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令
和
四
年
十
月

一
、
は
じ
め
に

雪
浪
洪
恩
（
一
五
四
五
―
一
六
〇
八
）
と
は
万
暦
年
間
の
金
陵
（
南

京
）
を
中
心
と
し
て
活
動
し
、
尽
掃
訓
詁
の
説
法
等
を
通
じ
て
士
大
夫

た
ち
か
ら
熱
狂
的
な
支
持
を
受
け
て
明
末
期
の
仏
教
の
中
興
に
貢
献
し

た
僧
で
あ
る
。
彼
は
、
当
時
、
万
暦
三
高
僧
（
憨
山
徳
清
、
紫
柏
真
可
、

雲
棲
袾
宏
）
と
並
び
立
つ
よ
う
な
評
価
を
受
け
、
さ
ら
に
中
国
仏
教
を

代
表
し
て
宣
教
師
の
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
（
一
五
五
二
―
一
六
一
〇
）

と
論
争
を
行
う
な
ど
、
当
期
の
仏
教
を
担
っ
た
中
心
的
人
物
の
一
人
と

い
え
る
。

し
か
し
、
そ
の
影
響
に
比
し
て
雪
浪
は
こ
れ
ま
で
少
な
く
と
も
国
内

で
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
彼
に
対
す
る

毀
誉
褒
貶
の
評
価
、
特
に
、
例
え
ば
吉
川
幸
次
郎
氏
が
説
く
よ
う
な
軽

佻
と
い
う
否
定
的
な
評
価（

（
（

が
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、

筆
者
は
「
雪
浪
洪
恩
の
行
状
と
そ
の
評
価
に
つ
い
て（

（
（

」
に
お
い
て
特

に
彼
の
戒
行
の
実
際
と
そ
れ
へ
の
他
者
か
ら
の
評
価
を
中
心
と
し
て
、

次
の
よ
う
な
考
察
を
行
っ
た
。
ま
ず
、
雪
浪
の
功
績
と
称
え
ら
れ
る
事

柄
に
つ
い
て
先
行
文
献
等
に
よ
っ
て
整
理
し
た
の
ち
、
特
に
そ
の
軽
佻

と
さ
れ
る
戒
行
の
問
題
に
つ
い
て
、
沈
徳
符
『
万
暦
野
獲
編
』「
雪
浪

被
逐
」
の
記
事
や
憨
山
徳
清
か
ら
の
視
点
、
お
よ
び
鄒
迪
光
撰
「
華
山

雪
浪
大
師
塔
銘
」
な
ど
の
記
述
を
も
と
に
考
察
し
た
。
こ
の
考
察
か
ら

見
え
て
き
た
の
は
、
雪
浪
に
は
観
劇
や
妓
楼
通
い
、
妓
女
の
よ
う
な
服

装
の
妙
齢
の
女
性
を
侍
者
の
よ
う
に
従
え
て
い
た
と
い
っ
た
戒
行
に
係

る
否
定
的
な
疑
惑
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
の
戒
行
問
題
の
う
ち
の
一
部
は

事
実
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
行
い
を
含

め
て
雪
浪
を
支
持
す
る
士
大
夫
か
ら
は
受
け
入
れ
ら
れ
、
信
仰
さ
れ
て

い
た
。

雪
浪
に
対
す
る
評
価
は
肯
定
否
定
の
両
面
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
自
体

は
、
物
事
を
複
数
の
異
な
る
視
点
か
ら
見
る
場
合
に
異
な
っ
た
造
形
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
社
会
的
背
景
と

い
う
バ
イ
ア
ス
に
よ
っ
て
、
あ
る
人
の
人
物
評
価
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ

雪
浪
洪
恩
の
著
述
の
成
立
論
的
考
察

―
―
『
谷
響
録
』
と
『
雪
浪
集
』
を
中
心
と
し
て

�

大
　
　
澤
　
　
邦
　
　
由
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た
も
の
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
当
然
の
こ
と
と
も
い

え
る
。
た
だ
し
、
雪
浪
の
場
合
に
は
特
に
明
末
に
特
徴
的
な
軽
佻
と
い

う
気
風
に
沿
う
よ
う
な
言
動
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
他
者
か
ら
の

主
に
否
定
面
の
評
価
を
加
味
し
て
眺
め
た
場
合
、
雪
浪
は
士
大
夫
へ
仏

教
を
広
め
る
た
め
彼
ら
に
迎
合
し
、
彼
ら
の
狂
禅
の
先
導
者
あ
る
い
は

伴
走
者
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
推
測
ま
で
し
て
し
ま
う
。実
際
、

雪
浪
が
交
流
し
た
士
大
夫
や
文
化
人
は
例
え
ば
王
穉
登
や
屠
隆
、
董
其

昌
、
陳
継
儒
、
馮
開
之
、
沈
顥
、
管
志
道
と
い
っ
た
名
の
あ
る
人
が
い

て
、人
に
よ
っ
て
そ
の
「
狂
禅
」
の
度
合
い
の
強
弱
は
あ
る
と
は
い
え
、

仏
教
に
近
づ
き
名
教
に
反
し
た
と
し
て
一
面
に
お
い
て
そ
の
多
く
は
批

判
さ
れ
た
人
々
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
翻
っ
て
雪
浪
の
視
点
か
ら
考
え
た
場
合
、
つ
ま
り
、

彼
自
身
の
言
葉
に
よ
っ
て
彼
の
思
想
を
見
よ
う
と
し
た
場
合
に
は
別
の

情
景
が
見
え
て
く
る
。
雪
浪
に
は
『
谷
響
録
』、『
雪
浪
集
』、『
雪
浪
続

集
』
と
い
う
詩
文
を
中
心
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
三
種
の
刊
本
が
現
存
し

て
い
る
。
そ
こ
に
収
め
ら
れ
る
詩
や
文
章
等
か
ら
は
伝
聞
で
は
な
い
雪

浪
の
主
張
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
を
読
ん
で
現
時
点
で
筆
者

が
気
が
付
い
た
点
を
挙
げ
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
説
法
の
内
容
に
つ

い
て
記
録
さ
れ
る
う
ち
の
一
つ
で
は
経
典
だ
け
で
は
な
く
、
禅
宗
祖
師

の
言
葉
を
使
っ
た
説
法
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
、
修
証
論
に
つ
い
て
は

頓
悟
主
義
に
は
否
定
的
で
あ
っ
て
漸
修
的
な
穏
健
的
立
場
を
持
っ
て
い

る
こ
と
、
経
典
の
熟
読
お
よ
び
坐
禅
、
作
務
な
ど
の
漸
修
的
行
為
を
重

視
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
詩
僧
と
し
て
の
一
面
を
持
ち
つ
つ
弟
子

を
多
く
育
て
た
こ
と
で
、
仏
教
教
団
内
の
詩
文
重
視
の
風
紀
に
少
な
か

ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
彼
も
、
一
方
で
は
僧
徒
が
修
行
を

怠
っ
て
翰
墨
を
重
視
し
す
ぎ
た
傾
向
に
対
し
て
は
否
定
的
な
意
見
を
表

明
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
、
等
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
が
、
彼

