥
落
（
表
紙
左
上
）

〔
首
題
〕「
孟
子　

朱
熹
集
註
」

〔
尾
題
〕
欠
落

下
：
一
八
・
二
×
一
二
・
八　

七
十
一
丁
、
表
紙
一
紙

〔
外
題
〕「〈
改
正
／
［　
　

］〉
孟
子　

下
（
左
側
上
部
剥
落
）」（
表

紙
左
上　

原
刷
り
題
簽
）

〔
尾
題
〕「
孟
子
大
尾
」
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38　
　

論
語
集
註　

刊
本
〔
唐
本
〕　

十
巻
（
存
巻
七
至
八
）　

一
冊

（
宋
）
朱
熹
集
註

線
装
本
（
四
針
眼
、
綴
紐
脱
落
）　

茶
色
表
紙
（
原
表
紙
）

二
〇
・
〇
×
一
三
・
四　

三
十
三
丁
、
表
紙
二
紙

〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
・
有
界　

一
四
・
九
×
一
〇
・
四

〔
版
心
〕
単
黒
魚
尾　

魚
尾
上
「
柱
題
」、
魚
尾
下
「
巻
幾
」・「
丁
幾
」

〔
本
文
〕
漢
字
、
句
点
付　

毎
半
葉
九
行
・
一
行
二
十
字
（
注
文

双
行
）

〔
外
題
〕「
論
語
集
註
〈
子
路　

憲
問
／
衛
靈
公　

季
氏
〉」（
表
紙

左
上　

外
題
印
刷
）

〔
首
題
〕「
論
語
卷
之
七　

朱
熹
集
註
」

〔
柱
題
〕「
論
語
」

〔
備
考
〕
紙
力
低
下
の
た
め
取
扱
注
意

冊
首
に
「
全
10
巻
の
う
ち
／
巻
７
８
の
み
／180-38-1

止
」
と
記
さ
れ
た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

39　
　
［
略
韻
］　

刊
本　
（
存
下
平
侵
十
二
至
厳
凡
十
六
）　

一
冊

袋
綴
装
（
四
つ
目
綴
、
綴
紐
脱
落
）　

灰
色
表
紙　

一
八
・
〇
×
一
二
・
八

〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
・
無
界　

一
六
・
〇
×
一
〇
・
三

〔
版
心
〕
双
花
口
魚
尾　

上
魚
尾
下
「
韻
目
」・「
○
」「
丁
幾
」

〔
本
文
〕
漢
字
、
返
り
点
・
送
り
が
な
付

〔
文
首
〕「
侵
十
二
／
【
乾
】
潯
〈
水
深
也
、
又
水
厓
也
…
」

〔
文
尾
〕「［　
　

］
○
棱
嚴
咒
」

〔
書
入
〕
朱
点
・
朱
引
、
欄
上
・
本
文
中
に
墨
書
・
朱
書
の
書
き

入
れ

〔
備
考
〕
本
紙
固
着
の
た
め
披
見
不
可

冊
首
に
「（
無
題
）
／180-39-1

止
」
と
記
さ
れ
た
紙
片

（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

40　
［
明
治
初
年
仏
教
政
策
関
係
文
書
］　

七
点

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）・
一
紙
形
態
混
在
、
薄
葉
紙
包

〔
備
考
〕
明
治
初
期
の
宗
教
政
策
に
関
す
る
文
書
の
控
な
ど

収
納
さ
れ
る
薄
葉
紙
に
、「〔
明
治
初
期
大
教
院
／
関
係

書
類
〕
／180-40

（
7
点
）//

」
と
記
さ
れ
た
紙
片
（
薄

葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

当
時
の
建
仁
寺
管
長
は
、
当
院
第
十
五
世
・
荊
叟
東

玟
。
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
に
関
連
す
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る

ZD
A

 N
o.

：180-40
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一
：「［
覚
書
］（
教
院
の
規
則
に
付
）」　

横
帳

一
二
・
五
×
三
一
・
四　

二
丁

〔
文
首
〕「（
前
欠
カ
）
□
教
院
ヲ
興
隆
シ
諸神

官宗
及
神諸

宗官
／
マ
テ
彼

我
ヲ
忘
却
シ
一
致
シ
テ
同
心
／
戮
力
國
教
ヲ
恢
張
ス
ル

ノ
条
勿
論
／
ノ
ヿ
ニ
ソ
ロ
…
」

〔
文
尾
〕「
…
其
餘
小
同
小
異
ノ
／
事
々
適
宜
便
宜
ノ
件
々
ハ
／

後
ノ
規
則
條
々
ニ
分
列
ス
」

二
：「［
書
状
案
］（
諸
末
派
代
理
人
之
儀
）」　

一
紙
形
態

一
八
・
〇
×
四
五
・
〇　

一
紙
（
継
紙
二
紙
）

〔
文
首
〕「
三
府
五
港
七
十
二
縣
代
理
人
ノ
儀
、
兼
〈
而
〉
御
承

／
知
も
被
下
候
通
…
」

〔
文
尾
〕「
八
月
朔　

相
國
寺
承
珠
印
／
列
嶽
大
和
尚
」（
別
筆
）

〔
備
考
〕
別
筆
は
荊
叟
カ
。
ま
た
、
貼
継
が
あ
り
、「
追
曰
…
」

と
所
見
が
認
め
ら
れ
て
い
る

三
：「
御
逹
ノ
覚
〈
目
録
抄
出
〉：［
明
治
五
年
四
月
至
六
月
］」　

竪
帳

二
四
・
五
×
一
六
・
八　

二
丁

〔
首
題
〕「
御
逹
ノ
覚
〈
目
録
抄
出
〉」

〔
文
首
〕「
一　

教
則
三
條
〈
四
月
〉
…
」

〔
文
尾
〕「
一　

諸
末
寺
從
前
別
格
ノ
分
可
申
出
」

四
：「［
覚
書
］（
布
教
に
付
）」　

一
紙
形
態

　

二
四
・
二
×
三
三
・
九　

一
紙

〔
文
首
〕「
一　

謹
テ
三
條
ノ
旨
ヲ
守
ル
ヘ
キ
事　

一　

深
ク
宗

意
ヲ
信
ス
ヘ
キ
事
／
一　

厚
ク
祖
先
ヲ
敬
ス
ヘ
キ
事
／

右
ノ
趣
違
犯
ニ
於
テ
ハ
神
佛
ノ
冥
罰
ヲ
蒙
ル
ヘ
キ
■
也

／
右
合
議
決
定
ノ
事
／
一　

第
一　

從
前
ノ
…
」

〔
文
尾
〕「
一　

第
八　

社
中
朝
夕
神
佛
ノ
廣
前
ニ
於
テ
別
帋
三

條
ヲ
風
讀
シ
異
端
／
妖
邪
ノ
煽
惑
セ
サ
ル
様
、
懇
到
誓

願
セ
シ
ム
ヘ
シ
」

五
：「
口
上
覚
（
宗
名
之
儀
）」　

竪
帳　

二
四
・
五
×
一
六
・
九　

二
丁

〔
文
首
〕「
口
上
覺
／
宗
名
之
儀
者
、
天
竺
ニ
而
佛
所
説
之
經
、

或
ハ
菩
薩
所
造
之
論
ニ
／
依
而
…
」

〔
文
尾
〕「
申
八
月
傳
写　

増
上
内
通
玄
院
□
□
之
文
」

〔
備
考
〕
江
戸
中
期
か
ら
明
治
初
頭
に
か
け
て
争
わ
れ
た
、
浄
土

宗
と
浄
土
真
宗
間
の
「
真
宗
」
の
名
前
を
巡
る
宗
名
論

争
に
関
す
る
も
の
で
、
浄
土
宗
（
増
上
寺
）
側
の
主
張
と

み
ら
れ
る

六
：「［
願
書
下
書
］（
僧
タ
ル
者
ハ
）」
一
紙
形
態

二
七
・
九
×
四
〇
・
六
―
一
紙
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〔
文
首
〕「
一　

僧
タ
ル
者
ハ
諸
民
教
導
ノ
職
任
ニ
ソ
ロ
ヘ
ハ
…
」

〔
文
尾
〕「
…
教
法
萬
國
ヘ
モ
相
及
／
ヒ
ソ
ロ
様
ニ
モ
相
成
ル
ヘ

ク
ト
奉
存
ソ
ロ
此
段
御
聞
届
成
シ
下
サ
レ
／
ソ
ロ
条
偏

ニ
奉
願
ソ
ロ
也
」

七
：「
設
小
教
社
議
」　

一
紙
形
態　

二
七
・
八
×
二
八
・
九　

一
紙

〔
文
首
〕「
設
小
教
社
議
／
大
教
院
建
築
ノ
議
、
既
ニ
立
テ
〈
將

ニ
〉
営
繕
ノ
事
ヲ
舉
ン
／
ト
ス
…
」

〔
文
尾
〕「
壬
申
七
月　

六
級
課
議
」

41　
　
［
道
歌
集
］
残
欠　

写
本　

一
冊

一
紙
形
態
（
紙
縒
等
脱
落
）

二
二
・
八
×
一
六
・
八　

四
紙

〔
文
首
〕「
後
世
願
フ
人
ニ　

死
テ
后
ヲ
佛
ト
人
ヤ
思
フ
ラ
ン
…
」

〔
文
尾
〕「
ハ
ツ
カ
シ
ト
問
テ
錯
ル
法
ノ
道
、
フ
ミ
迷
フ
ベ
キ
人

ハ
カ
ナ
シ
キ
」

〔
備
考
〕
江
戸
後
期
か
ら
明
治
時
代
の
成
立
と
み
ら
れ
る

内
容
は
、
至
道
無
難
の
『
即
心
記
』
や
、
仙
厓
義
梵
の

「
老
人
六
歌
選（

仙
カ
）」

ほ
か
で
構
成

冊
首
に
「〔
狂
歌
集
〕
残
欠
／180-41//

」
と
記
さ
れ

た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

ZD
A

 N
o.

：180-41

42　
　
［
絶
海
録
考
証
］
草
稿
残
欠　

写
本　

一
冊

［
高
峰
東
晙
編
］

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）　

二
五
・
二
×
一
七
・
五　

三
紙

〔
文
首
〕「〈
巻
一
ノ
二
丈
〉
／
△
満
翁　

了
道
號
満
翁
、
初
為
天

台
宗
…
」

〔
文
尾
〕「
…
信
州
人
也
、
嗣
絶
海
在
相
國
／
典
賓
之
職
」

〔
備
考
〕
絶
海
中
津
（
一
三
三
六
～
一
四
〇
五
）
の
語
録
で
あ
る

『
絶
海
和
尚
語
録
』
に
つ
い
て
、
当
院
第
十
三
世
・
高
峰

東
晙
が
註
解
し
た
『
絶
海
録
考
証
』
の
草
稿
の
残
欠
か

覚
書
の
類
い
と
み
ら
れ
る

冊
首
に
「〔
絶
海
和
尚
語
録
註
〕
／180-42//

」
と
記

さ
れ
た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

ZD
A

 N
o.

：180-42
43　
　
［
華
厳
五
教
章
注
解
］
零
葉　

写
本　

一
紙

［
高
峰
東
晙
］
編
カ
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一
紙
形
態
（
紙
縒
等
脱
落
）　

二
五
・
二
×
一
六
・
八　

一
紙

〔
文
首
〕「
△
光
曜
宮
殿
等　

経
曰
…
」

〔
文
尾
〕「
…
此
□
浄
土
、
而
亦
不
離
以
」

〔
備
考
〕
内
容
は
、『
華
厳
一
乗
教
義
分
斉
章
』
巻
第
一
の
「
施

設
異
相
第
八
」
の
部
分
、「
光
曜
宮
殿
等
」
か
ら
「
此
華

厳
〈
ハ
〉
皆
云
在
華
蔵
〔
厳
〕
界
內
摩
竭
国
等
」
ま
で

冊
首
「〔
華
厳
一
乗
教
義
／
分
斉
章
註
〕
零
葉
／180-

43//

」
と
記
さ
れ
た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）

44　
　
［
詩
語
辞
典
］
残
欠　

写
本　

一
括

一
紙
形
態
（
紙
縒
等
脱
落
）・
薄
葉
紙
包

一
九
・
四
×
一
三
・
八　

四
十
六
紙

〔
文
首
〕「
赤
泉
〈
負
丘
山
上
有
ー
ー
／
飲
之
不
老
〉
…
」

〔
文
尾
〕「
…
分
〈
ソ
ム
ク
諸
侯
ー
ー
〉」

〔
備
考
〕
冊
首
「
左
下
虫
損
部
分
／
注
意
〔
聯
句
用
熟
語
辞
典
〕

／180-44//

」
と
記
さ
れ
た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）

あ
り

ZD
A

 N
o.

：180-44
45　
　

馬
島
朝
鮮
別
幅
目
録　

一
冊

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）　

共
紙
表
紙

一
二
・
五
×
一
八
・
〇　

七
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「〈
馬
島
／
朝
鮮
〉
別
幅
目
録
」（
表
紙
左　

直
書
、
墨

書
）、「
五
伍
／
七
漆
」（
表
紙
右
上　

墨
書
）

〔
首
題
〕「
△
朝
鮮
別
幅
」

〔
備
考
〕「
別
幅
」
は
贈
答
品
一
覧
。
こ
れ
ら
の
品
は
、
朝
鮮
・

馬
島
（
対
馬
）
と
も
に
持
参
し
た
が
、
そ
の
内
容
は
、
第

一
船
・
一
特
送
使
船
・
以
酊
庵
送
使
船
な
ど
、
船
に

よ
っ
て
異
な
る
。
こ
の
目
録
は
、
朝
鮮
と
対
馬
そ
れ
ぞ

れ
の
持
参
品
の
名
称
や
数
量
を
船
別
に
書
き
上
げ
た
も

の
で
、
内
容
か
ら
年
例
送
使
時
の
も
の
と
み
ら
れ
る

ま
た
、
児
名
送
使
（
対
馬
島
主
で
あ
る
宗
氏
の
嫡
子
の
名

前
で
派
遣
さ
れ
る
送
使
）
の
と
こ
ろ
で
は
、「
義
真
送
使
」

と
み
ら
れ
る
。
こ
の
名
称
に
つ
い
て
、
対
朝
鮮
通
交
関
連

の
覚
書
を
ま
と
め
た
「
対
韓
使
船
要
説
」（
建
仁
寺
両
足

院
所
蔵
聖
教
目
録
Ⅰ
～
Ⅲ
、「
第
百
八
十
一
函
」
41
号
、ZD

A
 

N
o.:181-041

）
の
児
名
送
使
の
項
に
、「
…
寛
永
十
九
年
彦

滿
之
圖
書
差
越
。
彦
滿
者
義
眞
之
兒
名
故
義0

眞0

送
使

0

0

共
号

ス
。
其
後
太
守
之
子
息
有
之
時
者
…
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か

ら
、
本
書
の
内
容
が
、
府
中
藩
第
二
代
藩
主
・
宗
義
成
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（
一
六
〇
四
～
一
六
五
七
）
の
時
代
、
年
例
送
使
と
し
て
の

児
名
送
使
が
始
め
ら
れ
た
時
期
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る

冊
首
に
「〈
馬
島
朝
鮮
〉
／
別
幅
目
録
／180-45//

」

と
記
さ
れ
た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

ZD
A

 N
o.

：180-45

46　
　
［
山
門
疏
］　

二
通

一
紙
形
態
〔
奉
書
紙
七
ツ
折
半
〕

〔
備
考
〕
法
量
は
広
げ
た
状
態
の
も
の

「〔
山
門
疏　

二
通
〕／180-46
」
と
記
さ
れ
た
紙
片
（
薄

葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

ZD
A

 N
o.

：180-46

一
：
三
二
・
七
×
四
四
・
一　

一
紙

〔
首
題
〕「
東
嶺
西
堂
住
建
長
山
門
」

二
：
三
二
・
八
×
四
五
・
八　

一
紙

〔
首
題
〕「
憲
道
和
尚
再
住
相
国
山
門
」

47　
　

回
向
記
（
過
去
帳
）　

一
帖

折
本
装　

緑
青
色
蓮
華
唐
草
文
表
紙

一
三
・
三
×
五
・
七　

三
十
三
折

〔
外
題
〕「
回
向
記
」（
表
紙
中
央　

直
書
、
墨
書
）

〔
備
考
〕
紙
背
数
葉
に
真
言
を
認
め
る

冊
首
に
「
…
回
向
記
（
外
）
／180-47

」
と
記
さ
れ
た

紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

48　
　

袖
珍
有
司
武
鑑　

刊
本
〔
横
帳
〕　

一
冊

袋
綴
装
（
三
ツ
目
）　

薄
黄
色
表
紙
（
原
表
紙
）

七
・
一
×
一
六
・
二　

九
十
一
丁
、
表
紙
二
紙

〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
・
有
界　

五
・
六
×
一
四
・
四

〔
版
心
〕
無
魚
尾　

横
単
線
で
二
格
に
分
割
、
第
二
格
「
丁
幾
」

〔
本
文
〕
漢
字
ひ
ら
が
な
交
じ
り

〔
外
題
〕「〈
袖
／
珍
〉
有
司
□
（
武
）
鑑　

全
」（
表
紙
左　

刷
り

題
簽
）

〔
刊
記
〕「
文
久
元
辛
酉
年
（
一
八
六
一
）
毎
月
改
／
御
書
物
師 

出

雲
寺
萬
次
郎
板
」

〔
備
考
〕
又
丁
。
巻
末
に
出
版
広
告
あ
り

冊
首
に
「〈
袖
珍
〉
有
司
武
鑑
（
外
）
／180-48

」
と
記
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さ
れ
た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

49　
　

一
刀
流
兵
法
目
録　

写
本　

一
巻

巻
子
装　

一
八
・
六
×
三
・
八

〔
首
題
〕「
一
刀
流
兵
法
目
録
／
同
外
物
之
事
」

〔
奥
書
〕「
天
明
七
年
／
丁
未
（
一
七
八
七
）
四
月
吉
日
／
若
槻
菊

太
郎
殿
／
参
」

〔
備
考
〕
法
量
は
巻
い
て
あ
る
状
態
の
も
の

冊
首
に
「
一
刀
流
兵
法
目
録
／180-49//

」
と
記
さ
れ

た
紙
片
（
薄
葉
紙
・
鉛
筆
書
き
）
あ
り

【
番
外
】

1　
　

祖
堂
集　

刊
本
〔
謄
写
版
〕　

二
十
巻
（
存
巻
第
十
三
之
第

十
六
）　

一
冊

（
中
国
・
五
代
）
静
・
筠
共
編

袋
綴
装
（
四
つ
目
綴
、
綴
糸
脱
落
）　

焦
茶
色
表
紙
（
原
表
紙
）

二
五
・
〇
×
一
七
・
七　

六
十
四
丁
、
表
紙
一
紙
、
遊
び
紙
一
紙

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
四
行
・
一
行
十
八
字

〔
備
考
〕
端
本
。
ま
た
、
百
二
十
八
頁
ま
で
で
後
欠

本
書
は
、
南
唐
保
大
十
年
（
九
五
二
）
に
成
っ
た
禅
宗

灯
史
の
一
つ
で
、
祖
師
た
ち
の
堂
奥
の
意
か
ら
、
祖
堂
集

と
名
付
け
ら
れ
た

原
本
は
、
花
園
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
朝
鮮
・
海

印
寺
版
（
高
麗
・
高
宗
三
十
二
年
〈
一
二
四
五
〉
開
板
）。
こ

の
本
が
花
園
大
学
図
書
館
に
入
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、

「
戰
後
の
學
制
改
革
で
、
臨
濟
學
院
専
門
學
校
は
、
新
制

度
の
花
園
大
學
と
な
る
。
當
時
、
鈴
木
大
拙
の
直
弟
子
を

自
認
し
て
い
た
緒
方
宗
博
先
生
が
、
學
校
の
新
し
い
出
發

を
記
念
し
て
、
祕
蔵
の
『
祖
堂
集
』
原
本
を
、
大
學
圖

書
館
に
寄
贈
さ
れ
た
」（
柳
田
聖
山
『
祖
堂
集
索
引
』
下
册
、

京
都
大
學
人
文
科
學
研
究
所
、
一
九
八
四
年
）
と
い
う

ま
た
同
館
に
は
、
も
う
一
点
、
別
の
海
印
寺
版
『
祖
堂

集
』
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
、
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究

所
所
長
（
当
時
）
の
柳
田
聖
山
師
が
、
一
九
九
一
年
六
月

に
韓
国
の
海
印
寺
と
僧
伽
大
学
を
訪
問
さ
れ
た
際
に
寄
贈

さ
れ
た
も
の
で
、
原
板
に
よ
る
新
摺
本
で
あ
る

本
書
は
、
行
数
・
字
数
と
も
原
本
通
り
に
手
書
き
謄
写

版
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）

か
ら
数
年
間
、
柳
田
師
に
よ
っ
て
、
花
園
大
学
か
ら
出
版

さ
れ
た
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2　
　

建
仁
寺
塔
頭
末
寺
略
伝
記　

複
製
本　

一
冊

私
製
：
複
写
版　

袋
綴
装
（
綴
り
紐
結
び
留
め
）　

ク
ラ
フ
ト
厚
紙

表
紙

二
六
・
七
×
一
九
・
八　

八
十
九
紙
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
建
仁
塔
頭
末
寺
畧
傳
記　

霊
洞
院
蔵
」

〔
書
入
〕
部
分
的
に
注
記
（
青
イ
ン
ク
書
き
）
あ
り

〔
備
考
〕
当
院
第
二
十
二
世
・
伊
藤
東
慎
師
が
作
成
と
推
測

建
仁
寺
霊
洞
院
所
蔵
と
み
ら
れ
る
本
の
複
製
。
感
光
紙

に
よ
る
複
写
で
、
少
々
退
色
が
み
ら
れ
る

原
本
表
紙
、「
建
仁
塔
頭
末
寺
畧
傳
記
」（
表
紙
左
上　

直
書
、
墨
書
）、「
住
持
方
用
」（
表
紙
右
上　

直
書
、
墨
書
）。

複
写
さ
れ
た
表
紙
の
中
央
に
、「
享
保
四
年(

一
七
二
一)

編　

cf

大
龍
菴
□
」
の
記
述
（
青
イ
ン
ク
書
き
）
あ
り

本
編
の
三
箇
所
に
「（
参
考
・
草
稿
本
）」
と
注
記
さ
れ

る
異
本
の
複
写
が
入
り
、
ま
た
、
末
尾
に
異
本
の
目
録

（
題
名
「
東
山
建
仁
寺
畧
傳
目
録
」、
右
下
に
「
常
光
／
文
庫
」

の
赤
イ
ン
ク
書
き
あ
り
）
と
、
丁
表
に
題
名
（「
建
仁
及
塔

頭
末
寺
略
傳
」）、
裏
に
「
此
畧
傳
享
保
七
年
寅
冬
改
正
之
」

の
墨
書
が
確
認
で
き
る
複
写
紙
が
入
る

ZD
A

 N
o.

：
番
外-2

３　
　

元
寇
史
料
集	:	

付
解
説	

一
箱

国
民
精
神
文
化
研
究
所

二
六
・
四
×
七
・
五　

本
編
二
軸
、
解
説
一
冊

〔
刊
記
〕
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）

〔
備
考
〕
國
民
精
神
文
化
文
獻　

二

本
編
と
解
説
と
を
併
せ
て
一
箱
に
収
納
。
法
量
は
収
納

し
て
あ
る
箱
の
も
の

一
：「
元
寇
史
料
集 

一
」　

一
軸

巻
子
装

〔
首
題
〕「
正
傳
寺
文
書
・
石
清
水
八
幡
宮
文
書
」

二
：「
元
寇
史
料
集 

二
」　

一
軸

巻
子
装

〔
首
題
〕「
壬
生
官
務
家
日
記
」

三
：「
解
説
」　

一
冊

大
和
綴
装　

二
六
頁
、
表
紙
二
紙

〔
首
題
〕「
元
寇
史
料
集
解
説
」
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別
置

四
　
桐
箱
（
一
件
五
点
）

〔
備
考
〕
腹
紐
付
き
で
、
指
物
師
に
よ
っ
て
作
成
（
底
板
内
側
に
署

名
あ
り
）
さ
れ
た
も
の

【
第
二
十
八
番
】

(11)　
　

仏
果
圜
悟
禅
師
碧
巌
録　

刊
本
〔
妙
心
寺
正
眼
庵
・
特
大

版
〕
十
巻　

五
冊

（
宋
）
雪
竇
重
顕
頌
古　

圜
悟
克
勤
評
唱

袋
綴
装
（
五
つ
目
綴
）　

柿
渋
塗
り
表
紙

〔
匡
郭
〕
左
右
双
辺
・
有
界　

一
七
・
七
×
一
一
・
四

〔
版
心
〕
黒
魚
尾
、
中
黒
口　

上
下
向
魚
尾
下
「
柱
題
」「
巻
幾
」

「
○
」、
下
双
魚
尾
の
間
「
丁
幾
」

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
一
行
・
一
行
二
十
一
字

〔
柱
題
〕「
碧
巖
」（
一
部
「
碧
岩
」、「
碧
」）

〔
刊
記
〕
巻
首
扉
・
右
「
杭
州
北
槁
北
街
東
嵎
中
張
氏
書
隠
印

行
」、
左
「
山
城
州
西
京
妙
心
禅
寺
内
正
眼
菴
新
刊
」

〔
印
記
〕
各
冊
巻
首
、「
兩
足
院
」（
朱
陰
長
方
飾
枠
）

〔
書
入
〕
朱
点
・
朱
引
、
墨
書
に
よ
る
訓
点
・
送
り
が
な
・
欄
外

に
詳
細
な
注
記
の
書
き
入
れ
あ
り

〔
備
考
〕
覆
元
〔
延
祐
四
年
跋
〕
刊
本
で
、
室
町
時
代
の
刊
行

特
大
版
で
、
全
体
的
に
多
め
に
余
白
が
と
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
書
き
入
れ
し
や
す
い
よ
う
に
作
成
さ
れ
た
も

の
と
伝
わ
っ
て
お
り
、
該
書
に
も
室
町
か
ら
江
戸
初
期
あ

た
り
と
み
ら
れ
る
書
き
入
れ
が
多
数
確
認
で
き
る

現
在
所
用
目
録
、「
第
廿
八
番
」
に
著
録
、
欄
上
に

「
別
」
の
墨
書
あ
り

ZD
A

 N
o.

：28-6

巻
一
之
二
：
三
〇
・
一
×
二
〇
・
八　

八
十
二
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「　
　

巻
一
／
聖
諦
第
一
義　

趙
州
至
道　

馬
祖
不
安

／
徳
山
挾
複
問
答　

雪
峰
粟
米
粒　

雲
門
好
日
／
惠
超

問
佛　

翠
岩
眉
毛　

趙
州
四
門
／
睦
州
掠
虚
頭
漢
／　

　

巻
二
／
黄
蘗
噇
酒
糟
漢　

洞
山
麻
三
斤　

巴
陵
銀
椀

／
雲
門
對
一
説　

雲
門
倒
一
説　

鏡
清
啐
啄
／
香
林

久（
上
下
）坐

成
労　

國
師
無
縫
塔　

倶
胝
一
指
／
竜
牙
西
來
意
」

〔
首
題
〕「
佛
果
圜
悟
禪
師
碧
巖
録
卷
第
一
／
師
住
澧
州
夾
山
靈

泉
禪
院
評
唱
／
雪
竇
顯
和
尚
頌
古
語
要
」

〔
尾
題
〕「
佛
果
圜
悟
禪
師
碧
巖
録
卷
第
二
」
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巻
三
之
四
：
三
〇
・
一
×
二
〇
・
七　

六
十
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「　
　

第
三
／
智
門
蓮
花　

雪
峰
鼈
鼻
蛇　

保
福
妙
峰

頂
／
潙
山
老
牸
牛　

蓮
花
峰
庵
主
拈
杖　

百
丈
奇
特
／

雲
門
体
露
金
風　

南
泉
不
説
心
佛　

大
隋
壊
／
趙
州
蘿

蔔
／　
　

巻
四
／
麻
谷
三
匝　

定
上
座
大
悟　

資
福
掩

却
門
／
仰
山
五
老
峰　

文
殊
無
著　

長
沙
遊
山
／
盤
山

無
法　

風
穴
鉄
牛　

雲
門
花
薬
欄
／
南
泉
指
庭
前
花
」

〔
首
題
〕「
佛
果
圜
悟
禪
師
碧
巖
録
卷
第
三
」

〔
尾
題
〕「
佛
果
圜
悟
禪
師
碧
巖
録
卷
第
四
」

巻
五
之
六
：
三
〇
・
二
×
二
〇
・
八　

五
十
一
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「　
　

巻
五
／
趙
州
大
死
底
人　

龐
居
士
好
雪　

洞
山

無
寒
暑
／
禾
山
解
打
皷　

趙
州
布
衫　

鏡
清
雨
滴
聲
／

雲
門
六
不
收　

朗
上
座
捧
炉
神　

三
聖
透
網
金
鱗
／
雲

門
塵
々
三
昧
／　
　

巻
六
／
雪
峰
岩
頭
末
後
句　

趙
州

石
橋　

百
丈
野
鴨
子
／
雲
門
展
兩
手　

道
吾
不
道　

良

禅
客
一
鏃
破
三
關
／
趙
州
田
厙
奴　

趙
州
五
年
分
疎
不

下　

趙
州
何
不
尽
這
語
／
雲
門
拄
杖
化
龍
」

〔
首
題
〕「
佛
果
圜
悟
禪
師
碧
巖
録
卷
第
五
」

〔
尾
題
〕「
佛
果
圜
悟
禪
師
碧
巖
録
卷
第
六
」

巻
七
之
八
：
三
〇
・
一
×
二
〇
・
八　

四
十
九
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「　
　

巻
七
／
風
穴
國
家
興
亡　

雲
門
一
宝
秘
在　

南

泉
斬
猫
児
／
趙
州
戴
鞋　

外
道
問
佛　

岩
頭
引
頸
㘞
／

傅
大
士
講
經　

惠
寂
惠
然　

麻
谷
女
人
拜
／
潙
山
却
請

和
上
道
／　
　

巻
八
／
五
峰
和
尚
併
却　

雲
岩
和
上
有

也
未　

馬
祖
蔵
頭
白
／
金
牛
喫
飯
來　

烏
臼
消
得
恁
麼

　

丹
霞
喫
飯
也
未
／
雲
門
餬
餅　

十
六
開
士
入
浴　

投

子
一
切
聲
佛
聲
／
趙
州
孩
子
六
識
」

〔
首
題
〕「
佛
果
圜
悟
禪
師
碧
巖
録
卷
第
七
」

〔
尾
題
〕「
佛
果
圜
悟
禪
師
碧
巖
録
卷
第
八
」

巻
九
之
十
：
三
〇
・
二
×
二
〇
・
八　

六
十
七
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「　
　

巻
九
／
藥
山
麈
中
王　

大
竜
堅
固
法
身　

雲
門

古
佛
露
柱
□
／
維
摩
入
不
二
法
門　

桐
峰
菴
主
虎
声　

雲
門
厨
庫
山
門
／
雲
門
藥
病
相
治　

玄
沙
三
種
病
人　

雲
岩
大
悲
手
眼
／
智
門
般
若
体
用
／　
　

巻
十
／
鹽
官

犀
牛
扇
子　

世
尊
陞
座　

大
光
野
狐
精
／
楞
厳
非
物
非

汝　

長
慶
羅
漢
三
毒　

趙
州
三
轉
語
／
金
剛
經
輕
賤
消

滅　

西
院
兩
錯　

国
師
十
身
調
御
／
巴
陵
吹
毛
剣
」

〔
首
題
〕「
佛
果
圜
悟
禪
師
碧
巖
録
卷
第
九
」

〔
尾
題
〕「
佛
果
圜
悟
禪
師
碧
巖
録
卷
第
十
終
」
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五
　
薄
葉
紙
包
〔
一
件
四
点
〕

〔
備
考
〕
蓋
箱
天
板
と
身
箱
に
、「
第
四
十
五
箱
の
内
（
別
出
）
／

敕
規
桃
源
鈔　

四
冊
」
の
墨
書
の
あ
る
箱
が
あ
る
が
、

大
き
さ
が
合
わ
な
い
た
め
、
現
在
で
は
箱
を
残
し
な
が

ら
、
該
書
を
薄
葉
紙
で
包
ん
で
収
納

【
第
四
十
五
番
】

[22]
百
丈
清
規
抄　
　

写
本　

四
冊

雲
章
一
慶
講　

桃
源
瑞
仙
録　
［
高
峰
東
晙
］
跋
・
補
綴

袋
綴
装
（
四
つ
目
綴
）　

亜
麻
色
表
紙
（
高
峰
東
晙
補
）

〔
本
文
〕
漢
字
カ
タ
カ
ナ
交
じ
り　

毎
半
葉
十
四
行
（
第
三
冊
の

み
十
三
行
）

〔
奥
書
〕「
寛
正
三
年
（
一
四
六
二
）
歳
在
壬
午
八
月
十
日
、
瑞
林

之
東
軒
抄
畢
、
蓋
／
雲
翁
始
講
於
恵
日
之
宝
渚
而
、
終

巻
於
鷲
峰
、
従
己
卯
（
長
禄
三
年
・
一
四
五
九
）
春
迄
今

前
後
／
四
更
星
霜
焉
…
」

第
四
冊
の
末
尾
、
高
峰
に
よ
る
識
語
「
昔
寛
正
中
、
東

福
雲
章
講
敕
修
清
規
、
相
國
桃
源
以
國
字
記
／
其
所
聞
世

稱
之
雲
桃
鈔
、
一
日
書
賈
携
此
書
来
、
題
曰
隨
／
方
毘

尼
、
讀
之
所
謂
雲
桃
鈔
者
也
、
毎
卷
有
光
隣
印
記
、
隣

／
者
東
福
寳
勝
院
芳
卿
之
名
而
去
雲
章
桃
源
不
遠
矣
、

竊
／
知
古
物
、
復
讀
到
第
二
卷
末
記
曰
、
明
應
五
丙
辰

（
一
四
九
六
）
書
之
、
因
是
／
推
考
此
鈔
成
僅
廿
五
年
也
、

至
今
安
永
丙
申
（
一
七
七
六
）
既
二
百
八
／
十
年
、
於
是

奇
而
居
之
、
補
綴
裱
褙
、
以
為
珍
襲
／
東
晙
誌
」
あ
り

〔
印
記
〕
各
冊
巻
首
「
光
／
鄰
」（
黒
陽
円
印
）

高
峰
識
語
署
名
下
、「
東
晙
／
之
印
」（
朱
陰
方
印
）、

「
高
／
峰
」（
朱
陽
方
印
）

〔
書
入
〕
朱
点
・
朱
引
、
欄
上
・
本
文
中
朱
墨
の
書
き
入
れ
あ
り

第
一
冊
：
二
八・八
×
二
〇・八　

七
十
丁
、
表
紙
二
紙
、
遊
び
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
敕
規
桃
源
鈔　
（「
夋
」
朱
陽
楕
円
印
）　

一
」（
表
紙
左
上

　

書
き
題
簽
、
墨
書
）

第
二
冊
：
二
九
・
一
×
二
一
・
〇　

六
十
六
丁
、
表
紙
二
紙
、
遊
び
紙

　
　
　
　

二
紙

〔
外
題
〕「
敕
規
桃
源
鈔　
（「
夋
」
朱
陽
楕
円
印
）　

二
」（
表
紙
左
上

　

書
き
題
簽
、
墨
書
）

第
三
冊
：
二
八・七
×
二
一・〇　

九
十
丁
、
表
紙
二
紙
、
遊
び
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
敕
規
豺
源
鈔　
（「
夋
」
朱
陽
楕
円
印
）　

三
」（
表
紙
左
上

　

書
き
題
簽
、
墨
書
）
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第
四
冊
：
二
九
・
〇
×
二
〇
・
八　

九
十
七
丁
、
表
紙
二
紙
、
遊
び
紙

　
　
　
　

二
紙

〔
外
題
〕「
敕
規
桃
源
鈔　
（「
夋
」
朱
陽
楕
円
印
）　

四
」（
表
紙
左
上

　

書
き
題
簽
、
墨
書
）

六
　
折
込
帙
〔
一
件
一
三
点
〕

〔
備
考
〕
四
方
帙
、
題
簽
白
紙

【
第
百
五
十
六
番
】

1　
　

毛
詩
抄
：
毛
詩
環
翠
口
義　

写
本　

二
十
巻　

十
三
冊

［
清
原
宣
賢
］
講　

林
宗
二
・
林
宗
和
筆

袋
綴
装
（
包
背
）　

焦
茶
色
表
紙
（
補
修
：
原
表
紙
利
用
）

〔
本
文
〕
漢
字
カ
タ
カ
ナ
交
じ
り

〔
印
記
〕
各
冊
巻
首
「
兩
足
院
」（
朱
陰
長
方
飾
枠
印
）

〔
備
考
〕
本
書
は
、
室
町
時
代
に
清
原
宣
賢
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た

『
毛
詩
』
の
講
義
を
林
宗
二
と
林
宗
和
が
書
写
し
た
も
の
。

古
く
か
ら
最
善
本
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、『〈
両
足
院
叢

書
〉
林
宗
二
・
林
宗
和
自
筆
毛
詩
抄
：
毛
詩
環
翠
口
義
』

（
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）
と
し
て
影
印
刊
行
さ
れ
て
い
る

表
紙
・
本
紙
と
も
に
補
修
が
あ
る
が
、
前
掲
書
の
解
説

に
「
影
印
す
る
に
は
傷
み
す
ぎ
て
い
る
…
最
小
限
の
修
理

を
行
い
」
と
あ
る
の
で
、
大
体
は
こ
の
時
の
も
の
と
推
定

で
き
る
。
ま
た
、
第
八
冊
の
丁
番
号
「
3
」「
4
」
の
間

に
「
14
」
が
、
ま
た
第
十
三
冊
で
「
13
」
と
「
14
」
の
間

に
無
番
号
の
丁
が
見
ら
れ
る
が
、
刊
行
さ
れ
て
い
る
影
印

も
同
じ
順
序
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ま
ず
は
指
摘
の

み
に
と
ど
め
る

ZD
A

 N
o.

