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か
っ
た
。
そ
の
当
否
は
、
今
後
の
検
証
に
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
近
代
以
降
、
百
年
を
超
え
る
歴
史

を
持
つ
初
期
禅
宗
史
研
究
の
現
時
点
に
お
け
る
一
つ
の
帰
結
で
あ
る
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
、
中

で
も
第
一
章
の
「
達
摩
か
ら
東
山
法
門
へ
」
か
ら
第
四
章
の
「
馬
祖
・
石
頭
の
登
場
と
正
統
性
の
確
立
」
に

至
る
四
つ
の
章
は
、
こ
の
視
座
に
立
っ
て
禅
宗
の
成
立
過
程
を
叙
述
し
よ
う
と
し
た
一
つ
の
試
み
で
あ
る
。

第
一
章
　
達
摩
か
ら
東
山
法
門
へ

第
一
節
　
達
摩
と
慧
可

一
　
達
摩
と
慧
可
の
時
代

後
世
の
禅
宗
に
お
い
て
「
東と

う

土ど

の
初
祖
」
と
し
て
尊
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
「
菩ぼ

提だ
い

達だ
る

摩ま

」
と
い
う
名
の
イ

ン
ド
人
が
中
国
に
や
っ
て
来
た
の
は
南
北
朝
時
代
（
四
三
九
～
五
八
九
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
達
摩
が
活
躍
し

た
の
は
、六
世
紀
前
半
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、当
時
の
中
国
は
、北
半
分
を
治
め
る
北ほ

く

魏ぎ

（
四
三
九
～
五
三
四
）

と
、
南
半
分
を
治
め
る
梁り

ょ
う（

五
〇
二
～
五
五
七
）
に
二
分
さ
れ
て
い
た
。
達
摩
は
海
路
で
中
国
に
や
っ
て
来
て
、

初
め
梁
に
上
陸
し
た
が
、
後
に
北
魏
に
移
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

常
識
的
に
考
え
れ
ば
、
陸
路
を
経
て
北
魏
に
来
た
と
す
る
方
が
む
し
ろ
自
然
で
あ
っ
て
、
こ
の
説
は
、
後
に

述
べ
る
よ
う
に
（
二
五
～
二
六
頁
参
照
）、
彼
が
南
朝
の
宋
で
訳
さ
れ
た
四
巻
本
『
楞
伽
経
』
を
伝
授
し
た
と

す
る
伝
承
が
一
部
に
あ
っ
た
こ
と
に
因
ん
で
唱
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
確
実
に
言
え

る
こ
と
は
、
彼
が
注
目
さ
れ
た
の
が
北
魏
の
国
、
特
に
そ
の
都
で
あ
っ
た
洛ら

く

陽よ
う

を
中
心
と
す
る
地
域
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
先
ず
、
当
時
の
北
魏
の
仏
教
界
の
状
況
を
一
瞥
し
て
お
こ
う
。
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北
魏
で
は
、そ
の
初
期
に
太た

い

武ぶ

帝て
い

（
四
二
三
～
四
五
二
在
位
）
に
よ
っ
て
破は

仏ぶ
つ

が
行
な
わ
れ
た
が
、そ
の
没
後
、

直
ち
に
仏
教
は
復
興
さ
れ
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
都
の
平へ

い

城じ
ょ
うの

郊
外
に
雲う

ん

崗こ
う

石せ
っ

窟く
つ

が
開
削
さ
れ

た
。
洛
陽
遷
都
の
後
は
、
い
よ
い
よ
仏
教
が
重
ん
じ
ら
れ
、
洛
陽
の
郊
外
に
龍

り
ゅ
う

門も
ん

石せ
っ

窟く
つ

が
造
営
さ
れ
る
と
と

も
に
、
洛
陽
市
内
に
は
仏
教
寺
院
が
林
立
し
、
仏
教
は
空
前
の
繁
栄
を
誇
っ
た
。
た
だ
、
雲
崗
石
窟
の
大
仏

が
北
魏
の
歴
代
皇
帝
を
模

か
た
ど

っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
仏
教
を
統
治
に
利
用
し

よ
う
と
す
る
北
魏
の
国
家
政
策
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

北
魏
の
仏
教
保
護
政
策
の
中
で
、
洛
陽
で
は
、
菩ぼ

提だ
い

流る

支し

（
生
没
年
未
詳
）、
勒ろ

く

那な

摩ま

提だ
い

（
生
没
年
未
詳
）
ら

の
翻
訳
家
が
活
躍
し
、『
楞

り
ょ
う

伽が

経き
ょ
う』
や
『
十

じ
ゅ
う

地じ

経き
ょ
う

論ろ
ん

』、『
究く

竟き
ょ
う

一い
ち

乗じ
ょ
う

宝ほ
う

性し
ょ
う

論ろ
ん

』
な
ど
が
訳
さ
れ
、
彼
ら

に
学
ん
だ
慧え

光こ
う

（
四
六
八
～
五
三
七
）
に
よ
っ
て
『
十
地
経
論
』、『
華け

厳ご
ん

経き
ょ
う』、『
四し

分ぶ
ん

律り
つ

』
等
の
研
究
が
始
め

ら
れ
た
。
特
に
、『
十
地
経
論
』
は
、
初
め
て
無む

著じ
ゃ
く・
世せ

親し
ん

系
の
唯ゆ

い

識し
き

思
想
を
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、

イ
ン
ド
に
お
け
る
最
先
端
の
仏
教
思
想
の
渡
来
と
し
て
仏
教
学
者
た
ち
に
注
目
さ
れ
、「
地じ

論ろ
ん

」
と
呼
ば
れ

て
尊
ば
れ
、
そ
れ
を
研
究
す
る
学
派
が
形
成
さ
れ
た
。
今
日
、
彼
ら
を
「
地
論
宗
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、『
十

地
経
論
』
の
唯
識
思
想
の
説
明
が
十
分
で
な
く
、
そ
れ
を
い
か
に
理
解
す
べ
き
か
を
巡
っ
て
意
見
対
立
が
生

じ
、
法ほ

う

上じ
ょ
う（

慧
光
の
弟
子
、
四
九
五
～
五
八
〇
）、
浄

じ
ょ
う

影よ
う

寺じ

慧え

遠お
ん

（
五
二
三
～
五
九
二
）
の
師
弟
を
中
心
と
す
る
南

道
派
と
、
志し

念ね
ん

（
五
三
五
～
六
〇
八
）
ら
北
道
派
の
間
で
激
し
い
論
争
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の

意
見
対
立
の
根
柢
に
は
、「
仏ぶ

っ

性し
ょ
う」
や
「
如に

ょ

来ら
い

蔵ぞ
う

」
を
認
め
る
か
ど
う
か
と
い
う
極
め
て
重
要
な
問
題
が
あ
り
、

以
前
か
ら
『
涅ね

槃は
ん

経ぎ
ょ
う』
を
奉
じ
て
い
た
人
々
は
『
十
地
経
論
』
の
唯
識
説
と
『
涅
槃
経
』
の
仏
性
説
を
結
合

さ
せ
て
理
解
し
（
南
道
派
）、
阿あ

毘び

曇ど
ん

や
『
成

じ
ょ
う

実じ
つ

論ろ
ん

』
を
中
心
に
学
ん
で
い
た
人
々
は
、
唯
識
説
を
空く

う

観が
ん

中
心

に
理
解
し
た
（
北
道
派
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
深
刻
な
対
立
が
生
じ
た
よ
う
で
あ
る
。