の
著
述
の
内
容
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
雪
浪
は
一
面
に
お
い

て
過
度
な
狂
禅
の
風
潮
に
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ

り
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
単
な
る
軽
佻
の
一
言
で
雪
浪

を
評
価
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。

し
か
し
、
先
行
研
究
で
は
上
述
の
三
種
の
著
述
の
成
立
に
つ
い
て
の

書
誌
学
的
検
討
は
『
谷
響
録
』
を
除
い
て
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
お
ら

ず
、『
谷
響
録
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
後
述
の
よ
う
に
検
討
が
な
さ
れ

て
い
る
も
の
の
、
そ
の
内
容
は
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
雪
浪
の
生
涯
及
び
そ
の
思
想
的
変
遷
を
探
る
上
で
の
障
害

と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
谷
響
録
』
や
『
雪
浪
集
』
及
び
『
雪
浪

続
集
』
が
、
そ
れ
ぞ
れ
い
つ
ど
の
よ
う
に
編
纂
さ
れ
、
そ
こ
に
含
ま
れ

る
内
容
は
ど
の
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
の
か
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
雪
浪
の
思
想
が
変
化
し
て
い
っ
た
可
能
性

を
論
ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
ろ
う
。

特
に
筆
者
が
注
目
す
る
の
は
、
雪
浪
の
気
質
や
生
活
態
度
が
中
年
期

以
降
に
変
化
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、『
憨
山
老
人
夢
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遊
集
』
や
銭
謙
益
「
跋
雪
浪
師
書
黄
庭
後（

3
（

」
等
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

憨
山
徳
清
（
一
五
四
六
―
一
六
二
三
）「
雪
浪
法
師
恩
公
中
興
法
道
伝
」

は
次
の
よ
う
に
雪
浪
の
消
息
を
伝
え
る
。

雪
浪
は
裕
福
な
家
に
生
ま
れ
た
た
め
、
人
は
み
な
そ
の
習
性
が

軟
弱
で
あ
る
と
見
做
し
て
い
た
が
、
中
年
に
至
る
と
そ
の
品
行
は

苦
行
を
重
ん
じ
た
。
江
東
大
巾
に
茶
菴
を
建
立
し
た
際
に
は
、
雪

浪
み
ず
か
ら
水
を
か
つ
ぎ
毎
日
〔
茶
を
〕
供
し
て
や
ま
ず
、
門
人

は
つ
き
従
っ
て
い
た
た
め
、
説
法
も
や
め
な
か
っ
た
。
す
る
と
、

そ
の
軟
弱
さ
も
日
増
し
に
た
く
ま
し
く
な
っ
て
い
っ
た
。
日
頃
よ

り
十
方
に
粥
飯
の
縁
を
結
び
た
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
晩
年
に
は

呉
の
望
亭
に
て
接
待
院
を
開
き
、
往
来
す
る
人
を
受
け
入
れ
、
み

ず
か
ら
柴
刈
り
や
水
く
み
を
行
い
、
器
具
を
執
っ
て
、
学
人
を
率

い
て
作
務
を
行
っ
た
。
昼
に
は
飯
を
供
し
、版
に
は
沐
浴
を
与
え
、

夜
に
は
説
法
を
し
た
。〔
法
施
と
財
施
の
〕
二
つ
の
利
他
行
を
同

時
に
行
っ
た
の
だ
。
三
呉
（
広
く
江
南
の
呉
の
地
域
を
指
す
）
の

人
々
は
み
な
帰
依
し
て
い
き
、
一
闡
提
も
護
法
へ
と
転
じ
て
い
っ

た
。（公

生
於
富
室
、
人
皆
視
為
性
習
軟
暖
、
及
中
年
操
履
、
篤
於

苦
行
。
於
江
東
大
巾
立
捨
茶
菴
、
公
自
担
水
、
日
供
不
倦
、
門
人

相
従
、
説
法
不
輟
。
即
弱
骨
者
、
日
益
強
矣
。
居
常
思
結
十
方
粥

飯
縁
、
暮
年
就
呉
之
望
亭
、
開
接
待
院
、
接
納
往
来
、
躬
操
薪
水

執
作
具
、
領
学
人
作
務
。
日
則
斎
飯
、
晚
則
澡
浴
、
夜
則
説
法
、

二
利
並
施
。
三
呉
之
士
、
翕
然
信
向
、
即
闡
提
亦
転
為
護
法（

（
（

。）

こ
こ
で
憨
山
は
雪
浪
が
幼
少
期
に
裕
福
な
家
に
生
ま
れ
た
こ
と
に
由

来
す
る
軟
弱
な
様
子
か
ら
、「
中
年
」
以
降
に
は
「
苦
行
」
を
重
ん
じ

る
よ
う
に
変
わ
り
、
自
ら
率
先
し
て
作
務
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。「
中
年
」
と
は
一
般
に
は
三
十
代
か
ら
四
十
代
前
後

を
指
す
と
思
わ
れ
る
が
、そ
れ
は
い
つ
、ど
の
よ
う
な
き
っ
か
け
が
あ
っ

て
思
想
的
転
換
を
果
た
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
雪
浪
が
南
京
の
居
所
を

追
わ
れ
た
こ
と
は
こ
の
事
に
関
係
あ
る
の
か
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
塔
銘

や
憨
山
の
上
文
な
ど
か
ら
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
本
論
で
は
雪
浪
の
著
作
に
つ
い
て
成
立

論
的
観
点
か
ら
検
討
を
行
う
。

二
、
雪
浪
の
著
述
の
検
討

前
述
の
よ
う
に
、
雪
浪
の
生
涯
な
ど
の
研
究
は
、
廖
肇
亨
氏
を
は
じ

め
と
し
て
主
に
海
外
に
お
い
て
行
わ
れ
て
き
た
が
、
彼
の
著
作
の
書
誌

学
的
考
察
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
の
生
涯
や
思
想
の
変
遷

を
解
明
す
る
た
め
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
雪
浪
の
現
存
す

る
著
作
に
つ
い
て
そ
の
成
立
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
彼
の
生
涯
や
思
想

の
解
明
の
た
め
に
必
要
な
手
続
き
と
い
え
る
。

雪
浪
は
積
極
的
に
著
作
を
残
す
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
主
に
彼
の
詩
文
を
集
め
た
著
述
と
し
て
『
谷
響
録
』、『
雪
浪
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集
』、『
雪
浪
続
集
』
の
三
種
が
今
に
伝
わ
る
。
本
論
で
は
雪
浪
の
思
想

や
生
涯
を
研
究
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
の
検
討
と
し
て
、
特
に
こ
の
三

種
の
著
述
に
つ
い
て
成
立
論
的
観
点
か
ら
検
討
す
る
。

こ
れ
ら
を
検
討
す
る
に
先
立
ち
、
そ
れ
以
外
の
雪
浪
の
編
著
に
つ
い

て
こ
こ
で
若
干
の
検
討
を
行
う
。
雪
浪
の
著
作
に
は
経
疏
と
し
て
、『
楞

厳
経
』
及
び
『
般
若
心
経
』
に
対
す
る
も
の
が
存
す
る
。

『
楞
厳
経
』
に
対
す
る
注
釈
で
あ
る
「
雪
浪
楞
厳
解
」
は
完
本
と
し

て
は
現
存
が
確
認
さ
れ
ず
、
刊
行
も
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る

