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一
、
は
じ
め
に

　

小
稿
で
は
、
瑩
山
紹
瑾
禅
師
（
一
二
六
四
～
一
三
二
五
）
に
関
す
る
研
究
史
が
有
す
る
問
題
点
を
指
摘
し
、
そ
れ
ら
の
問
題
が
、
今
後
い
か
に
し
て
解
決
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
か
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。

　

研
究
史
の
整
理
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
何
度
か
行
わ
れ
て
き
て
い
る
が
、
近
年
の
研
究
に
お
い
て
、
伝
記
研
究
の
面
で
は
、
伝
記
資
料
の
成
立
年
代
や
成

立
過
程
に
関
す
る
新
た
な
知
見
が
提
示
さ
れ
、
著
述
に
関
し
て
は
、
偽
撰
説
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
﹃
伝
光
録
﹄
の
成
立
に
関
し
て
重
要
な
示
唆

を
提
供
す
る
新
た
な
文
献
が
見
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
思
想
研
究
の
面
に
お
い
て
も
注
目
す
べ
き
論
考
が
公
表
さ
れ
る
な
ど
、
新
た
な
成
果
が
蓄
積
さ
れ

つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
来
る
二
〇
二
四
年
に
は
瑩
山
禅
師
の
七
〇
〇
回
大
遠
忌
が
控
え
て
お
り
、
瑩
山
禅
師
へ
の
総
合
的
な
関
心
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
現
状

に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
小
稿
に
お
い
て
研
究
史
を
再
度
整
理
し
、
現
況
と
課
題
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
は
、
け
っ
し
て
無
意
味
な
こ
と
で
は
な
い
と
思

わ
れ
る
。二

、
研
究
史
の
回
顧
と
現
況
―
二
篇
の
先
行
研
究
を
通
し
て
―

　

瑩
山
禅
師
を
め
ぐ
る
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
二
度
の
整
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。
最
初
に
整
理
を
行
っ
た
の
は
東
隆
眞
氏
で
、

東
隆
眞
﹁
瑩
山
禅
師
研
究
の
動
向
﹂（
瑩
山
禅
師
奉
讃
刊
行
会
編
﹃
瑩
山
禅
師
研
究
﹄、
瑩
山
禅
師
奉
讃
刊
行
会
、
一
九
七
四
年
、
以
下
、﹁
東
論
文
﹂）

に
お
い
て
、
明
治
期
以
降
の
研
究
史
が
詳
し
く
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、﹁
東
論
文
﹂
以
後
の
二
一
世
紀
初
頭
に
至
る
研
究
史
に
つ
い
て
は
、

伊
藤
秀
憲
﹁
二 

曹
洞
宗
（
一
）﹂（
田
中
良
昭
編
﹃
禅
学
研
究
入
門
﹄
第
二
版
、
大
東
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、
以
下
、﹁
伊
藤
論
文
﹂）

に
詳
し
い
。
こ
こ
で
は
、﹁
東
論
文
﹂
お
よ
び
﹁
伊
藤
論
文
﹂
に
基
づ
い
て
、
瑩
山
禅
師
の
研
究
史
を
概
観
し
、
研
究
史
が
抱
え
る
基
礎
研
究
の
欠
如
と
い

瑩
山
禅
師
研
究
の
現
況
と
課
題

横　

山　

龍　

顯
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う
問
題
点
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
か
か
る
基
礎
研
究
の
欠
如
は
ど
こ
に
淵
源
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

　
﹁
東
論
文
﹂
と
﹁
伊
藤
論
文
﹂
で
は
、
分
野
ご
と
の
研
究
史
が
記
さ
れ
る
が
、
両
論
文
の
分
類
を
確
認
し
て
お
こ
う
。﹁
東
論
文
﹂
に
お
い
て
は
、
瑩
山

禅
師
に
関
す
る
研
究
成
果
を
、

一
、
伝
記
な
い
し
時
代
社
会
の
研
究

二
、
宗
乗
の
参
究
な
い
し
思
想
の
研
究

三
、
書
誌
学
、
文
献
学
の
研
究
（﹁
東
論
文
﹂
よ
り
抜
粋
）

と
い
う
三
項
に
分
類
し
、
研
究
動
向
へ
の
言
及
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、﹁
東
論
文
﹂
以
後
の
研
究
史
を
ま
と
め
た
﹁
伊
藤
論
文
﹂
で
は
、

一
、
瑩
山
の
伝
記
︱
史
料
と
研
究
︱

二
、
著
作
の
研
究

三
、
瑩
山
の
思
想
研
究
（﹁
伊
藤
論
文
﹂
よ
り
抜
粋
）

と
い
う
三
項
に
分
け
て
、
研
究
史
が
総
括
さ
れ
る
。

　

東
氏
・
伊
藤
氏
に
お
け
る
先
行
研
究
の
分
類
は
、
検
討
の
順
序
に
相
違
が
見
ら
れ
る
の
み
で
、
両
氏
と
も
伝
記
研
究
・
著
述
研
究
（
書
誌
学
的
・
文
献
学

的
研
究
）・
思
想
研
究
の
三
項
目
に
、
先
行
研
究
を
分
類
整
理
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る（
１
）。

　

二
氏
に
よ
る
研
究
史
の
整
理
で
興
味
深
い
の
は
、
両
論
文
と
も
研
究
状
況
か
ら
見
出
さ
れ
る
瑩
山
禅
師
研
究
の
課
題
を
述
べ
る
が
、
著
述
研
究
と
思
想

研
究
に
つ
い
て
は
、﹁
伊
藤
論
文
﹂
と
﹁
東
論
文
﹂
と
で
は
発
表
時
期
に
三
〇
年
の
開
き
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
同
趣
旨
の
提
言
あ
る
い
は

展
望
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

著
述
研
究
へ
の
言
及
か
ら
確
認
し
て
い
く
と
、﹃
伝
光
録
﹄
を
は
じ
め
と
す
る
瑩
山
禅
師
の
著
述
に
つ
い
て
、
東
氏
は
、

瑩
山
禅
師
の
撰
述
書
は
、
そ
の
真
偽
の
正
否
を
め
ぐ
っ
て
、
多
く
の
議
論
が
積
み
重
ね
ら
れ
た
。
⋮
⋮
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
瑩
山
禅
師
の
撰

述
と
伝
え
ら
れ
る
殆
ん
ど
の
文
献
は
、
な
に
ほ
ど
か
の
意
味
で
、
か
つ
て
そ
の
真
撰
性
を
あ
や
し
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
現
に
あ
や
し
ま

れ
て
お
り
、
あ
る
い
は
真
偽
未
了
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（﹁
東
論
文
﹂
一
一
二
九
頁
）。

と
述
べ
て
い
る
。
伊
藤
氏
の
説
を
見
て
み
る
と
、

瑩
山
の
著
作
と
さ
れ
る
も
の
の
中
に
は
、
真
撰
性
に
疑
問
が
持
た
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
次
に
述
べ
る
思
想
研
究
を
進
め
る
上
か
ら
も
、
真
偽
の
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決
定
を
急
ぐ
必
要
が
あ
る
と
言
え
よ
う
（﹁
伊
藤
論
文
﹂
二
八
一
頁
）。

と
あ
り
、
東
氏
と
軌
を
一
に
し
た
提
言
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

続
い
て
、
思
想
研
究
に
関
す
る
両
氏
の
現
況
報
告
と
提
言
を
列
挙
し
て
み
よ
う
。

瑩
山
禅
師
の
思
想
の
研
究
と
な
る
と
、
道
元
禅
師
の
そ
れ
と
比
較
し
て
、
は
な
は
だ
少
な
い
の
が
、
偽
ら
ざ
る
現
況
で
あ
る
。
⋮
⋮
今
後
の
瑩
山
禅

師
研
究
に
お
い
て
、
最
大
の
関
心
が
払
わ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（﹁
東
論
文
﹂
一
一
二
六
頁
）。

道
元
の
思
想
研
究
と
比
べ
て
十
分
と
は
言
え
な
い
の
が
現
況
で
あ
り
、
今
後
更
な
る
思
想
研
究
の
進
展
が
望
ま
れ
る
（﹁
伊
藤
論
文
﹂
二
八
一
～
八
二
頁
）。

　

先
に
見
た
著
述
研
究
と
同
じ
く
、
思
想
研
究
に
お
い
て
も
両
氏
は
ま
っ
た
く
同
様
の
見
解
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
伝
記
研
究
に
関
す
る
提
言
を
見
る
と
、
著
述
研
究
・
思
想
研
究
へ
の
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
ま
っ
た
く
異
な
る
提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。
東
氏

の
提
言
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

瑩
山
禅
師
に
関
す
る
資
料
は
、
き
わ
め
て
少
な
い
。
そ
の
少
な
い
資
料
の
な
か
で
信
頼
で
き
る
も
の
は
さ
ら
に
少
な
く
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
資
料
間

に
お
け
る
記
述
内
容
に
は
、
あ
ま
り
に
も
多
く
の
相
違
点
が
み
う
け
ら
れ
、
取
捨
選
択
に
ま
よ
う
。
こ
れ
ら
諸
資
料
の
記
述
内
容
と
瑩
山
禅
師
に
関

す
る
宗
門
の
伝
承
や
一
般
の
印
象
と
の
へ
だ
た
り
は
、
ま
た
大
き
い
。
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
瑩
山
禅
師
の
事
蹟
の
確
定
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ひ

と
つ
ひ
と
つ
が
、
は
じ
め
か
ら
お
わ
り
ま
で
、
す
べ
て
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
す
ら
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、
筆
者
は
、
む
し
ろ
本
書
（
東
隆
眞
﹃
瑩
山

禅
師
の
研
究
﹄、
春
秋
社
、
一
九
七
四
年
）
に
よ
っ
て
、
瑩
山
禅
師
伝
の
あ
つ
か
い
の
む
つ
か
し
さ
を
、
は
か
ら
ず
も
露
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
も
知

れ
な
い
。
⋮
⋮
た
だ
望
む
と
こ
ろ
は
、
一
人
で
も
二
人
で
も
禅
師
に
関
心
を
も
つ
ひ
と
が
多
く
な
り
、
よ
り
真
実
の
瑩
山
禅
師
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

ゆ
く
こ
と
で
あ
る
（﹁
東
論
文
﹂
一
一
一
八
頁
、（　

）
内
は
引
用
者
、
以
下
同
）。

　
﹁
東
論
文
﹂
は
、
東
氏
が
﹃
瑩
山
禅
師
の
研
究
﹄（
春
秋
社
、
一
九
七
四
年
）
を
上
梓
し
た
直
後
に
公
表
し
た
論
考
で
あ
っ
た
。
東
氏
の
﹃
瑩
山
禅
師
の
研
究
﹄

は
﹁
遺
跡
の
実
地
調
査
を
重
ね
、
で
き
る
か
ぎ
り
の
文
献
資
料
等
を
蒐
集
し
て
、
こ
れ
に
批
判
的
吟
味
を
加
え
、
ま
た
諸
学
説
な
か
ん
ず
く
従
来
の
諸
伝

の
代
表
的
地
位
を
占
め
る
﹃
總
持
開
山
太
祖
略
伝
﹄
を
検
討
し
、
諸
資
料
に
則
し
た
禅
師
の
生
涯
を
跡
づ
け
よ
う
と
試
み
た
﹂（﹁
東
論
文
﹂
一
一
一
八
頁
）
成

果
で
あ
っ
た
た
め
、
東
氏
は
伝
記
研
究
に
つ
い
て
、
一
応
の
結
論
を
有
し
て
い
た
も
の
と
見
ら
れ
、﹁
よ
り
真
実
の
瑩
山
禅
師
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
く
﹂

こ
と
を
望
む
程
度
の
言
及
に
と
ど
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、﹃
瑩
山
禅
師
の
研
究
﹄
上
梓
直
前
よ
り
、
瑩
山
禅
師
の
伝
記
に
関
す
る
重
要
な
指
摘
が
田
島
柏
堂
・
松
田
文
雄
の
両
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
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禅
師
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況
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た（
２
）。
そ
れ
は
世
寿
に
ま
つ
わ
る
も
の
で
、
瑩
山
禅
師
の
世
寿
は
、
伝
統
的
に
五
八
歳
説
が
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、
新
た
に
六
二
歳
説
が
提
示
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
六
二
歳
説
に
準
拠
す
る
こ
と
で
、
瑩
山
禅
師
伝
に
存
し
た
年
代
上
の
問
題
は
こ
と
ご
と
く
氷
解
し
た
た
め
、
以
後
の
学
界
に
お
い
て
は
定
説
と
し

て
受
け
入
れ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
し
か
る
に
﹃
瑩
山
禅
師
の
研
究
﹄
は
、
瑩
山
禅
師
伝
研
究
に
一
石
を
投
じ
る
重
要
な
研
究
成
果
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、

五
八
歳
説
を
採
用
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
非
常
に
問
題
を
胎
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
の
伊
藤
氏
は
、
六
二
歳
説
が
定
説
化
し
た
後
の
研
究
動
向
を
承
け
て
、

今
後
は
六
二
歳
説
に
立
っ
た
伝
記
研
究
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
（﹁
伊
藤
論
文
﹂
二
七
八
頁
）。

と
提
言
し
て
い
る
。

　

以
上
、
東
氏
と
伊
藤
氏
に
よ
る
研
究
史
の
総
括
と
提
言
を
概
観
し
て
き
た
が
、
著
述
研
究
と
思
想
研
究
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
同
趣
旨
の
提
言
を
行
っ
て

い
た
。
こ
れ
は
、﹁
東
論
文
﹂
か
ら
﹁
伊
藤
論
文
﹂
に
い
た
る
三
〇
年
の
間
に
、
著
述
研
究
・
思
想
研
究
の
分
野
に
お
い
て
は
、
研
究
史
の
画
期
と
な
る
よ

う
な
研
究
の
進
展
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。

　

伊
藤
氏
が
著
述
研
究
の
提
言
に
お
い
て
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
著
述
研
究
は
思
想
研
究
の
基
盤
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
個
人
の
思
想
研
究

を
行
う
場
合
、
必
ず
そ
の
個
人
の
言
行
や
著
述
を
参
照
す
る
手
続
き
を
経
る
こ
と
に
な
る
が
、
瑩
山
禅
師
の
場
合
に
は
そ
の
著
述
に
親
撰
・
偽
撰
の
問
題