北
魏
で
は
、こ
れ
ら
仏
教
学
者
た
ち
と
並
ん
で
、僧そ

う

実じ
つ（

四
七
六
～
五
六
三
）、僧そ
う

稠ち
ゅ
う（

四
八
〇
～
五
六
〇
）、僧そ
う

達た
つ（

四

七
五
～
五
五
六
）
な
ど
の
禅
師
た
ち
も
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
仏
教
が
単
な
る
学
問
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
意
識
が
社
会
に
浸
透
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
当
時
、
北
魏
で
持
て
囃
さ
れ
て
い

た
唯
識
思
想
は
、
禅
定
体
験
に
お
い
て
そ
れ
を
実
体
験
し
て
こ
そ
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
実
際
に
は
、
仏
教
の
教
学
研
究
と
禅
定
の
実
践
を
一
人
で
全
う
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は

な
か
っ
た
。
当
時
を
代
表
す
る
学
僧
で
あ
っ
た
浄
影
寺
慧
遠
が
、
一
時
期
、
教
学
研
究
に
嫌
気
が
さ
し
て
禅

定
修
行
に
専
念
し
よ
う
と
し
た
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
と
い
う
逸
話
は
、
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
す
も
の
で

あ
る
と
と
も
に
、
仏
教
の
教
学
研
究
が
、
慧
遠
の
よ
う
な
人
で
す
ら
神
経
を
す
り
減
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
を
教
え
て
く
れ
る
。

法
上
や
慧
遠
は
学
僧
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
学
識
に
よ
っ
て
仏
教
界
の
指
導
者
と
見
な
さ
れ
、
国
家
体

制
の
中
で
も
僧
官
と
し
て
高
い
地
位
に
つ
き
、
仏
教
界
の
統
率
に
努
め
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
僧
稠
等

の
禅
師
た
ち
に
お
い
て
も
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。

慧
光
や
法
上
が
活
躍
し
て
い
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
に
北
魏
に
や
っ
て
来
た
の
が
菩
提
達
摩
で
あ
る
。
彼
が

後
に
禅
宗
で
言
わ
れ
る
よ
う
な
思
想
家
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
ま
た
、
後
に
禅
宗
の
「
二
祖
」
と
さ
れ
る
慧え

可か

が
本
当
に
彼
に
師
事
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、こ
れ
ら
の
点
は
実
は
甚
だ
疑
わ
し
い
の
で
あ
る
が
、

少
な
く
と
も
菩
提
達
摩
は
、
そ
の
異
様
な
風
貌
と
、
他
の
イ
ン
ド
僧
と
は
異
な
る
活
動
様
式
と
が
独
特
な
魅

力
と
な
っ
て
北
魏
の
人
々
の
耳
目
を
集
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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菩
提
流
支
や
勒
那
摩
提
ら
の
イ
ン
ド
僧
た
ち
は
、
国
家
の
保
護
の
も
と
、
都
の
大
寺
院
に
住
し
て
翻
訳
と

布
教
を
行
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
菩
提
達
摩
は
特
定
の
寺
に
定
住
す
る
こ
と
な
く
、
洛
陽
を
中

心
に
各
地
で
遊
行
生
活
を
送
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
一
言
で
言
え
ば
、
達
摩
は
社
会
的
に
注
目
さ
れ
な
が

ら
、
国
家
か
ら
遊
離
し
た
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

達
摩
に
師
事
し
た
と
さ
れ
る
慧
可
も
、
後
に
見
る
よ
う
に
正
統
的
な
仏
教
者
で
は
な
か
っ
た
し
、
彼
ら
が

奉
じ
た
と
さ
れ
る
教
え
も
、
学
僧
た
ち
の
著
作
に
見
る
よ
う
な
、
現
実
生
活
か
ら
か
け
離
れ
た
煩
瑣
な
教
学

と
は
全
く
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
。
慧
可
が
本
当
に
達
摩
に
学
ん
だ
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
達
摩

の
よ
う
な
存
在
そ
の
も
の
が
慧
可
を
惹
き
つ
け
、
大
き
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
は

十
分
に
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
。

一
方
で
、
当
時
、
洛
陽
に
代
表
さ
れ
る
大
都
市
か
ら
一
定
の
距
離
を
置
い
た
山
林
に
は
、
国
家
に
よ
る
束

縛
を
良
し
と
し
な
い
名
も
知
れ
ぬ
真
摯
な
仏
教
修
行
者
た
ち
の
群
れ
が
存
在
し
た
。
彼
ら
は
、
頭ず

陀だ

行ぎ
ょ
うを
実

践
し
、
禅
定
を
中
心
と
す
る
修
行
に
よ
っ
て
悟
り
の
体
験
を
得
、
そ
れ
を
偽
経
な
ど
の
形
で
世
に
問
お
う
と

し
て
い
た
。
初
期
の
禅
宗
で
尊
ば
れ
た
『
仏ぶ

つ

為い

心し
ん

王の
う

菩ぼ

薩さ
つ

説せ
つ

頭ず

陀だ

経き
ょ
う』、『
仏ぶ

っ

説せ
つ

法ほ
っ

句く

経き
ょ
う』
等
の
偽
経
は
、
そ

う
し
た
人
々
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
論
宗
の
起
源
を
成
し
た
僧そ

う

朗ろ
う

（
生
没
年

未
詳
）、
天
台
宗
の
源
流
と
な
っ
た
慧え

文も
ん

（
生
没
年
未
詳
）
な
ど
も
、
も
と
も
と
同
様
の
人
々
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
が
、
彼
ら
の
場
合
、
門
下
か
ら
著
名
な
弟
子
を
出
し
た
た
め
に
そ
の
名
が
伝
わ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。

達
摩
や
慧
可
に
特
徴
的
な
の
は
、
そ
の
よ
う
な
匿
名
の
山
林
修
行
者
と
も
異
な
り
、
洛
陽
や
鄴ぎ

ょ
うの
よ
う
な

大
都
市
と
山
林
と
を
往
来
す
る
よ
う
な
生
活
を
送
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
社

会
と
の
接
点
を
持
ち
続
け
、社
会
に
対
し
て
直
接
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

二
　
達
摩
と
慧
可
の
活
動
─
『
二
入
四
行
論
』
と
『
楞
伽
経
』 

歴
史
上
の
達
摩
の
姿
を
伝
え
る
最
も
信
頼
で
き
る
資
料
は
、
楊よ

う

衒げ
ん

之し

（
五
世
紀
中
葉
）
の
『
洛ら

く

陽よ
う

伽が

藍ら
ん

記き

』

（
五
四
七
年
）
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
波は

斯し

国
の
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
、
永え

い

寧ね
い

寺じ

の
塔

（
五
一
六
年
建
立
、
五
三
四
年
焼
失
）
や
修し

ゅ

梵ぼ
ん

寺じ

の
執

し
ゅ
う

金こ
ん

剛ご
う

神じ
ん

像
を
称
讃
し
た
こ
と
、
自
ら
百
五
十
歳
で
あ
る
と

称
し
て
い
た
こ
と
等
に
過
ぎ
な
い
。

こ
れ
に
続
い
て
現
わ
れ
た
の
が
曇ど

ん

琳り
ん

撰
と
い
う
「
二に

入に
ゅ
う

四し

行ぎ
ょ
う

論ろ
ん

序
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
南
イ
ン
ド
の

出
身
で
あ
る
こ
と
、
道ど

う

育い
く

・
慧
可
と
い
う
二
人
の
弟
子
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
教
義
が
誹
謗
さ
れ
た
こ
と
、

そ
の
教
義
を
記
し
た
も
の
が
『
二
入
四
行
論
』
で
あ
る
こ
と
等
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

道ど
う

宣せ
ん

（
五
九
六
～
六
六
七
）
撰
『
続ぞ

く

高こ
う

僧そ
う

伝で
ん

』
の
「
菩
提
達
摩
伝
」
の
多
く
は
、『
洛
陽
伽
藍
記
』
や
「
二

入
四
行
論
序
」
に
基
づ
く
も
の
で
、
新
た
な
記
述
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
が
、
慧
可
の
伝
記
に
関
し
て
は
、