が
、そ
の
一
部
が
銭
謙
益
『
楞
厳
経
疏
解
蒙
鈔
』
に
抄
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
雪
浪
の
経
疏
と
し
て
残
る
数
少
な
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

銭
謙
益
（
一
五
八
二
―
一
六
六
四
）
が
本
書
を
抄
録
す
る
に
至
っ

た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
彼
が
『
楞
厳
経
』
の
注
釈
書
に
対
し
て
解
題
を

行
っ
た
「
古
今
疏
解
品
目
」
に
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

雪
浪
三
懐
法
師
洪
恩
経
解
科
判
一
巻
（
中
略
）
人
が
〔
著
書
を
〕

頼
ん
で
も
、
師
は
微
笑
む
だ
け
で
あ
っ
た
。
師
は
文
字
か
ら
の
解

脱
を
し
て
い
た
た
め
、
本
を
あ
え
て
著
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

〔
雪
浪
の
〕
没
後
も
講
席
は
盛
ん
で
あ
る
が
、
含
蓄
あ
る
言
葉
と

い
う
の
は
絶
え
て
し
ま
っ
た
。世
に
伝
わ
っ
て
学
ば
れ
て
い
る〔
雪

浪
の
言
葉
〕
は
、
し
ば
し
ば
仮
託
さ
れ
て
お
り
、
余
計
な
も
の
を

つ
け
足
し
て
し
ま
っ
て
、
真
実
の
姿
が
見
失
わ
れ
て
い
る
。
私
は

亡
く
な
っ
た
友
の
陸
氏
の
小
箱
の
中
か
ら
、
故
紙
の
一
束
を
見
つ

け
た
。
題
は
「
雪
浪
楞
厳
解
」
と
い
う
。
経
典
の
筋
道
に
対
す
る

理
解
は
煩
瑣
で
な
く
要
を
得
て
お
り
、
科
判
の
一
章
は
特
に
並
び

立
つ
も
の
が
な
い
〔
ほ
ど
優
れ
て
い
る
〕。
そ
の
内
容
を
見
て
み

る
と
、
要
領
を
ま
と
め
て
お
り
、
指
に
よ
っ
て
月
を
見
る
よ
う
な

も
の
だ
。（
中
略
）
知
己
は
す
で
に
世
を
去
り
、
素
晴
ら
し
い
教

え
も
残
っ
て
い
な
い
。
ひ
と
ま
ず
残
編
に
よ
っ
て
奥
深
い
教
え
を

残
し
て
お
こ
う
。

（
人
或
請
之
、
微
笑
而
已
。
師
既
擺
落
文
字
、
不
肯
著
書
。
没

後
講
席
雖
昌
、
微
言
中
絶
。
世
所
流
伝
誦
習
、
往
往
標
記
錯
雑
、

附
会
失
真
。
蒙
于
亡
友
陸
氏
篋
中
得
故
紙
一
束
、
題
曰
「
雪
浪
楞

嚴
解
」。
枝
経
理
解
要
言
不
煩
、
科
判
一
章
、
尤
為
孤
逈
。
観
其

指
意
、
以
謂
撮
要
提
綱
、
因
指
見
月
。（
中
略
）
郢
人
已
逝
、
斵

輪
不
伝
。
聊
借
残
編
、
以
存
玄
義
。）（

5
（

銭
謙
益
の
こ
の
記
述
か
ら
は
、
以
下
の
三
点
が
確
認
で
き
る
。

第
一
に
、
銭
謙
益
は
し
ば
し
ば
歯
に
衣
着
せ
ぬ
批
判
を
行
っ
た
が
、

「
雪
浪
楞
厳
解
」
は
簡
潔
に
要
点
を
ま
と
め
て
い
る
と
し
、
特
に
そ
の

科
判
に
対
し
て
は
高
い
評
価
を
与
え
た
。
こ
の
科
判
は
「
雪
浪
恩
公
楞

厳
科
判
略
図
」
と
し
て
『
楞
厳
経
疏
解
蒙
鈔
』
に
収
録
さ
れ
る
。
長
水

子
璿
や
温
陵
戒
環
を
は
じ
め
、
他
の
注
釈
者
た
ち
の
『
楞
厳
経
』
の
科

判
は
七
科
や
五
科
と
い
っ
た
大
科
を
立
て
、『
楞
厳
経
』
の
文
句
の
主

従
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
、
科
判
に
よ
っ
て
主
た
る
内
容
の
説
明

を
行
お
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
雪
浪
の
科
判
は
主
観
的
な
解
釈
を
科

判
に
入
れ
な
い
簡
潔
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
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第
二
に
、
雪
浪
洪
恩
は
書
物
を
著
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
雪
浪

の
没
後
、
多
く
の
言
葉
が
雪
浪
に
仮
託
さ
れ
て
伝
え
ら
れ
た
と
銭
謙
益

は
述
べ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
雪
浪
の
言
と
し
て
伝
わ
る
語
や
文
章
に
は

仮
託
さ
れ
た
も
の
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
雪
浪
の
言
や

著
作
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
の
真
偽
は
検
討
を
要
す
る
。

第
三
に
、
銭
謙
益
は
故
人
で
あ
る
友
人
の
陸
氏
の
箱
か
ら
た
ま
た
ま

「
雪
浪
楞
厳
解
」
と
い
う
故
紙
一
束
を
見
つ
け
、
そ
れ
を
も
と
に
『
楞

厳
経
疏
解
蒙
鈔
』
に
抄
録
し
た
。

第
二
と
第
三
の
点
の
間
に
は
矛
盾
が
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
つ
ま

り
、
雪
浪
は
著
作
を
著
そ
う
と
し
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
な
ぜ
『
楞

厳
経
』
に
対
し
て
の
み
詳
細
な
注
釈
が
存
す
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
問

題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
憨
山
徳
清
に
宛
て
て
記
し
た
手
紙

「
与
清
兄
書
」（『
雪
浪
集
』
巻
下
）
に
『
楞
厳
経
』
注
釈
へ
の
意
欲
が

雪
浪
自
身
の
言
と
し
て
記
さ
れ
る
。

私
は
『
楞
厳
経
』
に
つ
い
て
、
わ
ず
か
な
が
ら
進
歩
し
た
よ
う

な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
山
中
に
籠
っ
て
、一
家
言
を
な
し
、