が
付
随
し
て
く
る
の
で
あ
る（

３
）。
か
か
る
基
礎
研
究
が
整
備
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
い
く
ら
瑩
山
禅
師
の
思
想
研
究
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
砂
上
の

楼
閣
の
謗
り
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
思
想
研
究
に
用
い
ら
れ
た
Ａ
と
い
う
著
述
が
、
Ａ
に
関
す
る
文
献
学
的
・
書
誌
学
的
研
究
の
結
果
、

瑩
山
禅
師
の
撰
述
で
は
な
い
と
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
ま
で
の
Ａ
を
用
い
た
思
想
研
究
は
す
べ
て
が
再
検
討
を
要
す
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
Ａ
と
い
う
著
作
の
文
献
学
的
・
書
誌
学
的
研
究
が
な
さ
れ
な
い
限
り
は
、
Ａ
を
用
い
て
思
想
研
究
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
そ

の
思
想
研
究
は
説
得
力
を
有
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
瑩
山
禅
師
の

主
著
と
さ
れ
る
﹃
伝
光
録
﹄
に
は
、
佐
橋
法
龍
氏
に
よ
る
偽
撰
説
が
提
出
さ
れ
て
い
た
（﹃
瑩
山
︱
日
本
曹
洞
宗
の
母
胎
瑩
山
紹
瑾
の
人
と
思
想
︱
﹄、
相
川
書
房
、

一
九
七
四
年
、
二
一
一
～
三
九
頁
）。
佐
橋
氏
の
偽
撰
説
は
非
常
に
重
要
な
問
題
提
起
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
対
す
る
有
効
な
反
論
は
、
近
年

ま
で
提
出
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
瑩
山
禅
師
の
思
想
研
究
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
﹃
伝
光
録
﹄
に
お
い
て
さ
え
、
か
よ
う
な
状
況
を
呈
し
て

い
る
の
で
あ
る（

４
）。

　

つ
ま
り
、
瑩
山
禅
師
の
思
想
研
究
に
進
展
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
思
想
研
究
の
基
盤
と
な
る
著
述
研
究
の
欠
如
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
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あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、﹁
伊
藤
論
文
﹂
に
お
い
て
は
、
東
氏
以
後
に
提
出
さ
れ
た
注
目
す
べ
き
論
考
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
著
述
研
究
に
関
し
て
も
、
見
る
べ
き
も

の
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
後
述
す
る
よ
う
に
昭
和
六
二
年
に
焼
失
し
た
禅
林
寺
（
福
井
市
徳
尾
町
）
か
ら
発
見
さ
れ
た
﹃
瑩
山
清
規
﹄

の
古
写
本
（
永
和
二
年
︿
一
三
七
六
﹀
書
写
）
は
、﹃
瑩
山
清
規
﹄
の
古
形
を
留
め
た
写
本
で
、
禅
林
寺
本
を
諸
本
と
比
較
対
照
す
る
こ
と
に
よ
り
、
中
世
か

ら
近
世
に
か
け
て
の
増
広
過
程
や
、
一
四
世
紀
後
半
に
お
け
る
叢
林
運
営
の
実
態
が
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る（

５
）。

　

ま
た
、
基
礎
研
究
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
る
と
、
伝
記
研
究
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
を
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
伊
藤
氏
は
六
二
歳
説
に
立
っ
た
伝
記

研
究
の
必
要
性
を
提
言
し
て
い
た
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
提
言
が
な
さ
れ
た
の
か
と
言
え
ば
、
東
氏
の
﹃
瑩
山
禅
師
の
研
究
﹄
以
降
、
六
二
歳
説
に
則
っ

た
瑩
山
禅
師
の
総
合
的
な
伝
記
研
究
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
瑩
山
禅
師
の
伝
記
研
究
に
お
い
て
は
、
伝
記
資
料
へ
の
文

献
学
的
・
書
誌
学
的
研
究
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
根
本
的
な
問
題
が
存
し
、
瑩
山
禅
師
の
伝
記
資
料
は
異
本
を
含
め
て
二
五
本
を
超
え
る

文
献
が
挙
げ
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
の
う
ち
、
正
確
な
成
立
年
代
が
判
明
し
て
い
る
も
の
は
非
常
に
少
な
く
、
は
た
し
て
、
い
ず
れ
の
資
料
に
依
拠
し

て
研
究
を
進
め
る
の
が
妥
当
で
あ
る
の
か
が
、
不
明
瞭
な
ま
ま
放
置
さ
れ
て
き
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
伝
記
研
究
に
お
い
て
も
基
礎
研

究
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
、
瑩
山
禅
師
研
究
の
場
に
お
け
る
基
礎
研
究
の
不
在
を
招
い
た
原
因

　

瑩
山
禅
師
研
究
の
場
に
お
い
て
、
基
礎
研
究
の
不
在
を
招
い
た
の
は
、
単
純
に
そ
の
方
面
の
研
究
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
が
形
成
さ
れ
た
の
は
、
近
代
的
な
学
術
研
究
が
導
入
さ
れ
た
明
治
・
大
正
期
に
お
け
る
瑩
山
禅
師
を
め
ぐ
る
言
説
が
、

瑩
山
禅
師
を
讃
仰
す
る
類
の
も
の
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
た
た
め
、
学
術
研
究
が
後
手
に
回
っ
た
こ
と
に
淵
源
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

明
治
期
に
お
け
る
曹
洞
宗
の
出
版
情
勢
を
ひ
も
と
い
て
み
る
と
、
瑩
山
禅
師
に
関
す
る
出
版
物
は
、
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
）
に
出
版
さ
れ
た
滝
谷
琢

宗
氏
（
永
平
寺
六
三
世
・
一
八
三
六
～
九
七
、
出
版
当
時
は
總
持
寺
東
京
出
張
所
監
院
）
の
﹃
總
持
開
山
太
祖
略
伝
﹄（
曹
洞
宗
宗
務
局
蔵
版
、
一
八
七
九
年
）
を
も
っ

て
そ
の
嚆
矢
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
が（

６
）、
こ
の
書
は
﹁
東
論
文
﹂
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
瑩
山
禅
師
の
生
涯
を
跡
づ
け
る
の
み
な
ら
ず
、﹁
瑩
山
禅
師
の

太
祖
と
し
て
の
宗
団
史
的
位
置
と
、
曹
洞
宗
大
本
山
と
し
て
の
總
持
寺
の
権
威
を
宣
揚
し
よ
う
と
す
る
﹂（﹁
東
論
文
﹂
一
一
一
四
頁
）
こ
と
に
そ
の
主
眼
が
存

し
た
。
滝
谷
氏
が
瑩
山
禅
師
の
地
位
を
あ
え
て
宣
揚
し
た
の
は
、
当
時
の
曹
洞
宗
教
団
の
動
向
、
と
く
に
﹁
一
仏
両
祖
﹂
の
制
定
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
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と
考
え
ら
れ
る
。

　

近
代
に
入
る
と
、
曹
洞
宗
教
団
は
機
構
の
近
代
化
を
図
り
、
宗
門
機
構
の
組
織
体
制
や
宗
制
の
整
備
に
着
手
し
始
め
た
が
、
組
織
統
合
上
の
様
々
な
問

題
が
噴
出
し
、
事
態
は
そ
う
容
易
に
は
進
捗
し
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
紆
余
曲
折
を
経
て
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
三
月
二
八
日
に
永
平
寺
・
總
持
寺
が

曹
洞
宗
の
本
山
と
し
て
一
致
団
結
し
て
宗
門
行
政
に
当
た
る
両
山
盟
約
が
締
結
さ
れ
、
明
治
八
年
一
一
月
一
五
日
に
は
、
第
一
次
末
派
総
代
議
員
会
議
（
後

の
曹
洞
宗
宗
議
会
）
が
招
集
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
第
一
次
末
派
総
代
議
員
会
議
に
お
い
て
は
、
各
寺
が
﹁
教
会
﹂
と
い
う
名
の
結
社
を
組
織
し
、
布
教
の
振

興
を
図
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
、
翌
九
年
一
〇
月
二
六
日
に
﹁
曹
洞
宗
教
会
条
例
﹂
が
発
行
さ
れ
た（

７
）。
本
条
例
の
第
五
条
第
一
款
に
は
、

釈
迦
牟
尼
仏
は
法
界
の
教
主
な
り
、
高
祖
国
師
（
道
元
禅
師
）・
円
明
国
師
（
瑩
山
禅
師
）
は
本
宗
の
開
祖
な
り
。
一
大
事
因
縁
は
各
自
安
心
立
命
の
係

る
所
な
り
。
宜
く
切
に
仏
祖
の
加
被
を
仰
い
で
、
速
に
本
懐
を
遂
げ
ん
こ
と
を
要
す
（
横
関
了
胤
編
﹃
曹
洞
宗
百
年
の
あ
ゆ
み
﹄、
曹
洞
宗
宗
務
庁
、

一
九
七
〇
年
、
八
九
頁
）。

と
あ
り
、法
界
の
教
主
で
あ
る
釈
尊
と
、曹
洞
宗
の
開
祖
と
し
て
道
元
禅
師
（
一
二
〇
〇
～
五
三
）
と
瑩
山
禅
師
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。
現
今
の
宗
門
で
は
﹁
一

仏
両
祖
﹂
と
し
て
、
釈
尊
（
一
仏
）
と
、
道
元
禅
師
・
瑩
山
禅
師
の
両
禅
師
（
両
祖
）
を
宗
派
の
祖
師
に
定
め
て
い
る
が
、
右
の
﹁
曹
洞
宗
教
会
条
例
﹂
で

は
﹁
一
仏
両
祖
﹂
と
い
う
語
こ
そ
使
用
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、現
今
の
一
仏
両
祖
へ
と
繋
が
る
基
本
軸
が
規
定
さ
れ
た
と
見
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
翌
一
〇
年
一
〇
月
二
〇
日
に
布
達
さ
れ
た
﹁
両
本
山
開
祖
御
称
号
ノ
事
﹂
で
は
、
両
祖
の
呼
称
を
、

高
祖
仏
性
伝
東
国
師

太
祖
弘
徳
円
明
国
師
（﹃
明
治
十
年
曹
洞
宗
宗
務
局
布
達
全
書
﹄
一
〇
九
丁
裏
～
一
一
〇
丁
表
）

と
統
一
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
布
達
に
よ
っ
て
、﹁
太
祖
﹂
と
い
う
瑩
山
禅
師
の
称
号
が
日
本
全
国
の
曹
洞
宗
寺
院
に
周
知
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
の
で
あ
る（

８
）。

　

か
く
し
て
、﹁
曹
洞
宗
教
会
条
例
﹂
に
規
定
さ
れ
た
﹁
一
仏
両
祖
﹂
と
い
う
布
教
施
策
に
よ
り
、
瑩
山
禅
師
は
に
わ
か
に
曹
洞
宗
の
﹁
太
祖
﹂
と
い
う
地

位
を
与
え
ら
れ
、
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
潮
流
の
中
、
總
持
寺
側
に
あ
っ
て
は
、
太
祖
と
し
て
の
瑩
山
禅
師
像
を
新
た

に
描
き
出
し
、
讃
仰
を
通
し
て
瑩
山
禅
師
を
顕
揚
・
周
知
す
る
こ
と
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
か
か
る
動
向
に
呼
応
す
る
形
で
、
滝

谷
氏
の
﹃
總
持
開
山
太
祖
略
伝
﹄
が
上
梓
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、﹃
總
持
開
山
太
祖
略
伝
﹄
の
後
に
出
版
さ
れ
た
畔
上
楳
仙
氏
（
總
持
寺
独
住
二
世
・

一
八
二
五
～
一
九
〇
一
）
に
よ
る
﹃
總
持
開
山
御
伝
抄
﹄（
大
本
山
總
持
寺
、
一
九
〇
〇
年
）
も
、
瑩
山
禅
師
讃
仰
を
目
的
と
し
た
書
で
あ
っ
た
。﹃
總
持
開
山
御
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伝
抄
﹄
以
降
も
瑩
山
禅
師
伝
が
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
も
瑩
山
禅
師
讃
仰
の
姿
勢
を
踏
襲
し
て
い
る（
９
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
近
代
以
降
に
お
け
る
瑩
山
禅
師
を
め
ぐ
る
言
説
は
、
新
た
に
﹁
太
祖
﹂
と
い
う
宗
門
内
の
地
位
を
得
た
瑩
山
禅
師
を
讃
仰
す
る
と
い
う

と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
の
で
あ
る
。
滝
谷
氏
が
著
し
た
瑩
山
禅
師
伝
は
学
術
的
な
研
究
成
果
で
は
な
い
に
し
て
も
、先
に
引
用
し
た
﹁
東
論
文
﹂
に
お
い
て
、

﹁
諸
伝
の
代
表
的
地
位
を
占
め
る
﹂
と
評
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
滝
谷
氏
の
﹃
總
持
開
山
太
祖
略
伝
﹄
は
広
く
参
照
さ
れ
、
後
に
展
開
す
る
瑩
山
禅
師
研
究

に
対
し
て
与
え
た
影
響
は
き
わ
め
て
大
き
い
も
の
が
あ
り）

（1
（

、
後
続
す
る
諸
研
究
が
か
か
る
瑩
山
禅
師
讃
仰
と
い
う
潮
流
の
影
響
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、

基
礎
研
究
の
方
面
に
関
心
が
持
た
れ
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る）

（（
（

。

　

ま
た
、
道
元
禅
師
を
﹁
高
祖
﹂、
瑩
山
禅
師
を
﹁
太
祖
﹂
と
設
定
し
、
同
列
に
扱
う
﹁
一
仏
両
祖
﹂
の
よ
う
な
枠
組
み
は
、
近
世
以
前
に
お
け
る
両
祖
へ

の
参
究
の
比
重
か
ら
す
れ
ば
、
あ
り
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
近
世
に
は
、
宗
学
研
鑽
の
気
運
が
勃
興
し
た
が
、
研
鑽
の
標
準
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
は

宗
祖
で
あ
る
道
元
禅
師
の
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
で
あ
っ
た
。﹃
正
法
眼
蔵
﹄
を
は
じ
め
と
す
る
道
元
禅
師
の
著
述
は
書
写
・
出
版
が
相
次
ぎ
、
多
く
の
注
釈
書
が

作
成
さ
れ
、活
発
な
議
論
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
た）

（1
（

。
か
か
る
近
世
の
学
僧
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た﹃
正
法
眼
蔵
﹄へ
の
参
究
は
、近
代
以
降
も
西
有
穆
山（
一
八
二
一