：156-1

巻
一
：
二
四
・
七
×
一
八
・
三　

五
十
八
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
毛
詩
環
翠
口
義
〈
第
一
〉
□
（
十
）
三
冊
之
□
（
内
）」

（
表
紙
左
上　

直
書
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
毛
詩
序
抄
」

〔
尾
題
〕「
毛
詩
抄
第
一
」

〔
奥
書
〕「
五
十
□
（
八
カ
）
丁
」

巻
二
：
二
三
・
九
×
一
八
・
五　

四
十
二
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
毛
詩
環
翠
口
義
〈
第
二
〉
十
三
冊
之
内
」（
表
紙
左
上

　

直
書
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
毛
詩
抄
巻
第
二
」

〔
尾
題
〕「
二
終
」
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巻
三
：
二
四
・
〇
×
一
八
・
三　

四
十
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
毛
詩
環
翠
口
義
〈
第
三
〉
十
三
冊
之
内
」（
表
紙
左
上

　

直
書
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
毛
詩
巻
第
三
」

〔
尾
題
〕「
毛
詩
巻
第
三
」

巻
四
：
二
四
・
三
×
一
九
・
〇　

三
十
九
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
毛
詩
環
翠
口
義
〈
第
四
〉
十
三
冊
之
内
」（
表
紙
左
上

　

直
書
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
毛
詩
巻
第
四
」

〔
尾
題
〕「
毛
詩
巻
第
四
」

〔
奥
書
〕「
天
文
八
年
四
月
十
日
」

巻
五
之
六
：
二
四
・
九
×
一
八
・
五　

五
十
七
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
毛
詩
環
翠
□
（
口
）
義
〈
五
之
六
〉
十
三
冊
之
内
」

（
表
紙
左
上　

直
書
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
毛
詩
抄
第
五
」

〔
尾
題
〕「
毛
詩
巻
第
六
」

巻
七
之
八
：
二
四
・
二
×
一
八
・
九　

五
十
四
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
毛
詩
環
翠
口
義
〈
七
之
八
〉
十
三
冊
之
内
」（
表
紙
左

上　

直
書
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
毛
詩
抄
巻
之
七
」

〔
尾
題
〕「
毛
詩
抄
巻
之
八
」

巻
九
之
十
：
二
四
・
二
×
一
八
・
八　

四
十
八
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
□
（
毛
）
詩
環
翠
口
義
〈
九
之
十
〉
十
三
□
（
冊
）
之

内
」（
表
紙
左
上　

直
書
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
毛
詩
抄
巻
第
九
」

〔
尾
題
〕「
毛
詩
抄
巻
第
十
」

〔
奥
書
〕
巻
十
尾
「
天
文
八
□
〈
己
／
亥
〉〔
閏
〕
七
夕
書
之
了
」

巻
十
一
之
十
二
：
二
四
・
三
×
一
八
・
七　

五
十
一
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
毛
詩
環
翠
口
義
〈
十
一
之
十
二
〉
□
□
（
十
三
）
冊
之

内
」（
表
紙
左
上　

直
書
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
毛
詩
抄
巻
之
十
一
」

〔
尾
題
〕「
毛
詩
抄
巻
之
十
二
」

〔
奥
書
〕
巻
十
一
尾
「
天
文
八
年
〈
己
／
亥
〉
毛
閏
六
月
四
日
於

法
隆
寺
脇
坊
抄
之　

安
盛
」、
巻
十
二
尾
「
天
文
第
八

〈
己
／
亥
〉
閏
六
月
十
七
日
於
法
隆
寺
抄
之
／
太
子
／
傳

講
在
之
」
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巻
十
三
之
十
四
：
二
四
・
一
×
一
八
・
五　

五
十
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
毛
詩
環
翠
口
義
〈
十
三
之
十
四
〉
十
三
冊
之
内
」（
表

紙
左
上　

直
書
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
毛
詩
之
抄
巻
十
三
」

〔
尾
題
〕「
毛
詩
抄
巻
之
十
四
」

〔
奥
書
〕
巻
十
三
尾
「
天
文
第
八
〈
己
／
亥
〉
閏
六
月
廿
二
日
於

法
隆
寺
太
子
傳
講
演
次
抄
之
／
安
盛
」、
巻
十
四
尾
「
閏

六
廿
六
」

巻
十
五
之
十
六
：
二
四
・
二
×
一
八
・
四　

六
十
一
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
毛
詩
環
翠
口
義
〈
十
五
之
□
（
十
）
六
〉
十
三
冊
之

内
」（
表
紙
左
上　

直
書
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
毛
詩
抄
巻
之
十
五
〈
六
月
九
日
〉」

〔
尾
題
〕「
毛
詩
巻
第
十
六
」

〔
奥
書
〕
巻
十
五
尾
「
天
文
第
八
己
亥
七
月
三
日
於
法
隆
寺
脇
坊

抄
之
、
侍
於
定
誉
律
師
太
／
子
傳
〔
講
〕
席
間
暇
之
時

節
抄
之
了
」、
巻
十
六
尾
「
天
文
〈
己
／
亥
〉
八
年
九
月

十
三
日
於
南
都
旅
停
書
之
／
今
日
轉
害
會
執
行
、
貴
賤

群
集
近
代
之
壮
観
也
」

巻
十
七
：
二
四
・
一
×
一
八
・
四　

四
十
二
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
毛
詩
環
翠
口
義
〈
□
（
第
）
十
七
〉
十
三
［　
　

］

（
冊
之
内
）」（
表
紙
左
上　

直
書
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
毛
詩
抄
第
十
七
」

〔
尾
題
〕「
毛
詩
巻
之
十
七
」

巻
十
八
：
二
四
・
〇
×
一
八
・
三　

五
十
二
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
毛
詩
環
翠
口
義
〈
第
十
八
〉
十
三
［　
　

］（
冊
之

内
）」（
表
紙
左
上　

直
書
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
毛
詩
巻
之
十
八
〈
天
文
甲
午
（
三
年
・
一
五
三
四
）
卯

月
十
四
日
〉」

〔
尾
題
〕「
毛
詩
抄
巻
之
十
八
」

〔
奥
書
〕「
天
文
八
年
〈
己
／
亥
〉
九
月
廿
五
日
一
部
功
畢
、
西

大
寺
愛
染
万
座
執
行
」

巻
十
九
之
二
十
：
二
四
・
〇
×
一
八
・
八　

六
十
八
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
毛
詩
環
翠
口
義
〈
□
（
十
九
）
之
廿
〉
十
三
冊
之
内
」

（
表
紙
左
上　

直
書
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
毛
詩
抄
巻
第
十
九
」

〔
尾
題
〕「
毛
詩
抄
巻
之
二
十
」

〔
奥
書
〕
巻
十
九
尾
「
天
文
八
年
〈
己
／
亥
〉
七
月
十
一
日
於
法

隆
寺
抄
之
了
、
今
日
太
子
傳
結
願
了
」、
巻
二
十
尾
「
天
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文
八
年
〈
己
／
亥
〉
七
月
七
日
於
法
隆
寺
脇
坊
抄
之
、

正
義
四
十
巻
畢
了
／
安
盛
」

七
　
折
込
帙
〔
一
件
六
点
〕

〔
備
考
〕
四
方
帙
、
題
簽
白
紙

【
第
百
五
十
六
番
】

2　
　

柳
文
抄　

写
本　

四
十
三
巻　

六
冊

袋
綴
装
（
四
つ
目
綴
）
枡
型　

 
焦
茶
色
表
紙

〔
本
文
〕
漢
字
カ
タ
カ
ナ
交
じ
り　

毎
半
葉
十
四
行
・
一
行
不
定

〔
印
記
〕
各
冊
巻
首
「
兩
足
院
」（
朱
陰
長
方
飾
枠
印
）

〔
備
考
〕
本
書
は
、
中
国
の
文
人
・
柳
宗
元
の
詩
文
に
つ
い
て
の

注
釈
書
で
、
林
宗
二
の
書
写
。『〈
両
足
院
叢
書
〉
柳
文

抄
』（
臨
川
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
と
し
て
影
印
刊
行
さ
れ

て
い
る

こ
ち
ら
も
、
第
一
冊
の
巻
之
三
と
巻
之
四
の
間
の
丁

番
号
「
62
」
が
欠
け
て
お
り
、
第
二
冊
で
「
52
」
と

「
53
」
が
互
い
違
い
、
第
三
冊
の
「
50
」
と
「
51
」
の
間

に
「
53
」
が
入
り
、
第
四
冊
で
「
35
」
と
「
36
」
の
間
に

「
23
」
と
「
24
」
が
入
り
、
第
六
冊
の
「
4
」
と
「
5
」

の
間
に
無
番
号
の
一
丁
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
も
刊
行

さ
れ
て
い
る
影
印
と
同
じ
順
序
な
の
で
、
ま
ず
は
指
摘
の

み
に
と
ど
め
る

小
口
書
「
柳
抄
風
（
～
頌
）」（
毛
詩
の
序
に
あ
る
詩
の
六

義
、
風･

賦･

比･

興･

雅･

頌
）

本
紙
、
虫
損
補
修
あ
り

ZD
A

 N
o.

：156-5

序
・
巻
一
之
六
：
二
三
・
九
×
二
〇
・
三　

八
十
五
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
柳
文
抄
〈
序
一
之
六
〉」（
表
紙
左
上　

書
き
題
簽
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
柳
文
序
抄
」

巻
七
之
十
六
：
二
三
・
九
×
二
〇
・
四　

五
十
四
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
柳
文
抄
〈
七
之
十
六
〉」（
表
紙
左
上　

書
き
題
簽
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
柳
文
抄
巻
之
七
」

巻
十
七
之
二
十
二
：
二
三
・
八
×
二
〇
・
四　

五
十
九
丁
、
表
紙
二

紙
、
遊
び
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
柳
文
抄
〈
十
七
之
廿
二
〉」（
表
紙
左
上　

書
き
題
簽
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
柳
文
刻
楮
抄
第
十
七
」
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巻
二
十
三
之
二
十
九
：
二
三
・
八
×
二
〇
・
五　

六
十
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
柳
文
抄
〈
廿
三
之
廿
□
（
九
）〉」（
表
紙
左
上　

書
き
題

簽
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
柳
文
抄
廿
三
」

巻
三
十
之
三
十
九
：
二
三
・
七
×
二
〇
・
五　

四
十
九
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
柳
文
抄
〈
三
十
之
卅
九
〉」（
表
紙
左
上　

書
き
題
簽
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
柳
文
抄
巻
卅
一
〈
此
以
下
至
卅
四
自
書
〉」

巻
四
十
之
四
十
三
：
二
三
・
九
×
二
〇
・
四　

四
十
一
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
柳
文
抄
〈
四
十
之
四
十
三
／
終
〉」（
表
紙
左
上　

書
き

題
簽
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
柳
文
抄
第
四
十
」

〔
奥
書
〕「
永
禄
第
八
乙
丑
（
一
五
六
五
）
十
月
朔
日
書
写
之
了
、

□
（
禅
カ
）
昌
院
継
天
首
座
本
借
用
／
宗
二
六
十
八
歳
不

休
庵
／
書
之
」

八
　
木
箱
〔
一
件
二
点
〕

〔
備
考
〕「
一　

時年

代
記
／
百
五
十
七
番
／
大
日
本
帝
王
略
記
／
重

撰
倭
漢
皇
統
編
年
合
運
圖
／
祖
師
部
／
洛
下
埜
釋
圓
智

撰
」
の
書
付
あ
り

【
第
百
五
十
七
番
】

[62]　
　

倭
漢
皇
統
編
年
合
運
図　

刊
本
〔
古
活
字
版
〕　

二
巻　

二

冊円
智
撰
述

袋
綴
装
（
五
つ
目
綴
）　

黄
土
色
表
紙

古
活
字
版　

有
界
（
上
下
二
段
）

〔
本
文
〕
漢
字

〔
柱
題
〕「
年
代
記
」

〔
印
記
〕
各
冊
巻
首
「
兩
足
院
」（
朱
陰
長
方
飾
枠
）

〔
書
入
〕
部
分
的
に
朱
点
・
朱
引
あ
り

〔
備
考
〕
上
代
か
ら
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
ま
で
の
和
漢
対
照

の
年
代
記
で
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
に
初
版
が
刊
行

さ
れ
、
八
年
、
十
年
、
十
六
年
に
版
が
重
ね
ら
れ
た

本
書
は
、
そ
の
慶
長
八
年
版
で
、
川
瀬
一
馬
氏
の
『
古

活
字
版
之
研
究
』（
日
本
古
書
籍
商
協
会
、
一
九
六
七
年
）

に
掲
載
。
上
冊
は
垂
仁
天
皇
五
十
三
年
ま
で
、
下
冊
は
垂

仁
天
皇
五
十
四
年
以
降
を
収
録
し
、「
慶
長
九
」「
甲
辰
」

ま
で
が
刻
さ
れ
る

ま
た
、
慶
長
十
年
乙
巳
以
降
、
寛
永
十
七
年
庚
辰
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（
一
六
四
〇
）
ま
で
の
年
号
と
干
支
を
追
記
し
、
元
和
元

年
（
一
六
一
五
）
で
は
「
五
七
大
坂
落
城
」、
寛
永
三
年

（
一
六
二
六
）
に
は
「
九
六
主
上
幸
長
安
二
条
」
と
追
記

（
墨
書
）
が
あ
る

昭
和
法
宝
総
目
録
本
で
は
「
第
百
三
番
」
に
著
録
、

「
倭
漢
年
代
記
〈
慶
長
活
〉　

二
」
と
記
載
さ
れ
る

現
在
所
用
目
録
で
は
、「
時
代
紀　

二
」
と
記
載
さ
れ
、

欄
上
に
「
別
」
の
墨
書
、
本
行
に
ピ
ン
ク
色
で
「
小
箱
ニ

入
ル
」
と
誌
さ
れ
る

第
一
冊
：
三
一
・
九
×
二
一
・
五　

七
十
丁
、
表
紙
二
紙

〔
首
題
〕「
重
撰
倭
漢
皇
統
編
年
合
運
圖
／
洛
下　

埜
釋
圓
智　

撰
」

第
二
冊
：
三
二
・
〇
×
二
一
・
三　

七
十
五
丁
、
表
紙
二
紙

九
　
布
帙
〔
二
件
二
点
〕

〔
備
考
〕
帙
の
材
質
で
表
紙
・
背
・
裏
表
紙
を
覆
い
、
反
対
側
は

板
帙
の
よ
う
に
紐
で
結
ぶ
形
状

「
僧
録
大
和
尚
語
等　

天
文
年
間
寫
／
悦
巖
詩
集　

天

正
六
年
寫
」
の
貼
紙
あ
り

【
第
百
六
十
番
】

[19]　
　

悦
巌
之
詩
集　

写
本　

一
冊

悦
巌
東
悆
撰

袋
綴
装
（
四
つ
目
綴
）　

薄
茶
色
表
紙

二
五
・
五
×
一
六
・
三　

十
九
丁
、
表
紙
二
紙

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
九
行
・
一
行
十
八
字

〔
外
題
〕「
悦
巖
之
詩
集
」（
表
紙
左
上　

直
書
、
墨
書
）

〔
文
首
〕「
東
風
二
月
澗
邊
梅
猶
爲
餘
寒
全
未
開
…
」

〔
文
尾
〕「
…
朝
天
多　

八
月
梅
花
一
炷
香　
　

詣
北
野
神
庿

〈
八
月
廿
五
〉」

〔
奥
書
〕「
天
正
第
六
〈
戊
寅
〉（
一
五
七
八
）
仲
秋
初
七
令
書
写

了　
（
花
押
）」

〔
書
入
〕
朱
点
、
一
部
に
朱
引
あ
り

〔
備
考
〕
当
院
第
五
世
・
悦
巌
東
悆
（
一
四
六
〇
～
一
五
二
九
）
の

詩
集
で
、
百
四
十
五
首
を
収
録

総
裏
打
補
修
を
施
す

現
在
所
用
目
録
に
は
、
欄
上
に
「
別
帙
入
」
と
注
記

（
墨
書
）
あ
り

冊
首
に
「
悦
巌
之
詩
集
」
と
記
さ
れ
た
紙
片
（
半
紙
、

鉛
筆
書
き
）
と
、「
未
了
」
と
記
載
（
鉛
筆
書
き
）
さ
れ
た

短
冊
状
の
和
紙
あ
り
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【
番
外
】

4　
　
［
水
上
山
万
寿
禅
寺
一
件
之
事
］　

一
冊

袋
綴
装
（
四
つ
目
綴
）　

茶
色
表
紙

二
四
・
五
×
一
六
・
八　

九
丁
、
表
紙
二
紙

〔
本
文
〕
毎
半
葉
九
行
程
度

〔
文
首
〕「
僧
録
大
和
尚
ゟ
肥
前
家
老
衆
〈
江
〉
被
遣
候
□
／
札
之

写
」

〔
文
尾
〕「
天
文
龍
集
〈
丁
酉
〉（
六
年
・
一
五
三
七
）
冬
十
月
十
七
日
、

前
南
禅
茂
彦
／
叟
善
叢
暮
齢
七
十
八
於
無
價
□
□
拝
讃
」

〔
書
入
〕
部
分
的
に
朱
点
・
朱
引
あ
り

〔
備
考
〕
書
状
、
僧
伝
、
讃
等
の
写
し

内
容
は
、（
年
未
詳
）
五
月
二
十
三
日　

金
地
院
崇
寛
書

状　

多
久
長
門
・
鍋
島
若
狭
宛
、（
年
未
詳
）
十
月
廿
五
日

付　

東
福
寺
書
状
（
首
欠
カ
）、
東
福
寺
條
々
之
事
、
元
亨

釈
書
「
慧
日
山
辯
圓
」
抄
録
（「
肥
州
有
榮
尊
者
。
與
爾

跨
海
游
宋
地
。
尊
三
歳
／
而
帰
。
領
水
上
山
寺
、
及
爾
還

改
禅
林
、
請
爾
／
開
山
。
自
居
板
頭
〈
云
々
〉」、
恵
峰
大

同
菴
再
興
化
縁
疏
并
序
、
神
子
和
尚
賛
、
在
山
禅
師
（
在

山
素
璿
）
真
讃
、
□
（
肖
）
伯
禅
師
（
肖
伯
令
恵
）
寿
像
賛

／
茂
彦
善
叢
賛
で
構
成
さ
れ
て
い
る

水
上
山
万
寿
寺
は
、
佐
賀
県
に
あ
る
臨
済
宗
寺
院
。
仁

治
元
年
（
一
二
四
〇
）
に
神
子
栄
尊
（
聖
一
派
・
一
一
九
五

～
一
二
七
二
）
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
た
が
、
現
在
は
南
禅

寺
派
に
属
し
て
い
る

本
書
に
よ
っ
て
、
万
寿
寺
の
帰
属
を
め
ぐ
る
一
件
が

あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
内
容
か
ら
、
近
世
初
期

あ
た
り
の
東
福
寺
側
の
記
録
と
み
ら
れ
る

最
後
に
記
録
さ
れ
る
「
肖
伯
禅
師
寿
像
賛
」
の
賛
者
で

あ
る
茂
彦
善
叢
は
、（
番
外
）
17
「［
諸
書
抜
萃
録
］」
で

も
関
与
が
み
と
め
ら
れ
、
ま
た
、
ほ
ぼ
同
じ
装
幀
と
扱
い

が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
二
本
の
伝
来
に
は
、
何

ら
か
の
関
わ
り
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

総
裏
打
補
修
（
表
紙
も
同
時
カ
）
を
施
す

冊
首
に
「
僧
録
大
和
尚
語
〈
等
〉」
と
記
載
（
鉛
筆
書

き
）
さ
れ
た
短
冊
状
の
和
紙
あ
り

ZD
A

 N
o.

：
番
外-4
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一
〇
　
薄
葉
紙
包
〔
一
件
一
点
〕

【
第
百
六
十
三
番
】

[28]　
　

古
澗
稽
禅
師
語
録
：
附
祭
梅
仙
和
尚
文
及
悼
梅
仙
和
尚
偈
并

和
韻　

写
本　

一
冊

古
磵
慈
稽
撰　
［
梅
仙
東
逋
］

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）　

新
補
表
紙
（
伊
藤
東
慎
補
）

二
六
・
五
×
二
〇
・
三　

九
丁
、
原
表
紙
四
紙
、
新
表
紙
二
紙

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
三
行
・
一
行
二
十
字
か
ら
二
十
五
字

程
度
、
不
定

〔
外
題
〕「〈
題
簽
／
私
設
〉
古
澗
（
稽
禪
師
）〔
和
尚
〕
語
録　

東

慎
識
」（
表
紙
左
上　

直
書
、
墨
書
）、「
一
六
三
番
／
合
本

（
大
統
古
礀
和
尚
入
寺
法
語　

一
六
三
番
／
陞
座
及
問
禅　

六
〇

番
）」（
表
紙
中
央　

直
書
、
墨
書
）

〔
文
首
〕「
慈
稽
拝
／
建
仁
入
寺
拙
語
謹
録
呈
／
諸
大
老
師
法
座

前　

慈
悲
改
正
／
山
門
…
」

〔
文
尾
〕「
…
□
來
月
落
涅
槃
光　

宗
仲
」

〔
印
記
〕「
壹
／
宗
」（
黒
陽
重
郭
方
印
）

〔
書
入
〕
朱
点
・
朱
引
あ
り

〔
備
考
〕
本
書
は
、
表
紙
等
の
情
報
に
よ
る
と
、
当
院
第
二
十
二

世
・
伊
藤
東
慎
師
に
よ
っ
て
、「
第
百
六
十
三
番
」
の

『
大
統
古
礀
和
尚
入
寺
法
語
〈
并
〉
問
禪
』
と
、「
第

六
十
番
」
の
『
陞
座
〈
并
〉
問
禪
』
が
合
冊
さ
れ
た
も

の内
容
は
、
古
澗
慈
稽
（
？
～
一
六
三
三
・
建
仁
寺
第

二
百
九
十
四
世
）
の
建
仁
寺
に
お
け
る
入
寺
式
で
の
法
語
、

慶
長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）
九
月
に
お
こ
な
わ
れ
た
常
光
院

殿
大
歛
忌
（
四
十
九
日
）
に
お
け
る
釣
天
永
洪
（
一
五
九
二

～
一
六
五
三
）
の
問
禅
法
語
、
当
院
第
七
世
・
梅
仙
東
逋

（
一
五
二
九
～
一
六
〇
八
）
へ
の
祭
文
、
悼
偈
・
和
韻
で
構
成

本
書
は
、
江
戸
時
代
初
期
の
成
立
で
、
印
記
か
ら
建
仁

寺
普
光
庵
の
一
宗
元
乗
（
？
～
一
六
三
七
）
の
手
沢
本
と

推
定
さ
れ
る

現
在
所
用
目
録
に
は
、
書
名
の
上
に｢

古
澗
稽
禅
師
語

録
〈
ト
改
題
〉　

六
」
と
い
う
付
箋
紙
あ
り
。
こ
の
「
六
」

以
降
、
第
六
十
番
に
収
納
さ
れ
る｢

陞
座
及
問
禅｣

と
の

合
冊
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
た
と
の
こ
と
だ
が
現
在
は
欠

落
し
て
い
る

ZD
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一
一
　
木
箱
〔
二
件
二
点
〕

〔
備
考
〕「
第
百
六
十
八
番
」、『
澹
居
稾
』
同
箱

蓋
箱
天
板
に
「
五
山
版
／
無
門
和
尚
因
禅
寺
語
録
／
澹

居
稾
」
の
墨
書
、
身
箱
に
「
一
六
八
／
澹
居
稾　

一　

五

山
版
／
無
門
和
尚
語
録　

一　

仝
」
の
貼
紙
あ
り

【
第
百
六
十
五
番
】

[8]　
　

無
門
和
尚
語
録　

刊
本
〔
覆
元
刊
本
〕　

一
冊

（
宋
）
無
門
慧
開
撰　

普
敬
等
録

袋
綴
装
（
四
つ
目
綴
）　

柿
渋
塗
り
表
紙

二
一
・
三
×
一
四
・
九　

五
十
九
丁
、
表
紙
二
紙
、
遊
び
紙
二
紙

〔
匡
郭
〕
左
右
双
辺
・
有
界　

一
七
・
二
×
一
二
・
一

〔
版
心
〕
単
黒
魚
尾　

中
程
あ
た
り
「
丁
幾
」

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
行
・
一
行
二
十
字

〔
首
題
〕「
無
門
開
和
尚
住
湖
州
報
因
禪
寺
語
録
〈
月
林
和
尚
開

山
／
師
爲
第
二
代
〉
／
侍
者　

普
敬　

録
」

〔
尾
題
〕「
無
門
和
尚
語
録
終
」

〔
奥
書
〕「
參
學
比
丘
慧
廣
化
到
寳
鈔
伍
兩
／
參
學
弟
子
程
普
覺

丁　

堅　

顧　

覺
通
／
女
弟
子
朱
氏
妙
慧
共
捨
寳
鈔
伍

兩
／
小
師　

嗣
源　

嗣
本　

募
縁
重
新
刊
／
行
庶
廣
流

通
至
元
己
卯
（
十
六
年
・
一
二
七
九
）
中
秋
日
謹
識
」

〔
印
記
〕
巻
首
・
巻
尾
、
本
編
第
一
丁
オ
、「
兩
足
院
」（
朱
陰
長

方
飾
枠
）、
巻
首
に
鼎
印
（
印
文
未
詳
、
朱
陽
印
）、
本
編
第

一
丁
オ
、「
禪
門
」（
朱
陰
長
方
印
）

〔
書
入
〕
朱
点
・
朱
引
あ
り

〔
備
考
〕
無
門
慧
開
（
一
一
八
三
～
一
二
六
〇
）
は
中
国
・
南
宋
時

代
の
人
。
無
門
が
著
わ
し
た
公
案
集
、『
無
門
関
』
は
、

日
本
の
禅
林
に
お
い
て
『
碧
巌
録
』
と
同
様
に
重
要
視

さ
れ
た

本
書
は
そ
の
語
録
。
中
国
・
元
時
代
、
至
元
己
卯

（
十
六
年
・
一
二
七
九
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
本
を
日
本
で
覆

刻
し
た
覆
元
刊
本
で
、
鎌
倉
末
の
刊
行
と
み
ら
れ
る

程
公
許
の
序
か
ら
「
建
康
府
保
寧
禪
寺
語
録
」
ま
で
が

刊
本
で
、「
開
山
護
國
仁
王
禪
寺
語
録
」
以
降
は
補
写

小
口
書
「
無
門
録　

全
」

巻
末
に
「
野
狐
□
（
口
偏
に
「
延
」
字
）
唾
」
等
が
認
め

ら
れ
た
短
冊
状
の
紙
が
貼
付
さ
れ
て
い
る

保
管
状
況
か
ら
、
現
在
所
用
目
録
に
お
い
て
、「
第

百
六
十
五
番
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
と
推
定
す
る

が
、
目
録
の
書
名
欄
上
に
ピ
ン
ク
色
で
「
不
足
」
と
書
き

入
れ
ら
れ
て
い
る
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A

 N
o.

：165-10



532

一
二
　
薄
葉
紙
包
（
木
箱
）〔
一
件
一
点
〕

〔
備
考
〕
箱
あ
る
も
破
損
。
そ
の
た
め
薄
葉
紙
を
紙
紐
状
に
し
て

箱
を
一
括
り
に
し
、
該
書
と
一
緒
に
薄
葉
紙
で
包
ま
れ
て
い
る

【
第
百
六
十
八
番
】

24　
　

西
山
西
禅
寺
入
寺
法
語
：［
大
圭
和
尚
語
録
］　

写
本　

一
冊

［
大
圭
宗
价
］
撰

袋
綴
装
（
四
つ
目
綴
、
綴
紐
脱
落
ぎ
み
）　

焦
茶
色
表
紙

二
五
・
七
×
一
八
・
六　

二
十
六
丁
、
表
紙
二
紙

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
一
行
か
ら
十
四
行
程
度

〔
外
題
〕「
西
山
西
禅
寺
入
寺
法
語
」（
表
紙
左
上　

直
書
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
西
山
西
禅
寺
入
寺
法
語
」

〔
奥
書
〕「
以
上
廿
六
丁
」

〔
備
考
〕
成
立
は
室
町
ご
ろ
と
推
測
さ
れ
る

内
容
は
、
西
山
西
禅
寺
入
寺
法
語
、
萬
年
山
真
如
禅

寺
入
寺
法
語
、
東
山
建
仁
禅
寺
語
録
（
享
徳
甲
戌
三
年

〈
一
四
五
四
〉
八
月
十
七
日
）
で
構
成

表
紙
見
返
し
に
当
院
第
二
十
世
・
後
藤
東
㝔
師
に

よ
る
、「
一
山
―
雪
村
―
太
清
―
叔
英
―
大
圭
／
建
仁

百
八
十
六
世
・
大
圭
和
尚
、
名
宗
价
、
嗣
／
叔
英
宗
播
、

播
嗣
太
清
渭　

松
蔭
軒
／
昭
和
五
年
二
月
三
日
節
分
於
／

尊
天
堂
番
所　

龍
宗
識
」
の
貼
紙
（
墨
書
）
あ
り

小
口
書
、「
西
山
入
寺
語
」「
大
圭
」（
異
筆
）
の
墨
書

現
在
所
用
目
録
の
「
第
百
六
十
八
番
」
上
の
貼
紙
に
著

録本
書
を
収
納
す
る
薄
葉
紙
に
は
、「
四
七
、
西
山
西
禅

寺
入
寺
語　

両
足
院
藏
／
壱
冊
」
と
墨
書
の
あ
る
和
紙
の

短
冊
が
同
封
さ
れ
る

十
七
丁
裏
に
、「
徳
政
令
の
事
（
朱
書
）　

建
（
朱
印
）」

と
い
う
付
箋
紙
が
あ
り
、
そ
の
部
分
に
は
、「
天
下
徳
政

之
群
賊
蜂
起
故
爾
云
／
由
寺
中
徳
政
之
紛
争
而
九
月
十
九

日
暫
退
席
、
及
十
一
月
而
歸
住
」
と
誌
さ
れ
る

ZD
A

 N
o.

：168-54

一
三
　
薄
葉
紙
包
（
木
箱
）〔
三
件
三
点
〕

〔
備
考
〕
蓋
箱
は
破
損
し
て
天
板
の
一
部
の
み
で
、
身
箱
は
あ
る

も
の
の
蓋
箱
と
一
具
で
は
な
く
若
干
小
さ
い
。
現
状
は
、

身
箱
に
図
書
を
入
れ
て
、
上
に
天
板
を
置
き
、
そ
の
上

か
ら
薄
葉
紙
で
包
ま
れ
て
い
る

蓋
箱
天
板
に
「
大
燈
國
［　
　

］
／
一
漚
［　
　

］」

と
、「
拈
香
［　
　

］」
の
付
箋
紙
あ
り
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【
第
百
六
十
八
番
】

(61)　
　

大
燈
国
師
行
状
：［
付
通
翁
鏡
円
記
録
抜
萃
］　

写
本　

一
冊

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）　

共
紙
表
紙

二
四
・
七
×
一
九
・
一　

十
四
丁
、
表
紙
一
紙

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
行
・「
大
燈
國
師
行
状
」：
一
行
二
十

字
、「
普
照
大
光
國
師
百
年
忌
陞
座
…
」
以
降
：
一
行

二
十
一
字

〔
外
題
〕「
大
燈
國
師
行
状
」（
表
紙
左
上　

直
書
、
墨
書
）

〔
文
首
〕「
大
燈
國
師
行
状
／
大
應
國
師
、
唱
臨
斉

（
マ
マ
）宗

旨
、
於
横

嶽
・
萬
寿
・
建
長
也
。
幾
乎
四
…
」

〔
文
尾
〕「
…
慈
誨
／
於
是
名
延
暦
寺
講
師
曰
宗
山
」

〔
書
入
〕
朱
点
、
一
部
に
朱
引
と
注
記
あ
り

〔
備
考
〕
成
立
は
、
室
町
時
代
末
期
か
ら
近
世
初
期
あ
た
り
と
推

測
さ
れ
る

内
容
は
、
大
燈
国
師
（
宗
峰
妙
超
）
行
状
／
春
作
禅
興

撰
、
普
照
大
光
国
師
（
通
翁
鏡
円
）
百
年
忌
陞
座
就
于
正

眼
禅
院
／
大
愚
性
智
撰
、
大
光
国
師
自
賛
、
大
光
国
師
与

東
寺
虎
聖
宗
論
、
同
影
之
賛
、
南
禅
正
眼
院
大
光
国
師
与

東
寺
虎
聖
問
答
（
後
欠
カ
）
で
構
成
。「
大
燈
国
師
行
状
」

は
『
続
群
書
類
従
』
巻
第
二
百
三
十
（
第
九
輯
下
）
に
収

録

現
在
所
用
目
録
の
書
名
の
右
に
鉛
筆
書
き
で
、

「
百
六
十
九
ノ
南
禅
寺
記
ニ
入
ル
」
と
書
き
込
み
が
あ

り
、『
南
禅
寺
記
』
の
書
名
の
下
に
同
じ
く
鉛
筆
書
き
で
、

「〈
大
燈
國
師
行
状
／
百
六
十
八
ゟ
〉」
と
あ
る
が
、
現
状

と
は
一
致
し
な
い

冊
首
に
、「
七　

大
燈
國
師
行
状　

両
足
院
藏
／
壱
冊
」

と
墨
書
さ
れ
た
短
冊
と
、
片
面
に
「
史
七
／
大
燈
國
師
行

状
」（
墨
書
）
と
あ
り
、
も
う
片
面
に
「
百
六
十
八
（
墨

書
）
／
京
都
東
山
建
仁
寺
塔
頭
／
両
足
院
（
印
）」
と
あ

る
荷
札
、
ま
た
、「
未
／2010.10

」
と
鉛
筆
書
き
さ
れ
た

和
紙
の
短
冊
が
入
る

ZD
A

 N
o.

：168-6

(62)　
　

拈
香
下
火
等
：［
無
等
和
尚
法
語
集
］　

写
本　

一
冊

［
無
等
以
倫
］
撰

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）　

後
補
表
紙
（
カ
）

二
二
・
二
×
一
三
・
七　

四
十
七
丁
、
表
紙
二
紙

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
八
行
・
一
行
二
十
字

〔
外
題
〕「〈
拈
香
／
下
火
〉
等
／
二
本
□
内
」（
表
紙
左
上　

直
書
、

墨
書
）



534

〔
文
首
〕「
大
日
本
国
山
城
州
京
師
居
住
奉
佛
弟
子
…
」

〔
文
尾
〕「
…
一
念
若
回
光
、
五
障
忽
解
脱
」

〔
書
入
〕
一
部
朱
点
・
朱
引
あ
り

〔
備
考
〕
作
者
の
当
院
第
二
世
・
無
等
以
倫
は
、
伊
藤
東
慎
師
の

『
黄
龍
遺
韻
』（
両
足
院
、
一
九
五
七
年
）
に
よ
る

成
立
は
、
室
町
時
代
と
推
測
さ
れ
、
自
筆
の
可
能
性
も

あ
る伝

に
よ
る
と
、
無
等
は
摂
津
の
広
厳
寺
の
住
持
を
し
た

の
ち
、
知
足
院
の
守
塔
と
な
っ
た
と
の
こ
と
だ
が
、
本
書

も
、
応
安
元
年
（
一
三
六
八
）
九
月
二
十
七
日
に
広
厳
寺

で
行
わ
れ
た
と
い
う
「
佛
日
燄
慧
禅
師
明
極
和
尚
三
十
三

年
忌
拈
香
」
法
語
が
掲
載
さ
れ
、
そ
れ
以
降
に
行
わ
れ
た

知
足
院
等
で
の
法
語
が
確
認
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
、
無
等

の
伝
記
と
一
致
し
て
い
る

ま
た
、
至
徳
二
年
（
一
三
八
五
）
に
行
わ
れ
た
と
い
う

「
知
足
院
彌
勒
佛
點
眼
」
で
は
、「
先
師
真
源
大
照
禅
師

（
龍
山
徳
見
）
塔
處
／
東
山
知
足
禅
院
、
相
共
守
塔
比
丘
、

立
岩
本
公
座
元
撰
擇
／
良
工
刻
彫
厳
飾
弥
勒
尊
像
、
以
安

置
于
本
院
」
と
み
え
る
。
こ
の
「
立
岩
本
公
」
は
、
無
等

と
同
じ
龍
山
徳
見
の
法
嗣
の
立
岩
寿
本
と
推
定
さ
れ
、
初

期
知
足
院
の
様
子
を
物
語
っ
て
お
り
、
重
要
で
あ
る

表
紙
見
返
し
に
は
、「
拈
香
下
火
集
」
と
墨
書
さ
れ
た

付
箋
紙
と
、「
五
二
、
拈
香
下
火
集　

壱
冊　

両
足
院
藏
」

と
墨
書
さ
れ
た
和
紙
の
短
冊
が
貼
付
さ
れ
て
い
る

ZD
A

 N
o.

：168-62

(71)　
　

一
漚
余
滴　

写
本　

一
冊

中
巌
円
月
撰

袋
綴
装
（
四
つ
目
綴
）　

茶
色
刷
毛
目
横
縞
表
紙

二
五
・
二
×
一
九
・
五　

十
五
丁
、
表
紙
二
紙

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
三
行
・
一
行
十
九
字

〔
外
題
〕「
一
漚
餘
滴
」（
表
紙
左
上　

書
き
題
簽
）

〔
首
題
〕「
一
漚
餘
滴
」

〔
印
記
〕
巻
首
右
下
「
□
／
□
」（
朱
陽
方
印
・
印
記
未
詳
）

〔
書
入
〕
一
部
に
朱
点
・
朱
引
あ
り

〔
備
考
〕
玉
村
竹
二
編
『
五
山
文
学
新
集
』
第
四
巻
（
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
七
〇
年
）
所
収

ま
た
、
同
書
に
お
い
て
、
上
村
観
光
編
『
五
山
文
学
全

集
』
第
二
巻
に
も
、
両
足
院
蔵
本
の
「
東
海
一
漚
餘
滴
」

が
掲
載
さ
れ
る
が
、
本
書
と
は
内
容
が
異
な
る
も
の
で
あ

り
、
現
在
こ
の
本
が
蔵
書
の
中
に
存
在
し
て
い
な
い
と
す
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る
玉
村
氏
の
指
摘
が
あ
る
が
、
今
回
の
調
査
で
も
同
様
の

結
果
を
得
た
の
で
付
記
し
て
お
く

冊
首
に
、「
一
、一
漚
餘
滴　

壱
冊　

両
足
院
藏
」
と
墨

書
さ
れ
た
短
冊
と
、
片
面
に
「
一
六
八
」（
墨
書
）
と
あ

り
、
も
う
片
面
に
「
京
都
東
山
建
仁
寺
塔
頭
／
両
足
院

（
印
）」
と
あ
る
荷
札
が
入
る

ZD
A

 N
o.

：168-42

一
四
　
黒
塗
箱
〔
七
件
七
点
〕

〔
備
考
〕
収
納
さ
れ
て
い
る
七
件
の
う
ち
、
六
件
は
料
紙
二
折

（
一
紙
形
態
）
で
、
紙
帯
な
ど
で
一
括
り
と
な
っ
て
い
る

ま
た
、
四
件
で
紙
背
文
書
が
確
認
で
き
る
が
、
も
と
袋

綴
装
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
り
、
故
意
に
綴
じ
糸
が
外
さ

れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

【
第
百
六
十
八
番
】

(63)　
　

攅
柬
：［
入
寺
疏
語
集
］　

写
本　

一
括

一
紙
形
態
（
紙
帯
括
り
）　

共
紙
表
紙

二
六
・
八
×
二
二
・
五　

三
十
七
紙

〔
本
文
〕
漢
字

〔
外
題
〕「
攅
囂
」（
表
紙
左
上　

直
書
、
墨
書
）

〔
文
首
〕「
松
壑
西
堂
□
（
住
）
建
仁
山
門
［　
　

］
／
去
年
印
今

年
印
…
」

〔
文
尾
〕「
…
今
朝
四
月
初
一　

世
尊
不
説
ニ
鵓
鳩
樹
上
鳴
〈
□

□
□
〉　

特
謂
□
□
無
覓
處
、
誰
知
轉
□
□
〈
□
／
來
〉」

〔
印
記
〕
巻
首
右
下
に
二
箇
所
あ
る
も
、
墨
抹
の
た
め
不
詳

〔
書
入
〕
部
分
的
に
朱
点
・
朱
引
あ
り

〔
備
考
〕
現
在
所
用
目
録
、「
第
百
六
十
八
番
」
に
著
録
さ
れ
る

「
攅
東
（
写
）　

一
」
カ
。
た
だ
し
、
外
題
の
「
囂
」
字

は
、「
东
」
と
は
別
字
で
、「
柬
」
の
略
字
と
思
わ
れ
る

内
容
は
、
前
半
は
入
寺
疏
（
山
門
・
諸
山
・
江
湖
・
同
門

な
ど
）、
後
半
は
「
元
旦
」
や
「
祖
忌
」
な
ど
の
項
目
に

お
け
る
語
録
か
ら
の
抄
録
と
な
っ
て
お
り
、
松
壑
西
堂
住

建
仁
入
寺
疏
（
山
門
・
諸
山
・
道
旧
・
江
湖
・
同
門
）、
常

庵
西
堂
住
建
仁
江
湖
、
圭
甫
西
堂
住
東
福
江
湖
、
前
真
如

芳
卿
西
堂
住
東
福
諸
山
、
少
蕙
和
尚
住
相
国
諸
山
、
曇
英

西
堂
住
宝
林
山
門
、
東
嶺
西
堂
住
真
如
同
門
、
東
輝
西

堂
住
建
仁
入
寺
疏
（
山
門
・
諸
山
・
道
旧
・
江
湖
・
同
門
）、

河
清
西
堂
住
建
仁
入
寺
疏
（
山
門
・
道
旧
・
江
湖
・
同
門
）、

蘭
室
和
尚
住
建
長
江
湖
疏
で
構
成
さ
れ
、
表
紙
見
返
し

に
、「
松
□
建
仁
入
門
仏
事
」
と
「
東
輝
建
仁
入
門
仏
事
」
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法
語
が
誌
さ
れ
る

ま
た
、
紙
背
文
書
が
確
認
で
き
、
そ
の
中
に
は
「
永
□

（
瑾
カ
）（
花
押
）
／
識
廬
（
別
の
文
書
で
は
「
十
如
院
」）」

や
、
知
足
院
・
霊
泉
院
の
名
前
の
あ
る
「
贈
進
祖
忌
奉
加

錢
…
周
□
（
花
押
）」
と
み
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ

の
「
永
□
」
が
十
如
院
の
雪
嶺
永
瑾
で
あ
る
な
ら
ば
、
室

町
後
期
あ
た
り
の
も
の
と
推
定
可
能
と
思
わ
れ
る

虫
損
あ
り

ZD
A

 N
o.

：168-63

(67)　
　

先
師
文
集
：［
水
拙
文
集
残
欠
］　

写
本　

一
括

［
祖
渓
徳
濬
］
撰

一
紙
形
態
（
紙
帯
括
り
）　

素
紙
表
紙
（
後
補
表
紙
カ
）

二
三
・
七
×
二
〇
・
四　

十
一
丁
、
表
紙
一
紙

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
七
行
・
一
行
二
十
三
字
か
ら
二
十
九

字
程
度
、
不
定

〔
外
題
〕「
先
師
／
文
集
」（
表
紙
左
上　

直
書
、
墨
書
）、「
春
沢
乎
／

□
□
和
尚
ヲ
云
」（
表
紙
右　

小
字
墨
書
）

〔
文
首
〕「［　
　

］
望
。
灯
下
執
筆
。
病
眼
有
花
。
字
々
欹
斜
。

勿
怪
也
。
万
祝
若
／
［　

］
嗇
。
不
宣
／
与
慈
視
／
爾

来
音
耗
不
嗣
…
」

〔
文
尾
〕「
…
有
客
掀
□
而
坐
。
□
（
恋
）
山
而
来
耶
。
背
山
而

［　
　
　
　
　

］
倘
非
楽
山
□
水
者
。
不
可
」

〔
書
入
〕
朱
点
・
朱
引
あ
り

〔
備
考
〕
本
来
、『
水
拙
文
集
』
は
、
手
簡
、
説
、
記
、
雑
文
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
は
手
簡
の
後
半
か
ら
記

の
中
ほ
ど
ま
で
の
残
欠
本

手
簡
の
み
「
水
拙
手
簡
」
と
し
て
『
続
群
書
類
従
』
巻
第

三
百
五
十
八
（
第
十
三
輯
下
）
に
所
収

現
在
所
用
目
録
、「
第
百
六
十
八
番
」
に
「
先
師
文
集

（
写
）　

一
」
と
著
録

虫
損
あ
り

ZD
A

 N
o.

：168-19

【
第
百
七
十
番
】

[2]　
　

嬾
室
語
録
：［
仲
方
和
尚
語
録
］　

写
本　

一
括

［
仲
芳
円
伊
］
撰

一
紙
形
態
・
紙
帯
括
り　

共
紙
表
紙

二
九
・
五
×
二
一
・
七　

六
十
五
紙

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
三
行
・
一
行
二
十
一
字
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〔
首
題
〕「
嬾
室
語
録
」

〔
文
首
〕「
○
佛
祖
諸
讃
／
出
山
像
」

〔
文
尾
〕「
…
即
答
他
道
、
今
日
四
月
八
日
」

〔
書
入
〕
部
分
的
に
朱
点
・
朱
引
あ
り

〔
備
考
〕
も
と
袋
綴
装
と
思
わ
れ
る
が
、
綴
じ
糸
が
外
さ
れ
、
紙

帯
で
一
括
り
に
さ
れ
て
い
る

建
仁
寺
長
慶
院
開
基
・
仲
芳
円
伊
（
一
三
五
四
～
一
四
一

三
）
の
語
録

内
容
は
、「
懶
室
漫
稿
」（『
五
山
文
学
全
集
』
第
三
巻
、

所
収
）
の
「
佛
祖
讚
」
以
降
に
み
ら
れ
る
が
、
若
干
の
異

同
が
あ
る

後
半
、
虫
損

ZD
A

 N
o.