そ
れ
を
名
山
に
隠
し
、
知
己
が
そ
れ
に
よ
っ
て
仏
恩
に
報
い
る
こ

と
を
俟
ち
た
い
。
し
か
し
ま
だ
筆
を
と
っ
て
い
な
い
。
諸
家
の
注

釈
の
文
章
は
、
す
べ
て
自
分
の
見
解
の
表
出
で
あ
り
、
如
来
の
本

懐
で
は
な
い
。あ
た
か
も
管
か
ら
豹
を
覗
く
の
は
一
見
に
し
か
ず
、

盲
者
が
象
を
撫
で
て
も
全
身
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま

さ
に
仏
が
一
音
で
教
え
を
演
説
し
た
の
に
、
衆
生
は
そ
れ
ぞ
れ
自

分
の
解
釈
に
よ
っ
て
い
る
の
だ
。

（
弟
於
楞
厳
一
経
似
有
微
長
、
亦
欲
掩
関
山
中
、
成
一
家
言
、

蔵
之
名
山
、
以
俟
知
己
用
報
仏
恩
、
但
尚
未
発
軫
耳
。
又
見
諸
家

章
疏
、
皆
出
自
己
見
、
非
如
來
本
懐
。
管
中
窺
豹
不
無
一
見
、
盲

人
摸
象
、
未
諳
全
身
、
正
以
仏
以
一
音
演
説
法
、
衆
生
各
各
随
所

解
。）（

（
（

雪
浪
は
こ
こ
で
、
他
の
『
楞
厳
経
』
注
釈
書
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
自

己
の
解
釈
に
過
ぎ
ず
、
如
来
の
思
い
と
は
異
な
る
と
批
判
し
、
自
ら
は

『
楞
厳
経
』
に
つ
い
て
得
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
書
と
し

て
残
そ
う
と
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。

雪
浪
が
『
楞
厳
経
』
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
、
弟
子
の
一
雨
通
潤

（
一
五
六
五
―
一
六
二
四
）
が
「
楞
厳
合
轍
自
序
」
に
お
い
て
、
雪
浪

の
説
示
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
録
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き

る
。

師
（
雪
浪
）
は
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
如
来
の
教
え
は
、
根
源
は
一

つ
で
あ
る
の
に
、
流
派
は
千
差
が
あ
る
。
し
か
る
に
『
楞
厳
経
』

は
万
法
を
統
べ
て
児
孫
と
な
し
、
群
経
を
包
摂
し
て
眷
属
と
な
す

も
の
で
あ
る
。
文
は
十
巻
〔
と
短
い
〕
が
、
実
は
大
蔵
経
の
総
序

な
の
で
あ
る
。
教
法
に
志
す
も
の
は
最
初
に
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
か
つ
熟
読
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
師
曰
、
如
来
教
法
源
委
不
二
、
而
流
派
千
差
。
然
楞
厳
一
経
、

統
万
法
為
児
孫
、
摂
群
経
為
眷
属
。
文
雖
十
巻
、
実
大
蔵
之
都
序
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二
ー
一
、『
谷
響
録
』

図一・国立公文書館内閣文庫蔵『谷響録』内題部

『
谷
響
録
』
の
版
本
は
、
現
在
確
認
で
き
る
も
の
が
国
内
外
含
め
内

閣
文
庫
（
国
立
公
文
書
館
蔵
）
所
蔵
本
の
み
の
孤
本
で
あ
り
、
活
字
や

也
。
有
志
教
法
者
、
不
可
不
先
読
、
又
不
可
不
熟
読（

（
（

。）

通
潤
は
、
雪
浪
の
説
法
と
し
て
『
楞
厳
経
』
が
す
べ
て
の
経
典
を
包

摂
す
る
た
め
、
教
え
を
志
す
も
の
は
最
初
に
熟
読
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
説
い
て
い
た
こ
と
を
記
録
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
雪
浪
は
こ
の
期

の
他
の
仏
者
と
同
じ
く
『
楞
厳
経
』
を
他
経
に
比
し
て
も
非
常
に
重
視

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
楞
厳
経
疏
解
蒙
鈔
』
に
記
さ
れ
る
「
雪
浪

楞
厳
解
」
の
逸
文
は
、そ
の
出
処
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
も
の
の
、

雪
浪
自
身
が
記
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

『
楞
厳
経
疏
解
蒙
鈔
』
に
引
用
さ
れ
る
「
雪
浪
楞
厳
解
」
は
、「
雪
浪

恩
公
楞
厳
科
判
略
図
」
の
ほ
か
に
「
雪
浪
云
」
等
と
し
て
四
九
箇
所
程

の
逸
文
が
確
認
で
き
る
。
そ
れ
に
対
す
る
銭
謙
益
の
見
解
を
も
参
考
に

し
て
「
雪
浪
楞
厳
解
」
の
特
徴
を
述
べ
れ
ば
、次
の
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

第
一
に
雪
浪
の
説
法
は
訓
詁
を
排
し
た
も
の
と
評
さ
れ
る
が
、『
楞
厳

経
』
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
温
陵
戒
環
『
楞
厳
経
要
解
』
や
憨
山
徳
清

『
楞
厳
経
懸
鏡
』
の
影
響
が
あ
り
、
他
の
注
釈
書
の
内
容
を
全
く
無
視

し
た
も
の
で
は
な
い
。
第
二
に
、
台
家
へ
の
批
判
を
行
っ
て
お
り
憨
山

徳
清
が
天
台
の
三
観
を
援
用
し
た
の
に
対
し
て
雪
浪
は
用
い
な
か
っ

た
。
第
三
に
、
難
読
箇
所
を
単
純
化
し
、
わ
か
り
や
す
い
言
葉
で
解
釈

し
て
い
る（

（
（

。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
稿
を
改
め
て
論
ず
る

こ
と
と
す
る
。

『
般
若
心
経
』
の
解
釈
を
述
べ
た
『
心
経
説
』
は
『
新
纂
大
日
本
続

蔵
経
』
第
二
六
冊
に
収
録
さ
れ
る
。
こ
れ
は
訓
詁
的
注
釈
で
は
な
く
、

そ
の
解
釈
を
述
べ
た
説
法
的
な
性
格
を
有
す
る
短
文
で
あ
り
、『
谷
響

録
』
B
部
分
（
後
述
）
や
『
雪
浪
集
』
に
そ
の
一
篇
と
し
て
収
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
成
立
は
万
暦
二
一
年
（
一
五
九
三
）、
あ
る

い
は
そ
れ
以
前
に
、説
法
さ
れ
た
も
の
の
記
録
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

雪
浪
自
身
の
著
書
で
は
な
い
も
の
の
、
ほ
か
に
も
唯
識
典
籍
を
ま
と

め
た
『
相
宗
八
要
』
は
雪
浪
が
唯
識
学
の
文
献
を
選
び
と
っ
て
唯
識
学

を
学
ぶ
も
の
の
階
梯
と
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
明
昱
『
相
宗
八
要