「
僧そ

う

可か

伝
」
が
多
く
の
事
実
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
慧
可
（
僧
可
）
の
俗
姓
は
姫
氏
で
虎こ

牢ろ
う

の
人
。
初
め
儒
教
等
を
学
ん
だ
が
、
四
十
歳
で
出
家
し
、
中
原
地
方
を
遊
行
し
て
い
た
菩
提
達
摩
に
出
会
っ

て
弟
子
と
な
り
、
そ
の
も
と
で
六
年
間
（「
菩
提
達
摩
伝
」
で
は
、
四
、
五
年
間
と
す
る
）
に
わ
た
っ
て
「
一
乗
」

を
学
ん
だ
。
そ
の
間
、
達
摩
か
ら
「
真
法
」
と
し
て
『
二
入
四
行
論
』
を
授
け
ら
れ
、
ま
た
、「
こ
れ
に
よ
っ
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て
人
々
を
導
け
」
と
し
て
四
巻
本
の
『
楞

り
ょ
う

伽が

経き
ょ
う』（

求ぐ

那な

跋ば

陀だ

羅ら

訳
）
を
授
け
ら
れ
た
と
い
う
。
達
摩
の
滅
後
、

一
時
、
姿
を
く
ら
ま
し
た
が
、
天
平
年
間

（
五
三
四
～
五
三
七
）

の
初
め
、
北
斉
の
都
、
鄴
に
出
て
布
教
を
始

め
た
。
し
か
し
、
当
時
、
禅
師
と
し
て
名
高
か
っ
た
道ど

う

恒こ
う

に
嫉
ま
れ
、
賄
賂
を
送
ら
れ
た
官
憲
に
囚
わ
れ
て

入
獄
し
、
九
死
に
一
生
を
得
る
よ
う
な
体
験
を
し
た
。
そ
の
後
は
、
佯よ

う

狂き
ょ
うを
装
い
つ
つ
都
市
と
山
林
を
往

来
す
る
遊
行
生
活
の
中
で
布
教
を
行
な
い
、
那な

禅ぜ
ん

師じ

や
向

し
ょ
う

居こ

士じ

な
ど
の
弟
子
を
得
た
。
後
に
破
仏
に
遇
い
、

『
勝

し
よ
う

鬘ま
ん

経ぎ
ょ
う』

の
学
者
と
し
て
名
高
か
っ
た
林り

ん

法
師
（『
二
入
四
行
論
』
を
筆
録
し
た
と
さ
れ
る
曇
琳
と
同
一
人
物
と
見

ら
れ
る
）
と
と
も
に
仏
法
の
護
持
に
努
め
た
が
、
そ
の
際
、
二
人
と
も
賊
に
片
腕
を
斬
ら
れ
た
と
い
う
。
し

か
し
、
そ
の
後
の
事
跡
は
知
ら
れ
ず
、
生
没
年
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

な
お
、「
僧
可
伝
」
で
は
、『
楞
伽
経
』
の
伝
持
者
と
し
て
慧
可
の
弟
子
の
那
禅
師
や
そ
の
弟
子
、
慧え

満ま
ん

に

言
及
し
て
い
る
が
、『
後ご

集し
ゅ
う

続ぞ
く

高こ
う

僧そ
う

伝で
ん

』（
現
在
は
『
続
高
僧
伝
』
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
）
の
「
法
沖
伝
」
に
も

法ほ
う

沖ち
ゅ
う（

五
八
七
～
？
）
が
慧
可
の
弟
子
や
孫
弟
子
か
ら
『
楞
伽
経
』
の
教
義
を
学
ん
だ
こ
と
に
言
及
し
つ
つ
、

当
時
、
道
宣
が
知
り
得
た
『
楞
伽
経
』
の
伝
持
者
の
系
譜
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
二
十
数
人
の
名
前
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
系
譜
に
は
、
達
摩
＝
慧
可
系
の
伝
持
者
以
外
に
摂

し
ょ
う

論ろ
ん

系
の
伝
持
者
も
含
む
こ
と
、

『
楞
伽
経
』
の
玄
理
を
説
く
の
み
で
著
作
を
遺
さ
な
か
っ
た
人
が
い
た
一
方
で
、
そ
の
注
釈
書
を
著
わ
し
た

人
も
い
た
こ
と
等
、
彼
等
の
間
に
様
々
な
傾
向
の
相
違
が
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

以
上
、
禅
宗
が
形
成
さ
れ
る
以
前
に
成
立
し
た
文
献
に
見
ら
れ
る
達
摩
や
慧
可
に
関
す
る
記
述
を
一
瞥
し

た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
ら
に
つ
い
て
の
古
い
伝
承
は
、

１
．
達
摩
や
慧
可
を
『
二
入
四
行
論
』
と
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
立
場

２
．
達
摩
や
慧
可
を
四
巻
本
『
楞
伽
経
』
の
伝
持
者
と
し
て
扱
お
う
と
す
る
立
場

と
い
う
、
明
ら
か
に
傾
向
を
異
に
す
る
二
つ
の
立
場
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、『
続
高
僧
伝
』

の
「
達
摩
伝
」「
僧
可
伝
」
の
文
章
を
子
細
に
検
討
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
伝
記
が
成
立
を
異
に
す
る
二
つ
の

層
か
ら
成
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
も
と
も
と
道
宣
は
、
達
摩
や
慧
可
を
『
二
入

四
行
論
』
の
行
者
で
あ
る
と
す
る
１
の
立
場
か
ら
こ
れ
ら
二
つ
の
伝
記
を
書
い
た
が
、後
に
法
沖
に
出
会
い
、

彼
等
を
『
楞
伽
経
』
の
伝
持
者
と
す
る
２
の
立
場
に
立
つ
伝
統
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ
て
、
先
に
書
い
た

二
人
の
伝
記
に
『
楞
伽
経
』
伝
授
に
関
す
る
記
述
を
書
き
足
し
た
の
が
現
在
の
「
達
摩
伝
」「
僧
可
伝
」
で

あ
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

近
代
に
な
っ
て
敦
煌
文
書
の
中
か
ら
、
浄

じ
ょ
う

覚か
く

（
生
没
年
未
詳
）
の
『
楞

り
ょ
う

伽が

師し

資じ

記き

』
が
発
見
さ
れ
る
と
、
そ

こ
に
説
か
れ
て
い
た
、
禅
宗
を
『
楞
伽
経
』
の
伝
統
と
す
る
主
張
を
、「
達
摩
伝
」「
僧
可
伝
」
の
『
楞
伽
経
』

を
伝
授
し
た
と
す
る
記
述
や
、「
法
沖
伝
」
の
『
楞
伽
経
』
伝
持
者
の
系
譜
と
結
び
つ
け
て
、
初
期
の
禅
宗

そ
の
も
の
を
「
楞
伽
宗
」
と
呼
ぼ
う
と
す
る
見
解
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
代
表
が
胡こ

適せ
き

（
一

八
九
一
～
一
九
六
二
）
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
達
摩
や
慧
可
を
『
楞
伽
経
』
の
伝
持
者
と
す
る
主
張
は
、
法

沖
が
学
ん
だ
ご
く
少
数
の
人
々
に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、『
楞
伽
師
資
記
』
の
主
張
が
東と

う

山ざ
ん

法ほ
う

門も
ん

に
お
い
て
突
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
達
摩
や
慧
可
の
思
想
を