：170-2

【
番
外
】

5　
　
［
月
舟
和
尚
作
品
集
］　

写
本　

一
括

［
月
舟
寿
桂
］
撰

一
紙
形
態
・
紙
帯
括
り　

二
五
・
五
×
二
一
・
五　

四
十
八
紙

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
行
か
ら
十
三
行
・
一
行
十
八
字
か
ら

二
十
一
字
程
度
、
不
定

〔
文
首
〕「
答
祖
渓
書
／
僕
去
歳
夏
、
以
事
適
越
…
」

〔
文
尾
〕「
…
不
知
何
人
為
公
作
詩
、
莫
愧
梅
花
下
之
僧
」

〔
備
考
〕
も
と
袋
綴
装
と
み
ら
れ
る
が
、
綴
じ
糸
が
外
さ
れ
、
紙

帯
で
一
括
り
に
さ
れ
て
い
る

建
仁
寺
一
華
院
開
基
・
月
舟
寿
桂
（
一
四
七
〇
～

一
五
三
三
）
の
作
品
集

月
舟
の
作
品
は
、
四
六
文
集
で
あ
る
『
幻
雲
稿
』
や

『
幻
雲
文
集
』
な
ど
、
後
人
に
よ
っ
て
分
類
・
整
理
さ
れ

て
い
る
が
、
本
書
は
そ
れ
ら
が
未
整
理
の
ま
ま
混
在
し
て

い
る
。
ま
た
文
首
の
「
答
祖
渓
書
」
は
続
群
書
類
従
本
で

は
「
復
祖
渓
老
人
書
」
と
題
が
改
め
ら
れ
て
い
る
な
ど
、

多
く
の
異
同
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
写
本
は
後

人
に
よ
る
編
纂
前
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る

さ
ら
に
、
こ
の
史
料
に
は
紙
背
文
書
が
存
在
し
、「
永

源
庵
／
古
岳
座
元
禅
師
（
建
仁
寺
第
二
八
五
世
・
古
岳
永

淳
）」
等
と
見
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
室
町
後
期
か
ら
近
世

初
期
ぐ
ら
い
ま
で
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
宛
所
に
は

「
蔵
春
軒
」
と
「
永
源
庵
」
に
宛
て
た
も
の
が
多
い
。
蔵

春
軒
は
清
住
院
の
寮
舎
の
名
称
で
あ
る
と
と
も
に
、『
東

山
建
仁
禅
寺
并
諸
塔
頭
略
記
』（「
第
三
十
六
番
」
三
十
二

号
）
に
よ
る
と
、
永
源
庵
の
寮
舎
（
細
川
元
有
〔
幽
斎
の
祖
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父
〕
の
建
立
）
と
し
て
も
確
認
で
き
る
た
め
、
特
に
こ
こ

に
関
し
て
は
、
注
意
深
く
考
察
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ

る
と
思
わ
れ
る

ZD
A

 N
o.

：
番
外-5

6　
　

倒
々
痾
：［
秉
払
法
語
集
］　

写
本　

一
括

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）　

共
紙
表
紙

二
六
・
五
×
二
一
・
六　

十
九
丁
、
表
紙
二
紙

〔
本
文
〕
漢
文

〔
外
題
〕「
倒
々
痾
」（
表
紙
左
上　

直
書
、
墨
書
）、「
遵
首
座
〈
西

來
派
〉
代
鉄
叟
和
尚　

防
州
惠
竺
首
座
〈
同
派　

二
會
〉

／
藝
州
玄
棟
首
座
〈
中
峯
派
／
二
會
〉　

防
州
玄
策
首
座

〈
西
來
派
／
二
會
〉
／
宗
悦
首
座
〈
妙
心
派
／
二
會
〉　

承

祥
第
一
座
〈
嵯
峨
派　

二
會
〉
／
元
真
首
座
〈
西
來
院

　

二
會
〉　

紹
益
首
座
〈
關
山
派　

□
（
二
）
會
〉
／
昌

演
首
座
〈
中
峯
派　

二
會
〉」（
表
紙
中
央　

墨
書
）、「
秉

払
」（
表
紙
右　

墨
書
）

〔
文
首
〕「
索
話
／
煎
西
來
百
尺
井
…
」

〔
文
尾
〕「
…
□
云
、
巣
父
不
牽
牛
、
許
由
不
洗
耳
」

〔
印
記
〕
表
紙
中
央
あ
た
り
に
朱
鼎
印
（
印
文
未
詳
）

〔
書
入
〕
朱
点
・
朱
引
、
本
文
中
に
朱
で
書
き
入
れ
あ
り

〔
備
考
〕
秉
払
法
語
を
集
め
た
作
品
で
、
江
戸
時
代
前
期
ご
ろ
の

成
立内

容
は
、
紹
益
首
座
（
三
江
紹
益
・
高
台
寺
開
山
）、
防

州
恵
竺
首
座
（
乾
龍
恵
竺
・
建
仁
寺
如
是
院
）、
芸
州
玄
棟

首
座
（
充
甫
玄
棟
・
洞
春
寺
第
二
世
）、
防
州
玄
策
首
座

（
建
仲
玄
策
・
妙
玖
寺
第
二
世
）
な
ど
、
安
土
桃
山
時
代
か

ら
江
戸
時
代
前
期
に
活
躍
し
た
僧
た
ち
の
法
語
が
収
録
さ

れ
て
い
る

ZD
A

 N
o.

：
番
外-6

7　
　

百
官
鈔
：
官
職
淵
源　

写
本　

一
括

［
林
宗
和
］
筆
（
カ
）

一
紙
形
態
（
紙
紐
括
り
）　

共
紙
表
紙

二
六
・
八
×
二
二
・
七　

三
十
九
紙
（
含
表
紙
二
紙
）

〔
本
文
〕
漢
字
カ
タ
カ
ナ
交
じ
り　

毎
半
葉
十
二
行
か
ら
十
五
行

〔
外
題
〕「
宦
職
淵
源
」（
表
紙
左
上　

直
書
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
百
□
（
官
）
鈔
上
」

〔
尾
題
〕「
百
官
鈔
畢
」

〔
奥
書
〕「
天
文
八
年
己
亥
（
一
五
三
九
）
壬
六
月
廿
日
終
功
畢　
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於
南
都
法
隆
寺
瓦
坊
□
／
于
時
太
子
伝
講
談
□
五
度
之

時
也　
　

宗
和
」

〔
備
考
〕
本
書
は
、
官
職
等
に
つ
い
て
の
注
釈
書
で
、
奥
書
に
よ

る
と
林
宗
和
の
書
写
本
。
ま
た
奥
書
の
日
付
に
よ
る
と
、

両
足
院
本
『
毛
詩
抄
』
と
同
時
期
の
書
写
と
な
る

本
編
冒
頭
五
紙
の
み
清
書
さ
れ
た
も
の
か
、
紙
質
や
書

か
れ
方
が
異
な
る

そ
の
清
書
部
分
以
外
に
は
紙
背
文
書
が
あ
り
、
宛
所
に

は
「
宗
和
殿
」「
宗
和
入
道
」「
破
關
齋
」
な
ど
が
、
差
出

に
は
「
紹
長
（
花
押
）」
な
ど
が
確
認
で
き
る

瓦
坊
は
、
管
見
に
よ
る
と
法
隆
寺
別
当
の
居
住
す
る
坊

で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
時
期
の
宗
和
の
事
績
や
、
そ

の
交
友
関
係
等
が
う
か
が
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る

昭
和
法
宝
総
目
録
本
で
は
、「
第
百
四
十
六
番
」
に
著

録
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
所
用
目
録
に
は
未
掲
載

ZD
A

 N
o.

：
番
外-7

8　
　
［
伝
庵
和
尚
大
徳
寺
視
篆
法
語
］　

写
本　

一
括

［
伝
庵
宗
器
］
撰

一
紙
形
態
（
紙
帯
括
り
）　

共
紙
表
紙

二
五・五
×
二
二・〇　

十
六
紙
（
含
表
紙
二
紙
、
後
遊
び
紙
一
紙
）

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
九
行
か
ら
十
二
行

〔
外
題
〕「
視
篆
語
／
傳
菴
入
寺
法
語　
　

全
」（
表
紙
左
上　

直

書
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
本
寺
視
篆
拙
語　

傳
菴
」

〔
印
記
〕
首
題
部
分
「
兩
足
院
」（
朱
陰
長
方
飾
枠
）

〔
書
入
〕
朱
点
・
朱
引
あ
り

〔
備
考
〕
も
と
袋
綴
装
と
思
わ
れ
る
が
、
綴
じ
糸
が
外
さ
れ
、
紙

帯
で
一
括
り
に
さ
れ
て
い
る

伝
庵
宗
器
（
？
～
一
五
三
三
）
は
大
徳
寺
第
八
十
八
世
。

本
書
は
、
伝
庵
の
大
徳
寺
入
寺
式
の
法
語
を
収
め
た
も

の
。
入
寺
法
語
の
尾
に
「
大
永
八
歳
（
一
五
二
八
）
四
月

十
二
日
」、
退
院
上
堂
の
尾
に
「
大
永
八
年
四
月
十
四
日

退
院
畢
」
と
あ
り
、
具
体
的
な
日
時
が
判
明
す
る

真
珠
庵
本
（『
大
徳
寺
禅
語
録
集
成
』
第
三
巻
所
収　

大
本

山
大
徳
寺
、
一
九
八
九
年
）
に
は
、
登
座
の
下
に
「
忘
却
此

語
故
小
参
釣
語
及
之
」
と
あ
る
が
、
本
書
で
は
こ
の
部
分

は
見
ら
れ
な
い
。
ち
な
み
に
真
珠
庵
本
で
は
、
こ
れ
に
続

け
て
「
山
門
疏　

常
庵
筆
」
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る

ま
た
、
紙
背
文
書
が
確
認
で
き
る
。
宛
所
に
は
春
松

院
と
み
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、
春
松
院
は
以
天
宗
清
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（
一
四
七
二
～
一
五
五
四
）
が
名
乗
っ
て
い
た
寺
院
名
で
あ

り
、
伝
庵
と
同
時
代
、
室
町
後
期
の
も
の
と
推
測
す
る
こ

と
も
可
能
か
と
考
え
る

現
在
所
用
目
録
の
「
第
百
七
十
一
番
」
に
著
録
さ
れ
る

「
視
篆
拙
語
（
写
）　

一
」
カ

ZD
A

 N
o.

：
番
外-8

一
五
　
木
箱
〔
二
件
二
点
〕

〔
備
考
〕
蓋
箱
天
板
の
右
上
に
「
第
百
六
拾
八
番
」、
左
上
に

「
花
上
集
／168

大
雅
遺
韻　

1
冊
」、
側
面
に
「168

　

大
雅
遺
韻
（
写
）
一
冊
／168　

以
篤
禅
師
（
写
）　

一

冊
」
の
貼
紙
あ
り

【
第
百
六
十
八
番
】

(64)　
　

信
仲
篤
禅
師
疏
：［
以
篤
禅
師
疏
］　

写
本　

一
冊

信
仲
明
篤
（
以
篤
）
撰

袋
綴
装
（
四
つ
目
綴
）　

右
上
か
ら
左
下
へ
の
柿
渋
刷
毛
目
表
紙

（
後
補
、
高
峰
東
晙
カ
）

二
五
・
八
×
二
一
・
八　

七
十
六
丁
、
表
紙
二
紙

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
三
行

〔
外
題
〕「［　
　

］（
信
仲
）
篤
禅
師
疏
」（
表
紙
左
上　

書
き
題
簽
、

墨
書
、
高
峰
東
晙
筆
）

〔
文
首
〕「
山
門
疏　

日
本
釈　

以
篤　

信
仲
／
大
愚
和
尚
住
恵

日
…
」

〔
文
尾
〕「
…
况
是
丈
人
之
行
力
、
興
先
業
母
負
遠
期
」

〔
印
記
〕
巻
首
、「
兩
足
院
」（
朱
陰
長
方
飾
枠
）

〔
備
考
〕
信
仲
以
篤
は
明
篤
と
も
い
い
、
聖
一
派
の
人
。
四
六
文

の
作
成
に
秀
で
、
惟
肖
得
巌
や
江
西
龍
派
等
と
並
び
称

さ
れ
た
と
い
う
。
本
書
は
、
そ
の
信
仲
の
四
六
文
集

昭
和
法
宝
総
目
録
本
で
は
「
第
四
十
二
番
」
に
「
信
仲

疏
〈
寫
〉　

一
」、
現
在
所
用
目
録
で
は
「
百
六
十
八
番
」

に
「
以
篤
禪
師
疏
〈（
写
）〉　

一
」
と
記
載
さ
れ
る

こ
の
書
は
、
当
院
第
十
三
世
・
高
峰
東
晙
に
よ
っ
て

改
装
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
外
題
に
つ
い
て
は
、

「
篤
」
以
上
が
剥
落
し
て
い
る
た
め
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

「
篤
」
字
の
上
は
二
字
程
度
の
空
き
で
あ
り
、
か
つ
二
文

字
目
に
人
偏
ら
し
き
部
分
が
見
え
る
の
で
、
こ
の
書
も
、

高
峰
が
よ
く
用
い
た
道
号
に
法
名
の
系
字
を
省
い
た
下
字

の
み
を
連
ね
て
「
禅
師
」
を
付
け
る
命
名
法
（
こ
の
命
名

法
に
つ
い
て
は
、
玉
村
竹
二
氏
の
「
惟
肖
巌
禅
師
疏
」
の
解
説

〈「
惟
肖
得
巖
集
解
題
」「
二　

諸
本
」
10　
『
五
山
文
学
新
集
』
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第
二
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
八
年
〉
な
ど
）
を
用

い
て
命
名
さ
れ
、
題
簽
が
認
め
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る

本
編
は
、
室
町
後
期
の
寄
合
書
に
よ
る
筆
写
と
み
ら

れ
、
小
口
書
に
「
信
仲
疏
」
と
あ
る

前
遊
び
紙
（
も
と
見
返
し
カ
）
表
左
上
に
「
二
二
、
以
篤

禅
師
疏　

両
足
院
藏
／
壱
冊　

一
六
八
」
と
墨
書
さ
れ
た

短
冊
状
の
和
紙
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る

冊
首
に
「
以
篤
禅
師
疏
（
写
）
１
冊
」
と
あ
る
和
紙

と
、
片
面
に
「
集
22
／
以
篤
疏
壱
冊
」
も
う
片
面
に

「
百
六
十
八
／
京
都
東
山
建
仁
寺
塔
頭
／
両
足
院
」
と
あ

る
荷
札
あ
り

ZD
A

 N
o.

：168-16

(65)　
　

花
上
集
：［
大
雅
遺
韻
］　

写
本　

一
冊

文
挙
国
契
（
文
挙
契
選
）
編

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）　

共
紙
表
紙

前
半
：
二
七
・
八
×
一
九
・
八
、
後
半
：
二
三
・
六
×
一
七
・
八　

二
十
三
丁
、
表
紙
二
紙

〔
本
文
〕
漢
字　

丁
表
面
毎
半
葉
十
一
行
、
裏
面
十
行

〔
外
題
〕「
大
雅
遺
韻
」（
表
紙
左
上　

書
き
題
簽
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
花
上
集
」

〔
印
記
〕
巻
首
「
兩
足
院
」（
朱
陰
長
方
飾
枠
）、
題
簽
「
竹
／
□
」

（
朱
陰
円
印
）

〔
書
入
〕
部
分
的
に
朱
点
・
朱
引
あ
り

〔
備
考
〕
室
町
時
代
の
詩
集

内
容
は
、
義
堂
周
信
や
絶
海
中
津
等
、
二
十
人
の
詩

が
十
首
ず
つ
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
成
立
は
彦
龍
周

興
の
序
に
「
享
酉
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
長
享
三

年
（
一
四
八
九
）
と
み
ら
れ
る
。『
続
群
書
類
従
』
巻
第

三
二
〇
（
第
十
二
輯
上
）
に
掲
載

編
者
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
「
文
挙
国
契
」
と
さ
れ

る
が
、
序
に
「
玉
府
文
舉
少
年
」
と
あ
る
の
み
で
、「
国

契
」
の
名
は
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、『
東
山
歴
代
』（
高

峰
東
晙
撰
、
両
足
院
蔵
）
に
は
「
文
挙
〈
契
〉
選　

越
雪

住
光
音
山
門
疏
紫
岩
下
○
花
山
集
ヲ
選
フ
人
乎
」
と
あ

り
、
ま
た
玉
村
竹
二
氏
の
『
五
山
禪
僧
傳
記
集
成
』（
思

文
閣
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）
や
、
市
木
武
雄
氏
の
『
五
山
文

学
用
語
辞
典
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
二
年
）
等

に
お
い
て
も
同
人
と
記
載
し
て
い
る
た
め
、（　
）
内
に

補
記
し
た

本
書
は
、
序
文
か
ら
「
謙
巌
」
ま
で
は
他
本
と
同
じ
だ



542

が
、
そ
の
次
が
「
鄂
隠
」、「
惟
肖
」
と
い
う
順
番
に
な
っ

て
お
り
、「
惟
肖
」
以
降
は
鈔
配
。
ま
た
、
こ
の
部
分
は

順
番
が
ま
っ
た
く
他
本
と
異
な
っ
て
お
り
、
若
干
異
同
も

あ
る
よ
う
で
あ
る

さ
ら
に
、『
花
上
集
』
が
終
わ
っ
た
次
の
丁
に
、
杜
甫

の
「
碧
瓦
初
寒
外
」
や
「
晚
涼
看
洗
馬
」
等
を
題
し
た
句

の
残
欠
（
一
丁
の
み
）
が
あ
る
。『
大
雅
遺
韻
』
の
名
称
は

他
本
で
は
確
認
で
き
ず
、
管
見
で
は
こ
の
両
足
院
本
の
み

な
の
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
他
本
に
こ
の
杜
甫
の
詩
の
部
分
は

な
い
。
と
な
る
と
、
こ
の
部
分
が
「
大
雅
遺
韻
」
と
い
う

可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

裏
表
紙
に
は
、
前
半
の
「
惟
肖
」
の
部
分
が
、
裏
返
し

て
使
用
さ
れ
て
い
る

昭
和
法
宝
総
目
録
本
で
は
「
第
五
十
七
番
」
に
著
録

冊
首
に
「
57
大
雅
遺
韻　

花
上
集　

１
冊
」
と
「
168
大

雅
遺
韻
（
写
）
１
冊
」
と
あ
る
和
紙
が
入
る

ZD
A

 N
o.

：168-18

一
六
　
木
箱
〔
二
件
三
点
〕

〔
備
考
〕「
第
百
六
十
八
番
」、『
竹
居
集
』
同
箱

身
箱
に
「
竹
居
集　

二　

江
西
一
節
集　

一
／

一
六
八
」
の
貼
紙
あ
り

【
第
百
六
十
八
番
】

(66)　
　

江
西
一
節
集　

写
本　

一
冊

心
田
清
播
編

袋
綴
装
（
四
つ
目
綴
）　

香
色
表
紙

二
二
・
二
×
一
六
・
〇　

三
十
一
丁
、
表
紙
二
紙

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
六
行
・
一
行
二
十
字

〔
首
題
〕「
江
西
一
節
集
」

〔
尾
題
〕「
江
西
一
節
集
終
」

〔
備
考
〕
桃
山
時
代
か
ら
江
戸
初
期
の
成
立

玉
村
竹
二
氏
に
よ
る
「
江
西
一
節
集
」
の
解
説
（「
心

田
清
播
集
解
題
」「
二　

諸
本
」
11　
『
五
山
文
学
新
集
』
別
巻

一
）
の
中
に
、「
卷
首
に
『
兩
足
院
』
の
白
文
朱
印
が
あ

る
」
と
記
載
が
あ
る
。
し
か
し
、
該
書
に
お
い
て
は
、
成

立
や
字
数
な
ど
の
特
徴
に
は
合
致
す
る
も
の
の
、
印
記
は

見
ら
れ
な
い

表
紙
右
下
に
「
月
（
カ
）」
の
朱
書
あ
り

ZD
A

 N
o.

：168-49
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一
七
　
木
箱
〔
三
件
三
点
〕

〔
備
考
〕
蓋
箱
に
貼
紙
が
あ
る
も
の
の
、
剥
落
箇
所
が
多
く
確
認
で
き

ず
（「
天
□
〔
葩
〕［　
　

］／［　
　

］
□
□
〔
清
録
カ
〕／［　
　

］）

【
第
百
六
十
八
番
】

(68)　
　

天
葩
雑
集　

写
本　

一
冊

江
西
龍
派
撰　
［
南
江
宗
沅
］
筆

袋
綴
装
（
五
つ
目
綴
）　

薄
茶
色
表
紙

二
七
・
〇
×
二
〇
・
八　

百
五
十
丁
、
表
紙
二
紙

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
七
行
・
一
行
二
十
七
字

〔
首
題
〕「
天
葩
雜
集
」

〔
奥
書
〕「
續
翠
撰
此
集
之
始
、
沅
南
江
書
焉
。
翠
傳
九
渕
。
九

渕
遊
大
明
之
日
、
吾
以
／
先
靈
源
翁
所
寫
、
換
此
一
冊
。

欲
傳
諸
末
世
、
貴
其
始
也
。
統
志
焉
」

〔
印
記
〕
巻
首
、「
兩
足
院
」（
朱
陰
長
方
飾
枠
）、「
即
宗
院
」（
朱

陽
長
方
印
）、
巻
尾
、
識
語
下
、「
正
／
宗
」（
朱
陽
方
印
）、

「
九
／
淵
」（
朱
陽
方
印
）

〔
書
入
〕
朱
点
・
朱
引
あ
り

〔
備
考
〕
江
西
龍
派
（
？
～
一
四
四
六
）
は
、
建
仁
寺
霊
泉
院
開
基

の
一
庵
一
麟
（
一
三
二
九
～
一
四
〇
七
）
の
法
嗣
。
本
書

は
そ
の
抄
録
集
と
み
ら
れ
、
序
・
記
・
書
・
箚
子
・
表
・

策
問
・
伝
・
賛
・
論
・
説
・
祭
文
・
碑
・
跋
・
雑
文
・

録
か
ら
構
成
さ
れ
る

末
尾
の
正
宗
龍
統
（
一
四
二
八
～
一
四
九
八
）
の
奥
書
に

よ
る
と
、
こ
の
書
は
南
江
宗
沅
の
筆
で
、
裏
表
紙
見
返
し

に
、
当
院
第
二
十
世
・
後
藤
東
㝔
師
に
よ
る
、「
京
都
相

国
寺
ノ
禅
僧
ナ
リ
。
宗
沅
字
南
江
ト
云
フ
／
號
ハ
漁
菴
ト

云
、
相
国
寺
ニ
在
リ
テ
詩
名
ア
リ
。
後
／
法
衣
ヲ
脱
シ
テ

俗
ニ
皈
シ
、
和
泉
堺
海
會
寺
／
ニ
寓
シ
漁
菴
ト
號
ス
。
著

作
鷗
巣
集
ア
リ
／
昭
和
庚
午
五
仲
春　

龍
宗
東
㝔
誌
」
の

貼
紙
が
あ
る

ま
た
、
識
語
に
は
、
こ
の
書
は
江
西
龍
派
か
ら
九
淵
龍

賝
（
？
～
一
四
九
八
）
に
伝
来
し
た
が
、
九
淵
が
中
国
・

明
で
遊
学
し
て
い
る
間
に
、
正
宗
に
よ
っ
て
霊
源
翁
（
瑞

巌
龍
惺
・
一
三
八
四
～
一
四
六
〇
）
の
写
し
た
も
の
と
、
こ

の
本
を
交
換
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

小
口
書
「
天
葩
」

冊
首
に
「
五
〇
、
天
葩
雜
集　

壱
冊　

両
足
院
藏
」
と

墨
書
さ
れ
た
短
冊
状
の
和
紙
あ
り

ZD
A

 N
o.

：168-27
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(70)　
　

見
聞
録
：
古
徳
入
寺
語　

写
本　

一
冊

咄
々
子
編

袋
綴
装
（
四
つ
目
綴
）　

左
上
か
ら
右
下
へ
の
柿
渋
の
刷
毛
目
表

紙
（
後
補
表
紙
）

二
四
・
四
×
二
〇
・
〇　

八
十
五
丁
、
表
紙
二
紙
、
遊
び
紙
二
紙

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
五
行

〔
外
題
〕「
見
聞
録
〈
古
徳
入
寺
語
〉（
表
紙
左
上
・
書
き
題
簽
、

墨
書
）

〔
首
題
〕「
見
聞
録
巻
第
一
／
咄
々
子
編
集
」

〔
印
記
〕
巻
首
「
兩
足
院
」（
朱
陰
長
方
飾
枠
）

〔
書
入
〕
朱
点
入
り

〔
備
考
〕
本
書
は
、
入
寺
法
語
を
集
め
た
も
の
で
、
義
堂
周
信
や

絶
海
中
津
を
は
じ
め
四
十
人
以
上
に
よ
る
八
十
以
上
の

語
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
首
題
に
は
「
見
聞
録
巻
第
一
」

と
あ
る
が
、
巻
二
以
降
は
見
ら
れ
な
い

恐
ら
く
当
院
第
十
三
世
・
高
峰
東
晙
師
に
よ
っ
て
改
装

さ
れ
て
お
り
、
題
簽
も
そ
の
時
に
師
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
前
遊
び
紙
表
に
も
、
師
に

よ
る
「
此
編
所
載
之
語
今
其
本
録
泯
滅
不
伝
者
多
矣
如
無

等 

子
喩
（
子
瑜
）
／
履
中 

勉
之 

夢
菴 

草
堂 

大
拙 

遠
芳
等

是
也
／
編
者
咄
々
子
未
詳
誰
人
観
其
所
編
則
蓋
天
文
以
前

之
人
也
」
の
墨
書
が
あ
る

編
者
の
咄
々
子
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
が
、
室
町
後

期
ご
ろ
の
成
立
と
推
測
さ
れ
る

冊
首
に
「
五
三
、
見
聞
錄　

壱
冊　

両
足
院
藏
」
と
墨

書
さ
れ
た
短
冊
状
の
和
紙
あ
り

ZD
A

 N
o.

：168-41

【
番
外
】

9　
　

太
清
和
尚
語
録　

写
本　

一
冊

太
清
宗
渭
撰

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）　

素
紙
表
紙
（
新
補
、
近
代
以
降
）

二
九
・
五
×
二
三
・
七　

五
十
四
丁
、
表
紙
二
紙

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
二
行
か
ら
十
四
行
・
一
行
二
十
三
字

程
度
、
不
定

〔
外
題
〕「
太
清
宗
渭
和
尚
語
録
」（
表
紙
左
上　

書
き
題
簽
、
墨
書
）

〔
文
首
〕「
索
話
／
［　
　

］
句
全
提
、
直
下
更
無
纖
翳
、
千
車

合
轍
、
玄
機
随
処
斉
彰
、
衆
中
…
」

〔
文
尾
〕「
…
十
二
入
十
八
界
、
一
切
万
有
無
非
自
己
、
本
来
面

目
、
本
地
風
光
□
患
今
」

〔
備
考
〕
太
清
宗
渭
（
一
三
二
一
～
一
三
九
一
）
は
、
雪
村
友
梅
の
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法
嗣内

容
は
、
相
州
路
青
龍
山
東
勝
禅
寺
（
語
）、
相
州
路
金

宝
山
浄
智
禅
寺
語
、
播
州
路
赤
松
山
宝
林
永
昌
禅
寺
語

録
、
太
平
興
国
南
禅
寺
入
院
、
南
禅
再
住
、
相
国
承
天
禅

寺
語
録
で
構
成
さ
れ
て
い
る

冒
頭
三
丁
ほ
ど
裏
書
が
見
ら
れ
る
が
、
裏
打
補
修
に

よ
っ
て
確
認
で
き
ず
、
ま
た
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
若
干
の
互

い
違
い
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
も
み
ら
れ
る

表
紙
は
、
近
代
に
な
っ
て
付
さ
れ
た
（
補
修
も
同
時
カ
）

と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
表
紙
右
上
お
よ
び
最
終
丁
裏
の

左
端
に
、「
太
清
和
尚
諱
宗
渭
嗣
法
雪
村
」（
直
書
、
墨
書
）

と
あ
る

現
在
所
用
目
録
に
は
未
収
だ
が
、
昭
和
法
宝
総
目
録
本

で
は
「
第
四
十
六
番
」
に
著
録

ZD
A

 N
o.

：
番
外-9

一
八
　
木
箱
〔
二
件
二
点
〕

〔
備
考
〕「
第
三
十
番
」、『
禅
苑
清
規
総
要
』
同
箱

天
板
右
上
に
「
第
百
六
拾
九
番
」
の
貼
紙
、
右
下
に

「
劔
関
禅
師
語
録　

169

／
禅
苑
清
規　

一
冊　

30

」
の
付

箋
、
身
箱
に
「
劔
関
禅
師
語
録　

一
」
と
「
禅
苑
清
規　

一
」
の
貼
紙
あ
り

【
第
百
六
十
九
番
】

[9]　
　

剣
関
和
尚
語
録　

刊
本
〔
宋
版
〕　

一
冊

（
宋
）
剣
関
子
益
撰　

善
珙
・
徳
修
等
編

線
装
本
（
四
針
眼
）　

黄
色
裂
表
紙
（
後
補
表
紙
）

三
〇
・
〇
×
一
九
・
六　

三
十
八
丁
、
表
紙
二
紙
、
遊
び
紙
：
前

二
紙
・
後
二
紙

〔
匡
郭
〕
左
右
双
辺
・
有
界　

二
〇
・
四
×
一
四
・
三

〔
版
心
〕
序
の
み
双
黒
魚
尾
、
白
口　

下
方
に
「
丁
幾
」

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
行
・
一
行
十
八
字

〔
外
題
〕〔
表
紙
左
上　

無
地
題
簽
貼
付
〕

〔
首
題
〕「
劔
關
和
尚
初
住
隆
興
府
興
化
禪
寺
語
録
／
侍
者　

善

珙　

徳
修　

編
」

〔
尾
題
〕「
劔
關
和
尚
語
録
終
」

〔
印
記
〕
序
・
巻
首
「
兩
足
院
」（
朱
陰
長
方
飾
枠
）、
裏
に
「
□
峰

／
庵
記
」（
朱
陽
双
枠
印
）

〔
書
入
〕
部
分
的
に
朱
点
・
朱
引
あ
り

〔
備
考
〕
剣
関
子
益
（
生
没
年
未
詳
）
は
剣
州
（
四
山
省
）
の
人
で
、

東
福
寺
開
山
の
円
爾
と
同
じ
無
準
師
範
（
一
一
七
八
～
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一
二
四
九
）
の
法
嗣

本
書
は
、
南
宋
後
期
の
刊
行
と
み
ら
れ
る
。
天
下
の
孤

本
と
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
漢
籍
で
主
に
貴
重
本
を

保
護
・
保
存
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
金
鑲
玉
と
い

う
方
法
で
製
本
さ
れ
て
い
る
。
裏
表
紙
見
返
し
に
、
そ

の
経
緯
と
し
て
、「〈
昭
和
十
年
一
月
／
康
徳
二
年
一
月
〉

（
一
九
三
五
）
二
十
八
日
〈
日
本
東
京
水
野
梅
暁
／
満
州
長

白
栄
厚
〉
／
命
修
繕
書
工
石
興
周
修
補
／
両
足
院
蔵
本
宋

□
剣
関
禅
師
語
録
一
／
本
以
資
法
宝
永
存
」
と
認
め
ら
れ

て
い
る

ZD
A

 N
o.

：169-10

一
九
　
薄
葉
紙
包
（
木
箱
）〔
一
件
一
点
〕

〔
備
考
〕
身
箱
に
収
納
（
蓋
箱
な
し
）
さ
れ
、
上
か
ら
薄
葉
紙
で
包

ま
れ
る

（
第
百
七
十
一
番
）

[2]　
　

抜
：［
諸
書
抜
萃
録
］　

写
本　

一
冊

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）　

共
紙
表
紙

二
三
・
八
×
一
八
・
二　

二
十
九
丁
、
表
紙
二
紙

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
三
行
・
一
行
二
十
五
字
程
度
、
不
定

〔
外
題
〕「
抜
」
の
大
書
（
表
紙
左
上　

直
書
、
墨
書
）、「［　
　
　

　
　
　

］
／
達
磨
眼
睛
渾
不
顧
常
尋
讀
作
一
聯
詩
／
元

亨
釈
書　

南
遊
集　

東
皈
集　

廣
灯
嵩
山
語　

普
濟
國

［　

］
／
建
仁
開
山
行
状　

大
應
國
師
塔
銘　

霊
洞
高
山

塔
銘　

別
源
塔
銘
／
佛
光
塔
銘
〈
文
□
〉　

此
山
傳
灯
录

化
疏　

若
木
集
抜　

紫
野
徹
翁
行
□
／
［　
　
　
　
　

　
　

］」（
表
紙
中
央　

直
書
、
墨
書
〈
異
筆
カ
〉）

〔
文
首
〕「
少
室
九
年　

曹
溪
一
宿　

少
室
分
皮
髓　

刹
々
宝
絲

網　

塵
々
車
軸
花
…
」

〔
文
尾
〕「
…
應
永
乙
巳
（
三
十
二
年
・
一
四
二
五
）
三
月
日
／
住

霊
山
徳
禅
第
四
世
孫
小
比
丘
禅
興
謹
状
」

〔
書
入
〕
朱
点
・
朱
引
、
上
部
の
空
白
に
朱
書
で
の
注
記
あ
り

〔
備
考
〕
語
録
な
ど
の
抜
萃
集

内
容
は
、［
中
峰
広
録
］、
元
亨
釈
書
、
南
遊
集
、
東
皈

集
、
建
仁
開
山
行
状
、
如
是
院
此
山
和
尚
天
潤
庵
伝
灯
録

化
縁
疏
〔
重
刊
景
徳
伝
灯
録
疏
〕、
霊
山
徳
禅
寺
徹
翁
義

亨
禅
師
行
状
ほ
か
で
構
成

ZD
A

 N
o.

：170-2
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二
〇
　
布
帙
〔
一
件
八
点
〕

〔
備
考
〕「
荘
子
集
注
［　
　

］
石
印
」
の
題
簽
あ
り

【
番
外
】

10　
　

荘
子
集
釈　

刊
本
〔
唐
本
〕　

十
巻　

八
冊

郭
慶
藩
孟
純
輯

線
装
本
（
四
針
眼
）　

香
色
表
紙
（
原
）、
封
面
「
郭
慶
藩
先
生
輯

／
荘
子
集
釋
／
掃
葉
山
房
石
印
」、
封
面
裏
「
民
國
十
三
年
石

印
」

〔
匡
郭
〕
四
周
双
辺
・
無
界

〔
版
心
〕
単
黒
魚
尾
、
下
横
単
線　

魚
尾
上
「
柱
題
」、
魚
尾
下
「
巻

幾
」、
下
横
線
上
「
丁
幾
」、
横
線
下
「
掃
葉
山
房
石
印
」

〔
本
文
〕
漢
字

〔
柱
題
〕「
莊
子
集
釋
」

〔
書
入
〕
部
分
的
に
朱
点
・
朱
引
、
本
文
・
欄
上
に
注
記
（
鉛
筆

書
き
）
あ
り

〔
備
考
〕
小
口
書
「
荘
子
集
釋
八
冊
」

帙
題
簽
、
剥
落
箇
所
多
し

第
一
冊
：
一
九
・
九
×
一
三
・
二　

三
十
九
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
莊
子
集
釋
〈
掃
葉
山
房
石
印
〉」（
表
紙
左
上　

原
刷
り

題
簽
）

〔
首
題
〕「
莊
子
集
釋
卷
一
／
湘
陰　

郭
慶
藩　

孟
純
輯
」

〔
尾
題
〕「
莊
子
集
釋
卷
一
終
」

第
二
冊
：
一
九
・
九
×
一
三
・
二　

三
十
一
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
莊
子
集
釋
〈
掃
葉
山
房
石
印
〉」（
表
紙
左
上　

原
刷
り

題
簽
）

〔
首
題
〕「
莊
子
集
釋
卷
二
／
湘
陰　

郭
慶
藩　

孟
純
輯
」

〔
尾
題
〕「
莊
子
集
釋
卷
二
終
」

第
三
冊
：
一
九
・
九
×
一
三
・
二　

五
十
二
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
莊
子
集
釋
〈
掃
葉
山
房
石
印
〉」（
表
紙
左
上　

原
刷
り

題
簽
）

〔
首
題
〕「
莊
子
集
釋
卷
三
／
湘
陰　

郭
慶
藩　

孟
純
輯
」

〔
尾
題
〕「
莊
子
集
釋
卷
四
終
」

第
四
冊
：
一
九
・
九
×
一
三
・
二　

三
十
四
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
莊
子
集
釋
〈
掃
葉
山
房
石
印
〉」（
表
紙
左
上　

原
刷
り

題
簽
）

〔
首
題
〕「
莊
子
集
釋
卷
五
／
湘
陰　

郭
慶
藩　

孟
純
輯
」

〔
尾
題
〕「
莊
子
集
釋
卷
五
終
」
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第
五
冊
：
一
九
・
九
×
一
三
・
二　

二
十
六
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
莊
子
集
釋
〈
掃
葉
山
房
石
印
〉」（
表
紙
左
上　

原
刷
り

題
簽
）

〔
首
題
〕「
莊
子
集
釋
卷
六
／
湘
陰　

郭
慶
藩　

孟
純
輯
」

〔
尾
題
〕「
莊
子
集
釋
卷
六
終
」

第
六
冊
：
一
九
・
九
×
一
三
・
二　

三
十
六
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
莊
子
集
釋
〈
掃
葉
山
房
石
印
〉」（
表
紙
左
上　

原
刷
り

題
簽
）

〔
首
題
〕「
莊
子
集
釋
卷
七
／
湘
陰　

郭
慶
藩　

孟
純
輯
」

〔
尾
題
〕「
莊
子
集
釋
卷
七
終
」

第
七
冊
：
一
九
・
九
×
一
三
・
二　

四
十
一
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
莊
子
集
釋
〈
掃
葉
山
房
石
印
〉」（
表
紙
左
上　

原
刷
り

題
簽
）

〔
首
題
〕「
莊
子
集
釋
卷
八
／
湘
陰　

郭
慶
藩　

孟
純
輯
」

〔
尾
題
〕「
莊
子
集
釋
卷
八
終
」

第
八
冊
：
一
九
・
九
×
一
三
・
二　

五
十
五
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
莊
子
集
釋
〈
掃
葉
山
房
石
印
〉」（
表
紙
左
上　

原
刷
り

題
簽
）

〔
首
題
〕「
莊
子
集
釋
卷
九
／
湘
陰　

郭
慶
藩　

孟
純
輯
」

〔
尾
題
〕「
莊
子
集
釋
卷
十
終
」

二
一
　
薄
葉
紙
包
〔
一
件
一
点
〕

【
番
外
】

11　
　

校
訂
荘
子
正
文　

訂
正
再
版　

刊
本　

一
冊

［
荘
子
］
著

袋
綴
装
（
四
つ
目
綴
）　

茶
色
表
紙
（
原
）　

見
返
し
に
「
大
正
七

年
四
月
新
刊
／
〈
校
／
訂
〉
莊
子
正
文
／
觀
文
堂
」

二
二
・
五
×
一
五
・
九　

百
三
丁
、
表
紙
二
紙

〔
匡
郭
〕
四
周
単
辺
・
無
界

〔
版
心
〕
単
黒
魚
尾
、
下
横
単
線　

魚
尾
上
「
柱
題
」、
魚
尾
下

「
卷
之
幾
」・「
小
題
」、
下
横
線
上
右
「
丁
幾
」、
横
線
下

「
觀
文
堂
藏
版
」

〔
本
文
〕
漢
字
、
句
点
・
返
り
点
付

〔
外
題
〕「〈
校
／
訂
〉
莊
子
正
文　
〈
訂
正
再
版
〉」（
表
紙
左
上　

刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
莊
子
卷
之
一
」

〔
尾
題
〕「
莊
子
卷
之
六　

終
（
大
尾
）」
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〔
柱
題
〕「〈
校
／
訂
〉
莊
子
正
文
」

〔
書
入
〕
部
分
的
に
、
本
文
・
欄
上
に
注
記
あ
り
（
鉛
筆
・
黒
イ
ン

ク
書
な
ど
）

二
二
　
布
帙
〔
二
件
二
点
〕

〔
備
考
〕
帙
の
材
質
で
表
紙
・
背
・
裏
表
紙
を
覆
い
、
反
対
側
は

板
帙
の
よ
う
に
紐
で
結
ぶ
形
状

「
夢
窓
國
師
年
譜
〈
文
和
三
年
妙
葩
刊
／
五
山
版
〉
／

夢
窓
國
師
年
譜
〈
足
利
時
代
五
山
僧
／
寫
之
〉」
の
貼
紙

あ
り

【
番
外
】

12　
　

天
龍
開
山
夢
窓
正
覚
心
宗
普
済
国
師
年
譜　

刊
本　

一
冊

春
屋
妙
葩
撰

袋
綴
装
（
四
つ
目
綴
、
綴
紐
脱
落
ぎ
み
）　

茶
褐
色
表
紙

二
四
・
六
×
一
六
・
七　

六
十
八
丁
、
表
紙
二
紙

〔
匡
郭
〕
左
右
双
辺
・
有
界　

一
八
・
八
×
一
三
・
四

〔
版
心
〕
双
黒
魚
尾
（
上
下
下
向
）、
小
黒
口　

上
魚
尾
下
「
柱

題
」、
下
魚
尾
下
「
丁
幾
」

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
行
・
一
行
二
十
字

〔
外
題
〕「
夢
䆫
年
譜
」（
表
紙
左
上　

直
書
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
天
龍
開
山
夢
窻
正
覺
心
宗
普
濟
國
師
年
譜
／
臨
川
禪

寺
住
持
小
師　

妙
葩　

□
（
編
）」

〔
柱
題
〕
年
譜
部
分
「
譜
」、
西
山
夜
話
部
分
「
話
」、
臨
川
家
訓

部
分
「
訓
」、
塔
銘
部
分
「
塔
銘
」

〔
印
記
〕
巻
首
「
後
宇
多
天
皇
建
治
元
年
乙
亥
」
下
「
兩
足
院
」

（
朱
陰
長
方
飾
枠
印
）　

首
題
下
に
異
な
る
印
記
が
あ
る
が
、

墨
に
て
抹
消

〔
書
入
〕
朱
点
・
朱
引
あ
り

〔
備
考
〕
七
朝
帝
師
、
夢
窓
疎
石
（
一
二
七
五
～
一
三
五
一
）
の
年
譜

南
北
朝
末
の
刊
行
で
、
川
瀬
一
馬
氏
の
解
説
（『
五
山

版
の
研
究
』（
日
本
古
書
籍
商
協
会
、
一
九
七
〇
年
）
で
は
、

「
後
の
再
刊
と
目
す
べ
き
一
本
」
と
位
置
付
け
る
。
又
丁

（「
又
十
七
」）
あ
り

欄
上
に
年
齢
と
み
ら
れ
る
数
字
が
記
入
（
朱
書
・
墨
書
）

さ
れ
て
い
る
が
、
暦
応
あ
た
り
で
ズ
レ
が
生
じ
て
お
り
、

観
応
元
年
に
は
「
七
十
三
」、
二
年
に
は
「
七
十
六
」
と

あ
る本

書
は
、
現
在
所
用
目
録
で
は
、「
第
六
十
三
番
」
に

写
本
と
と
も
に
二
本
が
、「
第
百
六
十
九
番
」（
書
名
の
下

に
「
五
山
」
と
誌
さ
れ
る
）
で
も
う
一
本
が
確
認
で
き
る
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が
、
そ
の
「
第
六
十
三
番
」
の
書
名
の
欄
上
に
は
、
写
本

と
と
も
に
「
別
」
と
い
う
鉛
筆
に
よ
る
記
入
が
あ
る

そ
れ
を
念
頭
に
現
状
を
み
て
い
く
と
、「
第
六
十
三
番
」

の
刊
写
二
本
が
別
置
本
の
二
本
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ

る
が
、「
第
百
六
十
九
番
」
の
一
本
は
そ
の
通
り
確
認
で

き
、
か
つ
現
在
「
第
六
十
三
番
」
に
別
の
一
本
（
相
国
寺

刊
）
が
み
ら
れ
る
の
で
、
合
計
四
本
と
な
る
。
昭
和
法
宝

総
目
録
本
で
は
、「
第
六
十
三
番
」
に
、「
夢
窓
年
譜　

三

部　

写
／
五
山
版
・
新
版
・
妙
葩　

三
」
と
あ
る
の
で
、

そ
れ
以
降
に
一
本
増
え
た
こ
と
が
判
明
す
る
が
、
詳
細
に

つ
い
て
は
不
明
で
あ
る

ち
な
み
に
、
収
め
ら
れ
て
い
る
帙
の
貼
紙
に
、「
文
和

三
年
妙
葩
刊
／
五
山
版
」（
墨
書
）
と
あ
る
が
、
こ
の
文

和
三
年
（
一
三
五
四
）
は
碑
銘
に
関
す
る
年
で
あ
り
、
刊

行
と
は
無
関
係
と
思
わ
れ
る

虫
損
補
修
を
施
す

13　
　

天
龍
開
山
夢
窓
正
覚
心
宗
普
済
国
師
年
譜　

写
本　

一
冊

春
屋
妙
葩
撰

袋
綴
装
（
四
つ
目
綴
）　

茶
褐
色
表
紙

二
五
・
八
×
一
八
・
七　

六
十
一
丁
、
表
紙
二
紙

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
一
行
・
一
行
二
十
字

〔
外
題
〕「
夢
窓
年
譜
」（
表
紙
左
上　

直
書
・
朱
書
）

〔
首
題
〕「
天
龍
開
山
夢
窓
正
覚
心
宗
普
濟
國
師
年
譜
／
臨
川
禅

寺
住
持
小
師　

妙
葩　

編
」

〔
書
入
〕
朱
点
・
朱
引
、
墨
書
に
よ
る
訓
点
、
朱
書
・
墨
書
に
よ

る
注
記
等
あ
り

〔
備
考
〕
貞
和
版
と
み
ら
れ
る
五
山
版
の
写
し

収
め
ら
れ
て
い
る
帙
の
貼
紙
に
は
、「
夢
窓
國
師
年
譜

　
〈
足
利
時
代
五
山
僧
／
写
之
〉」（
墨
書
）
と
誌
さ
れ
る

虫
損
に
よ
る
総
裏
打
補
修
を
施
す

ZD
A

 N
o.