解
』
の
序
文
で
あ
る
聖
行
「
敘
高
原
大
師
相
宗
八
要
解
」
は
「
余
は
因

み
に
憶
う
に
昔
、
白
下
（
金
陵
）
に
雪
浪
恩
公
、
宗
教
を
演
説
す
る
に
、

特
に
大
蔵
中
よ
り
八
種
を
録
し
て
人
に
示
し
、
以
て
相
宗
を
習
う
者
の

階
梯
と
為
す
、
是
れ
『
相
宗
八
要
』
と
謂
う
（
余
因
憶
昔
、
白
下
雪
浪

恩
公
演
説
宗
教
、
特
従
大
蔵
中
録
八
種
示
人
、
以
為
習
相
宗
者
之
階
梯
。

是
謂
『
相
宗
八
要
』）（

（
（

」
と
い
う
一
文
が
あ
り
、『
相
宗
八
要
』
は
雪
浪

が
南
京
に
て
講
経
を
し
た
際
に
、
唯
識
の
初
学
者
が
段
階
的
に
学
ぶ
も

の
と
し
て
唯
識
学
の
八
種
の
経
典
を
示
し
た
も
の
だ
と
知
ら
れ
る
。
そ

の
八
種
と
は
明
昱
『
相
宗
八
要
解
』
に
拠
れ
ば
、「
因
明
入
正
理
論
」、「
大

乗
百
法
明
門
論
」、「
八
識
頌
」、「
唯
識
三
十
論
」、「
観
所
縁
縁
論
」、「
六

離
合
釈
」、「
観
所
縁
縁
論
釈
」、「
三
蔵
大
師
真
唯
識
量
」
か
ら
な
る
。
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二
ー
一
、『
谷
響
録
』

図一・国立公文書館内閣文庫蔵『谷響録』内題部

『
谷
響
録
』
の
版
本
は
、
現
在
確
認
で
き
る
も
の
が
国
内
外
含
め
内

閣
文
庫
（
国
立
公
文
書
館
蔵
）
所
蔵
本
の
み
の
孤
本
で
あ
り
、
活
字
や

影
印
に
よ
る
出
版
や
電
子
化
公
開
は
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
版
本
に
対

し
て
は
、廖
肇
亨
「
雪
浪
洪
恩
初
探
―
―
兼
題
東
京
内
閣
文
庫
所
蔵
《
谷

響
録
》」（
（1
（

が
そ
の
紹
介
と
解
題
を
行
っ
て
い
る
。
本
論
で
は
こ
の
研
究

を
基
礎
と
し
つ
つ
、
改
め
て
こ
の
版
本
の
成
立
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。国

立
公
文
書
館
の
所
蔵
目
録
に
は
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵　

木
村
蒹
葭
堂
、
昌
平
坂
学
問

所
旧
蔵　

刊
本
、
刊
行
者
、
刊
行
年
不
明
、〔
明
万
暦
刊
〕（
（（
（

こ
の
目
録
の
記
載
で
は
、
本
書
は
明
代
の
万
暦
年
間
に
刊
行
さ
れ
た

も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
駒
澤
大
学
図
書
館
編
『
新
纂
禅
籍
目
録
』

に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

谷
響
録　

附
雪
浪
法
師
恩
公
中
興
法
道
伝

②
一
冊　

③
明
、
洪
恩
（
雪
浪
菴
）、
憨
山
徳
清
（
附
）　

④
明
、

万
暦
二
一
（
序
）
刊　

⑤
内
閣　

⑦
宰
官
居
士
等
交
友
ト
ノ
応
酬

ヲ
集
ム
、
徳
清
ノ
法
道
伝
ノ
外
、
増
上
居
士
鄒
廸
光
ノ
雪
浪
大
師

塔
銘
ガ
ア
ル

こ
れ
ら
の
目
録
類
で
は
詳
細
に
は
書
誌
学
的
な
調
査
は
行
わ
れ
て
い

な
い
。

そ
こ
で
本
書
の
内
容
を
以
下
に
確
認
し
て
い
こ
う
。本
書
の
内
容
は
、

形
式
上
で
は
未
分
巻
で
あ
る
が
、
以
下
の
各
部
よ
り
構
成
さ
れ
る
。
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内
容

丁
数
・
版
心
題

備
考

A

陳
継
儒
「
谷
響
録
序
」

計
三
丁

版
心
題
：「
谷
響
録　

序
」

年
記
：「
万
暦
癸
巳
（
二
一
年
〔
一
五
九
三
〕）
四
月

仏
歓
喜
日
」

B

内
題
：「
谷
響
録
」

内
容
は
董
其
昌
や
陳
継
儒
、
陸
樹
声
な
ど
の
士
紳

や
性
濂
な
ど
の
法
華
経
講
経
法
会
へ
の
請
書
や
書

問
、及
び
雪
浪
の
答
書
。
お
よ
び「
心
経
説
」や「
護

諸
童
子
経
跋
」
な
ど
法
語
や
雑
文
。
計
三
二
篇
余

（
一
丁
落
丁
）。

計
三
六
丁
（
第
三
一
丁
落
丁
）

版
心
題
：「
谷
響
録
」

「
護
諸
童
子
経
跋
」（
二
〇
丁
裏
）
に
は
「
癸
巳
四
月

仏
歓
喜
日
」、「
浄
頭
問
法
記
」（
二
二
丁
表
）
に
は
「
癸

巳
四
月
廿
有
一
日
在
輪
蔵
閣
」
と
い
っ
た
の
撰
述
時

期
の
記
載
が
あ
り
、
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
す
べ

て
万
暦
二
一
年
の
撰
述
。

C

内
題
：「
雪
浪
続
集
」「
雑
著
」

内
容
は
「
題
堆
紗
観
音
像
讃
」
な
ど
の
讃
や
詩
及

び
法
語
等
、
計
三
三
篇
。

計
一
三
丁

版
心
題
：「
谷
響
録
」

撰
述
年
に
関
す
る
記
載
な
し
。

D

憨
山
徳
清
「
雪
浪
法
師
恩
公
中
興
法
道
伝
」

計
一
六
丁
。

版
心
題
：「
雪
浪
小
伝
」

E

鄒
迪
光
「
明
故
華
山
雪
浪
大
師
塔
銘
」

計
六
丁
、う
ち
第
六
八
丁
落
丁
。

版
心
題
：「
雪
浪
塔
銘
」

F

性
濂
跋
文

計
一
丁

版
心
題
：「
谷
響
録　

跋
」

年
記
：「
万
暦
癸
巳
歳
四
月
」

G

志
若
識
語

計
一
丁

版
心
題
：「
谷
響
録　

跋
」

志
若
識
語
の
版
心
の
丁
数
は
「
七
」
と
記
さ
れ
る
。
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序
文
の
著
者
で
あ
る
陳
継
儒
（
一
五
五
八
―
一
六
三
九
）
は
董
其

昌
と
親
交
が
あ
り
、
彼
と
並
び
称
さ
れ
た
著
名
な
文
人
で
、『
明
史
』

巻
二
九
八
に
伝
記
が
あ
る
。二
九
歳
に
し
て
儒
服
を
焼
い
て
官
を
辞
し
、

本
書
『
谷
響
録
』
の
編
集
地
で
も
あ
る
小
崑
山
（
現
上
海
市
松
江
区
）

に
隠
居
を
し
な
が
ら
書
画
や
詩
文
を
な
し
た
。
な
お
、『
谷
響
録
』
に

は
陳
継
儒
の
ほ
か
に
も
、
董
其
昌
、
陸
樹
声
と
い
っ
た
著
名
な
文
人
の

雪
浪
へ
の
書
信
も
収
録
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
の
仏
教
理
解
を
知
る
資
料