捉
え
る
場
合
、
先
ず
基
づ
く
べ
き
も
の
が
『
二
入
四
行
論
』
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
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『
二
入
四
行
論
』
の
本
文
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
で
始
ま
っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
仏
道
に
入
る
方
法
は
様
々
だ
が
、
総
括
す
れ
ば
二
種
類
に
尽
き
る
。
第
一
の
方
法
は
「
真

理
か
ら
入
る
」（「
理
入
」）
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
第
二
の
方
法
は
「
実
践
か
ら
入
る
」（「
行
入
」）
と
い

う
も
の
で
あ
る
。

「
真
理
か
ら
入
る
」
と
い
う
の
は
、
教
義
か
ら
宗
旨
を
悟
る
と
い
う
こ
と
で
、「
凡
夫
で
あ
れ
、
聖
者

で
あ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
生
き
も
の
に
は
、
皆
な
同
一
の
真
性
が
備
わ
っ
て
い
る
が
、
客
塵
煩
悩
に
覆
わ
れ

て
い
る
か
ら
現
わ
れ
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
け
で
、
も
し
覆
っ
て
い
る
妄
想
を
取
り
除
け
ば
真
理
へ

と
立
ち
返
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
教
え
を
深
く
信
じ
、
壁へ

き

観か
ん

を
実
践
し
、
自
分
も
他
者
も
凡
夫
も

聖
者
も
同
じ
で
あ
る
と
体
得
し
、
そ
の
境
地
を
堅
持
し
て
、
経
典
の
教
え
に
振
り
廻
さ
れ
な
く
な
れ
ば
、

そ
れ
こ
そ
真
理
と
の
一
体
化
、
無
分
別
、
寂
然
無
為
に
外
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
「
真
理
か
ら
入
る
」
と

い
う
方
法
で
あ
る
。

「
実
践
か
ら
入
る
」
と
い
う
の
は
、「
四
つ
の
修
行
法
」（「
四
行
」）
の
こ
と
で
、
そ
の
他
の
修
行
は
全

て
こ
の
四
つ
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
「
四
つ
の
修
行
」
と
は
何
の
こ
と
か
と
言
え

ば
、
第
一
番
目
は
「
怨
み
に
報
い
る
修
行
」（「
報
怨
行
」）、
第
二
番
目
は
「
因
縁
に
任
せ
る
修
行
」（「
随

縁
行
」）、第
三
番
目
は
「
何
も
求
め
な
い
修
行
」（「
無
所
求
行
」）、第
四
番
目
は
「
教
え
に
従
う
修
行
」（「
称

法
行
」）
で
あ
る
。

つ
ま
り
、『
二
入
四
行
論
』
と
は
、
悟
り
へ
の
実
践
を
「
理り

入に
ゅ
う」

と
「
行

ぎ
ょ
う

入に
ゅ
う」

の
二
つ
（「
二
入
」）
に
よ
っ

て
総
括
し
、
後
者
を
四
種
類
（「
四
行
」）
に
分
け
て
説
明
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
の
「
理
入
」

と
は
「
人
間
に
備
わ
る
真
性
を
覆
い
隠
す
塵
を
「
壁
観
」
と
呼
ば
れ
る
観
法
に
よ
っ
て
取
り
除
け
ば
、
そ
の

真
性
を
顕
現
さ
せ
う
る
は
ず
だ
」
と
信
じ
て
、
そ
の
境
地
に
至
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
我
々
が
悟
り
う

る
根
拠
と
し
て
「
如に

ょ

来ら
い

蔵ぞ
う

」
を
提
示
す
る
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
。

一
方
、「
行
入
」
の
四
種
と
は
、
現
世
の
苦
を
過
去
の
業
の
結
果
と
し
て
忍
受
す
る
「
報ほ

う

怨お
ん

行ぎ
ょ
う」、

現
世
の

楽
も
過
去
の
因
縁
に
よ
る
と
し
て
問
題
に
し
な
い
「
随ず

い

縁え
ん

行ぎ
ょ
う」、

す
べ
て
に
執
着
を
絶
つ
「
無む

所し
ょ

求ぐ

行ぎ
ょ
う」、

清

浄
な
る
理
法
の
ま
ま
に
「
六
波
羅
蜜
」
を
行
ず
る
「
称

し
ょ
う

法ほ
う

行ぎ
ょ
う」
の
四
つ
で
あ
る
。「
無
所
求
行
」
は
「
六
波

羅
蜜
」
の
中
の
「
般
若
波
羅
蜜
」
を
別
出
し
た
も
の
、「
報
怨
行
」
と
「
随
縁
行
」
は
「
般
若
波
羅
蜜
」
の

思
想
を
実
際
生
活
に
お
け
る
逆
境
と
順
境
に
応
用
し
た
も
の
と
い
え
る
か
ら
、『
二
入
四
行
論
』
の
思
想
は
、

基
本
的
に
は
イ
ン
ド
仏
教
以
来
の
「
如
来
蔵
」
と
、「
六
波
羅
蜜
」
の
一
つ
と
し
て
の
「
般
若
」
の
思
想
を

基
礎
に
そ
れ
を
独
自
に
展
開
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

極
め
て
平
易
な
内
容
で
あ
る
が
、
当
時
の
諸
学
派
が
ア
ビ
ダ
ル
マ
や
唯
識
説
と
い
っ
た
煩
瑣
な
教
学
に
泥な

ず

ん
で
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
こ
の
単
純
明
快
で
実
践
性
に
富
む
点
に
こ
そ
、
そ
の
思
想
的
特
徴
を
求
め

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
特
徴
に
よ
っ
て
、
当
時
の
真
摯
な
修
行
者
た
ち
に
注
目
さ
れ
、
広
く
受

容
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
如
実
に
示
す
の
が
、『
二に

入に
ゅ
う

四し

行ぎ
ょ
う

論ろ
ん

長ち
ょ
う

巻か
ん

子す

』
と
『
金こ

ん

剛ご
う

三ざ
ん

昧ま
い

経き
ょ
う』
の
存
在
で
あ
る
。

『
二
入
四
行
論
長
巻
子
』
は
、『
二
入
四
行
論
』
の
後
に
多
く
の
禅
師
た
ち
の
言
葉
や
問
答
を
書
き
連
ね
た
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も
の
で
あ
る
が
、
文
体
の
相
違
か
ら
幾
度
も
の
増
広
を
経
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
、
何
世
代
か
に
亘

る
達
摩
＝
慧
可
系
の
修
行
者
た
ち
の
言
葉
を
集
成
し
た
文
献
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
一
方
、『
金
剛
三
昧

経
』
は
、
古
く
か
ら
北ほ

く

涼り
ょ
うの
失
訳
と
し
て
大
蔵
経
中
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、「
入
実
際
品
第

五
」
の
中
に
「
二
入
」
説
が
見
え
る
た
め
に
、
古
く
は
菩
提
達
摩
が
「
二
入
四
行
」
の
教
説
を
説
く
際
に
典

拠
と
し
た
経
典
と
見
な
さ
れ
て
い
た
が
、
近
代
に
な
っ
て
後
代
の
偽
経
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、『
金

剛
三
昧
経
』
の
「
二
入
」
説
の
方
が
実
は
『
二
入
四
行
論
』
か
ら
取
り
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。
こ
の
経
典
を
禅
宗
の
人
々
の
制
作
と
見
る
説
も
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、
達
摩
＝

慧
可
系
を
含
む
種
々
の
思
想
的
伝
統
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
七
世
紀
に
終

し
ゅ
う

南な
ん

山ざ
ん

あ
た
り
で
匿
名
の
修
行
者
が

作
っ
た
も
の
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
中
原
一
帯
に
お
い
て
『
二
入
四
行
論
』
の
思
想
が
、
達