：
番
外-12

二
三
　
布
帙
〔
一
件
三
点
〕

〔
備
考
〕「
古
渡
録
」
の
題
簽
あ
り

【
番
外
】

14　
　

古
渡
録　

刊
本　

三
冊

［
竹
田
頴
川
］
撰　

建
仁
寺
專
門
道
場
編

袋
綴
装
（
四
つ
目
、
康
煕
綴
）　

鉄
紺
色
表
紙
（
原
表
紙
）
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印
刷　

四
周
双
辺
・
無
界

〔
版
心
〕
単
黒
魚
尾
、
下
横
単
線　

魚
尾
下
「
柱
題
」、
下
横
線

上
右
「
丁
幾
」

〔
本
文
〕
漢
字
、
漢
字
ひ
ら
が
な
交
じ
り

〔
柱
題
〕「
古
渡
録
」

〔
刊
記
〕「
昭
和
四
十
六
年
十
一
月
九
日
印
刷
／
昭
和
四
十
六
年

十
一
月
九
日
発
行
／
編
輯
兼
発
行
者　

建
仁
寺
専
門
道

場
／
印
刷
者　

貝
葉
書
院
／
発
行
所　

建
仁
寺
専
門
道

場
」（
住
所
省
略
）

〔
備
考
〕
下
半
分
、
水
濡
れ
痕

巻
上
：
二
三
・
八
×
一
六
・
六　

百
四
丁
、
表
紙
二
紙
、
巻
頭
グ
ラ
ビ

　
　
　

ア
十
四
紙

〔
外
題
〕「
古
渡
録　
〈
上
〉」（
表
紙
左
上　

刷
り
題
簽
・
単
辺
）

〔
首
題
〕「
古
渡
録
卷
上
／
小
師　

某
甲
等
編
」

巻
中
：
二
三
・
八
×
一
六
・
五　

百
六
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
古
渡
録　
〈
中
〉」（
表
紙
左
上　

刷
り
題
簽
・
単
辺
）

〔
首
題
〕「
古
渡
録
卷
中
／
小
師　

某
甲
等
編
」

巻
下
：
二
三
・
八
×
一
六
・
五　

七
十
丁
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
古
渡
録　
〈
下
〉」（
表
紙
左
上　

刷
り
題
簽
・
単
辺
）

〔
首
題
〕「
古
渡
録
卷
下
／
小
師　

某
甲
等
編
」

二
四
　
薄
葉
紙
包
（
木
箱
）〔
一
件
一
点
〕

〔
備
考
〕
身
箱
破
損
の
た
め
、
蓋
箱
に
収
め
ら
れ
、
そ
の
上
か
ら

薄
葉
紙
で
包
ま
れ
る

蓋
箱
貼
紙
「
節
用
集　

■
（
黒
抹
の
下
に
「
饅
頭
屋
」
と

誌
す
）
本　

一
」

該
書
の
巻
首
部
分
の
写
真
（
モ
ノ
ク
ロ
）、
同
箱

【
番
外
】

15　
　

節
用
集
〔
両
足
院
本
〕　

写
本　

存
上
（
自
伊
至
久
）　

一
冊

袋
綴
装
（
四
つ
目
綴
）　

暗
褐
色
表
紙

二
五
・
七
×
一
九
・
〇　

七
十
五
丁

〔
本
文
〕
漢
字
：
採
録
語
の
右
に
片
か
な
で
振
り
仮
名
を
施
す　

毎
半
葉
八
行
（
注
文
双
行
）・
一
行
十
五
字
程
度
、
不
定

〔
外
題
〕「
節
用
集
」（
表
紙
左
上　

直
書
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
節
用
集
」

〔
文
首
〕「
△
伊　

板
生
〈
丹
州
夜
／
久
ノ
郷
在
〉　

筏
〈
桴
〉　

沉
石
〈
舟
ノ
／
碇
〉　

籞
〈
留
魚
／
物
也
〉
／
天
／
地　
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印
度
〈
天
竺
／
也
〉　

一
部
〈
奥
州
馬
出
処
／
或
一
閉

伊
〉　

一
口
〈
城
州
〉
…
」

〔
文
尾
〕「
…
口
惜　

難
回
避　

如
件　

比　

賦　

草
臥　

労　

甘　

窕
」

〔
印
記
〕
首
題
下
「
兩
足
院
」（
朱
陰
長
方
飾
枠
）、「
宗
□
（
億

カ
）」（
黒
陽
方
印
）

〔
書
入
〕
朱
点
・
朱
引
あ
り

〔
備
考
〕
室
町
末
期
か
ら
近
世
初
期
の
成
立
と
み
ら
れ
る

印
度
本
の
系
統
で
、「
伊
」
よ
り
「
久
」
ま
で

「
伊
」
の
下
、
追
加
語
句
と
思
わ
れ
る
語
彙
が
書
し
て

あ
る
う
ち
、「
筏
」
と
「
沈
石
」
に
つ
い
て
は
国
会
図

書
館
蔵
『
伊
京
集
』
な
ど
他
の
本
で
も
確
認
で
き
る
が
、

「
板
生
」
と
「
籞
」
に
つ
い
て
は
未
掲
載
で
、
両
足
院
本

の
み
で
確
認
で
き
る

小
口
書
「
上
自
伊
至
久
」（
朱
書
）

現
在
所
用
目
録
に
は
未
収
だ
が
、
昭
和
法
宝
総
目
録
本

で
は
「
第
百
四
十
八
番
」
に
著
録

ZD
A

 N
o.

：168-

番
外-15

二
五
　
布
帙
〔
二
件
二
点
〕

〔
備
考
〕
帙
の
材
質
で
表
紙
・
背
・
裏
表
紙
を
覆
い
、
反
対
側
は

板
帙
の
よ
う
に
紐
で
結
ぶ
形
状

「
明
月
記
〈
文
祿
五
／
年
校
〉
／
禪
語
録
〈
天
文
頃
／

書
寫
〉」
の
貼
紙
あ
り

【
番
外
】

16　
　

明
月
記
歌
道
事　

写
本　

一
冊

［
後
成
恩
寺
禅
閤
（
一
条
兼
良
）］ 

抄

袋
綴
装
（
四
つ
目
綴
）　

灰
茶
色
表
紙

二
六
・
二
×
二
〇
・
五　

四
十
二
丁
、
表
紙
二
紙
、
原
表
紙
二
紙
、

遊
び
紙
一
紙

〔
本
文
〕
漢
字
ひ
ら
が
な
交
じ
り　

毎
半
葉
十
二
行
（
注
文
双

行
）・
一
行
二
十
三
字
～
二
十
六
字
程
度
、
不
定

〔
外
題
〕「
明
月
記
〈
□
（
歌
カ
）［　
　

］〉」（
表
紙
左
上　

直
書
、

墨
書
）

〔
首
題
〕「
明
月
記
〈
歌
道
事
〉」

〔
奥
書
〕「
私
勘
云
／
定
家
卿
／
建
保
二
年
二
月
十
一
日 

任
参
議

〈
従
三
位
／
元
侍
従 

即
日
賜
兼
字
〉
同
三
年
正
月
十
三
日 

兼
伊
与
〔
予
〕
権
守
／
同
四
年
正
月
十
三
日 

兼
治
部
卿 

三
月
廿
八
日 

辞
侍
従 

十
二
月
十
四
日 

叙
正
三
位
〈
俊
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忠
卿
去
天
永
二
年
／
春
日
行
幸
行
事
賞
〉
／
本
云
／
以

後
成
恩
寺
禅
閤
殿
下
令
書
抜
給
御
自
筆
之
本
／
所
書
写

之
也
／
〈
本
云
〉
此
写
本
不
審
繁
多
之
間 

或
推
以
改
之 

或
模
写
字
形 

今
求
得
資
直
卿
筆
之
本
直
之
／
異
本
之
由 

□
之
猶
非
無
不
審
者
也
／
文
禄
五
初
秋
五
日
校
之
」

〔
書
入
〕
朱
書
に
よ
る
書
き
入
れ
あ
り

〔
備
考
〕
藤
原
定
家
卿
（
一
一
六
二
～
一
二
四
一
）
の
『
明
月

記
』
の
和
歌
に
関
す
る
記
事
に
つ
い
て
、
文
治
四

年
（
一
一
八
八
）
か
ら
建
保
四
年
（
一
二
一
六
）
ま
で
を

抄
出
し
た
も
の
で
、
作
成
者
は
奥
書
か
ら
一
条
兼
良

（
一
四
〇
二
～
一
四
八
一
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る

本
書
は
、
遠
藤
珠
紀
氏
の
「『
明
月
記
歌
道
事
』
伝

本
に
つ
い
て
」（『
明
月
記
研
究
』
十
四
号　

八
木
書
店
、

二
〇
一
六
年
一
月
）
に
よ
る
と
、
続
群
書
類
従
本
の
系
統

で
、
永
青
文
庫
本
に
近
い
特
徴
が
確
認
で
き
る

裏
打
補
修
を
施
し
て
あ
り
、
収
め
ら
れ
る
帙
の
貼
紙
に

は
、「
文
禄
五
年
（
一
五
九
六
）
校
」
と
あ
る

冊
首
に
は
、「
未
／2010.10

」
と
記
載
の
あ
る
短
冊
状

の
和
紙
と
、「
明
月
記
」
と
書
か
れ
た
半
紙
の
紙
片
が
入

るZD
A

 N
o.

：
番
外-16

17　
［
諸
書
抜
萃
録
］　

写
本　

一
冊

［
茂
彦
善
叢
］

袋
綴
装
（
四
つ
目
綴
）　

赤
茶
色
表
紙

二
七
・
〇
×
二
〇
・
二　

二
十
九
丁
、
表
紙
二
紙
、
後
遊
び
紙
一
紙

〔
本
文
〕
漢
字
・
一
部
カ
タ
カ
ナ
交
じ
り　

毎
半
葉
十
五
行
か
ら

十
六
行
程
度

〔
文
首
〕「
言
々
錦
繡
句
句
珠
璣
〈
三
〉
…
」

〔
文
尾
〕「
…
楼
明
月　

硯
涵
星
」

〔
奥
書
〕『
圜
悟
録
』
尾
、「
志
玉
都
寺
助
鈔
壹
佰
貫
文　

竒
偉
都

文
助
鈔
壹
佰
伍
拾
貫
文
、
壬
申
／
夏
五
念
二
筆
畢
矣
」

　
『
鶴
林
玉
露
』
尾
、「
右
鶴
林
玉
露
自
甲
集
至
丙
集
而
書

訖
、
其
餘
未
能
覧
焉
。
有
待
新
書
□
／
須
覓
而
閲
之
。
永

正
九
年
壬
申
六
月
廿
八
日　

恕
庵
書
于
有
隣
室
下
」

　
『
圓
覺
集
解
』
尾
、「
右
圓
覺
集
解
十
二
巻
、
択
善
者
書

之
次
第
、
紛
乱
□
二
三
者
在
巻
之
所
可
／
考
写
、
峕
永
正

八
暦
辛
未
秋
九
月
十
有
五
、
書
有
隣
室
下　

恕
庵
」

〔
書
入
〕
朱
点
・
朱
引
あ
り

〔
備
考
〕
諸
書
抄
録
・
見
聞
集
。
作
者
は
、
茂
彦
善
叢
（
？
～

一
五
四
一
）
と
推
定
す
る

内
容
は
、『
圜
悟
仏
果
禅
師
語
録
』、『
鶴
林
玉
露
』、『
円

覚
経
略
疏
』
等
の
抄
録
と
、
見
聞
し
た
事
項
を
誌
し
た
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も
の
。
そ
の
中
に
は
「
近
代
四
六
集
抜
書
」
や
、
雪
嶺

永
瑾
に
よ
る
「
四
睡
図
賛
」、
ま
た
「
天
文
五
年
丙
申

（
一
五
三
六
）
十
二
月
廿
二
日
、
大
徳
寺
開
山
大
灯
国
師
正

当
二
百
年
忌
也
…
嚫
者
、
東
堂
二
緡
、
西
堂
一
緡
、
平
僧

五
百
文
也
」
な
ど
の
記
述
も
み
ら
れ
る

ま
た
、「
圜
悟
録
」
の
尾
に
み
ら
れ
る
の
は
、
抄
録
の

助
筆
代
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
代
金
を
支
払
っ
て

抜
萃
録
を
作
成
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
当
時
、
瑞
渓
周

鳳
の
『
刻
楮
集
』
を
は
じ
め
、
多
く
の
抄
録
が
作
成
さ
れ

た
が
、
こ
の
記
述
は
、
そ
の
中
で
金
銭
を
支
払
っ
て
作
成

さ
れ
て
い
た
も
の
が
存
在
す
る
証
拠
と
な
り
、
大
変
興
味

深
い本

書
の
作
者
と
み
ら
れ
る
茂
彦
善
叢
は
、【
番
外
】
4

「［
水
上
山
万
寿
禅
寺
一
件
之
事
］」
で
も
関
与
が
み
と
め

ら
れ
、
ま
た
、
ほ
ぼ
同
じ
装
幀
と
扱
い
が
み
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
ら
二
本
の
伝
来
に
は
、
何
ら
か
の
関
わ
り
が

あ
る
と
思
わ
れ
る

冊
首
に
「
禅
語
録
」
と
記
さ
れ
た
紙
片
（
半
紙
・
鉛
筆

書
き
）
あ
り

ZD
A

 N
o.

：
番
外-17

二
六
　
紙
箱
〔
二
件
二
点
〕

〔
備
考
〕「
第
百
六
十
八
番
」、『
潤
甫
玉
禅
師
語
録
』
同
箱

蓋
箱
天
板
に
「
宗
門
御
改
帳
」
等
の
墨
書
あ
り

天
板
右
上
に
「
第
百
六
拾
八
番
」、
側
面
に
「
潤
甫
玉

禅
師
語
録　

一　

正
宗
録　

一
」
の
貼
紙
あ
り

【
番
外
】

18　
　

追
悼
偈
：［
潤
甫
周
玉
三
十
三
回
忌
預
修
］　

写
本　

一
冊

［
潤
甫
周
玉
］

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）　

共
紙
表
紙

二
三
・
七
×
一
七
・
九　

四
丁
、
表
紙
二
紙
、
前
遊
び
紙
一
紙
、

後
遊
び
紙
二
紙

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
三
行
・
一
行
二
十
一
字

〔
外
題
〕「
追
悼
偈
」（
表
紙
左
上　

直
書
、
墨
書
）、「
潤
甫
周
玉

（
卅
三
回
忌
）
雲
峰
、
龍
興
、
玉
岫
」（
表
紙
右
上　

貼
紙
・

墨
書
）

〔
文
首
〕「
来
歳
季
夏
念
三
、
即
先
師　

潤
甫
老
漢
三
十
三
回
忌

之
／
辰
也
…
」

〔
文
尾
〕「
…
拱
手
窓
前
立
他
時　

宗
澄
頓
首
」

〔
印
記
〕
巻
首
「
兩
足
院
」（
朱
陰
長
方
飾
枠
）

〔
備
考
〕
本
書
は
、
潤
甫
周
玉
（
一
五
〇
四
～
一
五
四
九
）
の
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三
十
三
回
忌
に
あ
た
り
、
正
当
年
の
前
年
で
あ
る
天
正

八
年
（
一
五
八
〇
）
に
、
周
辺
の
僧
等
に
よ
っ
て
作
ら
れ

た
追
悼
偈
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
そ
の
当
時
の
成
立
と

み
ら
れ
る

冊
首
の
付
箋
、「
追
悼
偈
〈
潤
甫
〉　

一
」

名
前
が
確
認
で
き
る
の
は
、
景
廬
梵
伎
、
鉄
叟
景
秀
、

英
甫
永
雄
、
明
室
宗
旿
、
春
沢
永
恩
、
古
澗
慈
稽
な
ど
。

両
足
院
か
ら
は
「
南
城
東
逋
」（
当
院
第
七
世
・
梅
仙
東
逋
）

が
確
認
で
き
る

現
在
所
用
目
録
、
お
よ
び
昭
和
法
宝
総
目
録
本
で
は
未

確
認

ZD
A

 N
o.

：
番
外-18

二
七
　
薄
葉
紙
包
〔
五
件
五
点
〕

【
番
外
】

19　
　

東
山
建
仁
禅
寺
淋
汗
幹
縁
疏　

一
帖

［
拙
庵
東
養
］
製

折
本
装　

雲
母
引
料
紙

二
七
・
七
×
一
一
・
五　

十
五
折

〔
外
題
〕「
東
山
建
仁
禪
寺
淋
汗
幹
縁
疏
」（
表
紙
中
央　

書
き
題
簽
）

〔
日
付
〕「
享
保
七
年
壬
寅
（
一
七
二
二
）
六
月
日
」

〔
備
考
〕
当
時
、
禅
林
で
は
毎
年
六
月
に
開
浴
し
た
が
、
本
疏
は

そ
の
費
用
を
募
縁
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
幹
縁
疏

は
い
わ
ゆ
る
勧
進
帳
の
こ
と

内
容
は
、
疏
・
住
持
以
下
各
塔
頭
の
住
職
等
に
よ
る
署

名
と
施
入
金
額
・
開
浴
錢
下
行
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
下

行
の
項
目
に
は
、
薪
代
や
柄
杓
代
の
ほ
か
、
水
汲
や
火
焼

等
が
み
ら
れ
る

右
側
若
干
欠
損
、
裏
表
紙
欠
落

表
紙
見
返
し
に
「
拙
菴
西
堂
製
之
」
の
墨
書
あ
り

疏
、「
昔
海
上
人
知
浴
求
頌
扵
宏
智
禪
師
其
／
略
曰
妙
觸

宣
明
佛
子
住
首
楞
嚴
會
有
／
斯
人
豈
浪
語
哉
凡
叢
林
浴
僧

之
設
其
／
典
不
可
闕
焉
是
故
吾
山
毎
歳
隨
例
暑
天
淋
汗
雖

然
税
歛
菲
薄
而
乏
樵
汲
之
／
資
囙
製
短
疏
徧
募
衆
縁
冀
破

慳
悋
以
設
澡
灌
則
人
々
妙
觸
宣
明
箇
々
首
楞
／
嚴
會
之
人

者
也
詞
曰
／
［　
　

］
／
［　
　

］
／
杓
頭
八
倒
七
顛
鑊

湯
裡
生
蓮
華
文
彩
已
露
／
烈
熖
中
飛
雪
雹
六
月
猶
寒
與
其

服
仲
都
玄
／
冰
丸
孰
若
讀
退
子
明
水
賦
全
無
雨
點
萬
疉
／

奇
峰
聳
夏
雲
忽
破
暑
蒙
一
陣
清
風
動
天
地
／
弄
向
上
爪
解

黏
去
縛
現
離
垢
相
絶
類
超
倫
／
上
方
井
流
下
方
井
盈
徧
慰
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群
渇
僞
錢
日
多
／
真
錢
日
少
願
得
等
施
／
享
保
七
年
壬
寅

（
一
七
二
二
）
六
月　

日
／
［　
　

］
／
□
□
（
證
明
）
／

賢
護
尊
者
」

ち
な
み
に
、
こ
こ
で
は
両
足
院
の
名
前
は
確
認
で
き

ず
、
知
足
院
と
し
て
「
東
竺
（
当
院
第
十
世
・
雲
外
東
竺
）」

「
東
養
（
第
十
一
世
・
拙
庵
東
養
）」「
知
亮
」
の
署
名
が
み

ら
れ
る

ZD
A

 N
o.

：
番
外-19

20　
　

東
山
建
仁
禅
寺
淋
汗
化
縁
疏　
　

一
帖

折
本
装　

卍
繋
ぎ
（
紗
綾
形
）
地
花
桐
文
表
紙　

雲
母
引
料
紙

二
六
・
二
×
一
二
・
四　

十
六
折

〔
外
題
〕「
東
山
建
仁
禪
寺
淋
汗
化
縁
疏
」（
表
紙
中
央　

書
き
題
簽
）

〔
首
題
〕「
東
山
建
仁
禪
寺
淋
汗
化
縁
疏
」

〔
日
付
〕「
明
和
六
年
己
丑
（
一
七
六
九
）
六
月
日
」

〔
備
考
〕
裏
表
紙
欠
落
、
本
紙
一
部
固
着
、
右
側
下
方
若
干
欠
損

疏
、「
暑
月
淋
汗
其
規
久
矣
吾
山
産
微
／
力
乏
樵
汲
故

募
稠
人
欲
補
不
足
／
古
德
銘
云
洗
心
滌
慮
日
新
又
新
／
可

謂
淸
昇
之
本
施
財
助
功
其
報
／
影
響
勸
以
短
疏
詞
曰
／
驢

年
洗
去
毘
藍
園
裡
毒
花
開
龍
泉
／
蕩
来
浮
幢
刹
海
流
香
遠

這
中
參
得
／
飽
叢
林
話
直
下
笑
倒
熱
闍
梨
禪
大
／
家
著
力

於
火
柴
頭
寒
□
□
□
□
□
／
摸
體
淸
赤
肉
上
沙
界
絶
□
□

□
□
／
水
獲
淸
凉
自
然
鑊
湯
無
冷
處
金
體
／
光
相
之
福
如

指
掌
乎
靑
綺
文
襦
之
／
神
希
點
頭
耳
／
明
和
六
年
己
丑
六

月　

日
／
知
浴
比
丘　

謹
疏
／
／
證
明
／
賢
護
尊
者
」

こ
ち
ら
も
両
足
院
の
名
前
は
確
認
で
き
ず
、
知
足
院
と

し
て
「
東
晙
（
第
十
三
世
・
高
峰
東
晙
）」「
玄
璆
」
の
署

名
が
み
ら
れ
る

疏
、
高
峰
製
カ

ZD
A

 N
o.

：
番
外-20

21　
　

黄
龍
十
世
録　

写
本　
（
存
巻
上
）
一
冊

［
龍
山
徳
見
］　

無
等
以
倫
撰

袋
綴
装
（
四
つ
目
綴
、
綴
紐
脱
落
）
縹
色
表
紙

二
三
・
三
×
一
六
・
七　

六
十
六
丁
、
表
紙
二
紙

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
九
行
・
一
行
二
十
字

〔
外
題
〕「
黄
龍
十
世
録　

上
」（
表
紙
左
上　

書
き
題
簽
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
龍
山
和
尚
住
山
城
州
東
山
建
仁
禪
寺
語
録
」

〔
奥
書
〕
巻
末
「
寓
禅
居
菴
下
正
璞
謹
拝
写
」

〔
書
入
〕
朱
点
・
朱
引
、
墨
書
に
よ
る
注
記
あ
り
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〔
備
考
〕
上
巻
の
み

別
本
（「
第
四
十
五
番
」
12
号
）
で
は
下
巻
末
に
あ
る
栄

西
の
和
歌
が
、「
寧
州
兜
率
禅
寺
請
龍
山
和
尚
疏
」
の
前

に
記
載
さ
れ
て
い
る

無
等
の
序
の
日
付
の
上
に
、「
矜
居
陵
反
□
／
不
自
安

見
又
／
戒
也
又
恭
也
／
凌
兢
懼
㒵
／
今
ー
ー
者
戒
与
恭
之

義
也
」
の
墨
書
あ
り

小
口
書
「
十
世
□
」

表
紙
見
返
し
に
、
当
院
第
二
十
世
・
後
藤
東
㝔
師
に
よ

る
、「
旧
目
録
／
百
三
番
に
入
レ
有
□
（
リ
）
シ
本
也
／

昭
和
十
三
年
七
月
卅
一
日
／
㝔
識
」
の
貼
紙
あ
り

昭
和
法
宝
総
目
録
本
の
「
第
百
三
番
」
に
は
、「
黄
龍

十
世
録
〈
寫
〉　

缺
本　

一
」
と
記
載
が
あ
り
、
こ
の
本

の
存
在
が
確
認
で
き
る
と
同
時
に
、
当
時
か
ら
欠
本
状
態

だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

ZD
A

 N
o.

：
番
外-21

22　
　

物
初
和
尚
語
録　

刊
本
〔
覆
宋
刊
本
〕　

一
冊

（
宋
）
物
初
大
観
撰　

徳
溥
等
編

袋
綴
装　

縹
色
表
紙
（
原
表
紙
カ
）

二
四
・
四
×　

一
七
・
八　

五
十
丁
、
表
紙
二
紙

〔
匡
郭
〕
左
右
双
辺
・
有
界　

一
八
・
七
×
一
一
・
九

〔
版
心
〕
単
黒
魚
尾
、
下
横
単
線　

魚
尾
下
「
柱
題
」、
下
横
線

上
「
丁
幾
」

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
一
行
・
一
行
二
十
字

〔
外
題
〕「
物
初
□
（
録
）〈［　
　

］〉」（
表
紙
左
上　

書
き
題
簽
、

墨
書
）、
題
簽
下
「
月
中
巌
刊
本
／
（「
夋
」〔
高
峰
東
晙
〕

朱
陽
楕
円
印
）」
の
貼
紙

〔
首
題
〕「
物
［　
　

］（
初
和
尚
住
臨
安
府
法
相
禪
院
語
録
）
／［　
　

］

（
門
人　

德
溥
）
等　

編
校
」

〔
柱
題
〕「
物
初
」

〔
刊
記
〕「
法
孫
比
丘
圓
月
施
財
／
命
工
鏤
板
以
垂
後
學
／
功
徳

報
答
四
恩
三
有
」

〔
印
記
〕
冊
首
「
兩
足
院
」（
朱
陰
長
方
飾
枠
）

〔
書
入
〕
朱
点
・
朱
引
あ
り

〔
備
考
〕
昭
和
法
宝
目
録
本
、「
第
四
十
八
番
」
に
著
録

川
瀬
一
馬
氏
の
『
五
山
版
之
研
究
』（
日
本
古
書
籍
商
協

会
、
一
九
七
〇
年
）
に
掲
載

総
裏
打
ち
補
修
を
施
す
。
本
紙
一
部
固
着
、
全
体
的
に

背
か
ら
一
・
二
糎
ほ
ど
欠
損

ZD
A

 N
o.

：
番
外-22
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23　
　

物
初
和
尚
語
録　

刊
本
〔
宋
版
〕　

一
冊

（
宋
）
物
初
大
観
撰　

徳
溥
等
編

線
装
本
（
四
針
眼
、
綴
紐
脱
落
）　

薄
小
豆
色
表
紙
（
原
カ
）

二
五
・
七
×
一
五
・
九　

六
十
一
丁
、
表
紙
二
紙

〔
匡
郭
〕
左
右
双
辺
・
有
界　

一
九
・
二
×
一
二
・
二

〔
版
心
〕
単
黒
魚
尾
、
下
横
単
線　

魚
尾
上
小
字
「
文
字
数
」、

魚
尾
下
「
柱
題
」・「
丁
幾
」、
下
横
線
下
小
字
「
刻
工
名
」

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
一
行
・
一
行
二
十
字

〔
外
題
〕「
觀
物
初
録　

完
」（
表
紙
左
上　

書
き
題
簽
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
物
初
和
尚
住
臨
安
府
法
相
禪
院
語
録
／
門
人　

德
溥

等　

編
校
」

〔
柱
題
〕
語
録
部
不
定
（
無
題
、「
物
」、「
物
初
」、「
物
初
五
」、「
物

初
語
」）、
法
語
以
降
「
物
初
」

〔
刊
記
〕「
碩
人
魏
氏
道
昌
施
財
／
命
工
鏤
板
以
垂
後
學
／
功
徳

報
答
／
四
恩
三
有
」

〔
印
記
〕
冊
首
、
第
三
丁
表
「
兩
足
院
」（
朱
陰
長
方
飾
枠
）、
冊
首

「
智
勝
／
禪
院
」（
朱
陽
楕
円
印
）、「
喜
□
」（
朱
陰
長
方
印
）

〔
書
入
〕
朱
点
・
朱
引
あ
り

〔
備
考
〕
昭
和
法
宝
目
録
本
、「
第
四
十
八
番
」
に
著
録

小
口
書
「
觀
物
初
録
完
」（
墨
書
）

本
紙
中
ほ
ど
に
、「（
番
外
）
物
初
和
尚
語
録　

一
冊
」

（
黒
ペ
ン
書
）
と
記
さ
れ
た
紙
札
あ
り

総
裏
打
ち
補
修
を
施
す

背
上
部
破
損
、
本
紙
一
部
固
着

ZD
A

 N
o.

：
番
外-23

二
八
　
黒
塗
箱
〔
十
四
件
三
五
点
〕

〔
備
考
〕
蓋
箱
天
板
に
「
平
成
二
十
三
、七
末
現
在
／
未
調
査
」

の
付
箋
あ
り

【
番
外
】

24　
　

真
文　

一
冊

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）　

共
紙
表
紙

二
四
・
四
×
二
〇
・
二　

二
丁
、
表
紙
一
紙

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
九
行
・
一
行
二
十
字

〔
外
題
〕「
真
文
」（
表
紙
左　

直
書
、
墨
書
）

〔
文
首
〕「
日
本
／
朝
鮮
／
時
令
…
」

〔
文
尾
〕「
文
化
／
對
馬
州
」

〔
備
考
〕
江
戸
時
代
、
幕
府
は
朝
鮮
と
の
外
交
に
お
い
て
、
南
禅

寺
を
除
く
京
都
五
山
に
属
す
る
碩
学
僧
を
選
び
、
対
馬
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の
以
酊
庵
に
輪
住
さ
せ
、
外
交
文
書
の
起
草
な
ど
の
任

に
あ
た
ら
せ
た
。
こ
の
史
料
は
、
文
化
年
間
に
朝
鮮
へ

宛
て
て
書
か
れ
た
書
契
だ
が
、
冒
頭
の
書
式
や
末
尾
の

署
名
な
ど
が
省
略
さ
れ
て
い
る

文
化
年
間
に
お
け
る
以
酊
庵
住
持
に
は
、
四
年
と
十
二

年
に
、
当
院
第
十
四
世
・
嗣
堂
東
緝
が
就
任
し
て
い
る
の

で
、
そ
の
時
に
起
草
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る

ZD
A

 N
o.

：
番
外-24

25　
　

出
陣　

一
冊

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）　

共
紙
表
紙

二
七
・
九
×
二
一
・
二　

十
五
丁
、
表
紙
二
紙

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
六
行
・
一
行
不
定

〔
外
題
〕「
出
陣
」（
表
紙
左　

直
書
、
墨
書
）

〔
文
首
〕「
△
出
陣　

天
文
四
年
（
一
五
三
五
）
九
月
廿
四
日　

□

侍
者
／
曹
源
一
滴
其
源
流
也
…
」

〔
文
尾
〕「
…
今
旹
学
者
、
機
関
蕙
草
罷
参
」

〔
書
入
〕
朱
点
・
朱
引
あ
り

〔
備
考
〕「
出
陣
」
は
法
戦
に
出
る
こ
と
で
、
問
答
の
た
め
に
出

て
行
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
本
書
は
、
こ
の
語
を

集
め
た
も
の

ZD
A

 N
o.

：
番
外25

26　
　

菩
薩
戒
義
疏
科	

写
本　

一
冊

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）　

共
紙
表
紙

二
六
・
七
×
二
〇
・
三　

十
八
丁
、
表
紙
二
紙

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
行

〔
外
題
〕「［　
　
　

］
䟽
科
」（
表
紙
左
上　

直
書
、
墨
書
）、
表
紙

右
上
に
「
暑　

全
」
の
朱
書
あ
り

〔
首
題
〕「
□
（
菩
）
薩
戒
義
䟽
科
」

〔
尾
題
〕「
菩
薩
戒
義
䟽
科
」

〔
原
刊
記
〕「〈
慶
元
己
未
（
一
一
九
九
）
夏
日
四
明
／
延
慶
教
蔵

續
刊
行
〉
／
應
永
二
年
乙
亥
（
一
三
九
五
）
六
月
十
八
日

彫
刻
畢
／
法
勝
寺
住
持
沙
門
政
鎮　
「
開
板
良
賢
」（
四
周

単
辺
枠
）」

〔
奥
書
〕「
□
□
（
元
亀
カ
）
四
癸
酉
二
月
中
以
三
井
□
□
／
急
用

之
間
不
擇
紙
筆
之
□
之
寫
□
／
□
書
之
也　
　

泉
芙
」

〔
備
考
〕『
菩
薩
戒
義
疏
』
の
文
段
を
科
判
し
た
も
の

表
紙
、
上
部
と
下
部
（
以
降
計
三
紙
）
欠
落

表
紙
見
返
し
に
、「
天
台
大
師
菩
薩
義
記
科
文
〈
智
證
大
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師
述
〉
／
尊
通
私
云
十
重
四
十
八
輕
［　
　

］
／
永
正
十
八

年
〈
辛
／
巳
〉（
一
五
二
一
）
五
月
至
六
月
義
記
講
談
之
次
合

□
［　
　

］
／
見
之
処
得
義
□
者
莫
太
焉
作
者
誰
人
哉
重

［　
　

］
／
尊
契
□
（
記
）」
と
あ
る

27　
　
［
回
向
帳
］　

一
冊

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）　

罫
紙
（
十
行
）　

二
二
・
〇
×
一
五
・
八　

三
丁

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
行

〔
文
首
〕「
總
持
猶
妙
藥　

能
療
衆
惑
病
／
亦
如
天
甘
露　

服
者

常
安
樂
／
南
閻
浮
提
大
日
本
國
山
城
州
洛
陽
東
山
建
仁

寺
兩
足
禪
院
住
持
…
」

〔
文
尾
〕「
…
生
々
紹
陰
（
隆
）
佛
種
。
處
々
建
／
立
法
幢
。
普
導

含
識
。
同
生
淨
邦
。
十
方
三
ー
ー
」

〔
備
考
〕
諸
々
の
行
事
で
唱
え
る
回
向
文
を
抜
き
書
き
し
た
も
の

内
容
は
、
祈
祷
回
向
、
十
大
願
文
、『
千
手
経
』
の
大

悲
呪
相
貌
の
言
（
大
慈
悲
心
是
、
平
等
心
是
…
）、
内
仏
諷

経
回
向
、
開
眼
供
養
諷
経
回
向
で
構
成

破
損
ぎ
み

28　
　

伝
灯
抜
萃
：［
灯
史
抜
萃
録
］　

写
本　

一
冊

［
雲
外
東
竺
］
筆

袋
綴
装
（
紙
縒
留
）　

共
紙
表
紙

二
四
・
四
×
一
七
・
六　

十
七
丁
、
表
紙
一
紙

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
一
行
か
ら
十
二
行
・
一
行
二
十
一
字

か
ら
二
十
四
字
程
度
、
不
定

〔
外
題
〕「
傳
燈
抜
萃
／
承
應
癸
巳
（
二
年
、
一
六
五
三
）」（
表
紙
左

上
直
書
、
墨
書
）

〔
首
題
〕「
續
高
僧
傳
／
唐
釋
道
宣
撰
」

〔
書
入
〕
朱
点
・
朱
引
あ
り

〔
備
考
〕
両
足
院
第
十
世
・
雲
外
東
竺
に
よ
る
抄
録
で
、
江
戸
時

代
中
期
の
成
立

内
容
は
、
唐
・
道
宣
撰
『
続
高
僧
伝
』（
残
欠
カ
）、
宋
・

道
原
撰
『
伝
灯
録
』（
前
欠
カ
）、
元
・
円
極
居
頂
撰
『
続

伝
灯
録
』
か
ら
の
抜
き
書
き
と
、
黄
庭
堅
撰
『
山
谷
詩

集
』
の
私
注
に
て
構
成

表
紙
見
返
し
に
「
○
一
切
偈
名
祇
夜　

大
論
（
大
智
度

論
）
三
十
三
ノ
十
八
反
」、
巻
頭
頁
に
は
達
磨
の
「
路
行

跨
水
復
逢
羊
…
」、
神
秀
の
「
身
是
菩
提
樹
…
」、
慧
能
の

「
菩
提
本
無
樹
…
」
の
偈
を
墨
書
す

筆
者
は
、
冊
首
の
付
箋
紙
「
傳
燈
抜
萃
〈
雲
外
筆
〉　
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一
」
に
よ
っ
た

ZD
A

 N
o.