の
一
つ
と
も
な
っ
て
い
る
。

本
書
の
成
立
に
関
し
て
は
陳
継
儒
の
序
文
と
性
濂
の
跋
文
が
参
考
に

な
る
が
、
以
下
に
記
す
通
り
、
現
存
す
る
版
本
は
、
こ
れ
ら
の
序
文
や

跋
文
が
記
さ
れ
た
万
暦
二
一
年
に
編
集
刊
行
さ
れ
た
版
本
と
は
異
な

る
。序

文
や
跋
文
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
当
初
、
小
崑
山
の
法
会
を
記
念
し

て
編
集
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
法
会
は
雲
間
小
崑
山
泗
洲
塔
院
の
僧
で
あ

る
性
濂
に
よ
っ
て
挙
行
さ
れ
た
も
の
で
、
大
檀
越
や
徒
弟
と
と
も
に
、

四
方
の
大
徳
を
招
き
、
三
年
間
の
浄
業
禅
期
が
催
さ
れ
た
と
い
う
。
そ

の
円
満
成
就
に
際
し
て
万
暦
二
一
年
の
初
め
、
金
陵
か
ら
当
時
す
で
に

名
声
の
高
か
っ
た
雪
浪
を
招
い
て
法
会
が
行
わ
れ
た
。
B
部
分
の
冒
頭

に
掲
載
さ
れ
る
の
は
、
董
其
昌
や
陳
継
儒
、
陸
樹
声
な
ど
の
士
紳
や
性

濂
等
か
ら
の
雪
浪
へ
の
再
三
再
四
の
招
聘
書
と
そ
れ
に
対
す
る
雪
浪
の

返
答
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
性
濂
は
跋
文
に
お
い
て
『
谷
響
録
』
の
刊

行
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

郡
中
の
護
法
の
大
檀
越
と
和
尚
（
雪
浪
）
の
応
酬
や
機
縁
の
わ

ず
か
な
こ
と
ば
や
文
字
は
、
捨
て
置
く
に
は
惜
し
く
、
ひ
そ
か
に

み
ず
か
ら
こ
れ
を
記
録
し
、『
谷
響
』
と
名
づ
け
た
。
出
版
に
付

す
る
と
、
堂
中
の
大
徳
か
ら
は
寄
付
を
頂
い
た
。
こ
の
本
は
山
門

の
常
住
と
し
、
そ
れ
を
同
好
の
人
々
に
送
っ
た
。

（
郡
中
護
法
大
檀
与
和
尚
酧
暢
機
縁
片
言
隻
字
、
不
忍
棄
置
、

竊
自
録
之
、
名
曰
谷
響
。
寿
諸
剞
劂
、
而
堂
中
大
徳
為
之
助
喜
、

以
為
山
門
常
住
、
以
貽
同
好
。）（
（1
（

こ
の
よ
う
な
跋
文
や
序
文
の
記
述
か
ら
、『
谷
響
録
』
は
当
初
、
雲

間
小
崑
山
に
て
行
わ
れ
た
法
会
に
お
け
る
雪
浪
の
講
経
や
士
大
夫
と
の

や
り
取
り
の
記
録
を
中
心
と
し
て
万
暦
二
一
年
四
月
頃
、
性
濂
を
中
心

に
編
纂
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
知
ら
れ
る
。

な
お
、
性
濂
が
「
竊
自
録
之
、
名
曰
谷
響
」
と
述
べ
る
か
ら
に
は
、

本
書
の
刊
行
に
雪
浪
自
身
は
関
与
し
て
い
な
い
と
読
む
の
が
自
然
と
思

わ
れ
る
が
、廖
肇
亨
氏
は
、『
雪
浪
続
集
』
所
収
の
詩
に
「
谷
響
人
間
世
」

と
い
う
句
が
あ
る（
（1
（

こ
と
か
ら
、
こ
の
句
は
本
書
を
指
し
て
お
り
、
雪

浪
自
身
が
「
谷
響
」
と
い
う
命
名
に
際
し
て
も
雪
浪
が
命
名
し
た
可
能

性
が
極
め
て
高
く
、
少
な
く
と
も
雪
浪
の
許
可
は
と
っ
た
で
あ
ろ
う
と

推
測
し
て
い
る（
（1
（

。

し
か
る
に
、
現
存
の
内
閣
文
庫
本
は
万
暦
二
一
年
に
刻
さ
れ
た
刊
本

で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
雪
浪
没
後
（
雪
浪
の
示
寂
は
鄒
迪
光
「
華
山
雪

浪
大
師
塔
銘
」
に
よ
れ
ば
万
暦
三
六
年
一
一
月
一
五
日
）（
（1
（

に
成
立
し
た
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憨
山
「
雪
浪
法
師
恩
公
中
興
法
道
伝
」
や
鄒
迪
光
の
塔
銘
も
同
版
本
に

は
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、現
存
の
『
谷
響
録
』
は
、

雪
浪
の
示
寂
し
た
万
暦
三
六
年
以
降
に
再
編
さ
れ
て
刊
行
さ
れ
た
も
の

と
知
ら
れ
る
。

こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
次
の
諸
点
で
あ
る
。
塔
銘

等
明
ら
か
に
雪
浪
の
没
後
に
記
さ
れ
た
部
分
（
D
部
分
以
降
）
を
除
き
、

当
初
の
刊
行
の
内
容
と
現
行
本
に
内
容
的
差
異
は
あ
る
の
か
、
当
初
の

内
容
は
果
た
し
て
B
部
分
だ
け
な
の
か
、
あ
る
い
は
C
部
分
も
含
ま
れ

る
の
か
、
そ
し
て
B
部
分
が
当
初
の
『
谷
響
録
』
と
相
違
な
い
と
い
え

る
の
か
。

廖
肇
亨
氏
は
再
編
集
と
そ
の
刊
行
に
つ
い
て
、
G
の
識
語
が
参
考
に

な
る
と
述
べ
る
。
こ
の
文
章
は
行
草
に
て
記
さ
れ
て
お
り
、
判
読
す
る

の
が
容
易
で
な
い
と
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
推
測
す
る
。

そ
の
言
に
よ
れ
ば
、
今
の
内
閣
文
庫
蔵
本
「
谷
響
録
」
は
雪
浪

没
後
に
、
後
人
に
よ
り
新
た
に
編
纂
さ
れ
た
新
本
で
あ
り
、
そ
の

最
初
の
『
谷
響
録
』
は
附
録
を
除
い
た
二
巻
本
で
、
附
録
は
間
違

い
な
く
後
人
が
付
加
し
た
も
の
で
、
付
加
し
た
の
は
古
松
あ
る
い

は
志
茲
（
？
）
二
人
の
う
ち
の
ど
ち
ら
か
（
前
者
の
可
能
性
が
高

い
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
小
崑
山
で
雪
浪
が
講
経
し
た
後
に