摩
＝
慧
可
系
を
超
え
て
、
真
摯
な
修
行
者
の
間
で
広
く
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

一
方
で
『
続
高
僧
伝
』
や
『
後
集
続
高
僧
伝
』
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、達
摩
や
慧
可
を
四
巻
本
『
楞

伽
経
』
の
伝
持
者
と
す
る
伝
承
が
存
在
し
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
が
、
彼
等
の
間
で
『
楞
伽
経
』
の
い
か
な

る
思
想
が
注
目
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
い
か
に
実
際
生
活
に
生
か
そ
う
と
し
た
の
か
と
い
っ
た
こ

と
は
、
一
切
、
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
ら
と
『
二
入
四
行
論
』
を
奉
ず
る
人
々
と
の
関
係
も
明
ら
か
で
は

な
い
。

た
だ
、『
楞
伽
経
』
は
唯ゆ

い

識し
き

思
想
と
如
来
蔵
思
想
を
結
び
つ
け
た
経
典
で
あ
る
か
ら
、
如
来
蔵
思
想
の
重

視
と
い
う
点
で
接
点
が
認
め
ら
れ
、
両
者
が
達
摩
＝
慧
可
と
い
う
同
一
の
源
泉
か
ら
流
れ
出
た
と
す
る
伝
承

が
根
拠
の
な
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
恐
ら
く
、
慧
可
が
晩
年
の
あ
る
時
期
に
自
己
の
思

想
を
『
楞
伽
経
』
と
結
び
つ
け
て
説
い
た
か
、
あ
る
い
は
、
慧
可
の
弟
子
の
中
の
あ
る
者
が
『
楞
伽
経
』
を

取
り
上
げ
て
自
分
の
思
想
を
説
く
よ
う
に
な
っ
た
か
し
た
た
め
に
、
達
摩
＝
慧
可
系
の
修
行
者
の
一
部
で
そ

う
し
た
伝
統
が
作
り
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
達
摩
＝
慧
可
系
の
人
々
の
中
で
は
少
数
派
に
過
ぎ

な
か
っ
た
が
、
そ
れ
を
法
沖
が
承
け
、
ま
た
、
道
宣
が
『
後
集
続
高
僧
伝
』
で
取
り
上
げ
た
た
め
に
、
禅
宗

が
中
原
に
進
出
し
た
後
に
は
、
一
部
で
そ
の
伝
統
が
あ
た
か
も
達
摩
＝
慧
可
以
来
の
主
流
で
あ
っ
た
か
の
よ

う
に
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
『
楞
伽
師
資
記
』
が
編
集
さ
れ
、
更
に
は
近
代
に
至
っ
て

胡
適
に
よ
っ
て
「
楞
伽
宗
」
と
い
う
よ
う
な
概
念
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三
　
達
摩
＝
慧
可
と
後
世
の
禅
宗

こ
れ
ま
で
禅
宗
が
成
立
す
る
以
前
の
古
い
資
料
に
基
づ
い
て
達
摩
や
慧
可
、
そ
の
弟
子
た
ち
の
実
像
を

探
っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
少
な
く
と
も
禅
宗
の
人
々
に
よ
る
理
想
化
は
免
れ
て
は
い
る
が
、
彼
ら
を
『
二
入

四
行
論
』、
あ
る
い
は
『
楞
伽
経
』
と
関
係
づ
け
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
人
々
が
実
在
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、

す
で
に
彼
ら
に
よ
る
粉
飾
が
紛
れ
込
ん
で
い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
上
に
見
た
よ
う

な
伝
記
や
思
想
も
必
ず
し
も
信
用
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
が
、仮
に
そ
う
だ
と
し
て
も
、『
二
入
四
行
論
』
系
、

『
楞
伽
経
』
系
、
い
ず
れ
の
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
も
、
達
摩
の
教
説
が
慧
可
を
通
じ
て
伝
え
ら
れ
た
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
り
、
禅
宗
が
起
こ
る
に
当
た
っ
て
慧
可
が
果
た
し
た
役
割
の
決
定
的
な
重

要
性
を
示
す
も
の
と
言
え
る
。
慧
可
が
達
摩
か
ら
あ
る
種
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
た
と
い
う
こ
と
を
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否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
達
摩
や
慧
可
を
先
達
と
し
て
奉
ず
る
人
々
の
思
想
の
起
源
は
、
恐
ら

く
は
、
達
摩
よ
り
も
む
し
ろ
慧
可
に
こ
そ
求
め
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
イ
ン
ド
伝
来
と
い
う

点
に
重
点
を
置
い
て
達
摩
＝
慧
可
系
の
人
々
の
思
想
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
は
大
変
な
危
険
が
伴
う

こ
と
に
な
ろ
う
。

実
際
の
と
こ
ろ
、『
楞
伽
経
』
は
、
慧
可
が
活
躍
し
た
北
朝
に
お
け
る
支
配
的
な
教
学
で
あ
っ
た
地じ

論ろ
ん

宗
し
ゅ
う

で
最
も
重
視
さ
れ
た
経
典
の
一
つ
で
あ
っ
た
し
、『
二
入
四
行
論
』
に
見
ら
れ
る
「
理
」
と
「
行
」
に
よ
る

仏
教
思
想
の
整
理
や
、
そ
の
中
の
「
理
」
を
「
仏
性
」、「
行
」
を
「
六
波
羅
蜜
」
を
中
心
に
捉
え
る
こ
と
は
、

例
え
ば
、
浄
影
寺
慧
遠
の
『
大だ

い

乗じ
ょ
う

義ぎ

章し
ょ
う』
に
、

法
に
は
三
種
類
が
あ
る
。
一
つ
目
は
教
法
で
あ
り
、
三
蔵
十
二
部
経
の
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
目
は
理

法
で
あ
り
、
仏
性
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
に
二
諦
を
分
か
つ
が
、
一
縁
起
法
界
が
そ
の
理
な
の
で
あ

る
。
三
つ
目
は
行
法
で
あ
り
、
六
波
羅
蜜
が
そ
れ
で
あ
る
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、南
北
朝
期
に
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、『
二
入
四
行
論
』

と
『
楞
伽
経
』
の
接
点
と
な
っ
て
い
る
如
来
蔵
思
想
も
、
慧
遠
ら
の
地
論
宗
南
道
派
が
拠
っ
て
立
つ
基
盤
で

も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

地
論
宗
を
初
め
と
す
る
南
北
朝
期
の
教
学
は
、
長
期
に
わ
た
る
仏
教
の
受
容
の
結
果
、
イ
ン
ド
か
ら
流
入

し
た
仏
教
思
想
を
中
国
人
が
初
め
て
主
体
的
に
組
織
し
直
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
は
、
天
台
宗
、
三
論
宗
、
華
厳
宗
、
浄
土
教
な
ど
の
後
の
中
国
仏
教
の
母
体
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、

恐
ら
く
は
、達
摩
や
慧
可
を
奉
ず
る
人
々
の
思
想
の
由
来
も
、そ
こ
に
求
め
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
現
に
『
続

高
僧
伝
』
に
は
、
彼
ら
と
天
台
宗
、
三
論
宗
の
人
々
と
の
間
に
人
的
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
記
載
を
見

い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、「
慧
布
伝
」
に
よ
る
と
、
三
論
宗
の
慧え

布ふ

（
五
一
八
～
五
八
七
）
は
、
一
時
期
、

北
地
に
遊
学
し
、
慧
可
や
、
天て

ん

台だ
い

智ち

顗ぎ

（
五
三
八
～
五
九
七
）
の
師
で
あ
る
慧え

思し

（
五
一
五
～
五
七
七
）
と
問
答

を
交
わ
し
、
そ
の
禅
的
境
地
を
讃
え
ら
れ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
天
台
宗
や
三
論
宗
で
も
禅
定
体
験
は
そ