～
一
九
一
〇
）﹃
正
法
眼
蔵
啓
迪
﹄
や
岸
沢
惟
安
（
一
八
六
五
～
一
九
五
五
）﹃
正
法
眼
蔵
全
講
﹄
へ
継
承
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
近
代
に
輸
入
さ
れ
た
西
洋
的
学

問
手
法
に
基
づ
く
学
術
研
究
の
場
に
お
い
て
も
、
道
元
禅
師
に
関
す
る
研
究
は
、
近
世
に
お
け
る
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
参
究
の
成
果
を
受
容
す
る
に
せ
よ
、
批

判
す
る
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
の
蘊
蓄
を
学
術
研
究
に
応
用
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る）

（1
（

。

　

一
方
、
瑩
山
禅
師
に
対
す
る
近
世
の
参
究
状
況
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
言
う
と
、
近
世
中
期
に
﹃
瑩
山
清
規
﹄（
延
宝
五
年
︿
一
六
七
七
﹀
初
刊
）・﹃
坐
禅

用
心
記
﹄（
延
宝
九
年
刊
）・﹃
三
根
坐
禅
説
﹄（
同
前
）・﹃
信
心
銘
拈
提
﹄（
享
保
一
七
年
︿
一
七
三
四
﹀
初
刊
）
の
刊
行
は
確
認
さ
れ
る
も
の
の）
（1
（

、
注
釈
書
に
つ

い
て
は
、
指
月
慧
印
（
一
六
八
九
～
一
七
六
四
）
の
﹃
坐
禅
用
心
記
不
能
語
﹄（
宝
暦
一
一
年
︿
一
七
六
一
﹀
開
版
）・﹃
三
根
坐
禅
説
不
能
語
﹄（
同
前
）
や
、
万
回

一
線
（
？
～
一
七
五
六
）
の
﹃
信
心
銘
拈
提
字
略
﹄（
延
享
四
年
︿
一
七
四
七
﹀
撰
）・﹃
信
心
銘
拈
提
字
拠
﹄（
撰
述
年
代
不
明
）
の
四
本
が
開
版
・
撰
述
さ
れ
た

に
と
ど
ま
る
。
仏
洲
仙
英
（
一
七
九
四
～
一
八
六
四
）
に
よ
っ
て
﹃
瑩
山
和
尚
伝
光
録
﹄
が
上
梓
さ
れ
た
の
は
、
近
世
末
期
に
至
っ
た
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
近
世
に
お
け
る
道
元
禅
師
・
瑩
山
禅
師
の
参
究
動
向
に
目
を
向
け
る
と
、
す
で
に
近
世
よ
り
道
元
禅
師
の
参
究
に
傾
倒
し
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
、か
か
る
参
究
の
量
的
蓄
積
の
差
異
が
近
代
以
降
の
学
問
研
究
に
与
え
た
影
響
は
け
っ
し
て
小
さ
く
な
か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
よ
う）

（1
（

。
つ
ま
り
、

瑩
山
禅
師
に
関
す
る
学
問
研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
蓄
積
が
な
い
状
態
か
ら
開
始
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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近
世
を
通
し
て
参
究
対
象
に
な
る
こ
と
が
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
瑩
山
禅
師
は
、
近
代
に
入
る
と
、
に
わ
か
に
﹁
太
祖
﹂
と
い
う
称
号
を
与
え
ら
れ
、

讃
仰
を
通
し
て
人
々
に
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
明
治
九
年
の
﹁
曹
洞
宗
教
会
条
例
﹂
に
お
け
る
﹁
一
仏
両
祖
﹂

の
制
定
は
、
瑩
山
禅
師
研
究
に
お
け
る
一
つ
の
画
期
と
な
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
現
今
の
宗
門
に
お
い
て
常
識
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
﹁
一
仏
両
祖
﹂
と
い
う
概
念
は
、
近
代
に
お
い
て
新
た
に
創
作

さ
れ
た
概
念
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
な
伝
統
を
踏
ま
え
た
概
念
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
東
氏
と
伊
藤
氏
は
、
瑩
山
禅
師
の
思
想
研
究
が
振

る
わ
な
い
理
由
に
つ
い
て
、

太
祖
瑩
山
禅
師
は
寺
統
の
祖
で
あ
っ
て
、
思
想
的
に
は
高
祖
道
元
禅
師
と
同
一
の
地
盤
に
立
つ
も
の
で
あ
る
と
し
て
自
明
の
こ
と
と
し
て
か
た
づ
け

ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
（﹁
東
論
文
﹂
一
一
二
六
～
二
七
頁
）。

今
日
、
日
本
曹
洞
宗
は
道
元
を
高
祖
、
瑩
山
を
太
祖
と
し
、
両
祖
一
体
を
説
く
の
で
あ
る
。
師
資
相
承
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
両
祖
の
間
に
思

想
的
相
違
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
と
す
る
と
、
思
想
的
研
究
は
道
元
研
究
の
み
で
充
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
瑩
山
研
究
が
振
る
わ
な
い

の
も
こ
の
点
が
一
因
と
し
て
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
（﹁
伊
藤
論
文
﹂
二
八
一
～
八
二
頁
）。

と
述
べ
て
い
る
。
両
氏
と
も
﹁
両
祖
は
一
体
で
あ
る
﹂
と
い
う
考
え
が
、
瑩
山
禅
師
の
思
想
研
究
に
お
け
る
不
振
を
招
い
た
と
言
及
す
る
よ
う
に
、
何
ら

の
歴
史
的
裏
付
け
を
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
﹁
一
仏
両
祖
﹂
と
い
う
概
念
が
、
強
固
に
瑩
山
禅
師
研
究
へ
と
影
を
落
と
し
て
い
る
様
子
が
看
取
さ
れ
る
と

思
わ
れ
る
。
学
術
的
立
場
に
立
つ
の
で
あ
れ
ば
、
両
祖
が
一
体
で
あ
る
必
然
性
は
、
ど
こ
に
も
見
出
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
て
み
る
と
、
現
在
の
瑩
山
禅
師
研
究
に
お
け
る
基
礎
研
究
の
欠
如
は
、
近
世
を
通
し
て
瑩
山
禅
師
へ
の
参
究
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に

加
え
て
、
近
代
以
降
の
瑩
山
禅
師
研
究
が
、﹁
太
祖
﹂
と
い
う
新
た
な
地
位
を
与
え
ら
れ
た
、
瑩
山
禅
師
へ
の
讃
仰
と
い
う
潮
流
の
中
で
開
始
さ
れ
た
こ
と

に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
現
在
に
至
る
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、
各
分
野
に
お
け
る
研
究
動
向

　

こ
こ
ま
で
、
瑩
山
禅
師
の
研
究
史
を
概
観
し
、
各
分
野
の
基
礎
研
究
が
未
整
備
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
現
況
を
確
認
し
て
き
た
。
近
世
を
通
し
て
、
そ

れ
ほ
ど
参
究
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
瑩
山
禅
師
は
、近
代
に
入
る
と
、新
た
に
﹁
一
仏
両
祖
﹂
の
一
角
を
担
う
﹁
太
祖
﹂
と
し
て
の
地
位
を
与
え
ら
れ
た
。

こ
こ
か
ら
、﹁
太
祖
﹂
と
し
て
の
瑩
山
禅
師
像
を
描
く
必
要
に
迫
ら
れ
、
滝
谷
氏
を
筆
頭
に
、
瑩
山
禅
師
讃
仰
の
潮
流
が
形
成
さ
れ
る
。
基
礎
研
究
が
等
閑
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視
さ
れ
た
の
も
、
瑩
山
禅
師
の
学
術
的
な
研
究
が
、
か
か
る
潮
流
の
な
か
で
開
始
さ
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
下
に
お
い
て
は
、基
礎
研
究
の
欠
如
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、具
体
的
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。
先
行
研
究
に
範
を
取
り
、﹁
伝
記
研
究
﹂・﹁
著
述
研
究
﹂・

﹁
思
想
研
究
﹂
の
三
分
野
に
分
類
し
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
作
業
と
あ
わ
せ
て
、
各
分
野
の
研
究
動
向
に
つ
い
て
も
言
及
し

て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

　
　

Ａ　

伝
記
研
究

　

瑩
山
禅
師
の
生
涯
全
般
を
網
羅
的
に
研
究
し
た
成
果
と
し
て
は
、東
隆
眞
氏
の
﹃
瑩
山
禅
師
の
研
究
﹄
と
﹃
太
祖
瑩
山
禅
師
﹄（
国
書
刊
行
会
、一
九
九
六
年
）

が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
東
氏
の
著
書
は
、
世
寿
五
八
歳
説
に
基
づ
く
成
果
で
あ
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
。
古
写
本
﹃
洞
谷
記
﹄（
永
享
四
年
︿
一
四
三
二
﹀

書
写
）
や
﹃
禅
林
雅
頌
集
﹄（
文
安
五
年
︿
一
四
四
八
﹀
こ
ろ
成
立
）、﹃
永
光
寺
年
代
記
﹄（
仮
称
、
文
禄
元
年
︿
一
五
九
二
﹀
こ
ろ
成
立
）
な
ど
の
中
世
成
立
資
料

が
続
々
と
紹
介
さ
れ
、
瑩
山
禅
師
の
世
寿
が
六
二
歳
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
と
な
っ
て
い
る）

（1
（

。

　

し
か
し
、
六
二
歳
説
に
基
づ
い
た
瑩
山
禅
師
伝
の
総
合
的
な
再
検
討
は
、
拙
稿
﹁
瑩
山
禅
師
伝
の
研
究
︱
古
写
本
﹃
洞
谷
記
﹄
を
中
心
と
し
て
︱
﹂（
平

成
三
〇
年
度
に
駒
澤
大
学
へ
提
出
し
た
学
位
請
求
論
文
﹃
瑩
山
禅
師
の
研
究
︱
伝
記
と
著
作
の
成
立
史
を
中
心
と
し
て
︱
﹄
所
収
）
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な

い
の
が
現
状
で
あ
る
。
ほ
か
に
も
、
松
田
文
雄
﹁
瑩
山
﹂（
曹
洞
宗
宗
学
研
究
所
編
﹃
道
元
思
想
の
あ
ゆ
み
﹄
一 

鎌
倉
時
代
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）
や
納
冨

常
天
﹁
新
修
總
持
寺
史
﹂（﹃
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
﹄
二
三
、二
〇
一
八
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
瑩
山
禅
師
の
略
伝
的
性
格
の

も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
呈
し
て
い
る
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
伝
記
資
料
自
体
へ
の
文
献
学
的
・
書
誌
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に

起
因
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
瑩
山
禅
師
の
世
寿
が
六
二
歳
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
の
伝
記
資
料
は
五
八
歳
説
に
し
た
が
っ

て
立
伝
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
の
伝
記
資
料
を
基
準
と
し
て
瑩
山
禅
師
伝
を
考
究
す
れ
ば
良
い
の
か
と
い
う
問
題
が
放
置
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、
伝
記
資
料
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
っ
た
主
要
な
成
果
が
、
竹
内
弘
道
﹁
瑩
山
禅
師
伝
と
依
拠
す
る
史
料
の
間
﹂（﹃
宗
学
研
究
﹄

四
四
、二
〇
〇
二
年
）
や
、
河
合
泰
弘
﹁
瑩
山
の
伝
記
史
料
に
つ
い
て
﹂（
愛
知
学
院
大
学
短
期
大
学
部
英
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
閉
科
記
念
﹃ergo

﹄、
愛
知
学

院
大
学
短
期
大
学
部
学
術
研
究
会
、
二
〇
〇
八
年
）
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
成
果
で
は
、
伝
記
資
料
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
が
い

か
に
し
て
成
立
し
た
の
か
と
い
う
点
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
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こ
の
よ
う
な
先
行
研
究
の
問
題
点
を
承
け
、
さ
ら
な
る
進
展
を
目
指
し
た
論
考
が
近
刊
の
拙
稿
﹁﹃
洞
谷
五
祖
行
実
﹄
成
立
年
代
考
︱
瑩
山
禅
師
伝
を
め

ぐ
る
諸
問
題
︱
﹂（﹃
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
﹄
二
〇
、二
〇
一
九
年
）・
同
﹁
瑩
山
禅
師
伝
記
資
料
一
覧
︱
附 

解
題
︱
﹂（﹃
曹
洞
宗
研
究
員
研
究

紀
要
﹄
第
五
〇
号
掲
載
予
定
）
で
あ
る
。
前
者
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
成
立
年
代
に
諸
説
あ
っ
た
﹃
洞
谷
五
祖
行
実
﹄
所
収
の
瑩
山
禅
師
伝
は
、
正
保
三
年

（
一
六
四
六
）
か
ら
宝
永
五
年
（
一
七
〇
八
）
に
撰
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
瑩
山
禅
師
の
伝
記
資
料
は
、
古
写
本
﹃
洞
谷
記
﹄

と
﹃
仏
祖
正
伝
記
﹄（
応
永
六
年
︿
一
三
九
九
﹀
序
）
を
除
い
て
、
す
べ
て
が
近
世
に
創
作
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
後
者
で
は
、
前
者
の
結
論
を

踏
ま
え
、
現
在
確
認
さ
れ
る
二
六
本
の
伝
記
資
料
を
列
挙
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
解
題
を
付
す
と
と
も
に
、
近
世
に
創
作
さ
れ
た
伝
記
を
﹁
總
持
寺
系
伝
記
﹂（
總

持
寺
住
持
と
し
て
叙
述
さ
れ
た
瑩
山
禅
師
伝
）・﹁
永
光
寺
系
伝
記
﹂（
永
光
寺
住
持
と
し
て
叙
述
さ
れ
た
瑩
山
禅
師
伝
）・﹁
近
世
僧
伝
集
成
系
伝
記
﹂（
近
世
僧
伝
集
成
︿
＝

灯
史
﹀
に
収
録
さ
れ
た
瑩
山
禅
師
伝
）
の
三
種
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
略
説
し
、
五
八
歳
と
い
う
誤
っ
た
世
寿
は
近
世
總
持
寺
教
団
に

お
い
て
算
出
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
と
、
五
八
歳
説
算
出
に
至
る
歴
史
的
背
景
に
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
論
考
に
は
残
さ
れ
た
課
題