刊
行
さ
れ
、性
濂
が
出
版
し
た
『
谷
響
録
』
は
現
存
の
『
谷
響
録
』

の
底
本
で
あ
る
。両
者
の
差
異
は
性
濂
の
刊
本
が
現
存
し
な
い（
あ

る
い
は
未
発
見
）
こ
と
に
よ
り
更
な
る
比
較
は
で
き
な
い
が
、
附

録
の
部
分
を
除
き
、
両
者
の
差
異
は
大
き
く
な
い
だ
ろ
う
。（
筆

者
訳
）（
（1
（

廖
肇
亨
氏
は
雪
浪
の
生
涯
に
関
わ
る
綿
密
な
研
究
を
ほ
ぼ
初
め
て

行
っ
た
研
究
者
で
あ
り
、
こ
の
周
辺
の
研
究
に
多
大
な
貢
献
を
な
し
て

い
る
が
、
こ
の
推
測
に
関
し
て
言
え
ば
、
以
下
に
記
す
理
由
に
よ
り
再

検
討
を
要
す
る
。

そ
こ
で
筆
者
は
改
め
て
行
草
で
記
さ
れ
た
G
の
識
語
（
図
二
）
の
解

読
を
試
み
た
。筆
者
も
草
書
の
解
読
を
得
意
と
は
せ
ず
、解
読
に
あ
た
っ

て
は
駒
澤
大
学
禅
文
化
歴
史
博
物
館
学
芸
員
・
塚
田
博
氏
に
ご
協
力
を

い
た
だ
い
た
。
本
文
に
句
読
点
を
施
し
て
読
ん
で
み
る
と
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。
字
の
判
別
が
難
し
く
、
中
に
は
読
み
切
れ
な
い
部
分
も
残

る
た
め
、
専
門
家
の
ご
批
正
を
い
た
だ
き
た
い
。

我
雪
浪
和
尚
得
総
持
三
昧
、
遊
戯
翰
墨
文
字
海
。
与
人
題
跋
、

或
垂
法
語
、
僅
有
数
種
。
玆
出
離
指
上
已
（
？
）
冊
葉
。
予
以
丙

申
初
夏
、
過
呉
之
慧
慶
寺
坊
古
松
法
兄
、
乃
弟
子
出
此
冊
視
予
、

因
観
片
言
隻
字
、
無
非
和
尚
無
相
真
心
、
可
得
光
明
種
。
因
此
以

語
綴
之
於
後
。

志
若
識

「
已
」
に
関
し
て
は
読
み
切
れ
ず
、
後
考
を
俟
ち
た
い
。
こ
れ
を
読

み
下
せ
ば
以
下
の
通
り
と
な
る
。

我
が
雪
浪
和
尚
は
総
持
三
昧
を
得
、翰
墨
の
文
字
海
に
遊
戯
す
、

人
に
与
え
た
題
跋
、
或
い
は
埀
る
る
法
語
は
、
僅
か
に
数
種
有
る
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の
み
。〔
玆
れ
指
上
よ
り
出
離
し
已
に
（
？
）
冊
葉
た
り
。〕
予
、

丙
申
（
万
暦
二
四
年
）
初
夏
を
以
て
、
呉
の
慧
慶
寺
坊
の
古
松
法

兄
を
過た

ず

ぬ
る
に
、
乃
ち
弟
子
、
此
の
冊
を
出
し
予
に
視し
め

す
、
片
言

隻
字
を
観
る
に
因
み
、
和
尚
の
無
相
の
真
心
に
非
ざ
る
は
無
く
、

光
明
種
を
得
る
べ
し
。
此
に
因
り
て
以
て
語
し
て
之
を
後
に
綴
じ

る
。志

若
識
す

ま
ず
指
摘
す
べ
き
は
、
廖
氏
が
「
志
茲
（
？
）」
と
推
測
す
る
識
語

の
作
者
は
、「
志
若
」
を
指
す
こ
と
で
あ
る
。
志
若
は
憨
山
徳
清
の
「
耶

渓
若
法
師
塔
銘
」（『
憨
山
老
人
夢
遊
集
』
巻
三
二
所
収
）
が
あ
り
、『
新

続
高
僧
伝
四
集
』
巻
二
〇
に
も
立
伝
さ
れ
る
。
諱
は
志
若
、字
は
耶
渓
、

二
六
歳
（
万
暦
七
年
〔
一
五
七
九
〕）
に
雪
浪
が
南
京
に
て
開
法
す
る

と
聞
き
つ
け
て
参
じ
、
一
二
年
の
期
間
に
わ
た
っ
て
雪
浪
に
つ
い
て
経

論
を
学
ん
だ
後
、
自
ら
も
講
経
を
行
い
、
万
暦
四
五
年
（
一
六
一
七
）

に
示
寂
し
た
と
さ
れ
る（
（1
（

。

識
語
本
文
を
確
認
す
る
と
、「
玆
出
離
指
上
已
（
？
）
冊
葉
」
の
文

意
は
判
然
と
し
な
い
が
、
そ
の
ほ
か
の
箇
所
か
ら
こ
の
お
お
よ
そ
の
文

意
は
わ
か
る
。
こ
こ
で
志
若
が
述
べ
る
の
は
、
彼
が
丙
申
（
万
暦
二
四

年
〔
一
五
九
六
〕）
に
呉
の
慧
慶
寺
に
古
松
法
兄
を
訪
れ
た
際
、
そ
の

弟
子
か
ら
雪
浪
の
お
そ
ら
く
題
跋
や
法
語
を
内
容
と
す
る
冊
子
を
見
せ

ら
れ
、
感
激
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
丙
申
と
は
万
暦
二
四
年

（
一
五
九
六
）、
雪
浪
五
二
歳
の
年
に
あ
た
り
、『
谷
響
録
』
の
当
初
の

刊
行
か
ら
三
年
後
で
あ
る
。
当
然
こ
の
時
点
で
塔
銘
な
ど
の
編
纂
は
行

わ
れ
て
い
な
い
た
め
、
雪
浪
没
後
に
行
わ
れ
た
『
谷
響
録
』
の
再
編
と

こ
の
志
若
の
跋
文
を
関
連
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
文
章
か
ら
、
古
松
あ
る
い
は
志
若
が
『
谷
響
録
』
の
再
編
集
に
関

図二・国立公文書館内閣文庫蔵『谷響録』志若識語（全）
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わ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
い
う
廖
肇
亨
氏
の
推
測
は
当
た
ら

な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、『
雪
浪
集
』
が
編
纂
さ
れ
る
の
は
後

述
の
よ
う
に
万
暦
二
六
年
以
後
の
こ
と
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
の
で
、

「
雪
浪
続
集
」
と
題
さ
れ
る
C
部
分
に
志
若
が
万
暦
二
四
年
の
時
点
で

関
わ
っ
た
と
も
考
え
に
く
い
。

で
は
「
附
録
の
部
分
を
除
き
、両
者
の
差
異
は
大
き
く
な
い
だ
ろ
う
」

と
す
る
廖
氏
の
推
測
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
し
て
筆
者
は
B