の
思
想
の
中
核
に
位
置
し
て
お
り
、
達
摩
＝
慧
可
系
の
人
々
と
共
通
す
る
点
は
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
達
摩
や
慧
可
と
後
代
の
禅
宗
と
の
関
係
で
あ
る
。
即
ち
、
禅
宗
の
直
接
的
な

起
源
は
、
道ど

う

信し
ん

（
五
八
〇
～
六
五
一
）、
弘ぐ

忍に
ん

（
六
〇
二
～
六
七
五
）
の
師
弟
に
よ
る
東
山
法
門
に
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
道
信
は
本
当
に
達
摩
＝
慧
可
の
系
統
を
承
け
た
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
即
ち
、
序
章
で
も

問
題
に
し
た（
一
〇
～
一
一
頁
参
照
）、第
三
祖
と
し
て
の
僧
璨
の
実
在
性
は
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
問
題
は
、
近
代
に
な
っ
て
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
場
で
仏
教
史
学
が
成
立
す
る
と
、

禅
宗
の
源
流
を
問
題
に
す
る
に
当
た
っ
て
、
境

さ
か
い

野の

黄こ
う

洋よ
う

（
一
八
七
一
～
一
九
三
三
）
ら
の
学
者
に
よ
っ
て
真
っ

先
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
禅
宗
が
確
立
を
見
た
後
に
、
自
ら
を
権

威
づ
け
る
た
め
に
、
達
摩
以
来
の
東
土
の
系
譜
が
一
貫
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
、『
後
集

続
高
僧
伝
』「
法
沖
伝
」
に
記
さ
れ
る
『
楞
伽
経
』
伝
持
者
の
系
譜
の
中
に
、

可
禅
師
の
後
は
、
粲
禅
師

0

0

0

、
恵
禅
師
、
盛
禅
師
、
那
老
師
、
端
禅
師
、
長
蔵
師
、
真
法
師
、
玉
法
師
。
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と
あ
る
の
を
利
用
し
て
慧
可
の
正
式
の
後
継
者
と
し
て
「
三
祖
僧そ

う

璨さ
ん

」
な
る
人
物
を
創
作
し
、
そ
れ
を
道
信

の
師
に
位
置
づ
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

道
信
の
最
も
信
頼
で
き
る
古
い
伝
記
は
『
後
集
続
高
僧
伝
』
の
「
道
信
伝
」
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
道

信
の
師
の
名
前
を
明
記
し
て
い
な
い
。
著
者
の
道
宣
が
、
道
信
の
師
承
を
知
ら
ず
、
彼
を
達
摩
＝
慧
可
系
の

人
と
見
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
東
山
法
門
の
人
々
が
洛
陽
や
長
安
に
進
出
し
た

後
に
、
そ
こ
で
流
布
し
て
い
た
『
続
高
僧
伝
』
や
『
後
集
続
高
僧
伝
』
を
読
み
、
そ
れ
ら
の
記
述
を
利
用
し

て
自
ら
を
新
た
に
達
摩
の
児
孫
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
、

初
祖
達
摩
─
─
二
祖
慧
可
─
─
三
祖
僧
璨
─
─
四
祖
道
信
─
─
五
祖
弘
忍

と
い
う
系
譜
を
創
作
し
た
と
い
う
可
能
性
は
十
分
に
あ
り
う
る
こ
と
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、

１
．『
後
集
続
高
僧
伝
』
所
収
の
「
道
信
伝
」、並
び
に
そ
の
弟
子
の
伝
記
で
あ
る
「
法ほ

っ

顕け
ん

伝
」、「
玄げ

ん

爽そ
う

伝
」、

「
善ぜ

ん

伏ぷ
く

伝
」
等
に
よ
っ
て
、
道
信
の
思
想
が
禅
定
、
般
若
、
頭
陀
行
等
を
中
心
に
置
く
も
の
で
、「
入

道
の
方
便
」
で
有
名
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
は
全
て
彼
の
思
想
が
『
二

入
四
行
論
』
と
親
近
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

２
．
東
山
法
門
の
思
想
と
し
て
非
僧
非
俗
の
推
奨
や
「
守し

ゅ

一い
つ

不ふ

移い

」
等
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
北

地
で
行
な
わ
れ
て
い
た
達
摩
＝
慧
可
系
の
思
想
を
取
り
込
ん
だ
と
見
ら
れ
る『
金
剛
三
昧
経
』の「
入

実
際
品
第
五
」
に
も
こ
れ
が
見
え
、
両
者
に
共
通
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

等
の
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
道
信
の
師
が
誰
で
あ
っ
た
か
と
は
無
関
係
に
、
東
山
法
門
が
達
摩
＝
慧
可

の
思
想
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
く
示
唆
す
る
も
の
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
確
か
に
、
道
信
の

師
が
僧
璨
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
学
問
的
に
は
立
証
で
き
な
い
が
、
道
信
が
達
摩
＝
慧
可
の
児
孫
で
あ
る

こ
と
自
体
は
否
定
す
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
。

三
祖
僧
璨
の
実
在
を
否
定
す
る
境
野
黄
洋
の
論
文
、「
禅
宗
史
上
の
一
疑
問
」
に
対
し
て
、
鈴す

ず

木き

大だ
い

拙せ
つ

（
一

八
七
〇
～
一
九
六
六
）
は
、「
第
三
祖
の
僧
璨
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
で
反
論
す
る
と
と
も
に
、
次
の
よ
う

な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

禅
宗
と
云
ふ
も
の
の
宗
脈
を
立
場
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
、
師
と
弟
子
と
の
間
に
、
授
受
が
な
く

て
は
な
ら
ぬ
。
禅
宗
以
外
の
論
者
が
、
三
祖
の
と
こ
ろ
で
中
絶
し
た
や
う
な
議
論
を
な
す
の
は
、
禅
宗

と
云
ふ
も
の
の
成
立
ち
を
知
ら
ぬ
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
文
に
見
る
よ
う
に
、
鈴
木
の
反
撥
は
、
三
祖
の
実
在
性
が
、
信
仰
上
、
極
め
て
大
き
な
意
味
を
持
つ

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
思
想
史
と
し
て
禅
宗
史
を
考
え
る
場
合
、
道
信
の
師
が
誰
で
あ
っ

た
か
は
決
し
て
重
要
な
問
題
で
は
な
い
。
道
信
が
達
摩
＝
慧
可
の
思
想
的
伝
統
を
承
け
て
い
る
と
い
う
点
だ
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け
で
十
分
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
遥
か
に
重
要
な
こ
と
は
、
後
代
の
禅
宗
の
人
々
が
達
摩
や
慧
可
を
「
自
ら
の
先
達
」

と
位
置
づ
け
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
初
期
の
禅
宗
史
が
示
す
よ
う
に
、
自
ら
の
正
統
化
の
た
め
に
系
譜
を

捏
造
す
る
と
い
っ
た
こ
と
は
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
後
の
東
山
法
門
の
人
々
は
、

歴
史
的
に
見
て
、
確
か
に
達
摩
＝
慧
可
の
児
孫
で
は
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
史
実
を
否
定
し
て
他
の
系
譜
を
採

用
、
あ
る
い
は
創
作
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
達
摩
や
慧
可
に
見
ら
れ
た
、
い
か
な
る
特
性
が
後
世
の
東
山
法
門
の
人
々
に
彼
ら
を
祖
師
と
し
て

選
ば
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。思
う
に
そ
れ
は
、他
の
人
々
が
禅
定
体
験
を
重
視
す
る
一
方
で
、天
台
宗
な
ら『
法