も
多
く
、
今
後
の
さ
ら
な
る
検
討
が
俟
た
れ
る
。

　

ま
た
、
瑩
山
禅
師
伝
を
研
究
す
る
う
え
で
は
、
美
術
史
の
分
野
に
お
け
る
研
究
の
進
展
が
注
目
さ
れ
る
。
肖
像
画
と
し
て
は
曹
洞
宗
で
唯
一
、
国
の
重

要
文
化
財
指
定
を
受
け
て
い
る
﹁
瑩
山
紹
瑾
像
﹂
は
、
瑩
山
禅
師
の
自
賛
頂
相
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
が
、
本
像
の
賛
文
は
瑩
山
禅
師
の

真
筆
で
は
な
い
こ
と
が
、
納
冨
常
天
﹁
總
持
寺
所
蔵
重
要
文
化
財
瑩
山
紹
瑾
像
に
つ
い
て
﹂（﹃
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
﹄
二
二
、二
〇
一
七
年
）
に
お

い
て
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
、
瑩
山
禅
師
の
頂
相
に
関
す
る
最
新
の
成
果
と
し
て
、
伊
藤
良
久
﹁
瑩
山
禅
師
の
自
賛
頂
相
︱
曹
洞
宗
に
お
け
る
頂
相
と
の
比

較
を
通
し
て
︱
﹂（﹃
仏
教
経
済
研
究
﹄
四
八
、二
〇
一
九
年
）
が
あ
る
。

　

ほ
か
に
も
、
永
光
寺
（
石
川
県
羽
咋
市
）
や
總
持
寺
祖
院
（
石
川
県
輪
島
市
）
に
所
蔵
さ
れ
る
仏
像
・
祖
師
像
に
関
す
る
調
査
報
告
や
研
究
成
果
も
参
考
に

な
る
。
永
光
寺
所
蔵
資
料
に
つ
い
て
は
、石
川
県
羽
咋
市
教
育
委
員
会
編
﹃
平
成
一
二
年
永
光
寺
史
料
調
査
報
告
書
﹄（
石
川
県
羽
咋
市
教
育
委
員
会
文
化
財
室
、

二
〇
〇
〇
年
）
が
あ
る
。
こ
の
調
査
に
よ
り
、
永
光
寺
の
瑩
山
禅
師
を
は
じ
め
と
す
る
祖
師
の
頂
相
彫
刻
や
法
堂
に
安
置
さ
れ
る
宝
冠
釈
迦
如
来
坐
像
な
ど
、

実
に
一
〇
躯
の
彫
刻
群
が
中
世
の
院
派
仏
師
の
作
例
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
永
光
寺
は
中
世
に
お
け
る
禅
宗
彫
刻
の
宝
庫
と
し
て
注
目
さ
れ
る

に
至
っ
た
。
ま
た
、
總
持
寺
祖
院
の
観
音
菩
薩
像
が
院
派
仏
師
と
同
じ
特
徴
を
有
す
る
こ
と
が
、
薄
井
和
男
﹁
能
登
總
持
寺
祖
院
観
音
菩
薩
坐
像
と
永
光

寺
瑩
山
紹
瑾
禅
師
像
﹂（﹃
禅
の
心
と
か
た
ち
︱
總
持
寺
の
至
宝
︱
﹄、
曹
洞
宗
大
本
山
総
持
寺
、
二
〇
一
六
年
）
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
永
光
寺
は
、
瑩
山
禅

師
が
創
建
し
て
よ
り
戦
国
期
に
い
た
る
ま
で
、
曹
洞
宗
の
拠
点
寺
院
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
お
り
、
瑩
山
禅
師
の
み
な
ら
ず
、
中
世
曹
洞
宗
に
関
す
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る
研
究
領
域
に
お
い
て
は
、﹁
北
陸
の
正
倉
院
﹂（
東
隆
眞
﹁
永
光
寺
の
総
合
的
研
究
を
﹂、﹃
平
成
一
二
年
永
光
寺
史
料
調
査
報
告
書
﹄
一
五
九
頁
）
と
も
称
さ
れ
る
永

光
寺
に
伝
来
す
る
数
多
く
の
資
料
群
を
通
し
て
、
今
後
さ
ら
な
る
研
究
を
行
う
余
地
が
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

Ｂ　

著
述
研
究

　

前
述
し
た
通
り
、
瑩
山
禅
師
の
著
作
に
は
、
真
偽
に
関
す
る
問
題
を
抱
え
た
文
献
が
多
く
、
は
た
し
て
そ
の
著
者
を
瑩
山
禅
師
に
帰
す
る
こ
と
が
妥
当

で
あ
る
の
か
と
い
う
基
礎
的
な
問
題
が
非
常
に
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
瑩
山
禅
師
の
真
筆
や
、
瑩
山
禅
師
在
世
当
時
に
遡
及
可
能
な
写
本
な
ど
が
残
さ
れ

て
い
れ
ば
、
著
述
の
親
撰
・
偽
撰
の
問
題
を
議
論
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
瑩
山
禅
師
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
資
料
は
、
小
部
の
文
書
や
﹃
三
木

一
草
文
﹄
し
か
残
さ
れ
て
お
ら
ず）

（1
（

、
ま
ず
は
瑩
山
禅
師
撰
と
さ
れ
る
資
料
に
対
し
て
書
誌
学
的
・
文
献
学
的
研
究
を
行
い
、
そ
の
著
者
が
瑩
山
禅
師
に
帰

せ
ら
れ
る
か
否
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、瑩
山
禅
師
の
親
撰
で
あ
る
こ
と
が
確
実
視
さ
れ
て
い
る
﹃
洞
谷
記
﹄
と
﹃
瑩

山
清
規
﹄
の
研
究
動
向
か
ら
紹
介
し
て
み
よ
う
。

　
﹃
洞
谷
記
﹄
に
つ
い
て
は
、
比
較
的
早
期
か
ら
文
献
学
的
・
書
誌
学
的
研
究
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
現
在
で
は
古
写
本
﹃
洞
谷
記
﹄（
永
享
四
年
︿
一
四
三
二
﹀

書
写
、
大
乗
寺
所
蔵
）
に
見
ら
れ
る
瑩
山
禅
師
在
世
当
時
の
記
事
は
、
瑩
山
禅
師
の
自
叙
と
見
て
問
題
な
い
と
い
う
結
論
が
得
ら
れ
て
い
る
。
近
年
、
東
隆

眞
監
修
・﹃
洞
谷
記
﹄
研
究
会
編
﹃
諸
本
対
校 

瑩
山
禅
師
﹃
洞
谷
記
﹄﹄（
春
秋
社
、
二
〇
一
五
年
）
が
刊
行
さ
れ
、
古
写
本
﹃
洞
谷
記
﹄
お
よ
び
流
布
本
﹃
洞

谷
記
﹄（
享
保
三
年
︿
一
七
一
八
﹀
成
立
、
大
乗
寺
所
蔵
）
を
影
印
に
よ
っ
て
参
照
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
ま
た
、
本
書
に
は
上
掲
二
本
に
く
わ
え
、
永

光
寺
と
駒
澤
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
流
布
本
系
統
の
写
本
二
種
を
加
え
た
計
四
本
が
対
照
さ
れ
る
形
で
翻
刻
さ
れ
て
お
り
、
古
写
本
と
流
布
本
の
相

違
が
一
見
し
て
明
ら
か
と
な
る
。﹃
洞
谷
記
﹄
に
関
す
る
現
在
の
研
究
水
準
に
つ
い
て
は
、
同
書
に
収
録
さ
れ
る
河
合
泰
弘
氏
の
﹁
解
題
﹂
に
よ
っ
て
知
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
し
て
、
先
に
紹
介
し
た
禅
林
寺
本
﹃
瑩
山
清
規
﹄
は
、
中
世
禅
籍
叢
刊
編
集
委
員
会
編
﹃
禅
宗
清
規
集
﹄（﹃
中
世
禅
籍
叢
刊
﹄
第
六
巻
、
臨
川
書
店
、

二
〇
一
四
年
）
に
収
録
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
影
印
と
翻
刻
が
容
易
に
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た）
（1
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
近
年
に
い
た
り
、﹃
洞
谷
記
﹄
と
﹃
瑩
山
清
規
﹄
は
影
印
に
よ
る
参
照
が
可
能
と
な
り
、
研
究
基
盤
に
か
な
り
の
進
展
が
見
ら
れ
た
の
で

あ
る
。

　

続
い
て
、
真
偽
の
問
題
が
長
ら
く
議
論
さ
れ
て
き
た
﹃
伝
光
録
﹄
を
中
心
に
、
著
述
に
つ
い
て
の
研
究
動
向
を
確
認
し
て
い
こ
う）

（1
（

。
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ま
ず
、﹃
伝
光
録
﹄
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
二
度
の
偽
撰
説
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
一
度
目
に
偽
撰
説
を
提
起
し
た
の
は
大
久
保
道
舟
氏
で
、﹃
道

元
禅
師
伝
の
研
究
﹄（
岩
波
書
店
、
一
九
五
三
年
）
に
お
い
て
、﹃
伝
光
録
﹄﹁
道
元
禅
師
章
﹂・﹁
永
平
懐
奘
章
﹂
に
は
、
か
な
り
後
人
の
修
正
や
添
加
が
加
え

ら
れ
て
お
り
、﹃
伝
光
録
﹄
の
講
述
が
開
始
さ
れ
た
正
安
二
年
（
一
三
〇
〇
）
当
時
の
提
唱
そ
の
ま
ま
を
記
録
し
て
い
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
大
久
保
氏
の
説
は
、﹃
伝
光
録
﹄
が
瑩
山
禅
師
の
提
唱
録
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
こ
の
説
が
提
出
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、﹃
伝
光
録
﹄
の
可
信
性
は
大
き
く
低
下
し
た
。
し
か
し
、
昭
和
三
三
年
（
一
九
五
八
）
に
田
島
柏
堂
氏
に
よ
っ
て
現
存
最
古
の
乾
坤
院
本
（
一
五
世

紀
半
ば
以
降
書
写
）
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
状
況
は
一
変
し
た
と
言
え
る
。
乾
坤
院
本
発
見
後
に
は
、
天
文
一
六
年
（
一
五
四
七
）
書
写
の
龍
門
寺
本

を
は
じ
め
と
す
る
﹃
伝
光
録
﹄
の
写
本
が
陸
続
と
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
伝
承
の
確
実
性
と
広
汎
な
伝
播
が
確
認
さ
れ
、﹃
伝
光
録
﹄
は
瑩
山
禅
師

の
提
唱
録
で
あ
る
こ
と
が
確
実
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
大
久
保
氏
も
自
ら
の
偽
撰
説
を
﹁﹁
瑩
山
和
尚
伝
光
録
﹂
解
題
﹂（﹃
曹
洞
宗
全
書
﹄
解
題
・
索
引
、

曹
洞
宗
全
書
刊
行
会
、
一
九
七
八
年
）
に
お
い
て
撤
回
し
て
い
る
。

　

乾
坤
院
本
の
発
見
に
よ
り
、﹃
伝
光
録
﹄
は
瑩
山
禅
師
の
提
唱
録
と
い
う
こ
と
が
確
定
し
た
か
に
思
わ
れ
た
が
、
乾
坤
院
本
発
見
後
、
新
た
に
偽
撰
説
を

提
出
し
た
の
が
佐
橋
法
龍
氏
で
あ
っ
た
。

　

佐
橋
氏
は
﹃
瑩
山
︱
日
本
曹
洞
宗
の
母
胎
瑩
山
紹
瑾
の
人
と
思
想
︱
﹄（
相
川
書
房
、
一
九
七
四
年
、
以
下
、﹃
佐
橋
書
﹄）
に
お
い
て
、﹃
伝
光
録
﹄
へ
の
偽
撰

説
を
展
開
し
た
。
佐
橋
氏
が
﹃
伝
光
録
﹄
を
偽
撰
と
す
る
根
拠
は
、
以
下
の
三
点
に
要
約
さ
れ
る
。

①
﹃
伝
光
録
﹄
提
唱
（
正
安
二
年
︿
一
三
〇
〇
﹀）
か
ら
乾
坤
院
本
書
写
（
一
五
世
紀
半
ば
以
降
）
ま
で
の
伝
承
過
程
が
ま
っ
た
く
の
空
白
で
あ
る
こ
と
。

②
﹃
伝
光
録
﹄
に
見
ら
れ
る
語
が
正
安
二
年
当
時
ら
し
か
ら
ぬ
こ
と
。

③
﹃
伝
光
録
﹄
が
道
元
禅
師
と
懐
奘
の
行
状
に
つ
い
て
、﹃
永
平
寺
三
祖
行
業
記
﹄
や
﹃
御
遺
言
記
録
﹄
を
提
唱
の
素
材
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
（﹃
佐

橋
書
﹄
二
一
一
～
三
九
頁
よ
り
作
成
）。

　

佐
橋
氏
が
述
べ
る
疑
点
①
は
、
お
お
い
に
傾
聴
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
中
世
に
遡
り
得
る
乾
坤
院
本
の
出
現
は
、
そ
れ
ま
で
近
世
写
本

し
か
確
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
﹃
伝
光
録
﹄
の
資
料
的
価
値
を
格
段
に
高
め
た
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
乾
坤
院
本
が
書
写
さ
れ
た
一
五
世

紀
後
半
ま
で
は
、
瑩
山
禅
師
の
示
寂
を
起
点
に
数
え
た
と
し
て
も
、
一
〇
〇
年
以
上
の
時
間
的
な
隔
た
り
が
存
す
る
。
こ
の
間
に
﹃
伝
光
録
﹄
が
瑩
山
禅

師
に
仮
託
し
て
偽
撰
さ
れ
た
と
考
え
る
余
地
は
充
分
に
あ
ろ
う）

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
佐
橋
氏
に
よ
る
偽
撰
説
の
疑
点
①
は
、
非
常
に
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
佐
橋
氏
の
偽
撰
説
に
対
し
て
研
究
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者
た
ち
は
﹁
こ
れ
を
肯
定
も
し
な
け
れ
ば
、
否
定
も
せ
ず
、
放
置
し
た
﹂（
東
隆
眞
﹁﹃
伝
光
録
﹄
の
成
立
（
四
）﹂、﹃
駒
沢
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
﹄
一
七
、一
四
頁
）