：
番
外-28

29　
　

観
音
懺
儀　

刊
本　

一
帖

折
本
装　

雲
母
引
料
紙　

一
八
・
二
×
一
〇
・
〇　

四
十
三
折

〔
匡
郭
〕
無
界

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
四
行
・
一
行
十
二
字

〔
首
題
〕「
觀
音
懺
儀
」

〔
尾
題
〕「
觀
音
懺
儀
」

〔
書
入
〕
黒
字
で
節
回
し
の
音
譜
な
ど
が
誌
さ
れ
、
部
分
的
に
朱

引
あ
り

〔
備
考
〕
内
容
は
、
大
悲
円
満
無
礙
神
呪
、
観
音
懺
儀
、
妙
法
蓮

華
経
観
世
音
菩
薩
普
門
品
第
二
十
五
で
構
成
さ
れ
、
観

音
経
の
み
六
行
・
十
七
字

表
紙
欠

首
葉
見
返
し
に
「
東
山
建
」、
最
終
葉
に
「
昱
藏
主
」

の
墨
書
あ
り

30　
　
［
経
典
：
陀
羅
尼
経
］　

一
冊

袋
綴
装
（
四
つ
目
綴
、
綴
紐
脱
落
ぎ
み
）　

共
紙
表
紙

一
七
・
二
×
一
二
・
一　

十
丁
、
表
紙
二
紙

〔
本
文
〕
漢
字
カ
タ
カ
ナ
交
じ
り
、
ル
ビ
入

〔
外
題
〕「
諸　

陀
羅
尼
經
」（
表
紙
左
上　

直
書
、
墨
書
）

〔
文
首
〕「
○
金
剛
壽
命
陀
羅
尼
經
／
唐
南 

天
竺 

三
藏 

金
剛 

智

共 

沙
門
智
蔵 

奉
紹
譯
／
唵
…
」

〔
文
尾
〕「
平
等
大
智　

今
將
頂
禮
」

〔
備
考
〕
陀
羅
尼
な
ど
の
抜
き
書
き

内
容
は
、
金
剛
寿
命
陀
羅
尼
経
、
聖
六
字
増
寿
大
明
陀

羅
尼
、
増
慧
陀
羅
尼
、
仏
説
大
愛
陀
羅
尼
経
、
仏
説
除
一

切
疾
病
陀
羅
尼
、
略
一
切
経
、
仏
説
文
殊
経
、
略
文
小
法

花
、
南
無
金
剛
堅
固
勝
会
三
仏
、
仏
説
呪
目
経
、
浄
眼
陀

羅
尼
、
不
動
明
王
呪
、
釈
迦
□
呪
、
舎
利
礼
な
ど
で
構
成

表
紙
見
返
し
に
「
両
足
院
／
京
都
府
京
都
市
／
建
仁
寺
町

四
條
南
四
□
□
／
建
仁
寺
山
内
両
足
院
」、
最
終
頁
に
「
建

仁
寺
山
内
／
両
足
院
／
會
下
用
」、
裏
表
紙
に
「
明
治
拾
七

歳
三
月
廿
九
日
寫
之
／
建
仁
寺
内
両
足
院
室
ニ
於
テ
／
美

濃
國
／
美
濃
國
中
嶋
郡
八
神
村
□
□
所
持
」
の
墨
書
あ
り
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31　
　
［
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
］
残
欠　

刊
本　

一
纏

折
本
装　

雲
母
引
料
紙　

二
〇
・
六
×
七
・
二　

九
折

〔
匡
郭
〕
無
界

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
五
行
・
一
行
十
七
字

〔
文
首
〕「
於
法
實
無
所
得
。
須
菩
提
於
意
云
何
。
菩
薩
莊
嚴
…
」

〔
文
尾
〕「
…
最
上
乘
者
説
。
若
有
人
。
能
受
持
讀
誦
。
廣
爲
人
説
」

〔
備
考
〕
破
損
、
表
紙
欠

「
荘
厳
浄
土
分
第
十
」
の
前
半
か
ら
「
持
経
功
徳
分
第

十
五
」
の
中
ほ
ど
ま
で

32　
　

金
剛
般
若
波
羅
蜜
経　

刊
本　

一
帖

折
本
装　

灰
青
地
蓮
華
模
様
（
原
表
紙
、
裏
表
紙
無
）

二
五
・
七
×
九
・
〇　

四
十
五
折

〔
匡
郭
〕
界
線
無

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
五
行
・
一
行
十
七
字

〔
外
題
〕「
□
（
金
）
剛
般
若
波
羅
蜜
經
」（
表
紙
中
央　

原
刷
り
題

簽
）

〔
首
題
〕「
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
／
後
秦
弘
始
年
鳩
摩
／
羅
什
於

長
安
逍
遙
園
譯
」

〔
尾
題
〕「
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
」

〔
印
記
〕「
金
剛
經
啓
請
」
下
、
三
種
印
記
あ
る
も
印
影
不
明
瞭

〔
備
考
〕
冒
頭
絵
入
り

末
尾
に
「
右
經
ノ
第
一
分
ノ
著
衣
ノ
著
ノ
字
張
畧
切
清

テ
可
／
讀
餘
ハ
皆
濁
音
也
同
ク
入
舎
衛
ノ
入
ノ
字
ニ
ツ
／

ト
ツ
メ
テ
可
讀
○
／
經
中
字
ノ
右
ニ
○
ア
ル
ハ
ア
タ
リ
テ

可
讀
後
文
倣
初
／
經
中
ノ
不
不
也
ハ
上
ハ
フ
ノ
音
下
ハ
ホ

ツ
ノ
音
詳
于
／
韻
書
／
經
中
ニ
法
相
ト
ツ
ヽ
ク
處
ホ
ツ
ト

ツ
メ
テ
可
讀
餘
／
ハ
皆
ツ
ム
ヘ
カ
ラ
ス
非
法
相
ヲ
モ
ツ
ム
ヘ

カ
ラ
ス
／
用
ノ
字
皆
イ
ユ
ウ
ト
可
讀
呉
〈
ハ
〉
イ
ユ
ウ
漢

〈
ハ
〉
イ
ヨ
ウ
也
／
涕
涙
ノ
涕
ノ
字
タ
イ
ト
可
讀
呉
〈
ハ
〉

タ
イ
漢
〈
ハ
〉
テ
イ
也
／
訓
讀
ノ
時
〈
ハ
〉
テ
イ
ト
可
讀

／
尚
恨
賤
等
ノ
字
見
字
書
皆
是
濁
音
也
然
レ
ト
モ
古
／
來

清
音
〈
ニ
〉
用
來
レ
リ
以
故
不
改
之
但
シ
法
尚
應
／
捨
ノ

尚
ノ
字
濁
テ
可
讀
○
／
斯
經
世
誦
者
多
不
音
句
正
讀
惜
乎

令
世
尊
／
之
聲
教
少
其
持
誦
之
功
仍
爲
其
分
句
間
加
／
黒

點
其
不
誤
者
措
之
且
以
其
中
難
知
亦
皆
／
附
于
此
而
理
以

假
名
其
字
義
及
切
等
詳
出
／
于
韻
書
〈
并
〉
諸
經
音
義
等

○
」裏

表
紙
欠
洛
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33　
　

悦
可
寮
須
知　

一
帖

折
本
装　

薄
橙
色　

一
八
・
二
×
九
・
〇　

十
六
折

〔
外
題
〕「
悦
可
寮
須
知
」（
表
紙
中
央　

書
き
題
簽
、
墨
書
）

〔
文
首
〕「〈
朔
／
日
〉
／
祝
聖
〈
大
悲
呪
／
消
災
呪
〉　

就
祖
堂

諷
経
〈
楞
嚴
呪
／
通
回
向
〉
…
」

〔
文
尾
〕「
…
布
薩
／
上
塔
諷
經
／
夏
中
ニ
ハ
則
火
徳
放
参
早
晨

□
（
日
カ
）
中
諷
經
無
／
自
四
月
五
日
至
七
月
十
四
日
□

之
」〔
奥
書
〕「
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
／
四
月
廿
二
日
」

〔
備
考
〕
紙
背
に
「
望
闕
楼
」「
阿
弥
陀
堂
」「
佛
誕
生
」「
開
山

千
光
忌
」「
将
軍
諱
」
等
の
回
向
文
の
部
分
や
「
聲
出
薬

法
」
な
ど
が
認
め
ら
れ
て
い
る

ZD
A

 N
o.

：
番
外-33

34　
　
［
経
典
］　

一
帖

［
朴
宗
東
偱
］
ほ
か
筆

折
本
装　

縹
色
（
は
が
れ
ぎ
み
）　

雲
母
引
料
紙

一
三
・
八
×
八
・
一　

十
九
折

〔
本
文
〕
漢
字
・
カ
タ
カ
ナ
・
梵
字
、
一
部
に
返
り
点
・
ル
ビ
が

入
る

〔
文
首
〕「
佛
說
多
聞
強
／
記
陀
羅
尼
咒
／
浮
多
弗
嘙
…
」

〔
文
尾
〕「
…
△
須
咒
水
七
偏
（
徧
）
與
病
人
飲
之
無
過
三
五
度

即
差
」

〔
奥
書
〕「
東
偱
沙
弥
」

〔
備
考
〕
各
種
法
要
や
日
常
の
勤
行
で
使
用
し
て
い
た
と
み
ら
れ

る
私
製
の
経
本

内
容
は
、
真
言
お
よ
び
経
典
各
種
で
構
成

奥
書
に
「
東
偱
沙
弥
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
当
院
第

十
七
世
・
朴
宗
東
偱
の
私
物
と
推
定
さ
れ
る

35　
　
［
護
摩
供
次
第
］　

写
本　

一
冊

袋
綴
装
（
四
つ
目
綴
）　

共
紙
表
紙

一
四
・
〇
×
一
九
・
九　

三
十
五
丁
、
表
紙
二
紙

〔
本
文
〕
漢
字　

毎
半
葉
十
三
行
・
一
行
不
定

〔
文
首
〕「
口
傳
云
、
天
等
ヲ
供
ス
ル
ニ
ハ
…
」

〔
文
尾
〕「
…
無
量
／
聖
衆
眷
属
前
後
囲
繞
」

〔
奥
書
〕「
御
本
云
、
以
御
本
書
之
畢
／
弘
長
二
暦
（
一
二
六
二
）

正
月
十
三
日
於
□
□
（
醍
醐
）
寺
、
以
報
恩
院
僧
正
、
御

本
書
／
写
并
校
点
了
。
仰
云
、
遍
智
院
御
説
兎
同
年

十
二
月
廿
四
日
／
僧
正
御
房
奉
傳
授
了
。
頼
瑜
／
或
写

本
云
／
文
永
十
年
（
一
二
七
三
）
三
月
廿
四
日
、
賜
覚
洞
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院
御
草
本
書
写
之
了
／
恐
悦
無
極
、
尤
可
秘
藏
。
師
主

仰
云
、
此
私
記
者
為
宰
相
／
入
道
圓
靜
〈
俗
名
／
修
範
〉

以
故
遍
智
院
僧
正
御
房
為
取
筆
／
令
草
之
矣
。
當
本
其

本
也
〈
云
々
〉　

澄
禅
〈
三
十
九
才
〉
／
写
本
云
、
先
師

僧
正
御
書
也　

傳
領
道
教
〈
年
三
十
二
才
〉」

〔
備
考
〕
護
摩
壇
の
荘
厳
な
ど
の
解
説
で
、
一
部
、
図
入
り

内
容
は
、
毘
沙
門
天
法
、
不
動
法
、
不
動
護
摩
私
記
で

構
成
。
巻
首
に
勝
倶
胝
院
の
も
の
と
い
う
口
伝
を
、
末
尾

に
不
動
法
道
場
観
の
抜
萃
（
不
動
明
王
像
）
を
誌
す

ZD
A

 N
o.

：
番
外-35

36　
　
［
備
忘
録
］　

一
冊

袋
綴
装
（
包
背
装
）　

共
紙
表
紙

一
四
・
〇
×
二
〇
・
〇　

三
十
四
丁
、
表
紙
二
紙

〔
文
首
〕「
大
正
三
年
十
月
十
七
日
…
」

〔
文
尾
〕「
…
大
正
四
年
七
月
七
日
／
相
国
寺
中
長
得
院
／
小
畠

文
鼎
（
花
押
）」

〔
備
考
〕
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
か
ら
同
四
年
ま
で
の
備
忘
録

内
容
は
、
大
正
三
年
十
月
十
七
日
と
同
四
年
三
月

二
十
五
日
の
図
書
（『
天
台
〈
宗
義
集
／
小
部
集
〉』
一
冊
）

の
貸
し
出
し
記
録
、
大
正
四
年
二
月
十
一
日
の
「
開
敦
煌

会
」
の
名
簿
、
同
七
月
七
日
の
相
国
寺
長
得
院
の
小
畠
文

鼎
師
へ
の
図
書
（『
翰
林
五
鳳
集
目
録
』
一
冊
）
の
貸
し
出

し
記
録
な
ど

37　
　

饅
頭
屋
町
合
塔
ノ
碑
文　

二
十
二
紙

後
藤
東
㝔
撰

一
紙
形
態　

三
九
・
五
×
二
七
・
三　

一
紙

〔
本
文
〕
漢
字
カ
タ
カ
ナ
交
じ
り

〔
首
題
〕「
饅
頭
屋
町
合
塔
ノ
碑
文
」

〔
識
語
〕「
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
五
月
建
之
／
京
都
市
中
京
區

烏
丸
通
三
條
南
入
／
饅
頭
屋
町
祠
堂
係
謹
白
／
兩
足
院

十
九
世
龍
宗
識
」

〔
備
考
〕
す
べ
て
同
版
、
計
二
十
二
紙
を
ま
る
め
て
収
納
。
内
容

は
、
伊
藤
東
慎
師
の
『
黄
龍
遺
韻
』（
両
足
院
、
一
九
五
七

年
）
に
全
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

撰
者
の
後
藤
東
㝔
師
は
、
現
在
、
両
足
院
第
二
十
世
に

数
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
碑
文
で
は
自
ら
十
九
世
と
誌

し
て
い
る

欄
外
に
、「
昭
和
九
年
五
月
拝
領
複
寫　

松
本
軒
公
木
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文
庫
」
と
あ
り

二
九
　
布
帙
〔
五
件
五
点
〕

〔
備
考
〕
帙
の
材
質
で
表
紙
・
背
・
裏
表
紙
を
覆
い
、
反
対
側
は

板
帙
の
よ
う
に
紐
で
結
ぶ
形
状

「
建
仁
寺
碩
學
料
納
帳
〈
天
正　

慶
長
／
元
和
〉」
の
貼

紙
あ
り

【
番
外
】

38　
　

西
院
村
水
帳
：
天
正
十
九
〈
辛
卯
〉
年　

十
月
廿
八
日　

一
冊

竪
帳

二
九
・
〇
×
二
一
・
七　

十
一
丁
（
含
、
表
紙
二
紙
）
墨
付
七
丁

〔
外
題
〕「
天
正
十
九
〈
辛
／
卯
〉
年
／
西
院
村
水
帳　

建
仁
寺

／
十
月
廿
八
日
」

〔
文
首
〕「〈
□
□
町
か
い
と
〉
／
畠　

貳
畝　

参
斗
九
升
七
合　

常
光　

□
□
」

〔
文
尾
〕「
都
合
百
貳
拾
七
石
六
斗
壹
升
四
合
」

〔
備
考
〕「
水
帳
」
は
検
地
帳
の
こ
と
。
こ
の
帳
簿
は
、
貢
租
賦

課
の
た
め
の
基
本
台
帳
。
耕
地
の
名
称
・
広
さ
・
名

請
人
の
名
称
な
ど
を
記
録
し
た
も
の
で
、
天
正
十
九
年

（
一
五
九
一
）
時
の
も
の

ZD
A

 N
o.

：
番
外-38

39　

建
仁
寺
常
住
臨
時
并
定
下
行
帳
：
慶
長
七
寅
年　

十
月
吉
日　

一
冊

竪
帳

二
七
・
二
×
二
〇
・
八　

九
丁
（
含
、
表
紙
二
紙
）
墨
付
七
丁

〔
外
題
〕「
慶
長
七
寅
年
／
建
仁
寺
常
住
臨
時
〈
并
〉
定
下
行
帳

／
十
月
吉
日
」

〔
文
首
〕「
八
朔
□
」

〔
文
尾
〕「
貳
斗
二
升　

風
吹
〈
ニ
〉
付
［　
　

］」

〔
備
考
〕
建
仁
寺
の
財
政
帳
簿
。
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
付
で
、

所
々
「
霊
洞
」
や
「
両
足
」
な
ど
の
塔
頭
名
も
確
認
で
き
る

ZD
A

 N
o.

：
番
外-39

40　
　

両
足
院
碩
学
料
納
帳
：
元
和
元
〈
乙
卯
〉
年　

十
月
吉
日　

一
冊

竪
帳　

三
〇
・
五
×
二
一
・
五　

十
六
丁
（
含
、
表
紙
二
紙
）
墨
付

十
四
丁
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〔
外
題
〕「
元
和
元
〈
乙
卯
〉
年
／
両
足
院
碩
学
料
納
帳
／
十
月

吉
日
」

〔
文
首
〕「
碩
学
料
散
在
帳
／
△
京
廻
在
之
分
」

〔
文
尾
〕「
惣
都
合
四
拾
石
参
斗
五
升
二
合
〈
此
外
参
□
三
合
ハ

／
著
□
不
足
〉」

〔
備
考
〕
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
時
に
お
け
る
両
足
院
の
碩
学

料
徴
収
の
帳
簿
。
耕
地
の
広
さ
・
納
め
る
量
・
名
請
人

の
名
称
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る

ZD
A

 N
o.

：
番
外-40

41　
　

両
足
院
碩
学
料
納
帳
：
元
和
四
〈
戊
午
〉
年　

十
月
吉
日　

一
冊

竪
帳　

三
〇
・
一
×
二
一
・
九　

二
十
三
丁
（
含
、
表
紙
二
紙
）
墨

付
十
六
丁

〔
外
題
〕「
元
和
四
〈
戊
午
〉
年
／
碩
学
料
帳
／
十
月
吉
日
」

〔
文
首
〕「
碩
学
料
散
在
帳
／
京
廻
在
之
分
」

〔
文
尾
〕「
西
院
〈
ニ
〉
在
之
分
／
参
石
貳
斗
八
升
六
合　

□
兵

衛
」

〔
備
考
〕
両
足
院
碩
学
料
徴
収
帳
簿
の
元
和
四
年
版

中
に
、
桃
源
瑞
仙
の
『
史
記
抄
：
史
記
桃
源
抄
』「
秦

本
紀
」
の
残
欠
（
写
本　

一
紙
の
み　

綴
り
痕
ら
し
き
小
穴

が
確
認
で
き
、
も
と
冊
子
と
思
わ
れ
る
）
が
入
る

同
書
は
現
在
、
当
院
の
蔵
書
中
で
は
見
当
た
ら
な
い

が
、
当
院
第
十
世
・
雲
外
東
竺
が
編
ん
だ
と
い
う
、
寛
文

四
年
（
一
六
六
四
）
付
の
書
籍
目
録
の
「
儒
書
之
類
」
に
、

「
史
記
桃
源
抄
〈
不
足
〉　

十
九
冊
」
と
所
在
が
確
認
で
き

る
と
こ
ろ
か
ら
、
当
時
あ
っ
た
も
の
が
何
ら
か
の
理
由
で

散
逸
し
た
う
ち
の
一
紙
、
ま
た
は
、
底
本
未
詳
本
の
写
し

等
と
推
測
さ
れ
る

ZD
A

 N
o.

：
番
外-41

42　
　
「
建
仁
機
縁
」
残
決　

写
本　

一
紙

一
紙
形
態　

二
五
・
二
×
一
六
・
五　

一
紙

〔
外
題
〕「
建
仁
機
縁　

四
冊
之
内
／
大
統
院
／
十
如
院
／
興
善

院
／
瑞
光
菴
／
光
澤
菴
／
禅
居
菴
／
妙
喜
菴
」（
表
紙
中

央　

直
書
、
墨
書
）

〔
備
考
〕
表
紙
の
み

同
じ
形
態
の
も
の
が
、
建
仁
寺
両
足
院
所
蔵
聖
教
目
録

Ⅰ
～
Ⅲ
「
第
百
五
十
七
番
」
の
24
号
1
～
３
番
で
確
認
で

き
る
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本
書
も
恐
ら
く
同
一
の
筆
者
と
み
ら
れ
、
掲
載
さ
れ
る

塔
頭
か
ら
も
、
本
書
が
存
在
す
れ
ば
「
四
冊
之
内
」
の
一

冊
と
し
て
、
四
冊
揃
と
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
残
念
な
が

ら
内
容
は
不
明

た
だ
し
、
題
名
の
「
建
仁
機
縁
」
が
、「
第
百
五
十
七

番
」
24
号
で
は
左
肩
で
あ
る
の
に
対
し
、
本
書
は
右
上
に

認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
同
書
の
草
稿
か
別
本
と
考
え
る

の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る

三
〇　

紙
帙
〔
一
件
二
点
〕

〔
備
考
〕
表
紙
中
央
に
題
簽
、「
地
藏
菩
薩
本
願
經　
〈
句
讀
假
名
／

新
板
改
正
〉」（
摺
り
題
簽
）
あ
り

【
番
外
】

43　
　

地
蔵
菩
薩
本
願
経　

刊
本　

二
帖

折
本
装　

藍
鼠
色
表
紙
（
原
表
紙
）　

雲
母
引
料
紙

無
辺
無
界

〔
本
文
〕
漢
字
、
総
ル
ビ
入
り　

毎
半
葉
四
行
・
一
行
十
七
字

巻
上
：
二
二
・
九
×
七
・
八　

六
十
四
折

〔
外
題
〕「
地
藏
菩
薩
本
願
經
卷
上　
〈
假
名
／
改
正
〉」（
表
紙
中

央　

刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
地
藏
菩
薩
本
願
經
卷
上
／
于
闐
國
三
藏
沙
門　

實
叉

難
陀　

譯
」

〔
尾
題
〕「
地
藏
菩
薩
本
願
經
卷
上
」

巻
下
：
二
二
・
九
×
七
・
八　

六
十
四
折

〔
外
題
〕「
地
藏
菩
薩
本
願
經
卷
下　
〈
假
名
／
改
正
〉」（
表
紙
中

央　

刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
地
藏
菩
薩
本
願
經
卷
下
／
于
闐
國
三
藏
沙
門　

實
叉

難
陀　

譯
」

〔
尾
題
〕「
地
藏
菩
薩
本
願
經
卷
下
」

〔
備
考
〕
無
刊
記

三
一　

木
製
経
箱
〔
一
件
八
点
〕

〔
備
考
〕
蓋
箱
と
身
箱
、
金
属
で
固
定

【
番
外
】

44　
　

妙
法
蓮
華
経	

刊
本　

八
帖

折
本
装　

紺
地
蓮
華
唐
草
文
表
紙
（
原
表
紙
）　

四
周
単
辺
・
無
界
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〔
本
文
〕
漢
字　

一
部
ル
ビ
入
り　

毎
半
葉
四
行
・
一
行
十
七
字

〔
刊
記
〕「
元
祿
五
年
壬
申
（
一
六
九
二
）
二
月
吉
旦
／
天
保
五
年

甲
午
（
一
八
三
四
）
再
刻　

慈
海
宋
順　

校
正
」、「
雒
東

書
師　

岡
村
元
春
樓
敬
書
冩
／
洛
陽
書
林　

北
邨
吉
兵

衞
刊
行
／
伊
藤　

次
郎
兵
衞
」

巻
第
一
：
二
八
・
二
×
九
・
〇　

六
十
五
折
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
妙
法
蓮
華
經
卷
第
一
」（
表
紙
左
上　

金
色
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
妙
法
蓮
華
經
序
品
第
一
／
姚
秦
三
藏
法
師
鳩
摩
羅
什

奉　

詔
譯
」

〔
尾
題
〕「
妙
法
蓮
華
經
卷
第
一
」

巻
第
二
：
二
八
・
一
×
九
・
一　

七
十
五
折
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
妙
法
蓮
華
經
卷
第
二
」（
表
紙
左
上　

金
色
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
妙
法
蓮
華
經
譬
諭

（
マ
マ
）品

第
三　
　

二
」

〔
尾
題
〕「
妙
法
蓮
華
經
卷
第
二
」

巻
第
三
：
二
八
・
一
×
九
・
〇　

七
十
一
折
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
妙
法
蓮
華
經
卷
第
三
」（
表
紙
左
上　

金
色
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
妙
法
蓮
華
經
藥
艸
諭
品
第
五　
　

三
」

〔
尾
題
〕「
妙
法
蓮
華
經
卷
第
三
」

巻
第
四
：
二
八
・
二
×
九
・
〇　

六
十
二
折
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
妙
法
蓮
華
經
卷
第
四
」（
表
紙
左
上　

金
色
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
妙
法
蓮
華
經
五
百
弟
子
受
記
品
第
八　
　

四
」

〔
尾
題
〕「
妙
法
蓮
華
經
卷
第
四
」

巻
第
五
：
二
八
・
一
×
九
・
〇　

六
十
七
折
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
妙
法
蓮
華
經
卷
第
五
」（
表
紙
左
上　

金
色
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
妙
法
蓮
華
經
提
婆
達
多
品
第
十
二　
　

五
」

〔
尾
題
〕「
妙
法
蓮
華
經
卷
第
五
」

巻
第
六
：
二
八
・
一
×
九
・
一　

六
十
五
折
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
妙
法
蓮
華
經
卷
第
六
」（
表
紙
左
上　

金
色
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
妙
法
蓮
華
經
如
來
壽
量
品
第
十
六　
　

六
」

〔
尾
題
〕「
妙
法
蓮
華
經
卷
第
六
」

巻
第
七
：
二
八
・
一
×
九
・
〇　

六
十
折
、
表
紙
二
紙

〔
外
題
〕「
妙
法
蓮
華
經
卷
第
七
」（
表
紙
左
上　

金
色
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
妙
法
蓮
華
經
常
不
輕
菩
薩
品
第
二
十　
　

七
」

〔
尾
題
〕「
妙
法
蓮
華
經
卷
第
七
」

巻
第
八
：
二
八
・
二
×
九
・
一　

五
十
四
折
、
表
紙
二
紙
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〔
外
題
〕「
妙
法
蓮
華
經
卷
第
八
」（
表
紙
左
上　

金
色
刷
り
題
簽
）

〔
首
題
〕「
妙
法
蓮
華
經
觀
世
音
菩
薩
普
門
品
第
二
十
五　
　

八
」

〔
尾
題
〕「
妙
法
蓮
華
經
卷
第
八
」
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執
筆
者
一
覧
（
掲
載
順
）

常
盤　

義
伸 

花
園
大
学
名
誉
教
授

中
島　

志
郎 

花
園
大
学
教
授

禪
文
化
研
究
所
唐
代
語
錄
研
究
班 

禅
文
化
研
究
所

衣
川　

賢
次 

花
園
大
学
特
任
教
授

松
岡　

由
香
子 

禅
文
化
研
究
所
研
究
員

岡
部　

良
一 

郷
土
史
家

片
山　

真
理
子 

花
園
大
学
歴
史
博
物
館
研
究
員

田
口　
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『ランカーに入る』正誤表

CORRECTIONS OF THE SANSKRIT TEXT ROMANIZED
AND THE JAPANESE TRANSLATION OF LANKAVATARA SUTRAM

GishinTOKIWA,June2020
復元梵文
1. p.5,verse17a:labhate ⇒ labhyate
2. p.11, (6) A footnote: (N 3415) “asvabhāvapadam” corrected. G.: 離自性句 . 

Cf.(49) 非自性句 .
3. p.12, (26) A footnote: (N 354) “nirābhāsapadam anirābhasapadam” corrected. 

G.: 所有句無所有句 .
4. pp.15-16:ālayavijiñānasyābhūtaparikalpavāsanā- ⇒ tajjātivijñānāvaraṇāsad-

bhūta-
5. p.16.footnote 52 is changed into:“ālayavijñānasyābhūtaparikalpavāsanā-

”corrected.G:若覆彼真識種種不実諸虚妄滅 .
6. p.42,2,3:-ānutpādanirodha- ⇒ -ānutpādānirodha-.G.: 不生不滅 .
7. p.49, bottom 3rd. line: mahamate ⇒ mahāmate
8. p.52, 1. 1: tatraedam ⇒ tatredam
9. p.57, 1. 6: grāhyagrāhakābhinivṣṭāḥ ⇒ grāhyagrāhakābhiniviṣṭāḥ
10. p.70, 1. 1: vijñānaniruddhe ⇒ vijñāne niruddhe
11. Ibid., footnote 144: “vijñanavaicityaṃ” ⇒ “vijñānavaicitryaṃ”
12. p.76, 1. 9: cittodadhipravṛttitaraṅgavijñānalakṣaṇaḥ samādhisukhasamāpatti-

manaso ⇒ cittodadhipravṛttitaraṅgavijñānalakṣaṇo
13. Ibid, 1. 10: svacittadṛśyaviṣayabhāvābhāvaparijñānān manaso samādhi-

sukhasamāpattimanomayaḥ ⇒ svacittadṛśyaviṣayabhāvābhāvaparijñānāt 
samādhisukhasamāpattimanomayaḥ

14. Ibid., 1. 14: (T 498a) anekalakṣaṇabalavaśitā ⇒ anekalakṣaṇabalavaśitā (T 
498a)

15. Ibid., footnote 3: Before “sukha” a word is added.G.: 三昧楽正受故 . ⇒ 
“sukhasamāpatti-manaso” deleted.G.: 識相不生 .

16. Ibid., footnote 5: Three words are added before “manomayaḥ kāya”.G:三昧
楽正受意生身 . ⇒ The word “manaso” be deleted, three words being added 
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before “manomayaḥ kāya”.
17. p.84, footnote 51: Four ⇒ The four
18. p.88, 1. 2: jñanam ⇒ jñānam
19. Ibid., verse 43b: ābhāsavarjitam ⇒ ābhāsavarjitam
20. Ibid., verse 43d: jñanaṃ ⇒ jñānaṃ
21. p.89, verse 45d:: loko ⇒ loko
22. Ibid., footnote 91: and placed ⇒ , placed
23. p.91, 1. 10: tredam ⇒ tatredam
24. Ibid., verse 46d: prachidyate ⇒ pracchidyate
25. Ibid., verse 47a: bhāvājñānarutagrāhāt ⇒ bhāvājñānarutagrāhāt
26. p.98, 1. 6: bāhyabhāvābhāvānabhiniveśāt ⇒ bāhyabhāvābhāvānabhiniveśāt
27. Ibid., footnote 153: “bāhyabhāvābhāvād” ⇒ “bāhyabhāvābhāvād-”
28. p.101,105: 2. 2: nityavaidhuryadharmadarśanāc ⇒ nityavaidharmyadarśanāc
29. p.106, 1. 3: tathāgatasvatākuśalā ⇒ tathāgatasvabhāvakuśalā
30. Ibid., footnote 3 is changed into:“akṛtako na kṛtakaṃ na”delected.G.: 非事非

因 .
31. p.108,107: 2. 4: yad anutpādaḥ ⇒ yo‘nutpādaḥ
32. p.114, verse 19a: na bāhyabhāvaṃ abhāvaṃ ⇒ na hi bāhyabhāvābhāvo
33. Ibid., footnote 64: “nābhāvam” ⇒ “-bhāvaṃ nābhāvam”
34. p.116, 3. 5: ‘nityatā kāraṇaṃ sarvabhāvābhāvaḥ kāryaṃ ⇒ bhāvābhāvo 

‘nityatāyāh kāryaṃ84

35. Ibid., inserted as footnote 84: (N2065) “‘nityatā kāraṇaṃ sarvabhāvābhāvaḥ 
kāryaṃ” corrected. G.: 是（性→）性無性無常事 .

36. p.120, bottom 2nd. line: tathāgatasvapratyā ⇒ tathāgatasvapratyā-
37. p.121, 1. 3: na mi ⇒ na mi-
38. p.126, 2. 3: tathātā ⇒ tathatā
39. p.127, 2. 8: mahamate ⇒ mahāmate
40. p.129, bottom line: ‘vināsī ⇒ ‘vināśī
41. p.130, 1. 13: tathagatānāṃ ⇒ tathāgatānāṃ
42. Ib id . ,  116  head l ine :  “gaṅgānad ībā lukāsamās  ta thāga tāḥ” ⇒ 

“gaṅgānadībālukāsamās tathāgatāḥ”
43. p.135, (iii) 1. 8: ālayān abodhāc ⇒ ālayānavabodhāc 
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44. p.136, footnote 234: ālayān abodhāc ⇒ ālayānavabodhāc
45. p.138, footnote 245 and 246: śikṣāsamuccayaḥ ⇒ Śikṣāsamuccayaḥ
46. Ibid., footnote 246: śāntidevá's ⇒ Śāntideva's

日本語訳
1. p.68 下、1 行目：滅⇒不滅
2. p.181 上、偈 19、1 ～ 2 行:外の存在は非存在ではないが心の捕捉し

たものではないとして⇒外の存在も非存在もなく心の捕捉したもの
もないとして

3. p.184 下、15 行：無常性が因で、あらゆる存在がなくなることは果で
すが、⇒存在がなくなることは無常性の果ですが、
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“ 不可～也 ” 補說

詹　緒左（安徽師範大學文學院，蕪湖，241000）

（1）師曰：“ 不可只喫東西風也。”（《祖堂集》卷四《藥山和尚》）1

上揭例中 “ 也 ”，曹廣順、梁銀峰、龍國富在《〈祖堂集〉語法研究》
中分析爲 “ 表示祈使（禁止、命令）的語氣助詞 ”。2 衣川賢次先生在其新著《禪
宗語言叢考》中不贊同這一說法，他認爲：

其實此處的 “ 不可～也 ” 實際上是 “ 喫風是不可能的 ” 之意的判斷
句。引用此一節如下：“師問僧：‘汝從什摩處来？ ’對曰：‘南泉来。’師曰：
‘在彼中多少時？ ’對曰：‘經冬過夏。’師曰：‘与摩則作一頭水牯牛去也。’
對曰：‘ 雖在彼中，不曾上他食堂。’ 師曰：‘ 不可只喫東西風也。’ 對曰：‘ 莫
錯，和尚！自有人把匙筯在。’”（卷 4《藥山章》）意爲藥山問：“ 你是從
哪兒來的？ ” 僧：“ 我從南泉而來。” 師：“ 你在那兒住了多久？ ” 僧：“ 從
冬到夏。” 師：“ 那樣的話，你變成了水牯牛了吧。” 僧：“ 雖然住在那兒，
我一次都沒去過食堂。” 師：“ 你該不會喫的風吧。” 僧：“ 和尚，別搞
錯了，讓我用匙筯喫飯的人確是有的。”僧人解釋爲有爲自己勞役的僕人，
表明自己尊貴。馬祖主張語言行動是佛性的流露，藥山主張佛性的尊貴。
從南泉（馬祖弟子）處來的僧人因爲知道藥山的思想，所以作此回答。3

衣川先生依據上下文的語境，尤其是結合禪學的思想背景來探討句意
和詞義，這種研究方法確實是我們國內學者所缺乏的，顯然更能切近 “ 文心 ”，
也更能讓人信服。

不過，這一研究似還可以再深細一些。“ 不可 ” 句，現有的《祖堂集》
諸點校本、校注本、選注本均如此標點。但若對照禪錄中相關的記載，這樣
的標點也許就值得考慮。此則公案非常有名，故屢見揭載。其中 “ 不可 ” 句，
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《聯燈會要》卷十九《藥山章》錄作 “ 儞口欱南風那？ ”《宗門統要續集》卷
十一 ( 上 )《藥山章》寫作 “ 口欱南風那？ ”（《禪林象器箋》第二類《殿堂門》
中，“ 欱 ” 作 “ 飲 ”，餘同），而在《五燈會元》卷五、《五燈嚴統》卷五、《五
燈全書》卷九《藥山》本傳中，此句又記作 “ 口欱東南風那？ ”

彼此對讀，我們就不難看出以下幾點：
其一，“ 只喫 ” 的 “ 喫 ”，其義相當於 “ 欱 ” 和 “ 飲 ”，也就是我們現在

常說的 “ 喝西北風 ” 的 “ 喝 ”，儘管不同禪籍中此句的 “ 風 ” 向略有改變，或
“ 南 ”，或 “ 東南 ”，或 “ 東西 ”。

其二，“ 不可～也 ” 對應於 “ ～那 ”，則表明它更有可能是用來表示反
問語氣的，故 “ 不可 ” 句似宜標點作：“ 不可只喫東西風也？ ” 其大意是說：
難道要喝東西風嗎？試比較衣川先生的譯句：“ 你該不會喫的風吧。” 語氣
似覺有些過於溫婉，略嫌 “ 藥 ” 性不足。其實，此處 “ 不可 ” 屬強勢表達，
用來表反詰語氣的（這一用法國內的大型語文辭書均未收列），而常與之配合
使用的 “ 也 ” 亦有此種用法。下面是禪籍中的幾則用例：

（2）僧問保福：“ 雪峯平生有何言句，得以 羊掛角時？ ” 福云：“ 我不
可作雪峯弟子不得？ ” 師云：“ 一千五百箇布衲，保福較些些子。”（《明覺語
錄》卷三；《圓悟佛果禪師語錄》卷十七《拈古》“ 不可 ” 句作 “ 我不可作雪
峯弟子不得那 ”）

（3）臨濟問監院：“ 什麼處去來？ ” 院云：“ 州中糶黃米來。” 臨濟以拄
杖面前劃一劃，云：“ 還糶得這箇麼？ ” 院便喝，濟便打。典座至，濟乃舉前話，
典座云：“ 院主不會和尚意。” 濟云：“ 爾又作麼生？ ” 典座便禮拜，濟亦打。
師云：“ 喝亦打，禮拜亦打，還有親疎也無？若無親疎，臨濟不可盲枷瞎棒
去也？ ”（《黃龍語錄 · 遷住歸宗語錄》）

（4）上堂：“ 即心是佛更無別佛，即佛是心更無別心。如拳作掌，似水成波，
波即是水，掌即是拳。此心不屬內外中間，此佛不屬過未現在。既不屬內外中間，
又不屬過未現在，此心此佛悉是假名。既是假名，一大藏教所說者，豈是真耶？
既不是真，不可釋迦老子空開兩片皮掉三寸舌去也？畢竟如何？但知行好事，
休要問前程。”（《大慧語錄》卷三）
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（5）又因一日，翠微在法堂行道次，師而近前接礼。問曰：“ 西来密旨，
和尚如何指示於人？ ” 翠微駐步須臾。師又進曰：“ 請和尚指示！ ” 翠微答曰：
“ 不可事須要第二杓惡水漿潑作摩？ ” 師於言下承旨，礼謝而退。（《祖堂集》
卷六《投子和尚》）

以上四例中 “ 不可 ” 均表反問語氣，例 3、4 用的正是 “ 不可～也 ”。例
5 中 “ 不可事須 ”，日本禪籍俗語言研究會編、禪文化研究所發行的《俗語
言研究》將其列入 “ 待質事項 ”。4 因難以解釋，此句的標點遂多歧異。《佛
光大藏經 · 禪藏》本標點爲：“ 不可事，須要第二杓惡水漿潑作摩？ ”5 吳福祥、
顧之川點校本、張華簡體字點校本標點爲：“ 不可，事須要第二杓惡水漿潑
作摩？ ”6 張美蘭校注本標點爲：“ 不可，事須要第二杓惡水漿潑？作摩？ ”7

中華書局本標點爲：“ 不可。事須要第二杓惡水漿潑作摩？ ”8 另有論者釋 “ 不
可事 ” 爲 “ 非法之事，此指行非法之事的人 ”，9 標點同臺藏本。其實還是表
示反問語氣的。此句《聯燈會要》卷十九、《五燈會元》卷五《無學禪師章》
作：“ 更要第二杓惡水那？ ”《景德傳燈錄》卷十四《無學禪師章》錄作：“ 更
要第二杓惡水作麼？ ” 而《古尊宿語錄》卷三十六《投子語錄序》則記作：“ 更
要第二杓惡水潑？ ” 再比較《古禪師語錄》：“ 上堂，良久。大眾不散。師云：
‘ 做甚麼？不可須待惡水潑那？下去！ ’” 或比較《古尊宿語錄》卷三十七《鼓
山先興聖國師法堂玄要廣集》：“ 更有一格人，腳不跨石門，怪他得麼？不
可事須踏前踏後，納箇如何醉人相似？ ” 可見 “ 更～那 ”“ 更～作麼 ”“ 更～ ”
和 “ 不可～也 ”“ 不可～那 ”“ 不可事須～ ” 的用法庶幾相當。例 5 句的意思
不外是說：難道一定要再潑第二杓污水嗎？更有意思的是，“ 不可 ” 既是 “ 叵 ”
字的緩讀，故而 “ 叵 ” 亦可用來表示反問的語氣，如《新唐書 · 呂才傳》：“ 因
官命氏，因邑賜族，本同末異，叵爲配宮商哉？ ” 金王若虛《新唐書辨中》：
“張柬之初與楊元琰共乘艫江中，私語外家革命事。柬之執政引爲右羽林將軍，
謂曰：‘ 江上之言，君叵忘之？ ’” 顯然這裡的 “ 叵 ” 即 “ 不可 ”，亦即豈，難
道是也。

其三，我們還可以順帶解決一則校勘問題。“ 不可 ” 句的 “ 只 ”，原文
作 “ 口 ”，中華本校改作 “ 只 ”（上引衣川先生的分析也錄作 “ 只 ”），校記：“ 只：
原字破損作 ‘ 口 ’，據禪文化研究所本校記校定。”10 然上揭《聯燈會要》卷
十九、《宗門統要續集》卷十一、《五燈會元》卷五、《五燈嚴統》卷五、《五
燈全書》卷九本章中均錄作 “ 口 ”，知校改難以信從。再說，“ 口喫東西風 ”
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對應的是 “ 有人把匙筯在 ”（用勺子筷子喫飯的人），改作 “ 只喫 ” 就等於隱
去了比較的對象，話語的形象感、生動感也隨之減弱。

“ 照影渠看我，涵虛地壓天。”（《紫柏老人集》卷之二十五《明月池》）11

角度變，方法變，“ 看 ” 出來的結果自然也是不一樣的。像衣川先生那樣密
切聯繫上下文的語境，並將之置於禪學的思想背景來探討句意和詞義，必要
時再輔以異文的比較（衣川先生新著《禪宗語言叢考》，開篇鉅作《禪籍的校讎學》
以及《〈臨濟錄〉文本的系譜》，其中就有很多這方面精彩的分析。），而這，纔

是研究禪宗典籍語言的正途。以前我們的研究方法常常只滿足於就句論詞、
就句論句，現在看來有時候還真的 “ 不可也 ”。

1[ 南唐 ] 釋靜、筠編，孫昌武、衣川賢次等點校：《祖堂集》，中華書局，2007 年，第 227 頁。
2曹廣順、梁銀峰、龍國富：《〈祖堂集〉語法研究》，河南大學出版社，2011 年，第 330 頁。
3[ 日 ] 衣川賢次：《禪宗語言叢考》，復旦大學出版社，2020 年，第 153-154 頁。
4禪籍俗語言研究會編：《俗語言研究》第 4 期，1996 年，第 177 頁。
5《佛光大藏經》，臺灣佛光山宗務委員會印行，1994 年，第 273 頁。
6[ 南唐 ] 釋靜、筠編，吳福祥、顧之川點校：《祖堂集》，嶽麓書社，1996 年，第 132 頁。

[ 南唐 ] 釋靜、筠編，張華點校：《祖堂集》，中州古籍出版社，2001 年，第 203 頁。
7[ 南唐 ] 釋靜、筠編，張美蘭校注：《祖堂集》，商務印書館，2009 年，第 165 頁。
8[ 南唐 ] 釋靜、筠編，孫昌武、衣川賢次等點校：《祖堂集》，中華書局，2007 年，第 280 頁。
9譚偉：《〈祖堂集〉文獻語言研究》，巴蜀書社，2005 年，第 264 頁。
10[ 南唐 ] 釋靜、筠編，孫昌武、衣川賢次等點校：《祖堂集》，中華書局，2007 年，第 227 頁。
11 紫柏尊者：《紫柏老人集》，上海古籍出版社，2013 年，第 582 頁。
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【要旨】
「不可～也」の句には「まさか～などということがあろうか」という強