華
経
』、
三
論
宗
で
あ
れ
ば
『
中
論
』、『
百
論
』、『
十
二
門
論
』
と
い
っ
た
よ
う
に
、
経
論
に
基
づ
く
教
学

を
自
ら
の
正
当
化
の
た
め
に
必
要
と
し
た
の
に
対
し
て
、
達
摩
＝
慧
可
系
の
人
々
の
み
が
自
身
の
体
験
と
思

索
を
そ
の
ま
ま
で
絶
対
化
し
え
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
南
北
朝
期

に
醸
成
さ
れ
た
、
中
国
人
に
ふ
さ
わ
し
い
仏
教
を
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
動
き
の
最
も
極
端
な
表
現
で
あ
っ

た
が
ゆ
え
に
、
後
世
、
そ
う
し
た
傾
向
を
い
っ
そ
う
推
し
進
め
た
人
々
─
─
即
ち
、
東
山
法
門
の
人
々
─
─

に
よ
っ
て
「
祖
師
」、
即
ち
、
自
ら
の
先
達
と
し
て
十
分
な
資
格
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
端
的
に
言
え
ば
、
隋
か
ら
唐
に
か
け
て
の
時
期
に
、
イ
ン
ド
以
来
の
仏

教
思
想
を
主
体
的
に
組
み
替
え
る
こ
と
で
成
立
し
た
中
国
仏
教
の
諸
宗
の
中
で
も
、
特
に
そ
の
傾
向
が
著
し

か
っ
た
禅
宗
の
人
々
が
、
そ
の
立
場
を
確
立
す
る
上
で
大
い
な
る
指
針
を
提
供
し
た
の
が
達
摩
＝
慧
可
系
の

人
々
の
思
想
と
行
動
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
達
摩
や
慧
可
こ
そ
は
、
本
当
の
意
味
で
、
後
世
の

「
禅
宗
」
の
源
流
で
あ
っ
た
と
言
い
う
る
の
で
あ
る
。

四
　
達
摩
＝
慧
可
の
児
孫
た
ち
の
修
行
生
活

こ
こ
で
『
二
入
四
行
論
』
や
『
二
入
四
行
論
長
巻
子
』、『
金
剛
三
昧
経
』
等
の
同
時
代
資
料
だ
け
で
な
く
、

後
世
の
『
続
高
僧
伝
』
や
『
後
集
続
高
僧
伝
』、
初
期
禅
宗
文
献
等
の
諸
資
料
に
基
づ
い
て
、
達
摩
＝
慧
可

系
の
人
々
の
修
行
生
活
を
再
構
成
し
て
み
よ
う
。
な
お
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
資
料
的
な
制
約
の
た
め
、

推
測
に
基
づ
く
点
が
多
い
こ
と
を
最
初
に
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

達
摩
＝
慧
可
の
児
孫
た
ち
は
、
慧
可
の
修
行
生
活
や
思
想
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
、
山
林
と
都
市
の
間
を

遊
行
し
つ
つ
、
頭
陀
行
を
中
心
と
す
る
修
行
生
活
を
送
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
単
独
で
、
あ
る
い
は
数
人
ほ

ど
の
グ
ル
ー
プ
で
、山
中
に
お
い
て
は
大
樹
の
下
や
洞
窟
、小
庵
等
に
居
を
定
め
て
坐
禅
等
の
実
践
を
行
な
っ

た
。『
二
入
四
行
論
長
巻
子
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
叙
述
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
彼
ら
が
行
な
っ
て
い
た

禅
定
方
法
を
述
べ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

心
に
惑
い
が
生
じ
て
も
、
惑
い
は
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
な
ど
と
考
え
て
は
い
け
な
い
。
心
が
生
起
す
る

よ
う
な
ら
、
教
え
の
通
り
に
生
起
す
る
と
こ
ろ
を
看
よ
。
心
が
分
別
を
起
こ
す
よ
う
な
ら
、
教
え
の
通

り
に
分
別
す
る
と
こ
ろ
を
看
よ
。
貪
・
嗔
・
癡
の
三
毒
が
起
こ
る
よ
う
な
ら
、
教
え
の
通
り
に
起
こ
る

と
こ
ろ
を
看
よ
。
そ
し
て
、
起
こ
る
と
こ
ろ
が
見
え
な
く
な
れ
ば
、
そ
れ
が
「
道
を
修
め
る
」
と
い
う
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こ
と
で
あ
る
し
、
も
し
物
に
対
し
て
分
別
心
を
起
こ
さ
な
く
な
れ
ば
、
そ
れ
も
「
道
を
修
め
る
」
と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
も
し
も
心
が
起
こ
る
よ
う
な
ら
、
よ
く
気
を
つ
け
て
教
え
の
通
り
取
り
除
け
。

彼
ら
は
、
彼
ら
の
も
と
を
訪
れ
た
村
人
に
施
し
を
受
け
た
り
、
村
や
町
で
托
鉢
を
す
る
こ
と
で
、
わ
ず
か

の
食
べ
物
や
衣
服
を
確
保
し
た
。
そ
し
て
、
施
し
を
し
て
く
れ
る
信
者
に
は
、
修
行
生
活
で
得
ら
れ
た
知
見

に
基
づ
い
て
、
宗
教
的
な
教
え
を
説
い
た
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
信
者
の
中
に
は
、
時
と
し
て
、
そ
の
教
え

に
感
動
し
て
弟
子
と
な
る
も
の
も
い
た
。
時
に
は
遠
方
の
町
で
布
教
を
行
な
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
場
合
に
は
、
知
人
の
僧
侶
の
住
む
寺
院
に
泊
め
て
も
ら
っ
た
り
、
寺
院
や
小
さ
な
祠

の
軒
先
で
坐
禅
を
す
る
な
ど
し
て
夜
を
明
か
し
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
ら
の
修
行
生
活
は
、
こ
の
よ
う
に
頭
陀

行
中
心
で
あ
っ
た
た
め
、
仏
像
、
仏
具
、
経
典
等
は
、
必
要
最
少
限
の
も
の
し
か
持
て
な
か
っ
た
し
、
仏
教

教
義
の
学
習
、
宗
教
儀
礼
の
実
践
等
は
さ
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
経
典
を
依
用
し
な
か
っ
た

わ
け
で
は
な
い
が
、
自
分
の
修
行
や
宗
教
体
験
に
合
致
す
る
経
典
の
名
句
や
一
節
が
断
章
取
義
的
に
、
記
憶

に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
手
控
え
と
し
て
書
き
留
め
た
メ
モ
等
に
基
づ
い
て
反
芻
さ
れ
た
程
度
で
あ
っ
た
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

彼
ら
は
師
弟
関
係
で
結
ば
れ
た
集
団
で
、統
一
的
な
教
団
組
織
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、小
さ
な
グ
ル
ー

プ
が
各
地
に
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
並
存
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
相
互
の
連
絡
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の

グ
ル
ー
プ
内
部
で
年
長
者
が
若
年
の
も
の
を
指
導
す
る
よ
う
な
形
で
宗
教
的
な
実
践
を
行
な
っ
て
い
た
。
彼

ら
の
中
に
は
坐
禅
の
実
践
を
通
し
て
、
あ
る
種
の
「
悟
り
」
を
得
た
も
の
も
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
よ

う
な
修
行
生
活
の
特
性
と
し
て
、
悟
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
生
活
に
変
化
が
起
こ
る
と
い
っ
た
こ
と
は
な

か
っ
た
。「
悟
り
」
の
体
験
が
あ
れ
ば
、弟
子
へ
の
指
導
や
在
家
へ
の
説
法
は
よ
り
素
晴
ら
し
い
も
の
に
な
っ