と
さ
れ
る
。
実
際
に
、
佐
橋
説
に
真
っ
向
か
ら
異
を
唱
え
た
の
は
、
東
隆
眞
氏
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
東
氏
は
、﹁﹃
伝
光
録
﹄
の
成
立
（
五
）・（
六
）﹂（﹃
駒

沢
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
﹄一
九
・
二
〇
、一
九
八
六
・
一
九
八
七
年
）に
お
い
て
、佐
橋
氏
の
偽
撰
説
に
対
す
る
批
判
を
展
開
し
て
お
り
、﹁﹃
伝
光
録
﹄の
成
立（
五
）﹂

で
は
疑
点
①
へ
の
批
判
を
、﹁
同
（
六
）﹂
で
は
疑
点
②
お
よ
び
③
へ
の
批
判
を
、
そ
れ
ぞ
れ
行
っ
て
い
る
。
佐
橋
氏
の
疑
点
①
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、

乾
坤
院
本
よ
り
も
古
い
﹃
伝
光
録
﹄
の
写
本
あ
る
い
は
断
簡
な
ど
を
提
示
し
な
い
限
り
、
実
証
的
な
批
判
を
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
東
氏
は
そ
の

よ
う
な
文
献
を
提
示
せ
ず
に
反
論
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
佐
橋
説
に
対
す
る
有
効
な
反
論
と
な
っ
た
と
は
言
い
難
い
。
東
氏
に
続
い
て
、
佐
橋
説
へ
の
批

判
を
行
っ
た
の
が
、拙
稿
﹁
龍
門
寺
所
蔵
﹃
正
法
眼
蔵
仏
祖
悟
則
﹄
の
資
料
的
価
値
（
一
）
︱
﹃
伝
光
録
﹄・﹃
仏
祖
正
伝
記
﹄
と
の
関
係
を
中
心
に
︱
﹂（﹃
駒

澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
﹄
四
八
、二
〇
一
七
年
）・
同
﹁
龍
門
寺
所
蔵
﹃
正
法
眼
蔵
仏
祖
悟
則
﹄
の
資
料
的
価
値
（
二
）
︱
道
元
禅
師
・
瑩
山
禅
師
の
悟
則
を
中

心
と
し
て
︱
﹂（﹃
駒
澤
大
学
禅
研
究
所
年
報
﹄
二
九
、二
〇
一
七
年
）
で
あ
る
。
拙
稿
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
詳
細
な
検
討
が
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
﹃
正
法

眼
蔵
仏
祖
悟
則
﹄（
以
下
、﹃
仏
祖
悟
則
﹄）
の
成
立
年
代
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
し
て
、﹃
伝
光
録
﹄
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。﹃
仏
祖
悟
則
﹄
は
、

貞
治
五
年
（
一
三
六
六
）
か
ら
応
永
六
年
（
一
三
九
九
）
の
間
に
成
立
し
た
文
献
で
あ
る
が
、﹃
仏
祖
悟
則
﹄
に
は
、
和
漢
混
交
体
で
叙
述
さ
れ
た
乾
坤
院
本

系
統
の
﹃
伝
光
録
﹄
本
文
が
、
漢
文
へ
と
復
元
し
た
う
え
で
引
用
さ
れ
て
い
る）

1（
（

。
こ
こ
か
ら
は
、﹃
仏
祖
悟
則
﹄
の
成
立
以
前
に
は
、﹃
伝
光
録
﹄
が
成
立

し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、﹃
伝
光
録
﹄
は
乾
坤
院
本
の
書
写
が
行
わ
れ
た
一
五
世
紀
半
ば
を
半
世
紀
以
上
遡
る
一
四
世
紀
後
半
に
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
が

傍
証
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、﹃
仏
祖
悟
則
﹄
の
成
立
年
代
は
、
瑩
山
禅
師
の
在
世
時
ま
で
遡
及
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
偽
撰
さ
れ
た
可
能
性
は
わ
ず

か
に
残
る
も
の
の
、﹃
伝
光
録
﹄
が
瑩
山
禅
師
の
講
述
録
で
あ
っ
た
可
能
性
は
従
来
よ
り
も
は
る
か
に
高
ま
っ
た
と
い
え
、
佐
橋
氏
の
疑
点
①
は
、
お
お
む

ね
解
消
さ
れ
た
と
言
え
る
。

　

な
お
、
佐
橋
氏
は
疑
点
①
を
論
じ
る
際
に
、﹃
正
法
眼
蔵
﹄
や
﹃
瑩
山
清
規
﹄
と
い
っ
た
祖
師
の
著
述
を
書
写
・
整
理
し
、
そ
の
伝
承
保
全
に
つ
と
め
た

太
容
梵
清
（
一
三
七
八
～
一
四
三
九
頃
）
が
、﹃
伝
光
録
﹄
を
書
写
し
て
い
な
い
こ
と
を
も
っ
て
、
梵
清
の
時
代
に
は
﹃
伝
光
録
﹄
が
成
立
し
て
い
な
か
っ
た

と
推
測
す
る
が
、
秋
津
秀
彰
氏
に
よ
っ
て
全
文
が
翻
刻
・
紹
介
さ
れ
た
﹁
梵
清
請
益
録
﹂）

11
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に
は
、﹃
伝
光
録
﹄
を
典
拠
と
す
る
箇
所
が
確
認
さ
れ
る
ほ
か
、﹃
伝

光
録
﹄
に
お
い
て
提
唱
の
締
め
括
り
と
し
て
頻
繁
に
示
さ
れ
る
、﹁
更
に
卑
頌
有
り
、
大
衆
聞
か
ん
と
欲
す
や
﹂
と
い
う
定
型
句
が
﹁
梵
清
請
益
録
﹂
に
も

見
出
さ
れ
、梵
清
は
﹃
伝
光
録
﹄
に
範
を
取
っ
て
請
益
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、拙
稿
﹁﹃
伝
光
録
﹄
古
写
本
再
考
﹂（﹃
曹

洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
﹄
一
九
、二
〇
一
八
年
）
が
論
じ
て
い
る
。



一
五
八

瑩
山
禅
師
研
究
の
現
況
と
課
題
（
横
山
）

　
﹃
伝
光
録
﹄
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
継
続
的
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
﹃
瑩
山
禅
師
﹃
伝
光
録
﹄
︱
諸
本
の
翻
刻
と
比
較
（
一
）
～
（
五
）
︱
﹄（
鶴
見
大

学
仏
教
文
化
研
究
所
、
二
〇
一
五
～
一
九
年
）
に
お
い
て
、
乾
坤
院
本
・
龍
門
寺
本
・
永
光
寺
本
（
正
徳
三
年
︿
一
七
一
三
﹀
書
写
）
の
翻
刻
と
、
諸
嶽
山
版
（
明

治
一
八
年
︿
一
八
八
五
﹀
刊
）
と
の
比
較
対
照
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
諸
本
対
照
に
用
い
て
い
る
諸
嶽
山
版
は
、﹃
伝
光
録
﹄
最
初
の
版
本
で
あ
る
仙

英
開
版
本
か
ら
、
さ
ら
に
用
字
の
改
変
等
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
諸
写
本
と
の
対
照
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
、
仙
英
開
版
本
を
用
い
る
の
が
適
切
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る）

11
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。

　

そ
し
て
、﹃
伝
光
録
﹄
諸
写
本
の
テ
ク
ス
ト
を
検
討
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
文
系
統
を
整
理
し
た
業
績
に
は
、
田
島
毓
堂
﹁
伝
光
録
諸
本
本
文
の
研
究
（
一
）﹂

（﹃
印
度
学
仏
教
学
研
究
﹄
三
四
︱
二
、一
九
八
六
年
）・
同
﹁
伝
光
録
諸
本
本
文
の
研
究
（
二
）
︱
西
明
寺
本
の
意
義
と
位
置
づ
け
︱
﹂（﹃
宗
学
研
究
﹄
二
八
、

一
九
八
六
年
）・
同
﹁
伝
光
録
諸
本
本
文
の
研
究
（
三
）
︱
乾
坤
院
本
と
長
円
寺
の
関
係
︱
﹂（﹃
印
度
学
仏
教
学
研
究
﹄
三
六
︱
一
、一
九
八
七
年
）・
拙
稿
﹁
松
山

寺
本
﹃
伝
光
録
﹄
の
書
誌
と
本
文
﹂（﹃
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
﹄
第
二
五
号
掲
載
予
定
）
が
あ
る
。
拙
稿
に
よ
る
﹃
伝
光
録
﹄
諸
本
の
分
類
を
示
す
と
、

次
の
よ
う
に
な
る）

11
（

。

・
古
本
系
統

　
　
　
〈
古
本
系
Ａ
群
〉
⋮
⋮
乾
坤
院
本
・
長
円
寺
本

　
　
　
〈
古
本
系
Ｂ
群
〉
⋮
⋮
松
山
寺
本
・
永
平
寺
本
・
河
村
孝
道
氏
所
蔵
本
・
大
昌
寺
本

　
　
　
〈
古
本
系
Ｃ
群
〉
⋮
⋮
龍
門
寺
本
・
永
光
寺
本
・
永
沢
寺
本

　
　
　
〈
古
本
系
Ｄ
群
〉
⋮
⋮
西
明
寺
本
・
天
林
寺
本

・
中
間
本
系
統
（
古
本
系
統
と
流
布
本
系
統
の
中
間
に
位
置
す
る
本
文
を
持
つ
写
本
群
）

　
　
　

瑞
泉
寺
本
・
永
昌
院
本
・
東
隆
眞
氏
所
蔵
本
・
總
持
寺
本
・
導
故
寺
本
・
松
源
寺
本
・
浄
空
院
本

・
流
布
本
系
統
（
仏
洲
仙
英
の
開
版
本
と
同
系
統
の
本
文
を
持
つ
写
本
群
）

　
　
　

可
睡
斎
本
・
法
正
寺
本
・
仙
英
開
版
本

・
別
本
系
統
（
い
ず
れ
の
系
統
に
も
分
類
さ
れ
な
い
写
本
）

　
　
　

山
端
昭
道
氏
所
蔵
本

　

先
に
紹
介
し
た
田
島
氏
の
論
考
に
お
い
て
は
、﹁
古
本
系
Ａ
群
・
Ｃ
群
・
Ｄ
群
﹂
の
テ
ク
ス
ト
の
特
徴
や
、
各
写
本
の
位
置
づ
け
が
考
察
さ
れ
る
と
と
も
に
、



一
五
九

瑩
山
禅
師
研
究
の
現
況
と
課
題
（
横
山
）

そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
に
存
す
る
錯
簡
に
つ
い
て
も
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

田
島
氏
の
論
考
以
外
に
も
、テ
ク
ス
ト
に
関
す
る
成
果
が
存
し
て
お
り
、﹁
流
布
本
系
統
﹂
に
つ
い
て
は
、山
端
昭
道
﹁﹃
伝
光
録
﹄
仙
英
本
に
つ
い
て
﹂（﹃
印

度
学
仏
教
学
研
究
﹄
一
九
︱
二
、一
九
七
一
年
）・
同
﹁﹃
伝
光
録
﹄
仙
英
本
と
可
睡
斎
蔵
本
に
つ
い
て
﹂（﹃
宗
学
研
究
﹄
一
三
、一
九
七
一
年
）
が
論
じ
て
お
り
、
前

出
の
拙
稿
﹁
松
山
寺
本
﹃
伝
光
録
﹄
の
書
誌
と
本
文
﹂
に
お
い
て
は
、
松
山
寺
本
の
﹁
道
元
禅
師
章
﹂
に
見
出
さ
れ
る
錯
簡
を
手
が
か
り
と
し
て
、﹁
古
本

系
Ａ
群
﹂
と
﹁
古
本
系
Ｂ
群
﹂
の
本
文
成
立
過
程
に
つ
い
て
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、﹃
伝
光
録
﹄
の
訳
註
研
究
と
し
て
は
、
近
年
の
成
果
と
し
て
鈴
木
哲
雄
﹃
乾
坤
院
本
﹃
伝
光
録
﹄（
東
土
篇
）
研
究
﹄（
山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇
一
五
年
）

が
挙
げ
ら
れ
る
。
本
書
は
乾
坤
院
本
﹃
伝
光
録
﹄
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
る
中
国
・
日
本
の
祖
師
の
章
に
関
す
る
詳
細
な
訳
註
研
究
で
あ
る
。
し
か
し
、
池

田
魯
參
氏
が
﹁﹃
伝
光
録
﹄
菩
提
達
磨
章
再
考
﹂（﹃
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
﹄
二
〇
、二
〇
一
九
年
）
に
お
い
て
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
乾

坤
院
本
で
は
漢
文
と
な
っ
て
い
る
部
分
が
訓
読
文
に
改
め
ら
れ
る
な
ど
、
必
ず
し
も
原
典
通
り
の
文
章
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
参
照
に
は
注
意
を
要
す
る
。

　

ほ
か
に
も
、﹃
伝
光
録
﹄
と
﹃
洞
谷
記
﹄
の
叙
述
内
容
を
比
較
検
討
し
、
両
書
の
あ
い
だ
に
見
出
さ
れ
る
有
機
的
な
連
関
を
考
察
し
た
も
の
に
、
拙
稿
﹁
樹

神
の
観
想
︱
﹃
伝
光
録
﹄
と
﹃
洞
谷
記
﹄
の
あ
い
だ
︱
﹂（﹃
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
﹄
第
二
一
回
掲
載
予
定
）
が
存
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、﹃
伝
光
録
﹄
の
書
誌
学
的
研
究
や
本
文
研
究
は
着
実
に
進
展
を
見
せ
て
は
い
る
も
の
の
、
い
ま
だ
に
定
本
と
呼
ぶ
べ
き
水
準
の
テ
ク
ス
ト

が
出
版
さ
れ
て
お
ら
ず
、
現
在
ま
で
に
確
認
さ
れ
て
い
る
各
写
本
に
つ
い
て
も
、
一
部
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
考
察
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
り
、

研
究
の
余
地
が
多
分
に
残
さ
れ
て
お
り
、
今
後
の
さ
ら
な
る
進
展
が
俟
た
れ
る
。

　

続
い
て
、
ほ
か
の
著
述
に
関
す
る
研
究
動
向
に
つ
い
て
も
概
観
し
て
お
こ
う
。

　
﹃
坐
禅
用
心
記
﹄
と
﹃
三
根
坐
禅
説
﹄
に
つ
い
て
は
、
瑩
山
禅
師
の
撰
述
書
と
見
ら
れ
る
場
合
が
多
い
が
、
こ
れ
ら
二
編
の
著
作
に
は
、
写
本
が
一
本
も