い反問の用法がある。『祖堂集』卷四藥山章「不可口喫東西風也？」（まさ
か風を食っていたなどということがあろうか？）は『聯燈會要』卷十九藥山
章では「儞口欱南風那？」（おまえは南風を食っていたのか？）と言い換え
ているとおり、「不可～也？」は「～那？」に近い。同様の例は、
『明覺禪師語錄』卷三：「我不可作雪峯弟子不得？」（わたしに雪峯和尚

の弟子の資格がないとでも言うのか？）、
『黃龍語錄 · 遷住歸宗語錄』：「若無親疎，臨濟不可盲枷瞎棒去也？」（も

しふたつの對應に違いがないなら、臨濟和尚が妄りに棒打したことになるが、
そんなことがあろうか？）
『大慧語錄』卷三：「既不是眞，不可釋迦老子空開兩片皮掉三寸舌去也？」

（釋迦の説法が眞實でないとしたら、釋迦が舌先三寸で無駄口をしゃべってい
たことになるが、そんなことがあろうか？）
『祖堂集』卷六投子和尚章：「不可事須要第二杓惡水漿潑作摩？」（二杯

目の汚水を撒こうとして、いったいどうするのか？）
『古尊宿語錄』卷三十七『鼓山先興聖國師法堂玄要廣集』：「不可事須踏

前踏後，納箇如何醉人相似？」（醉っぱらいのようにふらふらと前に行った
り後ろに戻ったりして、如何、若何と訊ねまわる輩を、ここで受け入れるこ
となどできようか？）

以上のように「更～那？」、「更～作摩？」、「更～？」と「不可～也？」、
「不可～那？」、「不可事須～？」の用法は近く、「～」の部分を強く否定す
るのである。

なお、『祖堂集』卷四藥山章「不可口喫東西風也？」の「口」を中華書
局版は「只」に改めているのは誤りである。
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話説嘉曆本《臨濟錄》

邢　東風

歷史上，唐宋時期的禪宗語錄曾大量傳入日本，而後又被翻刻復製，廣
為流通，所以有很多的唐宋禪宗語錄是通過日本刊本保存下來的。其中唐代
臨濟義玄禪師的語錄《臨濟錄》一書，在日本號稱「錄中之王」，備受尊崇，
先後出現了各種各樣的刊本，其種類和數量之多，遠遠超出了中國。日本現
存的《臨濟錄》古刊本中，最早的是從中國傳入的宋本，例如天理圖書館收
藏的宋版《續開古尊宿語要》第一集中的《臨濟慧照禪師語》、東洋文庫收
藏的所謂「元槧本」《臨濟錄》、成簣堂文庫收藏的宋版《古尊宿語録》第二
册的《臨濟錄》，等等。比宋本稍晚的是在日本刊刻的「五山版」。所謂「五
山版」，是指從鎌倉時代末期到室町時代末期，先後在鎌倉五山（建長寺、
圓覺寺、壽福寺、浄智寺、浄妙寺）和京都五山（南山寺、天龍寺、建仁寺、
東福寺、萬福寺）等禪宗寺院刊行的木版書籍，包括禪籍、語録、詩文集、
佛經等等，其中有很多唐宋元時期的中國禪宗典籍。現存最早的五山版《臨
濟錄》，是静嘉堂文庫收藏的元應二年（1320）刊本，以前被誤認為是元代
的「雪堂本」（又稱「元刊本」）⑴，其實是宋本的復製。其次是嘉曆四年（1329）
刊本，比元應本稍晚，含有雪堂本的內容，我們稱它為「嘉曆本」。關于嘉
曆本，前輩學者如陸川堆雲、柳田聖山也曾提到，但是都沒有詳細談到它的
內容，也沒有說清它和其他刊本的關係。大約一年前，由于偶然的機會，我
有幸看到嘉曆本《臨濟錄》的實物，因而想在這裡作一簡要介紹，以供讀者
共享。
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關于嘉曆本，幾年前我在考察雪堂本《臨濟錄》的時候開始注意到它，
理由是它的內容和雪堂本比較接近。當時衣川賢次先生提醒我參考柳田聖山
主編的《臨濟錄抄書集成》一書，我注意到其中有寬永七年（1630）刊本《鎮
州臨濟惠照禪師語錄鈔》（以下簡稱《臨濟錄鈔》），這是一部《臨濟錄》的註
釋本，其中的臨濟語錄原文就是嘉曆本的內容，註釋文字是後人所加。根據
這部《臨濟錄鈔》可以斷定，日本歷史上還有一部嘉曆本的《臨濟錄》，它
的刊刻年代接近元應本，内容接近雪堂本，在日本刊行的《臨濟錄》中，是
一部年代較早、內容特殊的本子，值得重視。不過，我一直不清楚這個本子
是否還有保存，也不知道在哪裡可以找到，關于它的內容，只能通過《臨濟
錄鈔》來推測，由于沒見過這個本子的原物，所以不能確定它到底是什麼樣子。

嘉歴本《臨濟錄》⑵

2019 年 11 月 16 日，東京古書會館舉辦古籍展賣會，我從展賣品目錄
上看到嘉曆本《臨濟錄》赫然在冊，目錄上是這樣寫的：

臨済録  五山版　嘉暦四年刊　比丘尼道証開版　原装　小汀文庫旧蔵  
一冊
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真不敢相信自己的眼睛，這不就是我一直期盼的嘉曆本吗！千載難逢的機會，
于是專程跑去觀看。由于展賣會上都是價格昂貴的拍賣品，不許拍照，也不
能仔細翻閱，所以這裡只能介紹我看到的大概内容。

封頁　 臨濟慧照大宗師語錄（手寫）
 臨濟語錄
序 從倫序（第一紙⑶）
 郭天錫序（第二、三紙）
 普秀序（第四、五紙）
 （以上三序的版式為頁 9 行，行 18 字）
 馬防序（第六紙）
 （馬防序的版式為頁 9 行，行 17 字）
正文 鎭州臨濟慧照禪師語錄
  住三聖嗣法小師惠然集
 （第一至三十五紙，版式為頁 11 行，行 20 字）
  住鎭州保壽嗣法小師延沼謹書
碑文 真定十方臨濟慧照玄公大宗師道行碑銘
  正議大夫御史中丞行御史臺事王博文撰並書
  通奉大夫參知政事樞密副使商挺題額
    （第一至六紙）
開版題記 這個册子者，當年臨濟祖師巧作白拈賊家具子也。今五百

年之後，有兒孫比丘尼印開流通而證之者，且道是直躬者
邪？是不直躬者邪？具眼勝流，垂鑒察焉。嘉曆己巳仲秋
日比丘尼道證謹識。

底封 内側　新庄奥村（手寫）
 自澄主（手寫）
外側 臨濟慧照玄公大宗師語錄（手寫）
 自澄主（手寫）

以上内容，如果孤立地看，恐怕看不出什麼名堂，只有把它和其他相關
的刊本、特別是宋元版的《臨濟錄》結合起來考察，才能了解它的來源、影
響、特色、價值，及其在《臨濟錄》流傳史上的地位。
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首先是序文部分。
嘉曆本有四篇序文，即從倫序、郭天錫序、普秀序、馬防序，其中從

倫、郭天錫、普秀的三序來自雪堂本，馬防序來自宋本。宋本《臨濟錄》原
來只有馬防序，元代的雪堂普仁禪師重刻《臨濟錄》時，撤掉了馬防序，而
代之以從倫等人的三序，于是三序成為雪堂本的一大特徵。從中國國家圖書
館保存的雪堂本《臨濟錄》來看，它的書首部分殘缺，現在只有普秀序，接
下來是臨濟語錄的正文，可見雪堂本原來没有馬防序；又根據嘉曆本可以推
測，雪堂本原來在普秀序之前還有從倫序和郭天錫序。通過嘉曆本的三序，
可以了解雪堂本序文部分原有的樣子。不過，嘉曆本三序是頁 9 行，行 18 字，
雪堂本是頁 9 行，行 20 字，二者版式稍有不同。

雪堂本傳入日本以後，日本也出現了帶有三序的《臨濟錄》刊本。就目
前所知來說，嘉曆本最早，其次是寬永七年刊行的《臨濟錄鈔》，再後來就是《大
正藏》第 47 册收錄的《臨濟錄》。《大正藏》本《臨濟錄》是根據德富蘇峰

（1863 － 1957）收藏的永享九年（1437）刊本（今藏石川武美記念圖書館）排
印的，這個底本確實帶有三序，然而三序部分不是刻版印刷物，而是手寫上
去的。起初我也不了解這個情況，後來衣川賢次先生告訴我，于是我到石川
武美記念圖書館作了調查，發現該書三序部分的紙張、色澤、字形、頁面樣
式等等都和刊本印刷的正文部分非常相似，假如不是特别留意的話，不太容
易看出它們的差別。另外，日本現存的永享九年本《臨濟錄》，除了德富蘇
峰舊藏本之外，還有國立公文書館保存的林羅山舊藏本、國會圖書館藏本等，
這些本子都没有三序，可見德富蘇峰舊藏本在永享本中是一個非常特殊的例
子。這個補寫的三序，當初依據的很可能就是嘉暦本；由于它被編入《大正
藏》，從而得以廣為流傳。

嘉曆本的第六紙是馬防序，頁 9 行，行 17 字，與宋本馬防序完全相同。
關于序文的處理，嘉曆本既採用雪堂本的三序，又採用宋本的馬防序，于是
成為四序並存的形態。由于嘉曆本的影響，後來帶有三序的日本刊本《臨濟
錄》也採取了這樣的形態。

其次是臨濟語錄的正文。
嘉曆本這個部分的標題是「鎭州臨濟慧照禪師語錄」，這是宋本的題目，

元代雪堂本的題目是「臨濟慧照玄公大宗師語錄」；接下來一行是「住三聖
嗣法小師惠然集」的編者落款，這樣的落款在宋元本中都一樣；然後是臨
濟語錄正文，共 35 紙，頁 11 行，行 20 字，這樣的版式與宋本相同，而不
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同于雪堂本的頁 10 行、行 20 字；最後是「住鎭州保壽嗣法小師延沼謹書」
的書寫人落款，這樣的落款在宋元本中都有，但是宋本接下來還有「住大名
府興化嗣法小師存獎校勘」的校勘者落款，而雪堂本没有。

從上面的對比可以看出，嘉曆本的臨濟語錄的題目、編者落款、正文的
版式、書寫者落款都是採用宋本，同時又依照雪堂本的樣子，去掉了宋本最
後的校勘者落款。總之，這個部分基本上沿襲了宋本的樣式，只有最後一點
依照了元代雪堂本。至于臨濟語錄的内容，宋本、雪堂本、嘉曆本一樣，都
屬于宗演本系統。

再次是王博文的碑文。
這是繼臨濟語錄正文之後的附錄部分，内容是元代王博文撰寫的《真定

十方臨濟慧照玄公大宗師道行碑銘》，和雪堂本一樣，共 6 紙。這篇碑文原
來是王博文受雪堂普仁禪師的委託而作，後來雪堂刊刻《臨濟錄》時，又把
它附在書後一同出版，所以它也成了雪堂本不同于宋本的一個重要標誌。嘉
曆本的這個附錄確是來自雪堂本，然而雪堂本的附錄除了這篇碑文以外，還
有其他内容，即郭天錫撰寫的《大名臨濟慧照玄公大宗師碑記》、《臨濟慧照
玄公大宗師真贊》，以及支持雪堂本開版的贊助人名單。對于這些内容，嘉
曆本只採用了王博文的碑文，其他都没有採用。

王博文的這篇碑文，也見于後來的日本刊本《臨濟錄》，例如上面提到
的《臨濟錄鈔》，還有元禄十一年（1698）刊本《臨濟語録摘葉》，以及享保
十二年（1727）刊本《臨濟慧照禪師語錄》，由此也可以看出，嘉曆本在日
本刊本《臨濟錄》的流傳史上有過長久的影響。其中享保本經過無著道忠

（1653-1745）的校訂，書後附有道忠的跋文。1967 年，為紀念臨濟義玄禪師
圓寂 1100 周年，日本臨濟禪師奉贊會將這個本子重新出版，後來又傳入中國，
于是才引起中國方面對這篇碑文的注意。

再其次是開版題記。
這個部分只有 70 餘字，刻在嘉曆本的最後一頁，它是比丘尼道證撰寫

的開版題記，由此可知嘉曆本的刊行是由道證主持的。關于道證的情況，今
已不詳，據陸川堆雲的研究，道證除了刊刻《臨濟錄》以外，還刊行過《圜
悟心要》⑷ , 即北宋圜悟克勤（1063-1135）的語録，大概她是一位特别熱心
于刻經事業的尼師吧。

題記的大意是說：這部《臨濟錄》（裡的說法）是當初臨濟祖師傳法的道具，
時隔五百年之後，我作為臨濟的子孫，把它刻印傳播，加以印證，這樣做到
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底算不算是忠實于祖師呢？還請有道之人幫我鑑定。一般來說，刻印經典是
一種積功德的行為，可是道證好像對自己的行為不太自信，這是為什麼呢？
關于這個問題，只要看看郭天錫為雪堂本作的序就明白了。按照郭天錫的說
法，雪堂普仁刻印《臨濟錄》，未免有把臨濟祖師拋棄的東西「重新拈出供養」
的嫌疑，不知現在的僧人能否接受。在郭氏看來，禪本來不拘泥文字，對于
祖師來說，他們的語錄就好比吐掉的唾液，不值得珍惜，可是雪堂普仁把它
重新刻印流通，也不怕被人說成拾人牙慧，這樣做其實是出于對祖師的孝敬。
道證的態度也是一樣，她一方面要宣傳臨濟祖師，一方面又擔心人們執著祖
師的文句，于是用疑問的方式提醒人們。

最後是封頁和底封上的手寫文字。
這些文字不是嘉曆本原有的內容，而是這個本子的收藏者留下的痕跡。

封頁上的「臨濟慧照大宗師語錄」，是雪堂本「臨濟慧照玄公大宗師語錄」
的縮寫，省去了原有的「玄公」二字。底封內側的「新庄奥村」、「自澄主」，
可能是收藏者的名號，底封外側的「臨濟慧照玄公大宗師語錄」，就是雪堂
本《臨濟錄》的書名。很顯然，這些文字的書寫者、亦即這個本子當初的收
藏者，很可能看到過雪堂本，至少是很了解雪堂本的書名。

關于這個本子的收藏情況，恐怕「自澄主」是目前已知的最早收藏者，
但是我們不清楚他是何許人也；後來為藤園堂所有，藤園堂是名古屋的一家
書店，現在還有；再後來成為小汀利得的藏品，展賣品目錄上提到的「小汀
文庫」，就是指小汀氏的藏書。小汀利得（1889-1972）是著名的記者、經濟
評論家，曾任《日本經濟新聞》主筆、社長，生前喜好藏書，收藏有多種五
山版，其中包括這個嘉曆本《臨濟錄》⑸。此次展賣會後，不知落入誰手。

這個本子一直被私人收藏，因而難得一見。那麼嘉曆本的《臨濟錄》，
除了我看到的這個本子之外，是否還有其他藏本呢？關于嘉曆本的藏本，以
前陸川堆雲和柳田聖山都曾提到。陸川堆雲提到的是東京上野圖書館藏本，
不過從他的敘述來看，他所說的那個藏本應當是永享本《臨濟錄鈔》⑹。恐
怕陸川堆雲也沒見過嘉曆本，他是通過《臨濟錄鈔》了解嘉曆本的。柳田聖
山提到國會圖書館藏本：「嘉曆四年（1329）比丘尼道證出版（東京國會圖書
館藏）」⑺。從這樣的記敘來看，國會圖書館收藏的應當是嘉曆本《臨濟錄》
的原本，不過，現在的國會圖書館没有顯示有此藏本，不知道這個本子現在
哪裡，也不清楚柳田聖山是否親眼看過這個本子，以及這個藏本和我看到的
本子是否為同一物件。總之，關于嘉曆本的藏本，今後還需要調查。
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嘉曆本的刊行年代僅次于元應本，它的內容兼採宋本和元代雪堂本，在
日本刊本《臨濟錄》中，它是一個年代很早、內容獨特的本子，完全可以和
元應本一同稱爲五山版《臨濟錄》的雙璧。

嘉曆本保存了雪堂本的一部分內容，又影響到後來的一部分《臨濟錄》
刊本，可見雪堂本通過嘉曆本而得到流傳和發生了影響。實際上，雪堂本刊
出以後，它在中國發生了怎樣的具體影響，目前還不清楚，但是它在日本確
實發生了影響，促成嘉曆本的出現，嘉曆本又影響到後來的《臨濟錄》刊本，
通過這樣的流傳，當初雪堂本的一部分內容如三序和王博文的碑文得以保存
下來，到了近代和現代，又通過《大正藏》的傳播和中日文化交流，這些內
容才重新被中國方面了解。雪堂本在中國雖有保存，但是數量極少，如今只
有「天下孤本」，而且殘缺不全，少了從倫和郭天錫的序文，假如當初沒有
嘉曆本，我們就無從了解雪堂本三序的全貌，可見嘉曆本對于雪堂本的保存、
流傳乃至復原都功莫大焉。在中日两國的《臨濟錄》流傳史上，嘉曆本又和
雪堂本構成雙璧，它是中日佛教文化交流的結晶，彌足珍貴。

2021 年 1 月　于松山

日本語要旨
日本において各種の『臨済録』刊本が出版され、最古の元応本（1320 年）

とこれに次ぐ嘉暦本（1329 年）はのちの『臨済録』刊本に深い影響を及ぼ
したが、この嘉暦本については従来詳しく紹介されたことがなく、『臨済録』
流伝史上の地位が明確ではなかった。筆者はこのたび小汀文庫旧蔵の嘉暦
本『臨済録』を実見する機会を得、以下の特徴を確認することができた。一、
嘉暦本は宋本の馬防序と元本（雪堂刊本）の従倫序、郭天錫序、普秀序お
よび王博文の碑文を併せもつ独特の内容で、五山版『臨済録』の中で元応
本と双璧をなす重要な刊本である。二、嘉暦本は雪堂刊本を継承しており、
現在中国国家図書館にのみ蔵する天下の孤本の残缺部分をこれによって補
うことができ、雪堂刊本の原貌を復元することができる。三、嘉暦本の内
容はのちの『臨済録鈔』（寛永 7 年、1630）に継承され、元応本とともに日
本の『臨済録』刊本の祖本の地位にある。

【注脚】
⑴參見椎名宏雄《宋元版禅籍の研究》，大東出版社，1993 年，第 598 頁。
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⑵引自《古典籍展観大入札会目録》，東京古典会發行，2019 年，版圖第 12 頁。
⑶這裡所謂「紙」，日語叫作「帖」，是指綫装書裡的一張紙，被對折成两頁。
⑷參見陸川堆雲《臨済及臨済録の研究》，喜久屋書店，1949 年，第 168-169 頁。
⑸參見反町茂雄《蒐書 ‧ 業界・業界人》，八木書店，2019 年，第 113 頁。
⑹參見陸川堆雲《臨済及臨済録の研究》，第 168-169 頁。
⑺柳田聖山《臨済録ノート（続）》，《柳田聖山集》第四卷，法藏館，2017 年，第 170 頁。
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漢字俗寫與禪籍校勘 *

王　長林 **

提  要　印刷本禪宗文獻由於流通廣泛而成爲學術界研究的主要對象，
但其文字訛誤的問題卻十分普遍，因此釐清文本的訛誤應該是禪籍文獻研究
的首要工作。對勘是禪籍校讎的重要方法，但若局限於印本互勘，有時既不
能發現文字歧誤，也不能追溯原始錯誤。文章以日本漢文寫本禪籍爲中心，
利用寫本用字實例及漢字俗寫的一般規律，分類討論三十例印刷本禪籍（主
要是《大正藏》和《卍續藏》）文字訛混的情況，並進一歩解釋訛誤的原由。
從中既能窺見漢文寫本禪籍俗字校勘學價値，又可以擴充 “ 古籍文字相通、
相混 ” 的通例。不容忽視的是，利用印本也足以校勘寫本，所以該提倡寫本
與印本的互校，這是禪宗文獻整理行之有效的方法。

關鍵詞：禪宗文獻　寫本　印刷本　俗字　校勘

禪宗文獻是佛教史和漢語史研究都十分重視的材料，就其製作方式和
流傳途徑來看，大體經由寫本―印刷本―電子本三個環節。其中，印刷本主
要包括雕版印刷本、木活字印本和金属活字印本，是當前學術界研究的主要
對象，但時代更早的寫本禪籍關注明顯不足，很不利於禪宗文獻語言研究走
向深入。寫本禪籍是指用軟筆或硬筆書寫在紙本上的禪宗典籍，以目前存世
的材料來看，大致可以分爲兩類：一類是敦煌寫本禪籍，主要屬於 “ 初期禪
宗史 ” 的寫本文獻；另一類是宋代以降禪籍的寫本文獻，散藏於東亞漢字文
化圈各個國家和地區的圖書館及私人文庫，尤以日本爲最。印刷本禪籍流通
最爲廣泛，便於研究者取閲，加之以印刷本爲資料來源創製的各種電子佛典
數據庫十分流行，這反過來又加深了人們對印刷本的依賴。但眾所周知，印
刷本禪籍的文字訛誤問題又十分普遍，從《大正藏》《卍續藏》《中華大藏
經》等收錄的禪宗文獻的校勘記我們就可窺見一斑。校勘記在匯聚版本異文
的同時，也解決了不少文字訛誤，極具校勘學價値。但校勘記主要是根據版
本異文比對，一般 “ 只指異，不辨正 ”，也並沒有參考寫本禪籍，所解決的
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問題極爲有限。有人曾做過抽樣統計，發現《大正藏》校勘錯誤率大約爲
13.6%，錯誤類型主要包括誤校和漏校 1，可見佛典校勘任重道遠，利用也須
尤爲謹慎。

衣川賢次先生説：“ 佛教典籍文本的訛誤問題，由來已久。禪籍尤其是
禪宗語錄，與一般因傳播致誤的情況不同，最初記錄的文字就有訛誤。”2

尤其是早期的唐宋禪宗文獻，很可能初刻本或較早期的刻本就已有文字訛誤，
後代的覆刻本又不斷地承襲，因此僅憑刻本對勘是很難解決這些原始的訛誤
問題，這里試舉兩例：

【 】
《明覺禪師語錄》卷六《送化主》：“ 春色依依籠遠樹，卷衲搘藤 輕屨。

塵世茫茫無限人，不知誰問曹溪路。”（T47/710c3）
“ ” 歷代字書不載，詞義費解。筆者檢覈中華藏（底本是永樂北藏）、

乾隆大藏經、新文豐版嘉興藏、新文豐版卍正藏並作 “ ”，別無旁參。其實，
北宋睦庵善卿《祖庭事苑》就已經關注到這個字，卷四《雪竇祖英下》“ ” 條：
“ 正作躡，足輒切，蹈也。”（X64/370b）善卿認爲 “ ” 本應該寫作 “ 躡 ”，
“ 躡輕屨 ” 文從字順，所以 “ ” 當爲 “ 躡 ” 之俗誤。這也反映出早在宋本中
已存訛誤，而《永樂北藏》等明代乃至以後的版本均沿作 “ ”，便不足爲怪。

【海竪山椒】
《虛堂錄》卷九：“ 達磨忌，拈香：‘ 應般若多羅之讖，嫩桂無差；破流

支三藏之疑，詞鋒峻烈。從此六宗歛影，正脈流通，一花五葉，滿地吹香。
海竪山椒，咸沾聖澤。’”（T47/1049b）

“ 海竪山椒 ” 一詞中 “ 山椒 ” 較爲易解，日本寬文 9 年《頭書校正虚堂
和尚語錄》釋云：“ 椒，通作嶕。山巓曰山嶕。” 但 “ 海竪 ” 載籍鮮見，稽考
無從。《虛堂和尚語錄》於南宋咸淳 5 年（1269）在福州鼓山刊行，旋即傳
至日本被翻刻，筆者檢覈鎌倉時代正和 2 年（1313）刊室町時代補刻本（五
山版）、寬文 9 年（1669）堤六左衛門刊本、長慶年間（1596-1614）木活字
印本均作 “ 豎 ”，可以推測宋刻本或許就已作 “ 豎 ”，諸和刻本只是承襲舊字。
但這個於義無所取的 “ 豎 ” 很可能是個訛誤字，無著道忠禪師《虛堂錄犁耕》
對此有辨解：

“ 海豎 ” 未詳，恐 “ 海亹 ” 乎？《叢林公論》曰 “ 山陲海亹之人 ”，《正字通》
子上曰：“ 亹，又謨盆切，音門。《大雅》‘ 鳧鷖在亹 ’《詩緝》云：‘ 山當水路，
另水勢斷絶也。’黃庭堅詩 ‘帶月旌旗宿渚亹 ’注：‘水流峽中，兩岸對出若門。’”
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豎《正字通》酉中曰：“ 豎，又童僕之稱，又凡卑鄙者亦曰豎。《史 [ 記 ]·
酈食其傳》‘ 沛公罵曰 “ 豎儒 ”’，晉阮籍登廣武歎曰 ‘ 時無英雄，使豎子成名 ’。”

〇今若解爲 “ 海邊鄙民童僕輩 ”，則不與 “ 山椒 ” 字相類，諸韻書無訓
相諧者，且闕疑，俟博覽。4

道忠也苦於旁無所參，故懷疑 “ 豎 ” 是 “ 亹 ” 之誤，這一觀點很有見地：
首先，“ 亹 ” 與 “ 豎 ” 字形有相近之處；其次，“ 亹 ” 與 “ 椒 / 嶕 ” 均屬地理
名詞，近義對文。所舉 “ 山陲海亹 ” 一詞也是絶佳的參證，《叢林公論》云：
“ 師 5 道聲藉甚幾半天下，山陲海亹之人謂生佛于世。”（X64/768a）《漢書・
景武昭宣元成功臣表》“先登石亹”顏師古注：“山絶水曰亹，音門。”故“海亹”
即海崖、海岸，“ 山陲 ” 指山邊，“ 山椒 ” 指山巓，“ 海亹山椒 ” 與 “ 山陲海亹 ”
的結構相仿，屬於反義對舉的並列式複合詞，轉喩指二者的上位概念――
普天之下，《虛堂錄》“ 海竪山椒，咸沾聖澤 ” 即世間普沾聖澤，《叢林公論》
也是説天下人均謂佛活出世。

通過以上兩例我們可以體察出僅是刻本禪籍之間的校勘，有時並不能
發現歧誤，也不能追溯文本的原始錯誤。有鑒於此，本文嘗試利用漢文寫本
禪籍和漢字俗寫的一般規律，來破解通行的印刷本禪籍（主要是《大正藏》
和《卍續藏》）的文字訛誤問題，並進一歩解釋訛誤的原由，初歩展示漢文
寫本禪籍在俗字研究和禪籍校勘方面的學術價値。本文主要利用的寫本禪籍
共 6 部，均爲日本寫本，其中 5 部公佈於日本国立国会図書館デジタルコレ
クションについて：《禪苑蒙求》3 卷 6、《天台無見覩禪師語錄》2卷附1卷 7

和《月磵禪師語錄》2 册不分卷 8、《月江禪師語錄》2 卷 9 和《清拙和尚語錄》
1 册不分卷 10。《禪苑蒙求》卷末附記：“ 大永六丙戌二月廿五日就大慈侍眞
寮筆 ”，《天台無見覩禪師語錄》卷末附記：“ 享保十九年甲寅秋八月念日赤
城沙門玄璠拜謄。” 因而抄寫時間明確，即公元 1526 年和 1734 年，其餘三
本抄寫的時間不詳，但大體也可以認定是室町、江戸時代的寫本。最後一部《樵
隱和尚初住福州大中祥符禪寺語錄》2 册不分卷雖爲日本寫本，但現藏於中
國國家圖書館，抄寫及舶回時間均不詳 11。

一．利用寫本文字校勘

寫本禪籍是印刷本禪籍重要的原始資料來源，是禪宗文獻流佈與傳承
的重要載體。寫本禪籍書無定體，俗字滿篇，印刷本倘若未加明辨，則難免
錯誤楷化，因此復覈古寫本是釐清印刷本訛誤十分必要的工作。茲以卍續藏
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本《月磵禪師語錄》《月江禪師語錄》《樵隱悟逸禪師語錄》和《禪苑蒙求瑤
琳》四部禪籍爲例，對比寫本可以看出，卍續藏本部分訛誤字其是直接受到
寫本用字的影響。

例 1.【 ―舡】
《月磵禪師語錄》卷上：“ 難難，虛空捏聚不成團；易易，無手牧童穿穴鼻。

也不難也不易，斷頭 丘子加篙枻。”（X70/511c）
“ ”《漢語大字典》和《中華字海》均不收，“ 子 ” 義費解，覈寫

本作 “ ”，實爲 “ 舡 ” 字，禪籍慣見 “ 斷頭船（舡）子 ” 一詞，例多不備舉。
然 “ 舡 ” 與 “ ” 字形殊異，何由致誤呢？按：根據寫本字形可見，偏旁 “ 舟 ”
之橫筆斜出，編者或誤以爲是 “ 丘 ” 之撇畫 “ ”，未加細辨而又增筆楷化
爲 “ ”。

例 2.【麼―磨】
《月磵禪師語錄》卷上：“ 伶俐衲僧聊聞舉著，便乃掉臂而過，當別甑

炊香供養伊。其或如虎看麼，似鴨聽雷，要望山僧主丈子，三生六十劫。”
（X70/511c）

内典中有 “ 老虎看水磨 ” 之説，如明無相《法華經大意》卷上：“ 師曰：‘ 文
字之師，皆如是見。’ 曰：‘ 如何是離文字一句？ ’ 師曰：‘ 老虎看水磨，轉看
轉不知。’”（X31/487a）又作 “ 大蟲看水磨 ”，《古尊宿語錄》卷四七《東林
和尚雲門庵主頌古》：“ 從來五逆怕聞雷，不似大蟲看水磨。孤峯頂上要同行，
十字街頭還共坐。”（X68/333a）《月磵禪師語錄》的 “ 麼 ” 顯然是 “ 磨 ” 字之訛，
檢寫本作 “ ”，部件 “ 石 ” 爲草書寫法，與 “ 幺 ”“ 么 ” 形近，卍續藏不辨
而與 “ 麼 ” 相混。

例 3.【芭―𦬊―芒】
《月磵禪師語錄》卷上：“ 八十樵翁無賴査，芭鞋踏破亂山霞。那知一

跡不到處，別有葛洪僊處家。”（X70/514b）
“ 芭鞋 ” 内典僅此一例，“ 芭 ” 常見的 “ 芭蕉 ”“ 香草 ” 義也與之不契。

檢覈寫本，字作 “ ”，雖與 “ 芭 ” 形近，但實爲 “ 芒 ” 字，“ 芒鞋 ” 即草鞋。
又同卷：“ 鐃州城裏一分鈔，買柄𦬊花帚。（X70/509b）“ 𦬊 ” 或爲 “ 芑 ” 之俗，

《説文 · 艸部》：“ 芑，白苗，嘉榖也。” 又稱 “ 白梁粟 ”。《集韻 · 止韻》：“ 𦬊，
《説文》：‘ 白苗，嘉榖。’” 或作爲人名，《中華字海》：“ 𦬊，音待考。人名。
宋代有 ‘豐𦬊 ’，爲嘉定十三年進士。”12 然二義與文意均不契。檢寫本作“ ”，
其實也是 “ 芒 ” 字，“ 芒 ” 状如茅，俗稱 “ 芭茅 ”，杆高壯直，葉片線状披針形。



漢字俗寫與禪籍校勘

23

“ 芒花帚 ” 就是用芒茅編製的掃帚。
例 4.【犀―羣】

《月磵禪師語錄》卷上：“ 興化開空馬犀之眼目，大覺施拔鯨牙之手段。”
（X70/517c）

“ 馬犀 ” 不可解，“ 犀 ” 寫本作 “ ”，實是 “ 羣 ” 字，卍續藏不辨，誤
以爲“犀 ”。“開空馬群之眼目”係化用伯樂相馬的典故，韓愈《昌黎先生文集》
卷二一《送温處士赴河陽軍序》：“ 伯樂一過冀北之野，而馬群遂空。夫冀
北馬多，天下伯樂雖善，知馬安能空其群邪？ ”

例 5.【此―屹】
《月礀禪師語錄》卷下：“ 只今吾匯尊宿散于天下名山者累百，今觀古

智此錄，乃羣飛中之鸞鳳也。巋像運之靈光，此頽波之砥柱。”（X70/526a）
該例末後二句極具對仗性，“ 像運 ” 指像法（佛滅後五百年爲正法，正法

後一千年爲像法）之時運，“頽波”指衰頽的世風，二詞屬反對，“靈光”與“砥柱”
屬正對，但“巋”與“此”失對。檢寫本字作“ ”，實爲“屹”，“屹”即“聳立”，
與 “ 巋 ” 義近，正相對諧。“ 止 ” 作爲構字部件俗寫常與 “ 山 ” 常混，如叢書
集成初編本《干祿字書 · 上聲》：“ 、此，上通下正。” 同書：“ 峙、 、跱，
上俗，中下正。” 高麗本《龍龕手鏡 · 口部》：“ 、 ，二俗，音企。” 所
以 “ 此 ” 或寫作 “ 山 ” 旁，《隸辨》卷六《偏旁》：“ 此，《説文》作 ‘ ’，從
止從匕。隸變如上（筆者按即 “ ”），亦作 ‘ ’，或作 ‘ ’。” 寫本《月
礀禪師語錄》“ 此 ” 亦偶作 “ ”。而 “ 乞 ” 不論是單用還是作爲構字部件，
常寫成 “ ”（《敦煌俗字譜 · 乙部》）、“ ”（《干祿字書 · 入聲》），高麗本《龍
龕手鏡 · 金部》：“ ，俗。釳，正。” 同書《山部》：“ ，魚訖反。 崪，
山貌也。” 部件 “ ” 略變又寫作 “ ”，如明崇禎 7 至 9 年（1634-1636）朝
鮮京畿道龍腹寺、廻龍寺合刊《禪門拈頌集》卷一 “ 食 ”，“ ” 即 “ 訖 ”。
進一歩訛變即作 “ 匕 ”，如 “ 乾 ” 俗寫可作 “ ” 或 “ ”13，《佛教難字字典》
也收字形 “ ”“ ”14。綜上可見，“ 屹 ” 的構件 “ 山 ” 與 “ 止 ”、“ 乞 ” 與 “ 匕 ”
俗寫均有混用，遂導致印本將 “ 屹 ” 誤識作 “ 此 ”。15

例 6.【旗―撫】
《月磵禪師語錄》卷上：“ 上堂：‘ 不是而 [ 向 ] 上事，亦非格外機。蚯

蚓抹過東海，蝍蟟呑却須彌，木人旗掌笑揚扇。’”（X70/520a）
後三句屬於禪宗“格外談”，但末後句“旗掌”不辭。校勘記：“旗，疑撫。”

覈寫本確作 “ ”，校勘記所疑不誤。二字相混與行草相近有關，如 “ 撫 ”
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作 “ ”（明黃道周 16）、“ ”（宋吴琚），“ 旗 ” 又作 “ ”（明文徵明）、“ ”（明
徐渭），構件 “ 扌 ” 與 “ 方 ”、“ 無 ” 與 “ ” 草書均很近似，故致訛混。

例 7.【措―指】
《月磵禪師語錄》卷下：“ 天上明光四度登，古今屈措幾人曾。放光近

向廬山頂，莫謂文殊夜放燈。”（X70/529a）
“ 屈措 ” 費解。覈驗寫本 “ 措 ” 作 “ ”，顯然寫本爲是。“ 屈指 ” 義謂

彎屈指頭計數，詩句是説古今算來曾有幾人能登上光明之天。按：“ 措 ”“ 指 ”
相混外典也有用例，如四部叢刊影宋本《楊萬里集》卷一一四《詩話》：“ 山
谷戲筆，嘗書范文正公爲舉子時作《虀賦》，有云：‘ 陶家甕内，淹成碧綠青黃；
指大口中，嚼出宮商徵羽。’”“指”汲古閣明抄本、文淵閣四庫全書本並作“措”17
，“ 措大 ” 是對讀書人的謔稱。

例 8.【 ―撼】
《月磵禪師語錄》卷下：“ 雲寒窣堵玉稜層，自酹西湖一勺清。老舌熾

然無慈在，錢塘潮 宋王城。”（X70/528c）
“ ” 大型字書不收，檢覈寫本作 “ ”，實乃 “ 撼 ” 字，“ ” 即 “ 撼 ”

形近訛誤字，這與俗書 “ 扌 ” 與 “ 礻 ” 相混有關。
例 9.【器―嘂】

《月磵禪師語錄》卷下：“ 破菴老祖示眾：‘ 不是心，不是佛，語猶壎器中，
具黃鍾大召 [ 呂 ] 音。”（X70/531c）

何爲 “ 壎器 ”，語文辭書不收。檢 “ 器 ” 寫本作 “ ”，實爲 “ 嘂 ” 變形
俗寫。“ 嘂 ” 又作 “ ”（《玉篇 ·口部》），中部 “丩 ”訛變作 “斗 ”。《爾雅 ·釋樂》：
“ 大塤謂之嘂。” 邢昺疏：“ 孫炎曰：‘ 音大如叫呼聲。’”《廣韻 · 嘯韻》：“ 嘂，
大壎。” 故 “ 壎嘂 ” 屬同義複合詞。

例 10.【録―綠】
《月磵禪師語錄》卷下：“ 秋風一來，芃芃䆉稏，皆璠璵碔砆，結錄懸黎，

充然有萬斯倉。”（X70/532c）
“ 䆉稏 ” 指稻穀，“ 璠璵碔砆，結錄懸黎 ” 乃形容稻穀繁盛貌，“ 璠璵 ”“ 碔

砆 ”“ 懸黎 ” 皆爲美玉名，故 “ 結錄 ” 詞義當同。故 “ 錄 ” 當爲 “ 綠 ” 之形訛，
《戰國策 · 秦策三》：“ 臣聞周有砥厄，宋有結綠，梁有懸黎，楚有和璞。” 考
寫本作 “ ”，可資爲證。

例 11.【櫓―槽】
《月磵禪師語錄》卷下：“ 汝等不剗丹霞草，不傳盧老衣，只麼虛生浪死，
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野塚同棲。再入洪爐重煆煉，始知髑髏元是水。山僧爲汝別開櫓廠，大僧是
依。”（X70/533a）

“ 櫓廠 ” 不辭。語錄前文言 “ 不傳盧老衣 ”，“ 盧老 ” 即六祖慧能，“ 別
開櫓廠 ”也是化用五祖弘忍接引慧能的典故 “著槽廠去 ”。所以 “櫓 ”是 “槽 ”
的形近訛誤字，寫本正作 “ ”。

例 12.【路―踏】
《月磵禪師語錄》卷下：“ 笑黃梅度六祖，倒握蘭橈。擬華亭接夾山，

路飜船子。”（X70/533b）
引例關渉禪林兩則渡船接人的典故。前者指慧能得法後，弘忍撐船送

慧能夜渡九江。後者是指夾山善會得華亭船子和尚法旨後，以爲別有法門而
不忍離去，華亭踏翻船舷投水而逝。《聯燈會要》卷二一《夾山章》：“ 師即
辭行，頻頻回顧，誠喚云：‘ 闍梨，闍梨。’ 師回首，誠竪起橈子云：‘ 汝將
謂別有那？ ’ 乃覆舡入水而逝。”（X79/179a）“ 覆舡 ” 就是 “ 踏飜船子 ”。寫
本作 “ ”，可見卍續藏 “ 路 ” 係 “ ” 的形近訛字。這種俗寫也見於《宋
元以來俗字譜》引《太平樂府》和《嬌紅記》，是中日通行的民間俗體字。

例 13.【扞―打】
《月江正印禪師語錄》卷上：“ 者箇是什麼法界，若也不會，更與汝指出。

經歸藏，禪歸海，是藏主法界。客來須看，賊來須扞。”（X71/120a）
禪籍慣見 “ 客來須看，賊來須打 ” 這句俗諺，“ 看 ” 又作 “ 待 ”，另考

《月江正印禪師語錄》的江戸刊寶永版的木活字本也作 “ 打 ”，可見卍續藏本
“ 扞 ” 字有誤。檢覈寫本，字作 “ ”，當是 “ 打 ” 增筆訛俗字，卍續藏本 “ 扞 ”
渉寫本的俗寫楷化而致誤，而 “ 看 ” 與 “ 扞 ” 叶韻，也可能是訛混的誘發因素。

例 14.【艾―芟】
《禪苑蒙求瑤琳》卷上《香嚴擊竹》：“ 一日因山中艾除草木，以瓦礫擊

竹作聲，俄失笑間，廓然自省。”（X87/051a）
關於香嚴擊竹公案，禪籍多有載述，大正藏本《景德傳燈錄》、卍續藏

本《五燈會元》本章均作 “ 芟 ”，“ 芟 ” 義 “ 除草 ”，無疑纔是確切的，“ 艾
除 ” 不辭。査寫本《禪苑蒙求》字作 “ ”，該字當是 “ 芟 ” 的省筆俗寫。而
“ 艾 ” 俗書或增筆作 “ ”（《隸辨》引《校官碑》），與 “ ” 構成同形字，卍
續藏本錯誤地回改作 “ 艾 ”。又，後唐景霄《四分律行事鈔簡正記》卷四：“ 固
者實也，令者使也，謂實依佛語。使我艾除条虬，抄纂要詞，撮略正文，直
顯其義（此即刪繁意也）。”（X43/071c）該例 “ 艾 ” 也是 “ 芟 ” 之誤。
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例 15.【以―次】
《禪苑蒙求瑤林》卷中《法華赴齋》：“ 至和三年仁宗始不豫，國嗣未立，