た
で
あ
ろ
う
が
、
基
本
的
に
は
、「
悟
り
」
の
有
無
と
は
無
関
係
に
、
修
行
者
た
ち
は
同
様
の
修
行
生
活
を

死
ぬ
ま
で
続
け
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
の
中
に
は
、
正
式
に
出
家
し
た
も
の
も
、
私
度
僧
に
と
ど
ま
っ
た
も
の
も
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず

れ
に
せ
よ
、基
本
的
に
は
イ
ン
ド
以
来
の
戒
律
に
沿
っ
た
生
活
を
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
国
家
か
ら
正
式
な
僧
侶
に
与
え
ら
れ
る
特
権
等
を
享
受
し
た
い
と
す
る
発
想
が
あ
っ
た
よ

う
に
は
思
え
な
い
。
も
し
そ
う
考
え
て
い
た
の
な
ら
、
好
き
好
ん
で
苦
行
を
伴
う
頭
陀
行
な
ど
行
な
う
は
ず

な
い
か
ら
で
あ
る
。

正
式
の
出
家
で
あ
る
か
ど
う
か
に
関
心
を
持
た
な
か
っ
た
彼
ら
に
と
っ
て
、
出
家
の
目
的
は
、
た
だ
一
つ
、

自
ら
の
宗
教
的
苦
悩
を
克
服
し
、「
悟
り
」
を
得
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
彼
ら
の
間
で
は
戒
律
よ
り

も
菩
薩
戒
（
大
乗
戒
）
が
精
神
的
な
大
き
な
支
柱
と
な
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
彼
ら
は
正
式
の
僧
侶
で

な
く
と
も
、
否
、
正
式
の
僧
侶
で
な
い
か
ら
こ
そ
、
自
分
た
ち
こ
そ
が
「
悟
り
」
を
求
め
る
真
の
菩
薩
で
あ

る
と
い
う
自
覚
を
強
く
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

山
林
を
中
心
と
す
る
彼
ら
の
あ
り
方
は
、
国
家
へ
の
奉
仕
の
見
返
り
に
保
護
を
得
よ
う
と
す
る
「
都
市
仏

教
＝
国
家
仏
教
」
と
は
対
極
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
当
時
の
仏
教
徒
に
と
っ
て
最
大
の
事
件
で

あ
っ
た
は
ず
の
北
周
武
帝
の
破
仏
（
五
六
七
～
五
七
七
年
）
の
影
響
も
限
定
的
で
あ
っ
た
。
彼
ら
か
ら
す
れ
ば
、

当
面
、
捕
縛
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
て
、
政
治
権
力
が
及
び
に
く
い
、
北
朝
と
南
朝
の
境
界
に
近
い
山
間
部
に
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身
を
潜
め
て
時
が
過
ぎ
る
の
を
待
て
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
道
信
の
師
の
名
前
が
知
ら
れ
な
い
の
も
、
恐

ら
く
、
そ
う
し
た
修
行
者
の
一
人
で
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。

第
二
節
　
東
山
法
門
の
形
成
と
拡
大

一
　 

東
山
法
門
の
形
成

隋
が
滅
ん
で
唐と

う
（
六
一
八
～
九
〇
七
）
が
興
る
こ
ろ
、『
二
入
四
行
論
』
を
奉
ず
る
人
々
や
『
楞
伽
経
』
の

伝
持
者
た
ち
に
代
わ
っ
て
、
達
摩
や
慧
可
を
自
ら
の
先
達
と
す
る
新
た
な
グ
ル
ー
プ
が
注
目
を
集
め
る
よ
う

に
な
っ
た
。
現
在
の
湖
北
省
の
蘄き

州し
ゅ
うを

中
心
に
活
動
を
展
開
し
た
、
道
信
、
弘
忍
の
師
弟
に
よ
る
「
東
山
法

門
」
で
あ
る
。
師
承
や
思
想
の
連
続
性
と
い
う
点
か
ら
見
て
、
彼
ら
こ
そ
後
の
禅
宗
の
直
接
的
な
母
体
な
の

で
あ
る
。

彼
ら
の
同
時
代
人
で
あ
る
道
宣
は
、『
後
集
続
高
僧
伝
』
に
お
い
て
早
く
も
道
信
の
伝
記
を
立
伝
し
、
蘄

州
の
双そ

う

峰ほ
う

山ざ
ん

に
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
を
、

蘄
州
の
道
俗
が
長
江
の
北
岸
へ
と
招
き
、
黄お

う

梅ば
い

県
の
人
々
が
寺
を
建
て
た
が
、
そ
れ
で
も
山
中
で
頭

陀
行
を
続
け
た
。
そ
し
て
、
双
峰
山
に
美
し
い
泉
石
が
あ
る
の
を
見
て
住
み
着
い
た
。
そ
の
夜
、
多
く

の
猛
獣
が
や
っ
て
き
て
取
り
囲
ん
だ
が
、
菩
薩
戒
を
授
け
て
立
ち
去
ら
せ
た
。
三
十
年
以
上
に
わ
た
っ

て
山
に
留
ま
り
、
全
国
各
地
か
ら
遠
い
の
も
厭
わ
ず
修
行
者
た
ち
が
集
ま
っ
た
。
刺し

史し

の
崔さ

い

義ぎ

玄げ
ん

は
そ

の
名
声
を
聞
い
て
弟
子
の
礼
を
と
っ
た
。

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
短
い
記
述
か
ら
も
、
彼
が
山
林
仏
教
の
伝
統
を
承
け
継
ぎ
、
ま
た
、
菩
薩
戒
を
重

視
し
て
い
た
こ
と
を
窺
い
う
る
と
い
う
点
で
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

道
宣
は
、
そ
の
門
下
に
弘
忍
を
初
め
と
し
て
五
百
人
を
超
え
る
弟
子
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
更
に
、

そ
れ
と
は
別
に
、
法ほ

っ

顕け
ん

（
五
七
七
～
六
五
三
）
や
善ぜ

ん

伏ぷ
く

（
？
～
六
六
〇
）、
玄げ

ん

爽そ
う

（
？
～
六
五
二
）
な
ど
の
伝
記
に

お
い
て
も
彼
ら
が
道
信
に
師
事
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
か
ら
、
道
信
の
段
階
に
お
い
て
、
そ
の
活
動
が
す

で
に
仏
教
界
の
注
目
を
集
め
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
道
信
の
後
を
承
け
、
教
団
を

更
に
発
展
さ
せ
た
の
が
弘
忍
で
あ
る
。
杜と

朏ひ

（
生
没
年
未
詳
）
の
『
伝で

ん

法ほ
う

宝ぼ
う

紀き

』
に
よ
れ
ば
、
道
信
の
付
嘱
を

受
け
た
後
、
弘
忍
の
名
望
は
高
ま
り
、
道
俗
で
そ
の
教
え
を
受
け
る
も
の
は
天
下
の
十
人
中
、
八
、
九
人
に

達
し
、
中
国
に
禅
が
伝
わ
っ
て
以
来
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
空
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
浄
覚
の
『
楞
伽
師
資
記
』
や
宗

し
ゅ
う

密み
つ

（
七
八
〇
～
八
四
一
）
の
『
円え

ん

覚が
く

経き
ょ
う

大だ
い

疏し
ょ

鈔し
ょ
う』
等
に
よ
れ
ば
、

弘
忍
に
多
数
の
弟
子
が
あ
る
中
、
付
嘱
を
受
け
た
主
要
な
弟
子
が
十
人
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
中
国
各
地
で
布

教
に
努
め
た
と
さ
れ
て
い
る
。
神じ

ん

秀し
ゅ
う（

？
～
七
〇
六
）、
慧え

安あ
ん

（
老
安
、
五
八
二
～
七
〇
九
）、
智ち

詵せ
ん

（
六
〇
九
～
七