伝
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
の
刊
本
（﹃
瑩
山
清
規
﹄
の
附
録
）
が
確
認
さ
れ
る
ば
か
り
で
、
伝
承
過
程
に
不
明
瞭
な
点
が
き
わ
め
て
多
い
。

双
方
を
親
撰
と
す
る
の
が
東
隆
眞
氏
で
あ
り
、﹃
瑩
山
禅
師
の
研
究
﹄
や
﹃﹃
坐
禅
用
心
記
﹄
に
参
ず
る
﹄（
大
法
輪
閣
、
二
〇
〇
七
年
、
二
九
二
～
九
三
頁
）
等

に
所
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
池
田
魯
參
﹁﹃
坐
禅
用
心
記
﹄
撰
述
の
意
義
﹂（﹃
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
﹄
一
二
、二
〇
一
一
年
）
も
、﹃
坐
禅

用
心
記
﹄
を
親
撰
と
見
る
。
い
っ
ぽ
う
、﹃
坐
禅
用
心
記
﹄
を
偽
撰
と
す
る
も
の
と
し
て
、山
内
舜
雄
﹁﹃
坐
禅
用
心
記
﹄
に
お
け
る
天
台
止
観
の
影
響
﹂（﹃
瑩

山
禅
師
研
究
﹄、
瑩
山
禅
師
奉
讃
刊
行
会
、
一
九
七
四
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
竹
内
弘
道
﹁﹃
坐
禅
用
心
記
﹄
の
考
察
﹂（﹃
宗
学
研
究
﹄
三
五
、一
九
九
三
年
）・

同
﹁﹃
坐
禅
用
心
記
﹄
の
考
察
（
二
）
︱
禅
戒
思
想
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂（﹃
宗
学
研
究
﹄
三
六
、一
九
九
四
年
）
も
﹃
坐
禅
用
心
記
﹄
の
親
撰
・
偽
撰
の
問
題
に
ア



一
六
〇

瑩
山
禅
師
研
究
の
現
況
と
課
題
（
横
山
）

プ
ロ
ー
チ
し
た
論
考
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
﹃
三
根
坐
禅
説
﹄
に
つ
い
て
、
条
件
付
き
で
親
撰
と
す
る
の
が
、
竹
内
弘
道
﹁﹃
三
根
坐
禅
説
﹄
の
考
察
﹂（﹃
宗
学
研
究
﹄
五
一
、二
〇
〇
九
年
）
で
あ
り
、
偽

撰
と
す
る
も
の
に
、
角
田
春
雄
﹁
明
峰
禅
師
の
研
究
︱
瑩
山
の
三
根
坐
禅
説
と
明
峰
仮
名
法
語
の
比
較
︱
﹂（﹃
印
度
学
仏
教
学
研
究
﹄
八
︱
二
、一
九
六
〇
年
）

が
あ
る
。

　
﹃
信
心
銘
拈
提
﹄
も
、
天
産
霊
苗
（
一
六
七
六
～
一
七
四
三
）
と
万
回
一
線
（
？
～
一
七
五
六
）
開
版
の
版
本
し
か
現
存
し
て
お
ら
ず
、﹃
坐
禅
用
心
記
﹄・﹃
三

根
坐
禅
説
﹄
と
と
も
に
、
伝
承
過
程
の
空
白
期
間
が
非
常
に
大
き
い
。﹃
信
心
銘
拈
提
﹄
を
親
撰
と
す
る
も
の
に
、
竹
内
弘
道
﹁﹃
信
心
銘
拈
提
﹄
の
思
想

に
つ
い
て
︱
瑩
山
禅
師
親
撰
の
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂（﹃
宗
学
研
究
﹄
四
三
、二
〇
〇
一
年
）
が
存
す
る
。

　

近
世
刊
本
し
か
現
存
し
て
い
な
い
右
の
著
述
と
対
照
的
な
の
が
、﹃
報
恩
録
﹄
と
﹃
秘
密
正
法
眼
蔵
﹄
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
瑩
山
禅
師
の
親
撰
箇
所
も

存
す
る
が
、
後
代
の
増
広
が
多
数
混
入
し
て
お
り
、
内
容
の
す
べ
て
を
瑩
山
禅
師
個
人
の
述
作
に
帰
す
る
の
は
困
難
と
さ
れ
る
が
、
じ
つ
に
中
世
写
本
を

含
め
て
十
指
に
余
る
ほ
ど
の
写
本
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
﹃
報
恩
録
﹄
に
つ
い
て
は
、近
年
、曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
に
お
い
て
﹁
瑩
山
撰
・
峨
山
編
と
伝
え
る
﹃
報
恩
録
﹄
考
究
﹂
と
題
し
た
リ
レ
ー

発
表
が
行
わ
れ
、
発
表
内
容
が
﹃
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
﹄
一
八
（
二
〇
一
七
年
）
に
収
録
さ
れ
た
。
ほ
か
に
も
、
竹
内
弘
道
﹁﹃
報
恩

録
﹄
の
考
察
（
一
）・（
二
）﹂（﹃
宗
学
研
究
﹄
三
八
・
三
九
、一
九
九
六
・
一
九
九
七
年
）
や
大
久
保
道
舟
﹁
報
恩
録
﹂（﹃
曹
洞
宗
全
書
﹄
解
題
・
索
引
）
が
あ
る
。﹃
報

恩
録
﹄
は
、
写
本
に
よ
っ
て
大
き
く
テ
ク
ス
ト
が
異
な
る
が
、
駒
澤
大
学
図
書
館
蔵
本
（
文
明
六
年
︿
一
四
七
四
﹀
書
写
、
永
昌
院
旧
蔵
）
は
、
駒
澤
大
学
文
学

部
国
文
学
研
究
室
編
﹃
報
恩
録
﹄（﹃
禅
門
抄
物
叢
刊
﹄
一
七
、
汲
古
書
院
、
一
九
七
六
年
）
に
、
大
輪
寺
本
（
天
正
一
六
年
︿
一
五
八
八
﹀）
は
、
金
田
弘
﹃
大
輪
寺

蔵
報
恩
録
﹄（﹃
洞
門
抄
物
と
国
語
研
究
﹄
資
料
篇
四
、
桜
楓
社
、
一
九
七
六
年
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
影
印
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
﹃
秘
密
正
法
眼
蔵
﹄
に
つ
い
て
は
、
椎
名
宏
雄
﹁﹃
秘
密
正
法
眼
蔵
﹄
の
諸
本
﹂（﹃
瑩
山
禅
﹄
第
一
一
巻
、
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
九
一
年
）
が
参
考
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、﹃
報
恩
録
﹄
と
﹃
秘
密
正
法
眼
蔵
﹄
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
研
究
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
な
る
研
究
の
進
展
が
俟
た
れ
る
。

　

ま
た
、
寿
雲
良
椿
（
？
～
一
五
一
六
）
が
永
正
一
二
年
（
一
五
一
五
）
に
書
写
し
た
﹃
正
法
眼
蔵
雑
文
﹄
に
は
、
瑩
山
禅
師
が
妙
浄
禅
人
に
与
え
た
﹁
洞
谷

開
山
和
尚
之
法
語
﹂（﹁
示
妙
浄
禅
人
﹂
と
も
）
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。﹃
正
法
眼
蔵
雑
文
﹄
に
は
、
瑩
山
禅
師
が
元
応
元
年
（
一
三
一
九
）
に
撰
述
し
た
﹁
洞
谷

山
尽
未
来
際
置
文
﹂（﹃
瑩
山
禅
師
御
遺
墨
集
﹄
所
収
）
の
草
稿
に
当
た
る
﹁
洞
谷
尽
未
来
可
為
本
寺
之
置
文
﹂（
文
保
二
年
︿
一
三
一
八
﹀）
が
収
録
さ
れ
る
な
ど
、

正
法
寺
に
伝
来
し
て
い
た
古
文
書
が
そ
の
ま
ま
書
写
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、﹁
洞
谷
開
山
和
尚
之
法
語
﹂
も
瑩
山
禅
師
が
作
成
し
た
法
語
で
あ
っ
た
可
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能
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、
瑩
山
禅
師
の
著
述
に
関
す
る
研
究
動
向
を
概
観
し
た
が
、﹃
洞
谷
記
﹄・﹃
瑩
山
清
規
﹄・﹃
伝
光
録
﹄
は
基
盤
整
備
に
進
展
が
見
ら
れ
る
い
っ
ぽ
う
、

﹃
坐
禅
用
心
記
﹄・﹃
三
根
坐
禅
説
﹄・﹃
信
心
銘
拈
提
﹄・﹃
報
恩
録
﹄・﹃
秘
密
正
法
眼
蔵
﹄
と
い
っ
た
著
述
群
に
は
、
書
誌
学
的
・
文
献
学
的
研
究
を
行
い
、

真
偽
の
問
題
へ
ア
プ
ロ
ー
チ
を
お
こ
な
う
余
地
が
多
分
に
残
さ
れ
て
い
る）
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。
真
偽
の
判
定
に
は
、親
撰
性
が
大
幅
に
高
ま
っ
た
﹃
伝
光
録
﹄
や
、古
写
本
﹃
洞

谷
記
﹄
に
収
録
さ
れ
る
﹁
能
州
洞
谷
山
永
光
寺
瑩
山
和
尚
語
録
﹂（
古
写
本
﹃
洞
谷
記
﹄
所
収
）
等
が
重
要
な
判
断
基
準
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

Ｃ　

思
想
研
究

　

思
想
研
究
の
進
展
を
期
す
る
た
め
に
は
、
前
述
し
た
著
述
へ
の
基
礎
的
研
究
を
行
い
、
い
ず
れ
が
瑩
山
禅
師
の
著
作
で
あ
っ
た
か
を
確
定
す
る
必
要
が

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
近
年
提
出
さ
れ
た
注
目
す
べ
き
研
究
成
果
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
池
田
魯
參
氏
の
一
連
の
論
考
で
は
、﹃
伝
光
録
﹄
や
﹃
坐

禅
用
心
記
﹄
と
い
っ
た
瑩
山
禅
師
の
著
述
群
を
﹁
道
元
禅
師
の
著
述
を
包
括
的
に
参
照
し
、
瑩
山
禅
師
独
自
の
解
釈
を
随
所
に
示
し
て
い
る
﹂（﹁﹃
伝
光
録
﹄

の
読
み
方
︱
釈
迦
牟
尼
仏
章
か
ら
︱
﹂、﹃
宗
学
研
究
﹄
五
〇
、二
〇
〇
八
年
、
七
八
頁
）
と
位
置
づ
け
、﹃
伝
光
録
﹄
等
に
見
出
さ
れ
る
種
々
の
思
想
に
つ
い
て
、
道

元
禅
師
の
思
想
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
瑩
山
禅
師
独
自
の
新
た
な
解
釈
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る）
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。
池
田
氏
の
研
究
に
よ
っ

て
、
は
じ
め
て
道
元
禅
師
か
ら
瑩
山
禅
師
に
い
た
る
思
想
史
的
展
開
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
積
極
的
な
意
義
が
見
出
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
道
元
禅
師
の
思
想
に
偏
っ
て
表
詮
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
、
曹
洞
宗
の
﹁
宗
旨
﹂
と
い
う
言
説
に
疑
義
を
呈
し
、
瑩
山
禅
師
の
禅
思
想
は
、
道
元

禅
師
の
そ
れ
か
ら
乖
離
し
た
も
の
で
は
な
く
、
瑩
山
禅
師
は
道
元
禅
師
の
教
義
を
継
承
し
、
そ
の
不
備
を
補
お
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た

竹
内
弘
道
氏
の﹁
道
元
禅
師
と
瑩
山
禅
師
の
坐
禅
思
想
︱
新
た
な
る
両
祖
一
体
論
の
創
出
を
め
ざ
し
て
︱
﹂（
田
中
良
昭
博
士
古
稀
記
念
論
集﹃
禅
学
研
究
の
諸
相
﹄、

大
東
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）
や
、
瑩
山
禅
師
の
思
想
は
同
時
代
の
臨
済
禅
者
と
は
明
ら
か
に
異
な
り
、
独
自
性
を
有
す
る
こ
と
を
論
じ
た
、
同
﹁
瑩
山
紹
瑾

禅
師
の
禅
思
想
に
つ
い
て
︱
臨
済
諸
師
と
の
比
較
を
通
し
て
︱
﹂（﹃
印
度
学
仏
教
学
研
究
﹄
四
七
︱
一
、一
九
九
八
年
）・
同
﹁
瑩
山
紹
瑾
禅
師
の
禅
思
想
に
つ
い

て
（
二
）・（
三
）
︱
臨
済
諸
師
と
の
比
較
を
通
し
て
︱
﹂（﹃
宗
学
研
究
﹄
四
一
・
四
二
、一
九
九
九
年
・
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
も
注
目
さ
れ
る
。

　

池
田
・
竹
内
両
氏
の
視
点
は
、
思
想
研
究
の
停
滞
を
招
い
た
原
因
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
一
仏
両
祖
に
基
づ
く
﹁
両
祖
は
一
体
で
あ
る
﹂
と
い
う
、
先
入

観
に
も
似
た
共
通
認
識
へ
の
再
検
討
を
行
っ
た
成
果
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

ほ
か
に
も
、
小
早
川
浩
大
﹁﹃
伝
光
録
﹄
に
み
え
る
洞
山
良
价
伝
に
関
す
る
一
考
察
﹂（﹃
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
﹄
一
八
、二
〇
一
七
年
）・
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同
﹁﹃
伝
光
録
﹄
と
雲
居
道
膺
章
﹂（﹃
宗
学
研
究
紀
要
﹄
二
八
・
二
九
、二
〇
一
六
年
）・
同
﹁﹃
伝
光
録
﹄
投
子
和
尚
章
の
一
考
察
﹂（﹃
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

学
術
大
会
紀
要
﹄
一
三
、二
〇
一
二
年
）
な
ど
で
は
、﹃
伝
光
録
﹄
と
中
国
禅
宗
文
献
と
の
比
較
考
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
瑩
山
禅
師
の
思
想
に
関
連
し
て
、
一
四
世
紀
後
半
か
ら
一
五
世
紀
に
か
け
て
の
曹
洞
宗
太
源
派
で
は
、﹃
伝
光
録
﹄
の
思
想
を
基
軸
に
教
学
を
形