天下寒心。上夜焚香默禱曰：‘ 翌日化成殿具齋，虔請法華大士俯臨無却。’
清旦上道衣凝立次待，俄馳奏言法華自右腋門徑趨至𥨊殿，侍衛呵止不可。”

（X87/066a）
“ 次待 ” 難解，査寫本字作 “ ”，當爲 “ 以 ” 字，文意是説清早仁宗

皇帝披道衣，凝立以待法華禪師。同條 “ 故以爲名 ” 的 “ 以 ” 寫本作 “ ”，
與 “ ” 相近，其實均爲 “ 以 ” 的草書寫法。而 “ 次 ” 寫本禪籍又寫作
“ ”“ ”（見寫本《天台無見覩禪師語錄》），草書也寫作 “ ”（懷素《大
草千字文》）、“ ”（鮮于樞《千字文》）等字形。二字草書左邊均爲兩點，字
形很相近，卍續藏不辨寫本 “ 以 ” 的草書而錯誤楷化作 “ 次 ”。

例 16.【拳―奉】
《禪苑蒙求瑤林》卷上《圓照戲端》：“ 村裏師子村裏弄，眉尾與眼一齊

動。開却口，肚裏直，籠統不愛人取拳。直饒弄到帝王宮，也是一場乾打閧。”
（X87/059b）

“ 取拳 ” 不辭，稽覈寫本，字作 “ ”，日本寛永 17 年（1640）西村九
郎兵衞刊本又作 “ ”，二字實爲 “ 奉 ” 字。圓照禪師偈又見卍續藏本《月
江正印禪師語錄》，也作 “ 取奉 ”（X71/122b）。“ 取奉 ” 義指趣迎奉承，内典
多見，如《大慧宗門武庫》：“ 今之士大夫受人取奉。慣恐惡發別生事也。”

（T47/952c）《石門文字禪》卷一七《欽禪者乞偈》：“ 欽禪一等行脚，莫聽虜
子取奉。若説有法可傳，但作眼見鼻孔。”（J23/654c）究其訛誤縁由，也與
“ 奉 ” 俗寫有關。俗書 “ 𡗗 ” 與 “ 龹 ” 無別，“ 奉 ” 刻本作 “ ” 即其例，又
如 “奏 ”俗寫作 “ ”18、作 “ ”（見寫本《禪苑蒙求》）。又如 “春 ”或訛作 “眷 ”，
卍續藏本《天聖廣燈錄》卷一六《汾州善昭禪師》：“ 因北地寒，僧眾難立，云：
‘ 且住小參，候眷暖。’”（X78/497a）“ 奉 ” 篆體作 “ ”，下端的部件既可隸
定爲 “ ”，又隸定爲 “ 手 ”，所以 “ 奉 ” 又寫作 “ ”（見叢書集成新編本《經
典文字辨證書》），又篆書 “ ” 隸定作 “ 舉 ” 或 “ 擧 ”，也與之類同。

禪籍亦見 “ 拳 ” 誤作 “ 奉 ” 之例，如林泉從倫《虛堂集》卷一第二則《石
頭曹溪》：“ 啼哭樣奉猶自可，爛泥隱刺更難甘。”（X67/324b）“ 奉 ” 國家圖
書館藏明刻本、哈佛大學漢和圖書館藏萬曆庚寅京都太平倉張鋪印行本《林
泉老人評唱丹霞淳禪師頌古虛堂習聽錄》並作 “ 拳 ”，又萬松行秀《請益錄》
卷二第五十二則《雪峰古鏡》：“ 勝默和尚喚作叉手罵丈母，亦號啼哭樣拳。”
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（X67/485b）均以 “ 拳 ” 爲是，“ 啼哭樣拳 ” 語本佛經 “ 空拳止啼 ” 的故事。
例 17.【寵―龐】

《禪苑蒙求瑤林》卷上《元珪放戒》：“ 嵩嶽元珪禪師謁安國師頓悟玄旨，
遂卜居岳之寵塢。”（X87/062c）

“ 寵 ” 日本寛永 17 年（1640）西村九郎兵衞刊本同，然寫本《禪苑蒙求》
作 “ ”。今按：寫本爲是。“ ” 爲 “ 龐 ” 之俗寫，又作 “ ”，日本近世
以降的文獻較常見，《宋元以來俗字譜 · 龍部》也收載 “ ” 字（例出元刊本

《古今雜劇》），可見中土文獻也有使用。嵩山元珪禪師機縁又見錄於大正藏
本《景德傳燈錄》卷四、卍續藏本《聯燈會要》卷三、《五燈會元》卷二本章，
均作 “ 龐 ”，可資參證。20 世紀 70 年代龍門石窟研究院李文生收集到一方
開元十三年（725）元珪禪師的紀德幢，恰巧也記載了這件事，但記述稍異：
“ 長安中，嵩山南三十里龐塢士庶延請，因往居之，由是道俗咸稱 ‘ 龐塢和尚 ’
焉。”19“ 塢 ” 指 “ 四面高中間低的地方；村落 ”20，“ 龐塢 ” 即指龐姓村落。“ 龐 ”
刻本作 “ 寵 ”，與部首 “ 广 ”“ 宀 ” 相混有關，如《廣韻》載 “ 㡯 ” 爲 “ 宅 ” 的
古文，《集韻 · 皓韻》：“ ，或作 。”《正字通 · 广部》：“ ，俗窗字。窗，
俗作窓，又譌爲 。”“ 寵 ” 又作地名，《集韻 · 東韻》“ 盧東切 ”：“ 寵，都寵，
縣名，在漢九眞郡。” 楊寶忠考證 “ 都寵 ” 之 “ 寵 ” 乃 “ 龐 ” 字之變 21，於此
相類，可以互參。

例 18.【印―卵―耶】
《樵隱悟逸禪師語錄》卷二《蓬萊清水遠庵主》：“ 毬門無關銕限古，印

墖瑞靄祥烟開。漲波梅雨激泉澗，倚天金碧飛樓臺。”（X70/316a）
“ 墖 ” 爲 “ 塔 ” 之別體，内典 “ 印墖 / 塔 ” 鮮見。寫本作 “ ”，實爲 “ 卵 ”

之俗寫，並非 “ 印 ” 字。“ 卵塔 ” 即壘卵而成的石塔，内典屢見不鮮。“ 卵 ”
又可與形近的 “ 耶 ” 相混，《樵隱悟逸禪師語錄》卷二《寶公塔》：“ 漫天鐵
網煩 22 巾下，完耶偏尋舊覆巢。”（X70/309c）“ 耶 ” 寫本《樵隱語錄》作 “
”，也是 “ 卵 ” 字，詩偈語本《世説新語》“ 覆巢之下復有完卵 ” 的典故。

例 19.【帕―帖】
《樵隱悟逸禪師語錄》卷二《龍藏主請跋大慧書後》：“ 肅觀妙喜老人與

性庵主手帕，首云：‘ 以竹篦用事，無須臾閑，爲道憂也。二處得人，百姓幸甚，
爲國喜也。”（X70/308a）

“ 手帕 ” 雖詞義淺近，但禪林在手帕（手絹）上書字贈友則屬罕見。考
國圖藏寫本字作 “ ”，是爲正字，“ 手帖 ” 即手寫的書信，方與文意吻合，
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卍續藏本 “ 帕 ” 係 “ ” 的訛誤字。
例 20.【留―當】

《樵隱悟逸禪師語錄》卷二《贈畫士》：“ 渠今非我我非渠，太虛無影澄
氷壺。山林鍾𣇄分已殊，大手留寫凌烟圖。”（X70/316b）

“ 留寫 ” 不辭，“ 大手留寫 ” 殊覺扞格。覈國圖藏寫本作 “ ”，實爲 “ 當 ”
的俗寫，巧合的是又與 “ 留 ” 草書寫法 “ ”（宋趙構《洛神賦》）、“ ”（宋
黃庭堅《廉頗藺相如列傳》）、“ ”（明祝允明《前後赤壁賦》）十分相近，編
者不辨錯誤回改作 “ 留 ”。

二．利用俗寫規律校勘

曾良説：“ 中國古籍在流傳過程中有它自己的書寫特點和文字通例，瞭
解這些對於古籍整理是有重要意義的。” 是爲知言，曾先生爬梳載籍，條列
古籍文字相混、相通 81 例，如果我們知道這些 “ 古籍文字通例，可以起到
舉一反三的效果。”23“ 通例 ”中如 “尃‐專”“叚－段”“忄－巾”以及 “互－氐”
等數十例訛混現象也多見於禪宗文獻，爲禪宗文獻閲讀及整理帶來極大的便
利。然禪籍卷帙浩繁且版本眾多，文字訛混情況較爲複雜，有必要針對禪籍
用字的實際情況發掘更多的訛混通例，這不但對禪宗文獻語言研究有所助益，
也可以爲其他類別古文獻整理與研究提供參考。

1. 以俗寫規律糾正寫本之誤
由於寫本禪籍書無定體，印本禪籍對應的寫本也不免存在或多或少的

錯誤，而印本未予勘辨又承襲寫本之誤，導致以訛傳訛。如果簡單地將寫本
與印本對校，自然不會發現問題，這時便需要利用俗寫規律並參考寫本的用
字習慣，破除寫本的疏誤，印本的訛誤便迎刃而解。茲舉二例：

例 20.【眾―家】
《月磵禪師語錄》卷上：“ 無端盡把潑眾私，攤向人前誰點癡。對面不

能掀倒去，滿天風雨謾凄其。”（X70/507b）
江戸寫本作“ ”，卍續藏本的“眾”係寫本“ ”的異體，然“潑眾私”

費解。其實，“ 眾 ” 當是 “ 家 ” 之誤，“ 潑家私 ” 本義是破爛家具，禪宗借用
來指接人的設施手段，如《五家正宗贊》卷一《睦州陳尊宿》：“ 古寺藏身，
潑家私當甚破漆椀。”（X78/581c）義同 “ 破家具 ”，如《法演禪師語錄》：“ 小
繩錢貫 , 大繩井索，日急要用笊籬木杓，雖然破家具，應用有處著著錯，南
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北東西水洒不著。”（T47/651c）卍續藏本《月澗禪師語錄》“ 家 ” 與 “ 眾 ”
相混另有於用例，卷上：“ 有般漢聞與麼告報，便道一生二，二生三，三生萬
物，召家云：‘ 如斯領會，笑倒街頭石敢當。’”（X70/506b）校勘記云：“ 家，
疑眾。” 所疑甚確，“ 召眾 ” 即召集眾僧。按：“ 眾 ” 與 “ 家 ” 相混係由於二
字俗寫相近的緣故。《説文 · 宀部》“ 家 ” 古文作 “ ”，隸定作 “ ”（字見
宋本《玉篇》），增點筆寫作 “ ”（字見《集韻》），又略 “ 宀 ” 下橫筆作 “ 𡩙 ”，

《康熙字典 · 宀部》“ 𡩙 ” 字引《五音篇海》“ 同家 ”。“ 眾 ” 的俗體或增點作 “
”，部件 “ 乑 ” 與 “ 豕 ” 俗寫多相混，故 “ 眾 ” 寫本《月礀禪師語錄》就常寫
作 “ ” 或 “ ”24，與 “ 𡩙 ” 十分相近，卍續藏本蓋不辨二字俗體而誤。

例 21.【杲―果】
《月江正印禪師語錄》卷中：“ 又霍山昭和尚云：‘ 即心即佛，嘉眉杲閬，

懷裏有狀。非心非佛，筠袁虔吉，頭上插筆。不是心，不是佛，不是物，漳
泉福建，頭匾似扇。’”（X71/137b）

“ 杲 ” 查核寫本確作 “ ”，但寫本是個錯字，應當作 “ 果 ”，引例 “ 嘉
眉果閬 ”“ 筠袁虔吉 ”“ 漳泉福建 ” 十二字均爲州名，而 “ 嘉眉果閬 ” 隸屬四川，
即嘉州（樂山）、眉州（眉山）、果州（南充）和閬州（閬中）。

2. 以俗寫規律彌補寫本之缺
理論上每部印刷本禪籍都有對應的寫本，甚至不止一種，如關於大梅

山常禪師，有金澤文庫藏鎌倉時期湛睿、昭和 10 年熊原政男的兩部寫本《大
梅山常禪師語錄》，山本文庫另藏寶曆 2 年蘭溪衍香寫《大梅禪師開堂錄》。
關於天巖祖曉禪師駒澤大學圖書館藏天明 9 年寫本《天巖祖曉禪師語錄》，
陸川文庫藏寫本《天巖祖曉禪師法語》，等等，不一而足。但由於多種原因，
絶大多數的印刷本禪籍暫時不能找到與之對應的寫本，不免遺憾。但如果我
們能有效地利用已有寫本禪籍用字及其書寫的慣例，並結合漢字俗寫的一般
規律，也可以破解印刷本禪籍爲數不少的文字訛誤。

例 22.【顏―顧】
《增集續傳燈錄》卷一《南劒州劒門安分庵主》：“ 卓拄杖一下曰：‘ 冤有頭 ,

債有主。’ 遂左右顏視曰：‘ 自出洞來無敵手，得饒人處且饒人。’”（X83/272a）
揆度文意，“顏 ”顯然是 “顧 ”字之誤，“顧視 ”爲詞。按：“顏 ”又作 “顔 ”，

部件 “ 彡 ” 俗寫作三點，如《俗書刊誤 · 刪韻》：“ 顏，俗作 ，非。” 又省
作兩點作 “ ”25。而 “ 顧 ” 的俗寫也可省略部件 “ 隹 ” 爲兩點作 “ ”26。寫
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本禪籍也有用例，如寫本《禪苑蒙求》卷中《雲門抽顧》：“ 雲門 鑒咲嘻 ”，
擬議遭渠 鑒咦。” 可見 “ 顧 ” 與 “ 顏 ” 二字俗書相近，故混爲一談 27。

例 23.【亦―赤】
《宗鑑法林》卷二《迦釋文佛》：“ 者貼老鼠藥 , 佳人恨喫著。喫著便成顛，

不髼頭定亦脚。”（X66/284c）
“ 亦脚 ” 不可解，疑 “ 亦 ” 爲 “ 赤 ” 之誤。“ 髼頭 ”“ 赤脚 ” 均模擬人瘋癲

之態，禪籍多見連用之例，如《五燈嚴統》卷二四《石車通乘禪師》：“ 我
手何似佛手，赤脚蓬頭便走。直得透上玄關，管取合著狗口。”（X81/307b）

《萬如禪師語錄》卷七：“ 問：‘ 如何是賓中賓？ ’ 師云：‘ 赤脚髼頭走四鄰 ’。”
（J26/467c）究其訛誤之由，也當與二字俗寫相混有關，如《説文 · 攴部》：“ 赦，
置也，从攴，赤聲，始夜切。𢼜，赦或从亦。”“ 亦 ” 爲 “ 赤 ” 之省 28，“ 赦 ”“ 𢼜 ”
歷代辭書多有記錄，《龍龕手鏡》將 “ 𢼜 ” 視爲俗體。又如朝鮮京畿道龍腹寺、
廻龍寺刊《禪門拈頌集》卷二八 “ 天童覺頌 ”：“ 沒蹤 ，断消息，白雲無提，
清風何色。” 又該書多收 “ 佛跡琪 ” 禪師的頌古，“ 跡 ” 常作 “ ”，也是 “ 赤 ”
與 “ 亦 ” 相混之例。

印刷本禪籍 “ 亦 ”“ 赤 ” 相混較爲多見，茲再舉二例。卍續藏本《月礀
禪師語錄》卷上：“ 今夜薦福劃斷了也，雖然，諸人二六時中，東行西行，
赤渙照顧始得。”（X70/518c）校勘記云：“‘ 赤渙 ’ 疑 ‘ 亦須 ’。” 査寫本《月
礀禪師語錄》確作 “ ”，校勘記所疑確當。又如卍續藏本《五燈全書》
卷八一《大雄骨巖峰禪師》：“ 舉千巖長祖云：‘ 諸人不把無明爲事，無明赤
不把諸人爲事。’”（X82/436c-437a）“ 千巖長祖 ” 即 “ 佛慧圓鑒千巖禪師 ”，
該例又見《千巖禪師語錄》：“ 無明也不把你諸人爲事，諸人也不把無明爲事。”

（J32/210a）比較可以確定，《五燈全書》的“赤 ”也是 “亦 ”之誤，“亦 ”即 “也 ”。
例 24.【軟―歃】

《古林清茂禪師語錄》卷二：“ 從上來事，不異如今，開口不在舌頭上。
大力量人，擡脚不起，明眼人落井。猫有軟血之功，虎有起屍之德。“（X71/217b）

禪籍慣見“猫有歃血之功”一語，因而可以肯定上例的“軟”爲“歃”之誤。
卍續藏誤辨當與二字形近相混有關。“ 歃 ” 的部件 “ 臿 ” 俗寫常作 “ ”，如
“ 歃 ” 作 “ ”（高麗本《龍龕手鏡 · 欠部》），“ 插 ” 作 “ 挿 ”（《宋元以來俗字譜》），
“ 鍤 ” 作 “ ”（高麗本《龍龕手鏡 · 金部》）等等。而字頭 “ ” 往往又寫作
“ ”，如 “ 重 ” 作 “ ”，“ 種 ” 作 “ ”（均見於寫本《月礀禪師語錄》），“ 歃 ”
也寫作 “ ”，稽覈日本正德 2 年（1712）刊本《古林和尚語錄》正作 “ ”，
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與 “ 軟 ” 字形相近，卍續藏失察致誤。又寫本《月江禪師語錄》：“ 麻三斤，
乾屎橛。臘人冰，鵝護雪。猫有 血之功，虎有起屍之德。” 徑將 “ 歃 ” 誤
寫成 “ 軟 ”，足可參證。此外，“ 軟血 ” 另見於卍續藏本《大川普濟禪師語錄》

（X69/770a）、《揞黑豆集》卷八《䒢溪行森禪師》（X85/362a）以及嘉興藏本
《雨山和尚語錄》卷九（J40/564a），均當作 “ 歃血 ”，可見印本禪籍 “ 歃 ” 與
“ 軟 ” 多有混淆 29，尤須注意。

例 25.【頎― ―欣―領―傾】30
《天聖廣燈錄》卷一四《寶應禪院顒禪師》：“問：‘龍躍江湖時如何？’師云：

‘ 瞥瞋瞥喜。’ 學云：‘ 頎湫倒嶽時如何？ ’ 師云：‘ 老鵶沒觜。’”（X78/485c）
引例又見卍續藏本《五燈會元》卷一一本章，作 “ 傾湫倒嶽 ”（X80/227c），

兩相比照，可以斷定《天聖廣燈錄》的 “ 頎 ” 是 “ 傾 ” 之誤。“ 傾 ” 本從人頃
聲，俗寫往往 “ 亻 ” 與部件 “ ” 結合得更緊密，而 “ ” 豎筆又不出頭，寫
作 “ ”（高麗本《龍龕手鏡 · 人部》）、“ ”（述古堂本《集韻》），或訛變作
“ ”（《篆隸萬象名義 · 人部》）。而 “ ” 末筆豎鉤略爲收簇，與 “ 亻 ” 旁結合
則字形近似 “ 斤 ”，如寫本《環溪和尚語錄》“ 傾 ” 就寫作 “ ”，庶幾與 “ 頎 ”
同形，若不仔細分辨，疏誤在所難免。印本禪籍不乏誤例，如卍續藏本《羅
湖野錄》卷上 “ 不顧頎危 ”（X83/381b）、同書卷二 “ 頎慕其風采 ”（X83/391a）
以及卍續藏本《瞎堂慧遠禪師廣錄》卷二 “ 頎心志心 ”（X69/569c），諸例 “ 頎 ”
均是 “ 傾 ” 之誤。

“ 傾 ” 也訛寫作 “ ”，“ ” 字書不載，如大藏經補編本《蒲室集》卷
一：“ 道重丘山，詞 江漢，潛子折衝，百氏確論。”（B24/195a）卍續藏本

《圓覺經疏鈔隨文要解》卷十一：“ 池喩眾生成佛處，波如流轉生死時。〔或
倒轉動〕。”（X10/135a）這些訛誤也可追溯寫本禪籍，如享保 19 年（1734）

寫本《妙明眞覺無見覩和尚住華頂善興禪寺語錄》：“ 單方巴豆子，盡底爲
泄。” 寫本《清拙和尚語錄》：“ 蓋如舊，白頭如新。” 此外，佛典中 “

” 還是 “ 欣 ” 的訛俗字，大正藏本隋吉藏《淨名玄論》：“ 四諦示欣厭門，先
苦集，後滅道，於 厭門，逆觀次第。”（T38/890a）“ ” 大正藏本吉藏《大
乘玄論》作“欣 ”（T45/061c），與前句“欣厭 ”同。“欣厭 ”或作 “忻厭 ”“厭欣 ”，
厭離穢土欣求淨土之義。部件 “ 欠 ” 與 “ 頁 ” 的草書相近，如 “ 須 ” 寫作 “
”（三國皇象）、“ 頃 ” 寫作 “ ”（宋陸游）等 31。“ 欣 ” 的部件 “ 欠 ” 與 “ 页 /
頁 ” 相混，部件 “ 斤 ” 又與 “ 丘 ” 相混 32，遂誤辨成 “ ” 字。

内典中 “ 傾 ” 還與 “ 領 ” 相混，如林泉從倫《虛堂集》卷一第十二則《夾
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山不會》：“ 舉僧問夾山：‘ 會處即不問，不會處請師一言。’（何不傾話？）”
（X67/330a）“ 何不傾話 ” 爲從倫著語，“ 傾話 ” 不辭，“ 傾 ” 字國家圖書館藏
明刻本、哈佛大學漢和圖書館藏萬曆庚寅京都太平倉張鋪刻本《林泉老人評
唱丹霞淳禪師頌古虛堂習聽錄》分別作 “ ”和 “ ”，顯然 “領 ”字爲是。“領
話 ” 又稱作 “ 領取話頭 ”，禪籍多見，二字形近相混。

例 26.【𢬘―拖】
《天聖廣燈錄》卷一八《翠峯禪院慧月禪師》：“ 三要收不盡，四句豈能該。

假便（使）言前明得，猶在半途。直饒言詮但忘，未免𢬘泥帶水。”（X78/551b）
“ 𢬘 ” 字《漢語大字典》不收，《中華字海 · 手部》：“ 𢬘，同 ‘ 抱 ’。字見隋《處

士范高墓誌》。”（388 頁）“ 𢬘 ” 又作 “ ”，《中華字海 · 手部》：“ ，同 ‘ 抱 ’。
見《龍龕》。”（338 頁）曾良、鄭賢章也指出古籍中有 “ 色 ” 與 “ 包 ” 相混的
情況 33，然而引例中的 “ 𢬘 ” 顯然是 “ 拖 ” 字之誤，“ 拖泥帶水 ” 爲詞。印本
的 “ 𢬘 ” 當據寫本俗體楷化而來，如寫本《月江禪師語錄》：“ 普賢高繫象王
袴，妙德長 獅子衫。” 同書：“ 雲門截鐵斬釘，雪竇 泥帶水。” 又 “ 施 ”
之部件 “ 㐌 ” 也寫作 “ 色 ”，如寫本《禪苑蒙求》有 “ 行者 銀 ” 公案。“ 駞 ”
又寫作 “ ”，如《天聖廣燈錄》卷一八《大乘山德遵禪師》：“ 僧問：‘ 西天
一佛出世，地布黃金，今日出世，有何祥瑞？ ’ 師云：‘ 破布裏眞珠。’ 進云：
‘ 恁麼即圓融下號，光透娑婆。’ 師云：‘ 驢 青布袋。’”（X78/510c）

卍續藏另有二字訛混之例，如《禪門諸祖師偈頌》卷二《慈受禪師示
眾箴規》：“ 五更洗面，本爲修行。吐唾𢬘盆，喧聒大眾。”（X66/752b）《增
修教苑清規》卷二 “ 早起 ”：“ 放簾箔出後架，不得𢬘鞋咳嗽作聲。轉手取
桶洗面，不宜多湯嗽口。”（X57/340a）二例 “ 𢬘 ” 均當作 “ 拖 ”。

例 27.【州―列】【洲―洌】
《大慧普説》卷二：“ 昔有僧問趙列：‘ 如何是玄中玄？ ’ 州云：‘ 你玄

來多少時？ ’ 僧云：‘ 玄來久矣。’ 州云：‘ 賴遇老僧，洎合玄殺這屢生子。’”
（M59/837b）

“ 趙列 ” 之 “ 列 ” 顯然是 “ 州 ” 之誤，隨後 “ 州 ” 字不誤，“ 趙州 ” 即趙
州從諗禪師。“ 州 ” 寫本禪籍如《月磵禪師語錄》多寫作 “ ” 或 “ ”，
寫本《月江禪師語錄》作 “ ”，與 “ 列 ” 極爲相近，刻本不辨而混。又，以 “ 州 ”
爲聲符的 “ 洲 ”, 寫本《月磵禪師語錄》也寫作 “ ”，近似 “ 洌 ” 字，故刻
本禪籍亦見二字相混之例，如大藏經補編本空谷景隆《尚直編》“ 神洌赤縣 ”

（B24/89a）、“ 南瞻部洌三千洌渚 ”（B24/126b），諸 “ 洌 ” 均爲 “ 洲 ” 之誤。
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例 28.【逵―達】
《禪苑蒙求目錄》收錄 “ 逵磨雙履 ”，但正文題目又作 “ 達摩隻履 ”

（X87/64a），講述達摩隻履西歸的典故。顯然目錄的 “ 逵 ” 是 “ 達 ” 之誤，“ 雙 ”
又爲 “ 隻 ” 之誤。按：“ 逵 ” 與 “ 達 ” 相混與 “ 達 ” 的俗寫有關，如日本早稻
田大學圖書館藏道謙編《大慧錄》34：“ 嘗作 磨祖師贊，大播叢林。”“ ”
與 “ 逵 ” 近似。二字訛混禪籍另有用例，如嘉興藏本《雲門匡眞禪師語錄》：
“ 問：‘ 如何是内外光？ ’ 師云：‘ 向什麼處問？ ’ 學云：‘ 如何明逵？ ’ 師云：
‘ 忽然有人問，你作麼生道？ ’ 進云：‘ 明逵後如何？ ’ 師云：‘ 明即且置，還
我逵來。’”（J24/375c）三個 “ 逵 ” 大正藏本《雲門匡眞禪師廣錄》均作 “ 達 ”

（T47/546a），後者爲是。
例 29.【眞―空】

《天聖廣燈錄》卷二〇《韶州雲門山朗上座》載《葛藤歌》：“ 無事強生
多種解，爭如無事。且尋常，猶被虛眞笑一場。”（X78/523b）　

“ 虛眞 ” 不辭，校勘記：“‘ 眞 ’ 疑 ‘ 空 ’。” 考日本宮内廳圖書寮文庫藏崇
寧藏配補毘盧本確作 “ 空 ”，校勘記所疑甚確。然 “ 空 ” 何以誤作 “ 眞 ” 呢？
當與二字草書寫法有關。“ 空 ” 草書作 “ ”（唐張旭《古詩四帖》35）、“ ”（宋
黃庭堅《憶舊遊》）、“ ”（金蔡松年《跋蘇書李白二詩》）等形，而 “ 眞 ” 草
書作 “ ”（唐李懷林《絶交書》）、“ ”（宋米芾《吾友帖》），字形相近，編
者不辨，據 “ 空 ” 的草書錯誤地回改成 “ 眞 ”。按：中華藏本《天聖廣燈錄》
卷二十以涵芬樓本爲底本，但作 “ ” 字（C73/341c），覈涵芬樓底本作 “ 眞 ”，
中華藏校改未出校勘記，改作 “ 直 ” 並無依據。

三．結語

本文以日藏漢文寫本禪籍爲中心，利用寫本用字實例及漢字俗寫的一
般規律，分類討論近三十例印本禪籍文字訛混的情況，從中既可以窺見漢文
寫本禪籍俗字校勘價値之一斑，又得以擴充 “ 古籍文字相通、相混 ” 的通例，
這對學界通行的印刷本禪籍整理或有裨益。但需要補充説明的是，相對於印
刷本，寫本禪籍文字訛誤可以説是有過之而無不及，而印刷本經由學者的勘
辨校對，部分寫本的疏誤得以勘正，所以利用印本其實也可以糾正寫本之誤，
茲贅舉一例：

例 30.【虛―灵】
《禪苑蒙求瑤林》卷二《德普預祀》：“ 諸方尊宿死，叢林必祭，吾以爲
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徒虛設。吾若死，汝曹當先祭。”（X87/066a）
該例的“虛 ”寫本作“ ”，西村九郎兵衞刊本作“ ”，二本實爲“靈 ”字。

引例又見於《禪林僧寶傳》《續傳燈錄》等禪籍，“ 靈 ” 或作 “ 虛 ”。德普禪
師認爲死後的祭祀是 “ 徒虛設 ”，即徒勞無益的擺設，所以要求弟子生前祭祀，
文意通順，卍續藏不誤。古籍中 “ 雨 ” 與 “ 虍 ” 偏旁常相混，“ 靈 ” 部件 “ 巫 ”
訛變作 “ 亚 ”，字形作 “ ”，與 “ 靈 ” 字形相近易混。寫本不辨，徑寫 “ 靈 ”
之俗體 “ 灵 ”，離題更遠。可見，利用印本也足以校勘寫本，這示我們寫本
與印本須相互關照，不可偏廢。換而言之，禪籍寫本與印本對勘是禪宗文獻
整理究行之有效的方法，値得提倡並加以廣泛地運用。

*  本文是中國國家社會科學基金青年項目 “ 元明清禪宗文獻詞語論考 ”（項目編號：
18CYY040）的階段性成果，初稿承蒙衣川賢次教授審閲指導，後提交至 “ 第六屆
文獻語言學國際學術論壇 ”（上海大學，2020 年 9 月），眞大成、張磊、徐秀兵等
先生也提出中肯的修改意見，並致謝意！

** 作者簡介：王長林，男，博士，四川大學中國俗文化研究所副研究員，研究方向訓詁
學、佛教文獻語言、漢語詞彙史。

⑴方廣錩《古籍數字化視野中的 < 大正藏 > 與佛典整理》，《上海師範大學學報》（哲學
社會科學版），2015 年第 4 期。

⑵衣川賢次《禪籍的校讎學》，《中國俗文化研究》第 1 輯，巴蜀書社，2003 年。
⑶文章引用佛教文獻用例，其後標註文獻代碼、頁碼和欄數，如 T48/272a 表示《大正藏》

第 48 册第 272 頁 a 欄。其中，C 爲《中華藏》，J 爲新文豐版《嘉興藏》，T 爲《大正藏》，
M 爲《卍正藏》，X 爲《卍續藏》。中華電子佛典協會推廣的 “CBETA 電子佛典集成 ”
爲本課題研究提供極大便利，謹致謝意！

⑷無著道忠《虛堂錄犁耕》，京都：禪文化研究所影印，1990 年，1027 頁。
⑸筆者按：指眞歇了禪師。
⑹網址：https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2532307
⑺網址：https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2537818
⑻網址：https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2607475
⑼網址：https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2608927
⑽網址：https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2537749
⑾圖片公佈在中國國家數字圖書館，網址：http://mylib.nlc.cn/web/guest/search/

shanbenjiaojuan/medaDataDisplay?metaData.id=5391463&metaData.lId=2817884。



漢字俗寫與禪籍校勘

35

第 1 册末附有 3 張付箋，最後一張寫道：“ 不肖劣孫龍崇自讚⺀祖，于時天文癸巳春
二月中旬。” 天文癸巳是公元 1533 年，但這是付箋作讚的時間，並不一定是抄寫時間。

⑿冷玉龍、韋一心編《中華字海》，北京：中國友誼出版公司，2000 年，252 頁。後文
引用僅隨文標明頁碼。

⒀參秦公、劉大新《廣碑別字》引隋《仲思那造橋碑》、隋《橋紹墓誌》，北京：國際文
化出版公司，1995 年，231 頁。

⒁李琳華《佛教難字字典》，臺北：常春樹書坊，1990 年，6 頁。
⒂禪籍 “ 此 ” 又偶與 “ 比 ” 相混，如林泉從倫《虛堂集》卷一第六則《沙彌住庵》：“ 共

垂隻手著力扶持，比迴爨弄幾箇能知。”（X67/327a）“ 比迴 ” 不辭，國家圖書館藏
明刻本、哈佛大學漢和圖書館藏萬曆庚寅京都太平倉張鋪刻本《林泉老人評唱丹霞
淳禪師頌古虛堂習聽錄》分別作 “ ”“ ”，顯然 “ 比 ” 乃 “ 此 ” 之誤。

⒃文章所引的書法字形取自網絡版 “ 書法字典 ”，網址：http://www.shufazidian.com/。
⒄參辛更儒《楊萬里集箋校》，北京：中華書局，2007 年，4395-4396 頁。
⒅參秦公、劉大新《廣碑別字》引魏《元恩墓志》，北京：國際文化出版公司，1995 年，

133 頁。
⒆參李文生《讀禪宗大師 < 珪和尚紀德幢 > 書後―禪宗史上又一個 “ 六祖 ” 和 “ 七祖 ”》，
《敦煌研究》2004 年第 6 期。

⒇參《漢語大詞典》義項❷。嵩岳一帶以 “ 塢 ” 指村落另有用例，如宋梅堯臣《同永叔
子聰游嵩山賦十二題》之《公路澗》：“ 我來袁公溪，斷岸猶殘壘。僵柳遠臨灣，新
蒲初出水。行行古台近，兩兩驚禽起。雞犬何處聞，人家深塢里。”“ 深塢 ” 即深村。

㉑楊寶忠《疑難字三考》，北京：中華書局，2018 年，123 頁。
㉒ “ 煩巾 ” 不辭，“ 煩 ” 爲 “ 炊 ” 之誤。
㉓曾良《俗字及古籍文字通例研究》，南昌：百花洲文藝出版社，2006 年，52 頁。
㉔又如 “ 聚 ” 寫本《月礀禪師語錄》也寫作 “ ”“ ” 等形，部件 “ 乑 ” 亦訛作 “ 豕 ”。
㉕參見《隸辨》引《景北海碑》《韓敕碑》。
㉖參秦公、劉大新《廣碑別字》引齊《靜明造像記》。北京：國際文化出版公司，1995 年，

767 頁。
㉗二字又與 “ 頠 ” 相混，如元念常《佛祖歷代通載》卷九：“ 承聖元年，三藏眞諦將歸天竺，

至廣州，刺史歐陽顏延之制止，寺沙門東愷等請譯《起信》《俱舍》等論，諦有氣宇，
風神爽邁。”（T49/553a）“ 顏 ” 校勘記載《縮册大藏經》作 “ 顧 ”，“ 顏 ”“ 顧 ” 均不
確，係 “ 頠 ” 之誤。

㉘段玉裁主張 “ 亦 ” 亦聲，王筠認爲 “ 亦 ” 爲 “ 赤 ” 之省，今取後説。
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㉙明清小説又多見 “ 歃 ” 與 “ 插 ” 相混的用例，“ 插 ” 實爲 “ 歃 ” 的換旁俗字，參曾良《明
清小説俗字研究》，北京：商務印書館，2017 年，199 頁。

㉚鄭賢章曾論及《新集藏經音義随函錄》和《觀音義疏》中 “ 傾 ” 與 “ 頎 ”“ ” 訛混的
情況。參鄭賢章《〈新集藏經音義隨函錄〉研究》，長沙：湖南師範大學出版社，2007 年，
615 頁；《漢文佛典疑難俗字匯釋與研究》，巴蜀書社，2016 年，444 頁。這里我們再
廣其用例，並補充 “ ” 與 “ 欣 ” 互訛之例。

㉛按：部件 “ 頁 ” 與 “ 欠 ” 禪籍另有用例，如卍續藏本《樵隱悟逸禪師語錄》卷二 “ 漫
天鐵網煩巾下 ”（X70/309c），“ 煩巾 ” 不辭，査國家圖書館藏日本寫本《樵隱語錄》
作 “ 炊巾 ”，“ 煩 ” 乃 “ 炊 ” 之誤。又，同書 “ 諸方五味正炊香 ”（X70/316b）“ 炊 ”
在寫本誤作 “ 煩 ”。可見 “ 煩 ”“ 炊 ” 相混，寫本、印本均見。

㉜“丘 ”作爲構字部件又可與“江 ”相混，如明崇禎7-9年朝鮮京畿道龍腹寺、廻龍寺刊《禪
門拈頌集》卷二：“ 圓悟勤頌：‘ 大象不遊兔徑，𪈏雀安知 鵠？ ’”“ ” 字書一般視
作 “ 鴟 ” 的俗體，但這里顯然是 “ 鴻 ” 之訛。

㉝曾良《俗字及古籍文字通例研究》，南昌：百花洲文藝出版社，2006 年，166 頁。鄭賢章《<
新集藏經音義隨函錄 > 研究》，長沙：湖南師範大學出版社，2007 年，59 頁。

㉞刊刻時地不明，有紹熙元年（1190）跋，與卍續藏本屬同一個系統。
㉟《古詩四帖》是否張旭眞跡，書法界存有爭議，感謝徐秀兵先生賜示。
㊱例參曾良《俗字及古籍文字通例研究》“‘ 虍 ’、‘ 雨 ’ 二旁不別例 ”，南昌：百花洲文藝

出版社，2006 年，101-102 頁。

【論文提要】
印刷本の禪宗文獻は廣く流通しているため、研究の主要な資料となっ

ているが、文字の誤りが非常に多い。ゆえにテクストの誤りを正すことが
まず要請される。諸テクストを對校することは禪籍校勘の基本であるが、
範圍を印本だけに限った場合、文字の異同を發見できないばかりか、誤り
の原因を遡源できないケースがある。本論文は日本の漢文禪籍寫本を利用
し、寫本の用字の實例を檢討し、漢字俗字學の理論を用いて、印刷本禪籍

（主として『大正藏』本と『卍續藏』本）の文字の誤り 30 例を擧げ、その
誤りの原因を解明した。禪宗文獻の整理には寫本と印刷本を互校すること
が必要である。
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宋代禪僧道號及道號頌論略＊

中国復旦大学出版社副編審王　汝娟

【摘要】自北宋後期開始，禪林興起了立道號之風，常見的是庵堂道號、
由法名或地名引申、以禪僧個性或行爲特徵命名等，並有一些戲謔性的道號。
此風在後世流布蔓延，以致氾濫爲一些禪僧自我標榜的工具。道號多爲自己
或有聲望的老禪師、士大夫所命名，使用時一般遵循「道號 + 法名」或「道
號 + 法名殊名」的規則。宋代禪僧好立道號之習，是士大夫文化影響以及「文
字禪」風潮下的產物。與道號相伴隨，產生了「道號頌（偈）」這一發達的
禪門特有文體，對禪林「文學圈」的形成與穩固起到了重要的紐結作用。

【關鍵詞】禪僧道號　源流　儒釋互滲　道號頌

周裕鍇先生「談名道字――中國古人名字中的語言文化現象考察」一
文對僧人的法名與表字進行了細緻深入的解說⑴，予人諸多啟發。今筆者不
揣譾陋，圍繞禪僧的另一種稱呼――「道號」以及由此而創作的「道號頌」
的相關問題，略作粗淺考察。

一．禪僧道號源流略考
首先有必要對禪僧道號之源流略作梳理。就整個佛門而言，道號的起

源或可追溯到梁武帝普通四年（523）。據『釋氏通鑒』記載，是年「制中外
毋斥法師惠約名，別號智者。沙門別號，自是而始」⑵。而從僧史、燈錄、
語錄等記載來看，從唐代到北宋中後期，禪宗僧人絕大多數並無專門的道號，
人們多以其所居之地名、山名或寺名尊稱之，禪僧自己亦往往以此自稱，如
青原（行思）、南嶽（懷讓）、百丈（懷海）、首山（省念）、雪竇（重顯）、黃龍（慧
南）、靈雲（志勤）等。⑶不唯禪宗，佛門其他宗派亦是如此，例如天台（智顗）、
慈恩（窺基）、荊溪（湛然）、圭峰（宗密）等。同一地、一山、一寺，高僧
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大德代代更迭，於是自然會產生「稱呼共享」的現象，譬如「黃龍」可能指
慧南，也可能指祖心，等等，需要根據具體的語境來判別。因此從理論上來
說，以地名、山名或寺名作爲禪僧的稱呼，並不具有「特指」的意義；但實
際上，在大部分情況下並不會引起混淆，譬如上舉的青原、南嶽、百丈、首
山等，人們通常只會認爲是行思、懷讓、懷海、省念等，而基本不會有歧見。
這種具有普泛意義、使用較廣的稱呼方式，在相當大的程度上具有了「定指」
的功能，因此我們可以將其視爲後來廣泛使用的真正意義上的「道號」的前身。

禪僧中較早擁有明確的道號的，可能是道林（734 ～ 833）、馬祖道一（709
～ 788）的弟子慧海以及會昌間（841 ～ 846）的溫州禪僧無繹。『宋高僧傳』
卷一一載：

（道林）見秦望山峻極之勢，有長松枝繁結蓋，遂棲止於松巔。時感
鵲覆巢於橫枝，物我都忘，羽族馴狎，由茲不下，近四十秋。每一太守
到任，則就瞻仰，號「鳥窠禪師」焉。⑷

『景德傳燈錄』卷六載：

越州大珠慧海禪師者，建州人也，姓朱氏。……自撰『頓悟入道要
門論』一卷，被法門師侄玄晏竊出江外，呈馬祖。祖覽訖，告眾云：「越
州有大珠，圓明光透，自在無遮障處也。」眾中有知師姓朱者，迭相推
識結契，來越上尋訪依附。時號「大珠和尚」者，因馬祖示出也。⑸

『永寧編』載：

溫州瑞安本寂禪院僧無繹，因武宗會昌沙汰，隱於東北谷，結庵禪
定，閱十年，藤蘿纏繞，儼然不動，人號之「藤蘿尊者」。⑹

由此可以看出 , 道林由於棲於樹巔鳥巢四十載，故人以「鳥窠禪師」稱之；
馬祖取珠「圓明光透，自在無遮障處」之義隱晦地褒賞慧海，同時「珠」又
諧音慧海之俗姓「朱」，因而眾人敬稱慧海爲「大珠和尚」；無繹則因久隱於
山谷，身體被藤蘿纏繞，故而人稱「藤蘿尊者」。總之，此三位禪僧無論是
自己還是他人，皆非有意要立道號，只是被偶然地附會了一個「號」，並流
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傳開來了而已。然而與上述以地名、山名、寺名爲號者的一個本質區別是：
這些地名、山名、寺名之號都是客觀的、中性的，不帶有任何情感、道德意
義；而「鳥窠禪師」、「大珠和尚」、「藤蘿尊者」這類稱號，則或多或少地包
含了某些主觀的、正面的情感、道德上的評判，被賦予了或隱或顯的「意義」，
儘管這種「意義」尚不如北宋後期以後的道號那麼明顯。