成
し
て
い
た
こ
と
が
、拙
稿
﹁
中
世
曹
洞
宗
に
お
け
る
思
想
的
展
開
︱
﹃
伝
光
録
﹄
か
ら
﹃
正
法
眼
蔵
仏
祖
悟
則
﹄
へ
︱
﹂（﹃
印
度
学
仏
教
学
研
究
﹄
六
七
︱
一
、

二
〇
一
八
年
）
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

五
、
今
後
の
展
望

　

右
の
検
討
に
お
い
て
、
瑩
山
禅
師
を
め
ぐ
る
研
究
の
場
に
お
い
て
は
、
伝
記
や
著
作
に
対
す
る
基
礎
的
研
究
が
不
足
し
て
い
る
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
今
後
は
上
述
し
た
よ
う
な
基
礎
的
研
究
を
進
め
る
と
と
も
に
、
瑩
山
禅
師
の
撰
述
と
見
て
問
題
な
い
﹃
伝
光
録
﹄
な
ど
を
通
し
て
、
思

想
研
究
が
進
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
瑩
山
禅
師
が
い
か
な
る
思
想
を
有
し
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
は
、
中
世
曹
洞
宗
思
想
史
を
考
え

る
う
え
で
も
、
き
わ
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
と
考
え
ら
れ
る
。﹃
正
法
眼
蔵
﹄
な
ど
に
見
ら
れ
る
道
元
禅
師
の
思
想
と
、
南
北
朝
期
以
降
の
曹
洞
宗
教

団
が
精
力
的
に
行
っ
た
公
案
禅
の
そ
れ
と
で
は
、
思
想
的
に
大
き
く
乖
離
し
て
い
る
こ
と
が
安
藤
嘉
則
氏
や
龍
谷
孝
道
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が）
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、

瑩
山
禅
師
は
﹁
道
元
禅
師
か
ら
公
案
禅
へ
﹂
と
い
う
、
中
世
曹
洞
宗
が
歩
ん
だ
思
想
的
変
遷
の
転
換
点
に
位
置
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
注

目
す
る
と
、
中
世
曹
洞
宗
に
お
い
て
は
、
瑩
山
禅
師
以
前
と
以
後
と
を
基
準
点
と
し
た
、

① 

道
元
禅
師
か
ら
瑩
山
禅
師
へ

② 

瑩
山
禅
師
か
ら
公
案
禅
へ

と
い
う
思
想
史
的
動
向
が
存
し
た
と
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
視
点
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
瑩
山
禅
師
の
思
想
は
、
そ
れ
単
体
と
し
て
把
握
す
る
の
で
は
な
く
、

瑩
山
禅
師
を
基
準
と
し
て
、
道
元
禅
師
や
公
案
禅
な
ど
の
思
想
と
比
較
し
、
思
想
史
的
に
素
描
を
行
う
こ
と
で
、
瑩
山
禅
師
の
思
想
が
有
す
る
歴
史
的
意

義
は
、
よ
り
鮮
明
に
な
っ
て
く
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

【
注
】

（
1
）
鏡
島
元
隆
氏
も
、
道
元
禅
師
の
研
究
史
を
整
理
す
る
た
め
に
同
様
の
分
類
を
行
っ
て
い
る
（﹁
道
元
禅
師
研
究
の
回
顧
と
展
望
﹂、﹃
文
学
﹄
二
九
︱
六
、一
九
六
一
年
）。
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三
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と
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（
横
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東
氏
と
伊
藤
氏
は
鏡
島
氏
の
分
類
に
範
を
取
っ
た
も
の
と
も
推
測
さ
れ
る
。

（
2
）
田
島
柏
堂
﹁
新
資
料
﹃
禅
林
雅
頌
集
﹄
の
研
究
﹂（﹃
愛
知
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
﹄
一
、一
九
七
一
年
）、松
田
文
雄
﹁
瑩
山
禅
師
世
寿
五
十
八
歳
説
に
対
す
る
私
見
﹂（﹃
宗

学
研
究
﹄
一
六
、一
九
七
四
年
）
等
。

（
3
）
東
氏
も
、
瑩
山
禅
師
の
思
想
研
究
が
振
る
わ
な
い
要
因
の
一
つ
と
し
て
、﹁
お
よ
そ
瑩
山
禅
師
の
撰
述
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
も
の
は
、
ま
だ
、
そ
の
真
撰
性
が
確
認
さ
れ

て
い
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
﹂（﹁
東
論
文
﹂
一
一
二
六
～
二
七
頁
）
を
挙
げ
て
お
り
、
著
述
の
真
偽
問
題
が
思
想
研
究
に
影
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。

（
4
）﹃
伝
光
録
﹄
に
偽
撰
説
が
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
。
た
と
え
ば
、
瑩
山
禅
師
の
著
述
と
さ
れ
る
﹃
信
心
銘
拈
提
﹄
に
つ

い
て
は
、
竹
内
弘
道
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
瑩
山
禅
師
の
撰
述
書
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
か
に
見
え
る
が
（﹁﹃
信
心
銘
拈
提
﹄
の
思
想
に
つ
い
て
︱
瑩
山
禅
師
親
撰

の
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂、﹃
宗
学
研
究
﹄
四
三
、二
〇
〇
一
年
）、
竹
内
氏
が
論
証
の
材
料
に
用
い
た
文
献
は
﹃
伝
光
録
﹄
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
竹
内
氏
が
論
文
を
発
表

し
た
当
時
は
、﹃
伝
光
録
﹄
を
瑩
山
禅
師
の
著
述
に
帰
し
て
問
題
が
な
い
か
結
論
が
出
て
い
な
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
5
）
禅
林
寺
本
﹃
瑩
山
清
規
﹄
に
つ
い
て
は
、
竹
内
弘
道
﹁
新
出
の
禅
林
寺
本
﹁
瑩
山
清
規
﹂
に
つ
い
て
﹂（﹃
宗
学
研
究
﹄
三
二
、一
九
九
〇
年
）・
同
﹁
禅
林
寺
本
﹃
瑩
山

清
規
﹄
の
考
察
︱
発
見
の
意
義
と
そ
の
後
の
研
究
動
向
に
つ
い
て
︱
﹂（﹃
宗
学
研
究
﹄
四
六
、二
〇
〇
四
年
）・
尾
崎
正
善
﹁﹃
瑩
山
清
規
﹄
解
題
﹂（
中
世
禅
籍
叢
刊
編
集
委

員
会
編
﹃
禅
宗
清
規
集
﹄︿﹃
中
世
禅
籍
叢
刊
﹄
第
六
巻
﹀、
臨
川
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
等
に
詳
し
い
。
な
お
、
禅
林
寺
本
発
見
の
経
緯
は
、
佐
藤
秀
孝
﹃
越
前
禅
林
寺
開

山
普
済
善
救
禅
師
の
生
涯
︱
通
幻
派
拠
点
の
維
持
に
努
め
た
禅
匠
︱
﹄（
私
家
版
、
一
九
八
九
年
）
に
収
録
さ
れ
る
山
口
正
章
氏
に
よ
る
﹁
あ
と
が
き
﹂
に
詳
し
く
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

（
6
）
川
口
高
風
﹁
明
治
期
曹
洞
宗
に
お
け
る
出
版
書
の
研
究
﹂（﹃
禅
研
究
所
年
報
﹄
一
六
、一
九
八
八
年
）
四
一
頁
。
な
お
、
川
口
氏
の
論
文
に
は
、
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）

か
ら
同
四
五
年
（
大
正
元
年
）
に
至
る
曹
洞
宗
関
係
出
版
書
の
一
覧
が
付
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）
以
上
の
経
緯
は
、
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
編
﹃
曹
洞
宗
近
代
教
団
史
﹄（
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
四
年
）
五
一
～
五
三
・
七
四
～
九
一
頁
参
照
。

（
8
）
道
元
禅
師
と
瑩
山
禅
師
の
称
号
と
し
て
定
め
ら
れ
た
﹁
高
祖
﹂
や
﹁
太
祖
﹂
と
い
う
呼
称
を
め
ぐ
っ
て
は
、
種
々
の
反
対
運
動
が
展
開
さ
れ
た
（
川
口
高
風
﹃
明
治
前

期
曹
洞
宗
の
研
究
﹄、
法
蔵
館
、
二
〇
〇
二
年
、
三
五
七
～
六
〇
頁
）。

（
9
）
た
と
え
ば
、
昭
和
期
に
入
っ
て
か
ら
出
版
さ
れ
た
瑩
山
禅
師
伝
も
、
ほ
と
ん
ど
が
瑩
山
禅
師
を
讃
仰
し
顕
揚
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（﹁
東
論
文
﹂
一
一
一
六
～
一
七
頁
）。

（
10
）
滝
谷
氏
の
﹃
總
持
開
山
太
祖
略
伝
﹄
は
、
東
氏
の
﹃
瑩
山
禅
師
の
研
究
﹄
に
至
っ
て
は
じ
め
て
学
術
的
立
場
か
ら
批
判
的
検
討
が
行
わ
れ
た
。
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（
11
）
こ
の
時
期
に
学
術
的
な
視
点
か
ら
瑩
山
禅
師
を
扱
っ
た
成
果
と
し
て
、
栗
山
泰
音
﹃
嶽
山
史
論
﹄（
鴻
盟
社
、
一
九
一
一
年
）・
同
﹃
總
持
寺
史
﹄（
大
本
山
總
持
寺
、

一
九
三
八
年
）・
孤
峰
智
璨
﹃
常
済
大
師
の
御
伝
記
﹄（
鴻
盟
社
、
一
九
二
五
年
）・
同
編
﹃
常
済
大
師
全
集
﹄（
代
々
木
書
院
、
一
九
三
七
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
栗

山
氏
や
孤
峰
氏
か
ら
は
少
し
遅
れ
る
が
、
歴
史
学
の
立
場
か
ら
瑩
山
禅
師
を
扱
っ
た
村
田
正
志
﹁
瑩
山
紹
瑾
の
仏
慈
禅
師
号
問
題
﹂（﹃
仏
教
史
学
研
究
﹄
二
︱
四
、

一
九
四
四
年
）
は
、
戦
前
に
お
い
て
は
、
唯
一
と
も
言
え
る
宗
学
者
以
外
の
研
究
成
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
例
外
的
な
存
在
で
あ
り
、
戦
後
に
い
た
る
ま
で
は
注

目
さ
れ
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
な
い
。

（
12
）
た
と
え
ば
、﹃
正
法
眼
蔵
﹄
に
は
天
桂
伝
尊
（
一
六
四
八
～
一
七
三
五
）﹃
正
法
眼
蔵
弁
註
並
調
絃
﹄、
斧
山
玄
鈯
（
？
～
一
七
八
九
）・
面
山
瑞
方
（
一
六
八
三
～

一
七
六
九
）﹃
正
法
眼
蔵
聞
解
﹄、
万
仞
道
坦
（
一
六
九
八
～
一
七
七
五
）﹃
正
法
眼
蔵
傍
訓
﹄、
瞎
道
本
光
（
一
七
一
〇
～
七
三
）﹃
正
法
眼
蔵
却
退
一
字
参
﹄（﹃
正
法
眼
蔵

参
註
﹄
と
も
）、
父
幼
老
卵
（
一
七
二
四
～
一
八
〇
五
）﹃
正
法
眼
蔵
那
一
宝
﹄、
雑
華
蔵
海
（
一
七
三
〇
～
八
八
）﹃
正
法
眼
蔵
私
記
﹄
等
の
註
釈
書
が
作
成
さ
れ
た
。

（
13
）
以
上
の
宗
学
者
た
ち
に
よ
る
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
参
究
の
歴
史
的
展
開
は
、
角
田
泰
隆
﹁
一 

宗
学
研
究
論
に
つ
い
て
﹂（﹃
道
元
禅
師
の
思
想
的
研
究
﹄、
春
秋
社
、
二
〇
一
五

年
、
五
～
二
一
頁
）
や
鏡
島
元
隆
﹁
総
説
﹂（
曹
洞
宗
宗
学
研
究
所
編
﹃
道
元
思
想
の
あ
ゆ
み
﹄
三 

江
戸
時
代
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）
に
詳
し
い
。

（
14
）﹃
信
心
銘
拈
提
﹄
は
、
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
と
寛
延
三
年
（
一
七
五
〇
）
に
も
版
行
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
近
世
曹
洞
宗
の
学
問
所
で
あ
っ
た
吉
祥
寺
旃
檀
林

が
開
版
し
た
と
さ
れ
る
（
中
野
何
必
﹁
吉
祥
寺
旃
檀
林
の
出
版
物
に
つ
い
て
﹂、﹃
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
﹄
二
〇
、二
〇
一
九
年
）。
こ
こ
か
ら
は
、
近

世
の
学
寮
に
お
い
て
﹃
信
心
銘
拈
提
﹄
が
参
究
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
、
近
世
に
お
け
る
瑩
山
禅
師
へ
の
参
究
を
示
す
消
息
と
し
て
注
目

さ
れ
よ
う
。

（
15
）
竹
内
道
雄
氏
は
、
宗
学
の
高
ま
り
と
と
も
に
展
開
し
た
宗
統
復
古
運
動
に
よ
っ
て
道
元
禅
師
の
思
想
に
傾
倒
し
、
瑩
山
禅
師
の
行
動
と
思
想
を
閑
却
し
た
と
こ
ろ
に
宗

統
復
古
運
動
の
限
界
が
露
呈
す
る
と
述
べ
る
（﹁
宗
統
復
古
期
よ
り
見
た
る
瑩
山
紹
瑾
禅
師
の
地
位
﹂、﹃
瑩
山
禅
師
研
究
﹄、
瑩
山
禅
師
奉
讃
刊
行
会
、
一
九
七
四
年
、

一
〇
四
頁
）。

（
16
）
瑩
山
禅
師
の
世
寿
が
五
八
歳
で
は
な
く
、
六
二
歳
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
山
端
昭
道
﹁
瑩
山
禅
師
御
年
齢
考
試
論
﹂（﹃
瑩
山
禅
師
研
究
﹄、
瑩
山
禅
師
奉
讃
刊
行
会
、

一
九
七
四
年
）・
松
田
文
雄
﹁
瑩
山
禅
師
伝
考
︱
世
寿
に
つ
い
て
︱
﹂（﹃
文
化
﹄
一
、一
九
七
四
年
）
を
参
照
。

（
17
）﹃
三
木
一
草
文
﹄
は
、
本
文
が
明
峰
素
哲
に
よ
っ
て
筆
録
さ
れ
、
識
語
部
分
が
瑩
山
禅
師
の
真
筆
と
な
っ
て
い
る
。
河
村
道
器
﹃
常
済
大
師
御
撰
述
三
木
一
草
文
﹄（
私

家
版
、
一
九
六
五
年
）
に
全
体
の
影
印
・
翻
刻
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
瑩
山
禅
師
奉
讃
刊
行
会
﹃
瑩
山
禅
師
御
遺
墨
集
﹄（
大
本
山
總
持
寺
、
一
九
七
四
年
）
に
、
瑩
山
禅

師
の
識
語
部
分
が
影
印
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
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（
18
）
瑩
山
禅
師
関
係
の
資
料
で
い
う
と
、﹃
中
世
禅
籍
叢
刊
﹄
シ
リ
ー
ズ
の
﹃
達
磨
宗
﹄（﹃
中
世
禅
籍
叢
刊
﹄
第
三
巻
、
臨
川
書
店
、
二
〇
一
五
年
）
に
、﹁
広
福
寺
伝
衣
付

嘱
状
﹂（﹁
法
衣
相
伝
書
﹂
と
も
、
広
福
寺
所
蔵
）
の
影
印
・
翻
刻
が
収
録
さ
れ
た
。

（
19
）
後
醍
醐
天
皇
か
ら
の
勅
問
に
対
す
る
瑩
山
禅
師
の
奏
対
録
と
さ
れ
る
﹃
十
種
勅
問
﹄（
永
光
寺
系
統
の
写
本
で
は
﹃
十
種
疑
滞
﹄
と
も
）
に
つ
い
て
は
、
史
実
と
認
め
ら

れ
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
考
察
の
対
象
と
は
し
な
い
。﹃
十
種
勅
問
﹄
で
は
、
元
亨
年
中
（
一
三
二
一
～
二
四
）
に
、
後
醍
醐
天
皇
が
孤
峰
覚
明
（
一
二
七
一
～
一
三
六
一
）

を
使
僧
と
し
て
瑩
山
禅
師
へ
勅
問
を
届
け
た
と
さ
れ
る
が
、
覚
明
が
後
醍
醐
天
皇
と
関
わ
り
を
持
つ
の
は
、
後
醍
醐
天
皇
が
隠
岐
島
よ
り
脱
出
し
た
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）

の
こ
と
で
あ
る
た
め
、
元
亨
年
間
に
覚
明
を
使
僧
と
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
一
点
の
み
に
よ
っ
て
も
、﹃
十
種
勅
問
﹄
の
内
容
が
史
実
を
反
映
し
た
も
の
で
は

な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

（
20
）
疑
点
②
に
つ
い
て
、
佐
橋
氏
は
乾
坤
院
本
﹃
伝
光
録
﹄
に
見
ら
れ
る
正
安
二
年
ら
し
か
ら
ぬ
表
現
と
し
て
、
一
三
箇
所
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
佐
橋
氏
が
問
題
視

す
る
表
現
の
す
べ
て
は
、
瑩
山
禅
師
の
真
筆
資
料
や
、
瑩
山
禅
師
と
同
時
代
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
文
献
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
表
現
で
あ
る
。
ま
た
、
疑
点
③
で
は
、

﹃
伝
光
録
﹄
が
﹃
三
祖
行
業
記
﹄
と
﹃
御
遺
言
記
録
﹄
を
参
照
す
る
形
で
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
問
題
と
す
る
。
佐
橋
氏
は
﹃
三
祖
行
業
記
﹄
の
懐
奘
伝
と
義
介
伝
の
成
立

を
﹁
一
四
世
紀
末
﹂（﹃
佐
橋
書
﹄
一
一
四
頁
）、﹃
御
遺
言
記
録
﹄
の
成
立
を
、﹁
義
鑑
付
法
状
﹂
の
作
成
さ
れ
た
﹁
嘉
元
四
年
（
一
三
〇
六
）
も
し
く
は
嘉
元
年
間
（
一
三
〇
三

～
一
三
〇
六
）﹂（﹃
佐
橋
書
﹄
一
一
二
頁
）
と
す
る
た
め
で
、
佐
橋
説
に
基
づ
く
と
﹃
三
祖
行
業
記
﹄
を
参
照
し
た
﹃
伝
光
録
﹄
の
成
立
も
、
自
ず
と
一
四
世
紀
後
半
以
降

ま
で
降
る
こ
と
と
な
り
、﹃
伝
光
録
﹄
は
瑩
山
禅
師
の
提
唱
録
で
は
あ
り
得
な
く
な
る
。
し
か
し
、﹃
三
祖
行
業
記
﹄
の
懐
奘
伝
と
義
介
伝
に
は
そ
の
著
者
を
瑩
山
禅
師
と
す

る
学
説
が
存
し
（
伊
藤
秀
憲
﹁﹁
三
大
尊
行
状
記
﹂
の
成
立
に
つ
い
て
﹂、﹃
印
度
学
仏
教
学
研
究
﹄
三
四
︱
一
、一
九
八
五
年
）、
な
お
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
が
、

﹃
三
祖
行
業
記
﹄
中
の
懐
奘
伝
と
義
介
伝
を
瑩
山
禅
師
自
身
が
著
し
た
の
で
あ
れ
ば
、﹃
三
祖
行
業
記
﹄
の
著
者
と
﹃
伝
光
録
﹄
の
提
唱
者
は
、
双
方
と
も
瑩
山
禅
師
と
い
う

こ
と
に
な
り
、﹃
三
祖
行
業
記
﹄
が
﹃
伝
光
録
﹄
の
引
用
文
献
と
し
て
用
い
ら
れ
て
も
何
ら
問
題
は
な
い
。
ま
た
、﹃
御
遺
言
記
録
﹄
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
も
、
佐
橋
氏
が

述
べ
る
よ
う
に
、
嘉
元
四
年
以
降
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
寒
巌
義
尹
（
一
二
一
七
～
一
三
〇
〇
）
所
持
本
を
写
し
た
と
い
う
祇
陀
大
智
（
一
二
九
〇
～
一
三
六
七
）
書
写
本

（
広
福
寺
所
蔵
）
の
奥
書
（﹃
道
元
禅
師
全
集
﹄
七
巻
、
春
秋
社
、
一
九
九
〇
年
、
二
〇
六
頁
）
と
矛
盾
が
生
じ
る
た
め
、﹃
御
遺
言
記
録
﹄
の
成
立
を
嘉
元
年
間
以
降
と
見

る
の
は
、
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
佐
橋
氏
の
疑
点
②
と
③
に
つ
い
て
は
、
反
証
を
提
示
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め
、﹃
伝
光
録
﹄
を
偽
書
と
結

論
づ
け
る
た
め
の
積
極
的
論
拠
た
り
得
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
ろ
う
。

（
21
）﹃
仏
祖
悟
則
﹄
本
文
は
、
拙
稿
﹁
翻
刻 

龍
門
寺
所
蔵
﹃
正
法
眼
蔵
仏
祖
悟
則
﹄﹂（﹃
駒
澤
大
学
大
学
院
仏
教
学
研
究
会
年
報
﹄
五
一
、二
〇
一
八
年
）
に
全
文
が
翻
刻
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
拙
稿
﹁﹃
正
法
眼
蔵
仏
祖
悟
則
﹄・
古
写
本
﹃
伝
光
録
﹄（
乾
坤
院
本
・
龍
門
寺
本
）
対
照
表
﹂（﹃
曹
洞
宗
研
究
員
研
究
紀
要
﹄
四
九
、二
〇
一
九
年
）
で
は
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﹃
仏
祖
悟
則
﹄
と
古
写
本
﹃
伝
光
録
﹄
の
本
文
を
比
較
対
照
し
、﹃
仏
祖
悟
則
﹄
に
お
い
て
、﹃
伝
光
録
﹄
が
い
か
に
漢
文
へ
と
復
元
さ
れ
て
い
る
か
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）﹁
梵
清
請
益
録
﹂
に
つ
い
て
は
、
秋
津
秀
彰
﹁
太
容
梵
清
関
係
史
料
︱
總
持
寺
門
徒
連
署
契
状
・
当
山
一
派
記
・
梵
清
請
益
録
・
玉
宝
山
龍
穏
寺
略
記
︱
﹂（﹃
宗
学
研
究

紀
要
﹄
三
一
、二
〇
一
八
年
）
参
照
。

（
23
）
諸
嶽
山
版
が
用
字
の
改
変
を
行
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、池
田
魯
參
﹁
伝
光
録
︱
さ
ら
な
る
宗
旨
の
展
開
︱
﹂（﹃
曹
洞
宗
報
﹄
平
成
二
二
年
一
月
号
）・
同
﹁﹃
伝
光
録
﹄

の
読
み
方
︱
釈
迦
牟
尼
仏
章
か
ら
︱
﹂（﹃
宗
学
研
究
﹄
五
〇
、二
〇
〇
八
年
）
参
照
。

（
24
）
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
に
お
け
る
写
本
は
、
書
写
年
代
順
に
示
し
た
。
な
お
、
以
下
の
分
類
に
は
、
稿
者
が
未
検
討
の
写
本
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る

三
一
本
の
写
本
に
つ
い
て
は
、
東
隆
眞
﹃
大
昌
寺
本
伝
光
録
﹄（
権
現
山
大
昌
寺
、
一
九
九
一
年
）
に
詳
し
い
。

（
25
）
か
つ
て
、
鏡
島
寛
之
氏
は
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
に
関
す
る
基
礎
研
究
の
脆
弱
性
を
次
の
よ
う
に
評
し
た
。

眼
蔵
の
本
文
の
成
立
、
編
輯
、
流
布
な
ど
の
問
題
を
初
め
書
誌
学
的
な
研
究
の
確
立
は
、
少
く
と
も
、
眼
蔵
研
究
へ
の
土
台
で
あ
り
、
最
も
基
礎
的
な
出
発
点
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
問
題
の
上
に
当
然
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
眼
蔵
の
書
誌
学
的
・
文
献
学
的
研
究
は
、
眼
蔵
の
内
容
的
解
釈
の
華
や
か

さ
に
く
ら
べ
て
、
余
り
に
も
貧
困
の
状
態
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
眼
蔵
の
研
究
が
、
い
く
ら
も
行
わ
れ
な
が
ら
、
そ
の
研
究
の
一
番
と
っ
つ
き
に
あ
る
べ
き
眼
蔵
の

正
確
な
テ
キ
ス
ト
研
究
、
書
誌
学
研
究
は
⋮
⋮
ず
い
ぶ
ん
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
か
（
鏡
島
寛
之
﹁
道
元
禅
師
研
究
の
動
向
・
回
顧
﹂、
道
元
禅
師
讃
仰

会
編
﹃
道
元
禅
師
研
究
﹄、
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
四
一
年
、
三
六
〇
～
六
一
頁
）。

 

右
に
引
い
た
鏡
島
氏
の
論
は
戦
前
に
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、﹁
眼
蔵
﹂
を
真
偽
に
問
題
の
残
さ
れ
て
い
る
瑩
山
禅
師
の
著
述
に
置
き
換
え
て
読
ん
で
み
れ
ば
、書
誌
学
的
・

文
献
学
的
研
究
の
蓄
積
が
少
な
い
瑩
山
禅
師
研
究
の
現
状
を
見
事
に
言
い
当
て
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
26
）
池
田
氏
の
思
想
研
究
に
関
す
る
成
果
と
し
て
は
、池
田
魯
參
﹁﹃
伝
光
録
﹄
菩
提
達
磨
章
再
考
﹂（﹃
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
﹄
二
〇
、二
〇
一
九
年
）・

同
﹁
両
祖
の
﹁
出
家
﹂
義
再
考
﹂（﹃
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
﹄
一
五
、二
〇
一
四
年
）・
同
﹁﹃
伝
光
録
﹄
が
切
り
開
く
﹃
正
法
眼
蔵
﹄﹁
三
時
業
﹂
巻
の

論
説
﹂（﹃
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
﹄
一
四
、二
〇
一
三
年
）・
同
﹁
伝
光
録
説
示
法
の
一
特
性
︱
龍
樹
章
・
達
磨
章
・
薬
山
章
に
見
る
︱
﹂（﹃
曹
洞
宗
総

合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
﹄
一
三
、二
〇
一
二
年
）・
同
﹁﹃
坐
禅
用
心
記
﹄
撰
述
の
意
義
﹂（﹃
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
﹄
一
二
、二
〇
一
一
年
）・

同
﹁
瑩
山
禅
の
摩
訶
迦
葉
尊
者
多
子
塔
前
付
嘱
説
の
意
義
﹂（﹃
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
﹄
一
一
、二
〇
一
〇
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
平
成

二
二
年
一
月
か
ら
平
成
二
七
年
六
月
ま
で
﹃
曹
洞
宗
報
﹄
に
連
載
さ
れ
た
﹁
伝
光
録
︱
さ
ら
な
る
宗
旨
の
展
開
︱
﹂（
全
六
六
回
）
も
参
考
に
な
る
。

（
27
）
安
藤
嘉
則
﹃
中
世
禅
宗
に
お
け
る
公
案
禅
の
研
究
﹄（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
二
年
）・
同
﹃
中
世
禅
宗
文
献
の
研
究
﹄（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
〇
年
）、
龍
谷
孝
道
﹁
竹
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居
正
猷
﹃
幻
奇
集
﹄
に
み
る
室
町
期
曹
洞
宗
の
公
案
禅
受
容
﹂（﹃
印
度
学
仏
教
学
研
究
﹄
六
六
︱
一
、二
〇
一
七
年
）・
同
﹁
天
英
祥
貞
講
述
﹃
無
門
関
抄
﹄
の
研
究
︱
室
町

期
曹
洞
禅
僧
に
よ
る
看
話
禅
受
容
の
実
態
︱
﹂（﹃
駒
沢
女
子
大
学
研
究
紀
要
﹄
二
三
、二
〇
一
六
年
）・
同
﹁
中
世
曹
洞
宗
に
お
け
る
﹃
宏
智
録
﹄
の
受
容
︱
通
幻
派
の
語
録
・

抄
物
を
中
心
と
し
て
︱
﹂（﹃
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
﹄
四
三
、二
〇
一
二
年
）
参
照
。