自北宋後期開始，立道號之風在禪林悄然興起，常見的是以庵堂爲道號，
例如晦堂（祖心）、湛堂（文准）、長靈（守卓），等等。⑺除了常見的庵堂道
號以外，也有一些其他的命名道號的方式，譬如由法名、地名關聯引申，『禪
林象器箋』中即對此有舉例：

『明極俊禪師語要』曰：「……崇福胤公藏主，問號於予。予曰：夫胤者，
繼也，嗣也，受經所稟師訓，名既曰胤，宜以『嗣宗』二字號其道。」

忠曰：『語要』所言，道號字義自炳然。
虎關煉和尚曰：「聖一在中華時，需道號於無準。準曰：汝鄉里名何？

一曰：駿河州久能。準云：不可別求，但『久能』爲號，可也。」⑻ 

還有以禪僧個性或行爲特徵命名的，例如：

賦性絕雕飾，機語皆質直，故有「百拙」之號。⑼ 
告眾曰：「適來有個漢，牙如劍樹，口似血盆。手把一條垂絛，如

鐵鞭相似，老僧親遭一下。汝等諸人，切須照顧。」自此號曰「鐵鞭」。
⑽ 

等等。除了正式的道號以外，還有一種帶有戲謔意味的特殊道號，宋代的幾
部禪門筆記裏面即有不少記載：

白頭因。因事立號，叢林素有之。因以少年頭白，故得是名。如 頭副、
赤頭璨、鐝頭通、安鐵胡、覺鐵嘴、劉鐵磨、清八路、米七師、忽雷澄、
踢天太、鑒多口、不語通、黑令初、明半面、一宿覺、折床會、岑大虫、
獨眼龍、矬師叔、周金剛、簡浙客、陳蒲鞋、泰布衲、備頭陀、大禪佛、
王老師、瀏陽叟，皆禪林之白眉。聞其名者，莫不慕其所以爲道也。⑾

龜山光和尚……喜（大慧宗杲）見之，曰：「此正是禪中狀元也。」
因號爲「光狀元」。⑿
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如無明，三衢人。參雲蓋智，悟汾陽十智同真話，凡說禪，便說十
智同真，叢林號爲「如十智」。⒀ 

中際可遵禪師，號野軒。早於江湖以詩頌暴所長，故叢林目之爲「遵
大言」。⒁

蔣山佛慧禪師，叢林號「泉萬卷」者，有「北邙行」曰：……⒂ 
端往參禮，機緣相契，不覺奮迅翻身作狻猊狀，嶽因可之。自是叢

林雅號爲「端獅子」。⒃

台州護國元禪師，叢林雅號爲「元布袋」。⒄ 
別峰遍身有長毫，時號「珍獅子」。⒅

從上舉數例來看，這些帶有戲謔意味的道號多是「因事」而立。與正式道號
多爲二字不同，它們基本是三字，或彰禪師修爲，或表禪師文采，或述禪師
性情，或狀禪師形貌，等等，生動而貼切，饒有趣味。

對於道號的種種命名緣由，『叢林盛事』有如下概括和總結：

大抵道號有因名而召之者，有以生緣出處而號之者，有因做工夫有
所契而立之者，有因所住道行而揚之者，前後皆有所據，豈苟云乎哉？
⒆ 

這段話指出了道號命名皆有所依據，而非隨意爲之，常見的依據是「名」、「生
緣出處」、「做工夫有所契」、「所住道行」等；同時其中也透露出一個信息：
道號具有彰顯修爲、道行的作用。正因爲如此，道號成爲一些禪僧自我標榜、
自我炫耀的工具。『叢林盛事』中接著說道：

今之兄弟，纔入眾來，未曾夢見向上一著子，早已各立道號，殊
不原其本故。⒇

由此可以看出，擁有道號對於禪僧而言是一件較有榮光的事，道號成爲這些
急功近利的禪僧們裝點門面、顯示自己悟道之深的一個招牌。這種風氣代代
相承，以致道號愈來愈淪爲附庸風雅之具，流毒不小。明代笑話書『解慍編』
中即記載了一則與此相關的笑話：
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党太尉性愚駭，友人致書云：「偶有他往，敢借駿足一行。」太尉驚
曰：「我只有雙足，若借與他，我將何物行路？」左右告曰：「來書欲借馬，
因致敬，乃稱駿足。」太尉大笑曰：「 如今世界不同，原來這樣畜生也有
一個道號。」㉑ 

「如今世界不同，原來這樣畜生也有一個道號」，巧妙地諷刺了道號氾濫、失
去其原有典型意義的現象。

在宋代禪林這股熱衷於立道號的風潮中，長翁如淨（1163 ～ 1228）較
爲特殊，雖然時人以「淨長」之道號稱之，但他不願以此自稱。其遠法孫面
山瑞方在如淨行錄中專門談及此事：

祖師諱如淨，在世不自稱道號。其爲人也頎然豪爽，是故當時叢林
號曰「淨長」，用茲後來爲傳者，亦隨呼長翁也。㉒ 

由這段記述可知，如淨拒絕自稱道號乃是有意爲之，似乎具有一種對抗世俗
的意味。這也從一個側面反映出當時道號甚爲普遍和流行，以致於被個別矯
然不群的禪僧視作一種流俗劣跡而厭惡排斥。而如淨之法嗣、日本曹洞宗開
創者永平道元（1200 ～ 1253），亦是日本禪僧中罕見的無道號者，或許與其
師之影響不無關係。

二．道號的命名、使用及其文化背景
禪僧出家後捨棄俗名，改稱法名，同時也可以有表字、道號。道號除

了上舉的戲謔性質的以外，一般來說其取得主要有如下幾種途徑。一是自
號，如庵堂道號多爲禪僧自己命名，再如「雪巢一和尚，自號村僧」 ㉓、「徑
山本首座，自號無住叟」㉔ 、「白雲海會守從禪師……自號竹靈叟」 ㉕、「蜀
僧普首座，自號性空庵主」 ㉖、「歸里居梅巖十餘年，自號雲山耕叟」 ㉗，等等。
二是由德高望重的尊宿所擬，如「師請道號，惠以無著號之」 ㉘、「庵主名志清，
欲求別號，號之曰碧潭」 ㉙、「自是如癡似兀而度日，準書『兀庵』二大字遺
之，因以爲號焉」㉚  、「親見死心，對曰：『死心非真，真非死心。虛空無狀，
妙有無形。絕後再穌，親見死心。』於是死心笑而已。靈源禪師遂以空室道
人號之」，㉛ 等等。此外還有個別由禪僧所交好的士大夫所命名，例如北宋
著名詩僧道潛，「以詩見知於蘇文忠公，號其爲參寥子」 ㉜。



42

從現有文獻來看，自北宋後期道號興起之後，表字、道號的地位或謂
普及程度並非對等，相對而言，道號的使用更爲常見和普遍。以南宋禪僧爲例，
我們根據其語錄、行狀、塔銘以及燈錄、筆記等相關資料，可確定或大致認
爲有字的，僅曉瑩（字仲溫）、居簡（字敬叟）、廣聞（字偃溪）、元肇（字聖
徒）、普巖（字少瞻）、行鞏（字石林）、如珙（字子璞）、夢真（字友愚）、祖
元（字子元）、紹嵩（字亞愚）等寥寥十餘人；然而，據現有文獻來看，南宋
禪僧基本上都有道號，有些禪僧的道號還不止一個。表字與道號普及程度的
巨大差異，是極爲顯見的。

在對宋代禪僧的稱呼上，與表字一樣，道號也必須採用全稱，而不採
用簡稱；道號與法名一起連用時，則大多採用「道號 + 法名」㉝四字連稱或「道
號 + 法名殊名」三字連稱的形式，道號在前、法名在後，跟表字與法名連用
時通常的法名在前、表字在後的習慣有所不同。以『大藏經』、『卍續藏』所
收宋代禪僧語錄爲例，語錄名之全稱多採用「道號+法名+禪師語錄」的形式，
簡稱則多用「道號 + 和尚 / 禪師語錄」的形式，如『北磵居簡禪師語錄』、『虛
堂和尚語錄』等；再例如『禪宗頌古聯珠通集』，在標示北宋後期以及南宋
禪僧作者時，亦大多採用「道號 + 法名殊名」的形式，如「瞎堂遠」（瞎堂
慧遠）、「野軒遵」（中際可遵）、「懶庵需」（懶庵鼎需）等。這除了反映出道
號的普及程度之高外，也從一個側面透露出道號如同士大夫之字一樣，具有

「表德」這種功能，以道號稱呼禪僧，帶有尊敬和美化的意味。從這個意義
上來說，禪僧道號與士大夫表字之性質、功能較爲相似。

值得注意的是，在禪宗的話語系統裏，「道號」與「法號」並非一回事。
從用例來看，「法號」多指僧人法名。例如：

匾簷山曉了禪師者，傳記不載。唯北宗門人忽雷澄撰塔碑，盛行於世。
略曰，師住匾簷山，法號曉了，六祖之嫡嗣也。㉞ 

便往江西再謁馬師。未參禮，便入僧堂內，騎聖僧頸而坐。時大眾
驚愕，遽報馬師。馬躬入堂視之曰：「我子天然。」師即下地禮拜曰：「謝
師賜法號。」因名天然。㉟ 

問僧：「甚處來？」曰：「九華山控石庵。」師曰：「庵主是甚麼人？」
曰：「馬祖下尊宿。」師曰：「名甚麼？」曰：「不委他法號。」㊱ 

大師法號義存，姓曾氏，泉州南安邑人也。㊲ 
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因而，我們有必要區分「道號」與「法號」，不可將兩者混同。
那麼，北宋後期以來的禪僧們爲何熱衷於立道號、使用道號呢？單從

禪僧群體的內部看，似乎很難找到這個問題的答案；但若把觀察視野擴大到
士大夫群體，則不難發現其與士大夫有著某種共同的趨向。周裕鍇「維摩方
丈與隨身叢林——宋僧庵堂道號的符號學闡釋」中指出：「當禪僧日益將庵
堂作爲生活空間與精神空間之時，其功能便與士人的書齋有了某種相通之處。
如果我們橫向比較一下宋代禪僧庵堂道號與士人室名別號的符號學意義，便
可看出二者之間有不少的共性。」如果把道號這種「符號」的「意義」進一
步往前追溯到「起源」，那麼這一共性也同樣存在。楊慎『升庵集』卷五〇「別
號」條云：

幼名，冠字，長而伯仲，沒則稱諡，古之道也。未聞有所謂別號也。
杜甫李白倡和，互相稱名；張仲吉甫雅什，但聞舉字。近世士夫，多稱
別號，厥名與字，懵然莫知。傳刻詩文，但云張子李子，或云某庵某齋，
當時尚不諳其誰何，後此安能辨其甲乙。……又近日民風漓猾，白衣市井，
亦輒稱號。永昌有鍛工戴東坡巾，屠宰號一峰子。一善謔者見二人並行，
遙謂之曰：「吾讀書甚久，閱人固多，不知蘇學士善鍛鐵，羅狀元能省牲，
信多能哉！」相傳以爲笑。㊳ 

趙翼『陔餘叢考』卷三八「別號」條則更進一步追溯號的源流：

未必上古之人如後世於字、名外，別立一號，以自標榜也。別號當
自戰國時始。……然其人類多隱逸者流，欲自諱其姓名而爲此，非如後
人反借此以自標異也。兩漢之時尚少。……至達官貴人，則自以官位相
呼，不聞別署一號以托高致也。達官貴人之有別號，蓋始於宋之士大夫，
亦謂之道號。如長樂老、六一、老泉、半山、東坡之類，相習成風，遂
至販夫牙儈，亦莫不各有一號。宋人小說載某官拿獲一盜，責其行劫，
盜輒曰：「守愚不敢。」詰之，則「守愚」者，其別號也。盜賊亦有別號，
更何論其他矣。近有人譏別號詩曰：「孟子名軻字未傳，如今道號卻紛然。
子規本是能言鳥，又要人稱作杜鵑。」可爲一笑也。㊴ 

趙翼指出，在宋代以前，有別號（道號）的多是隱逸者之流，目的在於隱藏
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真實姓名；自宋代開始，則士大夫群體中也風行起了道號；士大夫對於道號
的熱衷，又輻射到了其周邊群體及庶民階層，使之紛紛效仿。而禪僧既然出家，
本已捨棄俗姓、俗名，統一姓「釋」，另立法名，已無以別號來隱藏姓名之需要；
但自北宋後期開始，道號卻在這個群體中日漸流行，以至到了南宋幾乎各禪
僧皆有道號，則顯然如楊慎、趙翼所云，是士大夫取別號之習強大輻射下的
產物——「民風漓猾，白衣市井，亦輒稱號」、「相習成風，遂至販夫牙儈，
亦莫不各有一號」，與禪宗的士大夫化不無關係。宋代尤其是南宋禪僧與士
大夫之間空前密切的交流互動，使得禪僧們踵武士大夫之風雅，以道號標榜
趣味性情；同時士大夫們也往往以「居士」或上引楊慎文中所謂的「某庵」
爲號，如東坡居士（蘇軾）、淮海居士（秦觀）、後山居士（陳師道）、石湖居
士（范成大）、無盡居士（張商英）、無垢居士（張九成），一庵（蔡沆）、月庵（劉
思恭）、草庵（胡安國）、復庵（李直方）、晦庵（朱熹）、雲庵（李邴），等等，
不遑枚舉。這種「禪」與「儒」相互的、雙向的交融滲透的潮流，其蔓延的
極致便是禪僧道號與士大夫之號「意義共享」或者趣味趨同的現象，譬如僧
人的庵堂道號與士人書齋號的「意義共享」（如了庵、了堂―了齋，山堂―山齋，
可庵—可齋、可軒，等等）現象就極爲明顯。

除了受士大夫的影響之外，宋代禪僧好立道號之習或許也是「文字禪」
風潮下的產物。道號本質上是一種人爲設置的「符號」，以佛家的立場來看，
屬於「相」的範疇，而「凡有所相，皆是虛妄」（『金剛經』），宗門「第一義」
是不需要也沒有辦法用言語來表達的。『壇經 · 頓漸品』中就記載：

一日，師告眾曰：「吾有一物，無頭無尾，無名無字，無背無面。
諸人還識否？」神會出曰：「是諸佛之本源，神會之佛性。」師曰：「向
汝道『無名無字』，汝便喚作本源佛性。汝向去有把茅蓋頭，也只成個
知解宗徒。」

在慧能看來，最高的「本源佛性」是「無名無字」、不能用語言道出的，否
則便只是「知解宗徒」而已。慧能還在一首偈中說「妄立虛假名，何爲真實
義」，也是同樣的意思。禪宗又主張「無分別心」，即從「佛性」的角度而言，
無論是人獸，還是草木，抑或牆壁瓦礫，都是有「佛性」的，故而平等無差別。「爲
你眾生界中見解偏枯，有種種差別，故立此差別名號，令汝於差別處識取此
無差別底心」㊵，立種種人人有殊的「名號」不過是爲開導無明眾生的權宜
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之舉而已。而從中唐到北宋，隨著禪宗從「不立文字」逐漸走向「不離文字」，
與「文字」關係極爲密切的道號也開始大行其道，無疑是一種文飾的體現：

道號之稱，雖起於末世，然義各有取，或因性急，而以韋自勉；或
因性緩，而以弦自厲。有思親而號望雲，有隱江湖而號散人，紛然不同。
然皆士流則有之。今也不然。而胥吏之徒，往往而有以號者眾也。恒慮
其相同，崇尚新奇，有名木者號曰半林，有姓管名簫者號曰四竹，穿鑿
亦甚矣，於義何居，且習以成俗，而稱謂之間，有不諳大義者。或責其
友曰：「我長於汝也，曷不以號稱而字我邪？」嗟夫！孔子祖也，子思孫也，
嘗稱仲尼；明道兄也，伊川弟也，嘗稱伯淳。蓋字之者，乃所以尊之也，
何獨取於號乎？古者相語名之，質也；周人尚之以字，文矣；末世別以
號稱，彌文也哉？㊶ 

這段話中所謂的「道號」雖並非專指僧人道號，也包括士大夫甚至胥吏等在
家人之號，但其實質是一樣的：從古至今，從稱名、到稱字、再到稱號，是
一個從「質」、到「文」、再到「彌文」的過程，號是「末世」的產物。關於
此，郎瑛『七修類稿』卷五一「道號」條、褚人獲『堅瓠集』十集卷一「別
號」條等亦皆有論及，茲不贅述。

三．道號頌的興盛及其文學、文化意義
道號在宋代禪林的風行，並非一個孤立的文化現象，也給禪門文學帶

來了較大的影響。概言之，主要有兩個方面：一是「道號頌（偈）」這一禪
門特有文體的發達；二是對禪林「文學圈」的形成與穩固所起的重要紐結作用。

前文已經談到，禪僧道號與士大夫表字具有很強的相似性。在士大夫
群體中，起源於中唐、興盛於兩宋的「字說（序）」是一個重要的文類。㊷ 

此風亦波及禪林，例如惠洪『石門文字禪』中就收錄了 9 篇爲僧人所作的「字
序」。㊸ 道號風行後，道號頌亦隨之誕生，並且後來居上，聲勢日隆，在數
量上、影響上都遠遠超越了禪僧所作的字說（序）。一個顯著的體現是南宋
宗杲集、清代性音重集的『禪宗雜毒海』（八卷）中「道號頌」佔據了整整
一卷（卷七），共收作品百餘首，其諸位作者中，生平可考或可略知者，皆
生活於兩宋或宋元之際，其中較早的是參寥（道潛，1043 ～ 1106）、靈源叟（惟
清，？～ 1117）、志芝庵主（嗣法黃龍慧南）等。除此之外，道號頌亦時時可



46

見於一些禪僧語錄、詩文集、筆記等文獻中，譬如『希叟紹曇禪師語錄』卷
六收錄了「漩翁」、「黑山」等 27 首道號頌，『石溪心月禪師語錄』卷三收錄
了「損翁」、「溪翁」等 20 首道號頌，等等，不勝枚舉。較之惠洪『石門文
字禪』中的 9 篇字序，北宋後期至整個南宋，道號頌在數量上的直觀性優勢，
是非常顯著的。

道號頌一般直接以所頌道號爲標題，形式上大多爲七言絕句，亦偶有
四言、五言或六句、八句、十句者；內容上，則主要是圍繞著道號的文字，
闡述字義或進一步申發出「理」（佛道禪理），這一點與字說（序）較爲相似。
例如：

　　　　　　　　　　　　　滅堂
瞎驢一喝驚天地，臨濟家風始大張。累及兒孫成話欛，無門無戶可

承當。（浙翁琰）
　　　　　　　　　　　　　無礙
三家村裏謳歌去，十字街頭爛醉來。紅粉佳人歸宿處，伽黎倒搭舞

三台。（大川濟）
　　　　　　　　　　　　　月航
平如鏡面曲如鉤，落在波心攪不浮。索性一篙都搣碎，冬冬擂鼓轉

船頭。（參寥）㊹ 

「滅堂」緊扣「滅」字，首句本於臨濟義玄「誰知吾正法眼藏，向這瞎驢邊滅卻」
之語，之後對其繼續申發。「無礙」化用了多個禪宗典故，用四個並列性句子，
從四個方面描述了事事「無礙」的景況。「月航」前兩句寫「月」，後兩句寫

「航」，表達了佛性的普遍與永恆，但人又不必拘執於佛法的見解。它們既是
在闡述作道號頌者對於佛道禪理的見解，同時又是對受頌者的讚揚；不僅具
有理趣，也具有較強的文學性、形象性，含蓄蘊藉，恰到好處地運用典故而
又最終落實到「本地風光」，而並非枯燥單調的機械式說理。因而無論是從
數量上還是文學價值上，道號頌都理應在禪門文學中佔有一席之地。

從道號頌寫作者的身份來看，多爲當時較有名望的高僧或詩僧，禪僧
往往以得到他們的一首道號頌爲榮，甚至直接求其爲自己立道號。如此，則
必定有多番書劄、人際往來或詩文唱酬。例如『叢林盛事』中就記載了了演
與道融爲同一禪僧的前後兩個道號作道號頌之事：
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竦空谷者，餘杭人，在象田演座下充維那。爲人清苦貧甚，冬則蘆
華當絮，自非本色叢林，斷不放複。故演爲頌其道號曰：「谷空空谷谷
空空，空谷全超萬象中。流水落華渾不見，清風明月卻相容。」後在天
童沿流縛屋，號曰「吊古」。多有兄弟陪其勝遊。余時在玉几拙庵老人
會中，以頌寄之曰：「聞君縛屋傍山阿，遠吊龍湫諾詎羅。未必將身潛
碧嶂，且圖蹺足向清波。韻傳空谷人難到，門掩山華雪不過。我待秋風
洗巖壑，杖藜相與傲煙蘿。」㊺ 

這段記述，一則透露出道號頌在維持禪林人際關係中的重要作用，二則也顯
示出當時禪林文學風氣之濃、文學交流之盛。不難推測，這位禪僧也應當會
致以答謝書劄或詩文之類。

除了個別寫作的道號頌外，還有多名禪僧圍繞同一個道號爲之作頌的
「同題創作」，如「無傳」就是一例：

鍾山正知客，忽起故山之思，往別北磵於常熟慧日。磵喜其爲正傳
室中真子，乃以「無傳」號之。山中勝集，皆有出山句。橫推豎推，無
非以祖祖相傳，傳而無傳，不是無傳，而曰無傳。蓋無傳即正傳，正傳
即正無傳也。噓，無傳之旨，果如是耶？若言以心傳心，卻喚什麼作心？
即世諦則潙求之，可乎？離世諦則偽求之，可乎？或曰，到處見成親受
用，不從蔥嶺帶將來。皆非吾所能知也。要識無傳之旨，當從正無傳問之。
㊻ 

很顯然，此次雅集的一項主要活動即是爲無傳作道號頌，並且事後這些作品
被彙集爲一編，石溪心月爲之寫下了這篇跋文。此類由道號頌編集而成的頌
軸（或頌編、偈編）在南宋甚爲流行，成爲當時禪林文學的一道引人注目的
風景。㊼——南宋禪僧們在參禪修道之餘，不僅個人沉迷於舞文弄墨，還舉
行詩文雅集、圍繞同一主題進行創作，足可見文字禪之風的浸染之深，更足
見士大夫文化在禪門的滲透之深。

正如前文所述，道號具有彰顯修爲、道行的作用，因此常常含有印可、
褒賞之意，故道號以及道號頌還往往被寫成書法作品贈予弟子或參學者，如
此它在維繫禪林「文化圈」、「文學圈」之豐富與穩固上所起的作用就顯然更
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爲重大。例如，南宋虎丘派僧人普寧（1199 ～ 1276），嗣法無準師範，「自
是如癡似兀而度日，準書『兀庵』二大字遺之，因以爲號焉」㊽；日本東京
的常盤山文庫藏有斷溪妙用贈入宋日僧白雲慧曉（嗣法圓爾辨圓）道號頌之
墨跡，落款爲「右爲日本曉禪翁題白雲雅號。咸淳己巳，住越東山斷溪老樵
妙用拜手」，鈐「越關妙用」、「東山老樵」二印；同年，溪西廣澤亦有贈白
雲慧曉道號頌墨跡（大阪藤田美術館藏），落款爲「日本曉上人以白雲爲號，
佛日溪西廣澤證以二十八字，咸淳己巳上元後二日書」，鈐「廣澤」、「溪西」
二印；京都長福寺藏有宋末元初禪僧古林清茂爲弟子月林道皎所題道號及道
號頌墨跡，卷首書「月林」二大字，中爲四句頌，落款爲「皎藏主號，爲書，
仍賦云。時泰定四年三月望日，金陵鳳臺清茂」，鈐「休居叟」、「金剛幢」
二印。顯而易見，在宋元時代，道號頌已超越了文體、文學本身，而成爲禪
僧之間交流思想、維繫情誼、禮節往還等的一種重要媒介。

在文學史上來看，道號頌固有其地位與價值；但如果將其置於思想史
上來看，則不免違背了禪宗「不立文字」的本旨，執著拘泥於語言文字，在
語言文字上苦心孤詣、盡逞機巧，失去了早期禪宗那種質樸活潑的機鋒、「直
指人心」的力量，確爲禪道「爛熟」乃至「衰落」㊾時代的一個明證。對此
辯證關係，元初的渡日禪僧竺僊梵僊有很深刻的體認：

至於景定、咸淳之間，所謂大道衰，變風變雅之作，於是雕蟲篆
刻競之，仿效晚唐詩人，小巧聲韻，思惟煉磨，而成二十八字，曰「道
號頌」。時輩相尚，迨今莫遏。於中雖有深知其非，而深欲絕去之者，
然以久弊，不能頓除，勉隨其時，曲就其機，亦復不拒來命。時或秉筆，
覿面信手賦塞所需，聊爲方便接引之意也。然以其音律諧和，與夫事
理句意俱到，而活脫者，使或哦之，誠亦可人。然譬如食蜜，中邊皆甜，
宜乎人其愛之。若夫欲濟饑餒，不可得也。㊿

他肯定了道號頌的文學價值，也痛心其氾濫之狀，最後更一針見血地指出「若
夫欲濟饑餒，不可得也」，譬如蜂蜜，甜則甜矣，卻不得濟饑――終究非禪
人學「道」之正途。這個評價，置於思想史上而言，是較爲全面和公允的。

【注脚】
＊【基金項目】中國國家社科基金後期資助一般項目「南宋『五山文學』研究」
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㊽虎關師煉：『元亨釋書』卷六，『大藏經補編』第 32 冊，第 204 頁。
㊾參忽滑谷快天著、朱謙之譯：『中國禪學思想史』（下），上海：上海古籍出版社，2002 年。
㊿轉引自無著道忠：『禪林象器箋』「經錄門」，北京：全國圖書館文獻縮微複製中心，

1979 年，第 604 頁。

【論文要旨】
禪僧の道號は通常地名・山名・寺名を法諱（法名・法號）に冠して

用いられ、中にはまま特殊な例もあった（鳥窠道林、大珠慧海、藤蘿尊者
など）が、北宋後期から個性的・諧謔的な道號を立てることが流行し始め、
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禪僧は道號以外に「自號」を立てたり、著名文人が與えたりすることも行
なわれ、影響は庶民にまで及んだ。これは士大夫との交流から起こったも
ので、士大夫が室名や居士號をもつのと同じであるが、宋代禪僧の士大夫
化や「文字禪」の風潮と關わりがあり、士大夫の書いた「字説」「字序」（與
えたあざなの説明）に倣った禪僧の「道號頌」が多く出現した。これらは
佛道禪理によって立號の由來を説き、その人を讚えるもので、高い文學性
をもち、禪林内の文學交流の手段として盛行し、日本には藝術的價値の高
い頌軸が多く遺存している。
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“ 伽斗 ” 考

周　正（安徽師範大學文學院，蕪湖，241000）

（1）嘗講《花（華）嚴》，輒有一僧加毀云：“ 是乃伽斗，竟何所解？ ”
當夜有神加打，死而復蘇。其見聞者 , 皆深敬異。（大正藏本唐道宣《續
高僧傳》卷八《釋僧範》）

“ 伽斗 ” 是佛典中的疑難詞語，李明龍據上引例認爲 “‘ 伽斗 ’ 是僧家的
罵詈語，意爲老年無知 ”，並以經疏爲據，轉引如下：

摩訶羅者，《羯磨疏》１云：“ 此外國語，此翻爲殺者２，能損眾生
法身慧命也。” 有云：“ 摩呵羅，此翻伽斗也。老年出家曰伽底死，慳
癡曰斗（未詳）。” 賓云：“ 摩呵羅者，此翻無知，或言老年也，被七棒
打等者。”（唐大覺３《四分律行事鈔批》卷十三《訃請設則篇》）４

此說雖然有據，但實則誤解了這段材料。例中 “ 摩訶（呵）羅 ” 是梵文
mahalla 的音譯，可意譯爲老，無知（形容詞）；老，老衰者（陽性名詞）。５

《四分律鈔批》卷十一《持犯方軌篇十五》：“ 摩呵羅者，應（玄應）師言：
譯云無知，或云老也。”《翻譯名義集》卷五《名句文法篇第五十二》：“ 摩
訶羅，此云無知。”《翻梵語》卷六《雜人名》：“ 摩呵羅：譯曰老，亦云大。”
又同卷 “ 摩訶羅：譯曰差，亦云無知。” 可知 “ 摩訶羅 ” 的解釋當以 “ 賓（唐
人應賓）云 ” 爲是，乃年老無知之意。《大智度論》卷九《大智度初品中放
光釋論之餘》：“ 有一比丘語王言：‘ 此人摩訶羅，不多讀經，何以大供養如
是？ ’”“ 此人摩訶羅 ” 即此人年老無知的意思。

進而言之，“ 伽斗 ” 一詞較早出現在唐道宣著述中，據筆者的檢索，在
唐代文獻中凡 4 見，除上文揭舉 2 例，另 2 例分別見於《續高僧傳》卷
二十七《唐京師普光寺釋明解傳三十八》、《法苑珠林》卷二十四《利益部
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第九》。我們研究發現 “ 伽斗 ” 並非 “ 摩訶（呵）羅 ” 的翻譯，“ 伽斗 ” 對音
的是梵文 ghātavya，梵語 ga、gha 一般對音 “ 伽 ”，tav=tau 對音 “ 斗 ”，末尾
音節 ya 可不對音６。梵文 ghātavya 派生於動詞詞根 han（殺，打），是將來
被動分詞（FPP）形式。[ 英 ] 威廉姆斯《梵英詞典》：“Ghātavya: to be killed, 
may or ought to be killed, deserving death.” ７可譯爲被殺的，應當被殺的，該
死的之類的意思。

另據大覺《四分律行事鈔批》卷六《篇聚名報篇第十三》：“ 謂莫唱８落
迦苾蒭，憙盜他財物等是（莫喝落迦，此云大愚鈍者，謂都無有所識，舊云 ‘ 摩
訶羅 ’ 是。有人云：‘ 摩訶羅此翻爲伽汁。’ 未詳出處）。” 值得注意的是 “ 摩訶
羅此翻爲伽汁 ” 句，其中 “ 伽汁 ”“ 伽斗 ” 二者同出大覺之手，必有一誤。我
們認爲當以作 “ 伽斗 ” 者爲是，“ 伽汁 ” 乃 “ 伽斗 ” 的形近而誤。理由如下：
其一，“ 伽汁 ” 不詞，文獻中僅此一例；而 “ 伽斗 ” 符合梵文的對音，文獻
中有較多用例。其二，從字形來看，“ 汁 ” 是左右結構，翻檢歷代碑刻、墨
蹟手劄、俗字典等資料，均未見與 “ 斗 ” 相似者；而 “ 斗 ” 卻極易誤成 “ 汁 ”，
例如《白石神君碑》作 “ ”，《韓敕碑》作 “ ”９，敦煌遺書Ф 096《雙
恩記》中作 “ ”10，蘇軾《李太白仙詩卷》作 “ ”，其形均與 “ 汁 ” 形逼近。
再者，上引例（1）“ 伽斗 ” 的 “ 斗 ”，興聖寺本作 “ 升 ”，“ 升 ” 顯然亦是 “ 斗 ”
之形誤，趙城金藏、高麗藏以及《古今圖書集成博物彙編神異典》均錄作 “ 伽
斗 ”，可以明證。

“ 摩訶羅 ” 和 “ 伽斗 ” 二者詞義本來相距甚遠，《羯磨疏》中 “ 此翻爲殺者 ”
實則解釋 “ 伽斗 ” 之義，而並非訓釋 “ 摩訶羅 ”，只是由於譯者未明二者的
確切含義，從而將其混淆，這纔出現了 “ 摩呵羅，此翻伽斗也 ” 這種翻譯音
譯詞的怪異現象。李文將 “ 伽斗 ” 釋爲 “ 老年無知 ”，實際上是對 “ 摩呵羅，
此翻伽斗也 ”“ 摩呵羅者，此翻無知，或言老年也 ” 這兩句話遞迴性的理解，
而並未明瞭 “ 摩訶羅 ”“ 伽斗 ” 的意思實則迥然相異。

前揭例（1），又見於唐懷信《釋門自鏡錄》卷一《齊鄴下大覺寺僧範布
薩見神責豎義事》：“嘗講《法華經》，輒有一僧毀云：‘竭斗何所解？ ’當即有神，
特加打楚，死而復蘇。其見聞者，皆深敬異。” 二例合觀，所敘正同，一作 “ 伽
斗 ”，一爲 “ 竭斗 ”，它們顯然是佛典中常見的異文替換現象。或校改此 “ 伽
斗 ” 爲 “ 竭斗 ”11，大可不必。從音理上說，《廣韻 · 戈韻》：“ 伽，求迦切。”

《廣韻 · 月韻》：“ 竭，其謁切。”《廣韻 · 薛韻》：“ 竭，渠列切。”“ 伽 ”“ 竭 ”
同是群母字，“ 伽 ” 是果攝開口三等字，“ 竭 ” 是山攝開口三等字，故可陰入
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對轉。再看下面一例：

（2）夫晚出家者有十種罪過：一者健鬪，世言竭斗，俗氣成性，我心自在，
意淩徒眾，不受呵責。（道宣《淨心誡觀法》卷二《誡觀晚出家人心行法》）

例中道宣言 “ 健鬪，世言竭斗 ”，換言之，“ 健鬪 ” 世間讀作 “ 竭斗 ”12；而 “ 竭
斗 ” 異文作 “ 伽斗 ”，“ 健鬪 ” 又可與 “ 伽斗 ” 相涉。“ 伽斗 ” 本是個音譯詞，
最初譯者對其意義並不十分清楚，文獻中使用次數甚少，加之音轉的關係，
“ 伽斗 ” 成爲 “ 健鬪 ”“ 竭斗 ” 的記音詞，從而與 “ 健鬪 ” 意義相同，本義遂失。
13 宋允堪《淨心誡觀發真鈔》卷三：“ 健鬪者，以出家既長，多事粗獷，健
與人鬪也。”“ 健與人鬪 ” 就是 “ 我心自在，意淩徒眾 ”，勇於和人諍斗、逞強，
故 “ 伽斗 ” 有諍斗，逞勝之義。例（1）中僧範講《花（華）嚴經》，被一僧
斥爲健鬪好諍之人，竟能有何真見實解，結果還招致神靈的懲罰。再如《新
修科分六學僧傳》卷十八：“ 洺州宋尚禮，家世儒者，其文章好爲譎詭輕薄
語，所處素窘儉，屢乞貸戒德寺，久而僧益厭苦之。尚禮作《伽斗賦》以誚，
流俗爭誦，以爲口實。” 例中宋尚禮因生活窘迫，常借貸於戒德寺，久之招
致寺中僧侶的嫌厭，遂作《伽斗賦》以 “ 譎詭輕薄 ” 之語相譏誚，則 “ 伽斗 ”
亦是 “ 意淩徒眾 ”“ 健與人鬪 ” 之類的意思。

再來看禪籍中的用例：

（3）師因見聖僧，便問僧：“ 此個聖僧年多少？ ” 僧曰：“ 恰共和尚同年。”
師喝之，曰：“ 遮竭斗不易道得。”（《景德傳燈錄》卷二十三《韶州大梵
圓和尚》）

（4）這老竭得恁饒舌，清淨伽藍一時漏泄。（《禪宗頌古聯珠通集》卷十八《祖
師機緣》海印信頌）

例（3）“竭斗 ”猶 “健鬪 ”，謂黠慧好諍的禪僧，義同《釋門自鏡錄》中的 “竭
斗 ”。例（4）“ 老竭 ” 即 “ 老竭斗 ” 的省略，“ 得恁饒舌 ”，正謂其黠慧好諍也。
“ 健與人鬪 ” 者，其性必黠慧好諍，其行多特立險絕。所以禪籍中 “ 竭斗 ”（亦
作 “ 碣斗 ”“ 磔斗 ”“ 揭斗 ”“ 傑斗 ” 等 14）又可引申指特立險絕。其例如：

（5）獨坐獨行真竭斗，無規無矩老禪和。四方八面難拘檢，天下誰能奈
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你何。（《禪宗頌古聯珠通集》卷二十《祖師機緣》）
（6）咄！這村僧，百拙千醜。用處顢頇，舉止磔斗。（《無門開和尚語錄》
卷下《法孫天龍長老思賢請》）

（7）碣斗禪和，行履各別，腳高腳低，東瞥西瞥，轉處自然活鱍鱍。（《虛
堂和尚語錄》卷六《跛腳碣上座起龕》）

（8）老潙山，真傑斗。肯一不肯一，舌頭不出口。父子雖親妙不傳，八
角磨盤空裏走。（《愚庵智及禪師語錄》卷六《小參》）

（9）咄！這枯槁形容，平生太煞揭斗。電光石火之機，兩舌一還無口。
直截根源不肯談，愛引禪徒荒草走。（《丹霞子淳禪師語錄》卷一《禪人
寫師真求贊》）

例（5）既云 “ 獨坐獨行 ”“ 無規無矩 ”“ 難拘檢 ”“ 奈你何 ”，則 “ 竭斗 ” 顯然
是指行止特立險絕。例（6）“ 磔斗 ” 即 “ 碣斗 ” 之異構，“ 舉止磔斗 ” 亦謂
其舉止特立險絕。餘例均此義。

1疑是道宣《四分律隨機羯磨疏正源記》，今本無。
2《法華經義記》卷一：“ 魔羅是外國語，此方言殺者，若通途爲論，一切惡知識盡皆是魔。”

魔羅是梵文 māra 的音譯，殺爲意譯。
3《四分律鈔批》卷七末：“ 景雲元年十二月十三日，於授記寺錄至此故記。時屬嚴寒，

無容思擇，俟乎暇日，更擬決詳，脫有尋者，敬存餘意。僧大覺記之。” 景雲乃唐睿
宗年號，景雲元年是西元 710 年，據此推知大覺生活的年代稍晚于道宣（596-667）。

4李明龍《〈續高僧傳〉文化詞語劄記》，《南昌航空大學學報》2012 年第 1 期，第 80 頁。
5荻原雲來《梵和大辭典》，新文豐出版社，1979 年，第 1012 頁。
6此則對音材料，承蒙儲泰松先生告知，在此謹表感謝！按：梵漢對音中末尾音節可

對音，也可不對音。如 buddha 末尾音節對音，可對音爲 “ 杜多 ”“ 佛馱 ”“ 佛陀 ” 等；
末尾音節不對音，可對音爲 “ 佛 ”。ānanda 末尾音節對音，可對音爲 “ 阿難陀 ”；末
尾音節不對音，可對音爲 “ 阿難 ”。

7M. Monier WillamsA Sanskrit-English Dictionary,Oxford:At The Clarendon Press，1872
年，第 307 頁。

8藏經原文下有校記：“ 唱疑喝。”
9[ 清 ] 顧藹吉《隸辨》，中華書局，1986 年，第 116 頁。
10黃征《敦煌俗字典》，上海教育出版社，2005 年，第 90 頁。
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11[ 唐 ] 道宣著，郭紹林點校《續高僧傳》，中華書局，2014 年，第 255 頁。
12《廣韻 ·願韻》：“健，渠建切。”群紐去聲字。《廣韻 ·月韻》：“竭，其謁切。”群紐入聲字。

“ 健 ”“ 竭 ” 聲紐和主要元音相同，聲調和韻尾相異，像這種去聲讀作入聲的現象是極
其罕見到的。“ 健 ” 在音譯詞中可讀 qián，一般用於地名，如 “ 健陀羅 ”（又作乾陀羅、
犍陀羅），抑或是讀 qián 這個音。這種現象如何解釋，有俟智者。

13“ 健闘 ”，漢語中固有詞，用於戰鬥義，《漢語大詞典》引《後漢書 · 馮異傳》：“ 諸
將非不健闘，然好擄掠。” 根據道宣的記載和唐人的音讀，將其與 “ 竭斗 ”“ 伽斗 ” 相
關聯，而唐人並不甚明瞭 “ 伽斗 ” 的本義。

14《廣韻 ·月韻》：“碣，其謁切。”《廣韻 ·薛韻》：“傑，渠列切。”“碣 ”“傑 ”音韻地位與“竭 ”
相同，宋時產生 “ 碣斗 ”“ 傑斗 ”。《廣韻 · 月韻》：“ 揭，居竭切。”“ 揭 ” 屬於見母山攝
開口三等字，見母群母同在見組可相通，同樣陰入對轉，產生 “ 揭斗 ” 一詞。
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【論文要旨】
本論文は佛教語「伽斗」および關聯する語彙について考察した。道宣『續
高僧傳』卷八釋僧範傳に僧範が『華嚴經』を講義した時に「是れ乃ち伽斗
なり。竟

は

た何の解する所ぞ？」という批判を浴びた。從來の解釋ではこの
語を梵語の音譯詞として「老年にして無知」の義としているが、對音の操
作を誤った結果である。『釋門自鏡錄』卷一では「竭斗」と表記しており、
道宣『淨心誡觀法』卷二「誡觀晩出家人心行法」に擧げる十種の罪過の第
一に「健鬪。世に竭斗と言い、俗氣の性と成り、我心自在にして、意に徒
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衆を凌ぎ、呵責を受けず」と説明するものに當る。宋の允堪『淨心誡觀發
眞鈔』は「健鬪とは、出家すること既に長きを以て、多事粗獷にして、健

この

んで人と鬪う」と敷衍している。すなわち「伽斗」が「竭斗」、「健鬪」と
なったのである。『景德傳燈錄』卷二三「韶州大梵圓和尚章」の「遮

こ

の竭
斗は道

い

い得ること易からず」もこの義であり、禪籍には音轉して近音字の
「碣斗」「磔斗」「揭斗」「傑斗」という表記も現われた。
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