部
分
の
大
半
は
当
初
の
編
纂
で
あ
る
が
、
C
部
分
の
「
雪
浪
続
集
」
と

題
さ
れ
る
以
降
の
部
分
は
、
当
初
万
暦
二
一
年
に
性
濂
が
刊
行
し
た
も

の
に
は
含
ま
れ
な
い
も
の
と
考
え
る
。そ
の
理
由
は
C
部
分
の
題
が「
雪

浪
続
集
」
と
さ
れ
る
こ
と
以
外
に
は
次
の
二
点
で
あ
る
。

第
一
に
、『
谷
響
録
』
の
内
容
に
つ
い
て
、
B
部
分
の
う
ち
、
年
次

の
明
ら
か
な
も
の
は
小
崑
山
で
の
法
会
の
開
か
れ
た
万
暦
二
一
年
の
も

の
で
あ
り
、
内
容
も
大
半
は
士
庶
と
の
や
り
取
り
や
法
会
の
説
法
の
記

録
で
あ
り
、
陳
継
儒
「
谷
響
録
序
」
や
性
濂
の
跋
文
の
内
容
に
添
う
も

の
で
あ
る
が
、
C
部
分
の
「
雪
浪
続
集
」
と
題
さ
れ
て
以
降
は
内
容
も

そ
れ
と
は
異
な
り
、
賛
や
偈
や
詩
等
が
主
と
な
っ
て
い
る
。

第
二
に
、『
谷
響
録
』
と
『
雪
浪
集
』
と
を
比
較
す
れ
ば
、
B
部
分

に
は
『
雪
浪
集
』
と
重
複
す
る
内
容
が
多
い
が
、
C
部
分
に
は
『
雪
浪

集
』
や
『
雪
浪
続
集
』
に
は
重
複
す
る
も
の
が
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
次
に
述
べ
る
『
雪
浪
集
』
の
検
討
に
お
い
て
詳
述
す
る
。

『
谷
響
録
』
の
C
部
分
「
雪
浪
続
集
」
の
編
纂
が
誰
の
手
に
よ
っ
て

行
わ
れ
た
か
、
そ
れ
が
塔
銘
等
の
編
入
と
同
時
期
に
行
わ
れ
た
も
の
で

あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
一
つ
の
示
唆
を

与
え
る
の
は
、後
述
す
る
管
覚
僊
編
『
雪
浪
続
集
』
と
の
関
係
で
あ
る
。

廖
肇
亨
氏
は
『
谷
響
録
』
中
の
「
雪
浪
続
集
」（
上
掲
の
表
中
の
C
部
分
）

は
現
在
伝
わ
る
『
雪
浪
続
集
』
と
多
く
の
内
容
が
重
複
す
る（
（1
（

と
指
摘

し
て
い
る
が
、筆
者
の
調
査
で
は
、『
谷
響
録
』
C
部
分
と
管
覚
僊
編
『
雪

浪
続
集
』（
後
述
）
に
お
け
る
内
容
的
重
複
は
全
く
確
認
で
き
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
版
式
や
撰
号
に
は
共
通
性
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

両
者
の
書
式
に
お
い
て
版
心
や
魚
尾
、
お
よ
び
四
周
双
辺
八
行
十
七
字

と
い
う
特
徴
は
一
致
し
、「
明
雪
浪
菴
釈
洪
恩
著
」
と
い
う
撰
号
も
一

致
す
る
。
こ
の
よ
う
な
共
通
性
は
、『
谷
響
録
』の
刊
行
が
管
覚
僊
編『
雪

浪
続
集
』
の
成
立
刊
行
時
期
と
思
わ
れ
る
万
暦
四
三
年
（
一
六
一
五
）

に
近
く
、
さ
ら
に
『
谷
響
録
』
の
編
纂
や
刊
行
に
も
管
覚
僊
が
携
わ
っ

た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

二
ー
二
、『
雪
浪
集
』

①�　

二
巻
、
刊
本
、
劉
覲
文
「
雪
浪
集
叙
」（
万
暦
二
六
年

〔
一
五
九
八
〕）、
通
澤
校
刻
、『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
集
部

一
九
〇
所
収

②�　

一
巻
、
写
本
、
劉
覲
文
「
雪
浪
集
叙
」（
万
暦
二
六
年

〔
一
五
九
八
〕）、
通
澤
校
刻
、『
禅
門
逸
書
』
続
編
第
二
冊
所
収
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『
雪
浪
集
』
に
は
こ
の
他
に
、京
都
大
学
図
書
館
所
蔵
本
が
あ
り
、『
新

纂
禅
籍
目
録
』
に
「
雪
浪
集
」
と
し
て
「
一
冊
、明
洪
恩
（
雪
浪
大
師
）

集
、
写
、
京
大
」（
（1
（

と
掲
載
さ
れ
る
の
が
そ
れ
に
あ
た
る
が
、
筆
者
は
京

都
大
学
図
書
館
所
蔵
本
と
②
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
本
は
影
印
本

で
あ
る
②
の
底
本
に
当
た
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

①
の
版
本
の
内
容
は
上
下
二
巻
よ
り
な
り
、
上
巻
に
は
計
二
一
二
篇

ほ
ど
の
詩
や
賛
、
偈
等
を
収
め
、
下
巻
に
は
二
八
篇
の
法
語
や
跋
文
な

ど
の
文
を
収
め
る
。「
巻
上
」
や
「
巻
下
」
は
版
心
の
み
に
記
さ
れ
、

内
題
下
に
は
分
巻
を
示
す
記
載
は
な
い
。
上
下
巻
と
も
に
内
題
を
「
雪

浪
集
」
と
し
、
そ
の
次
の
行
に
「
雪
浪
菴
比
丘
洪
恩
著　

門
弟
子
通
澤

校
刻
」
と
記
さ
れ
る
。

②
は
一
巻
の
み
の
写
本
で
あ
っ
て
、
版
心
は
存
在
し
な
い
た
め
、
巻

数
表
記
は
な
い
。
内
容
は
劉
覲
文
「
雪
浪
集
叙
」
を
含
め
①
の
巻
上
に

相
当
す
る
行
数
や
改
行
な
ど
の
書
式
も
①
と
同
様
で
あ
り
、「
雪
浪
菴

比
丘
洪
恩
著　

門
弟
子
通
澤
校
刻
」
と
の
記
載
も
一
致
す
る
。
つ
ま
り

②
は
①
の
上
巻
部
分
の
み
を
書
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
本
書
の
成
立
に
つ
い
て
は
特
に
検
討
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ

た
。
し
か
し
、『
谷
響
録
』
と
同
様
に
、本
書
も
ま
た
成
立
に
関
し
て
は
、

問
題
が
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
上
下
巻
が
と
も
に
序
文
の

撰
述
さ
れ
た
万
暦
二
六
年
頃
に
同
時
に
成
立
し
た
も
の
か
は
検
討
の
余

地
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、劉
覲
文
「
雪
浪
集
叙
」

の
次
の
よ
う
な
記
載
で
あ
る
。

以
前
、
私
は
雪
浪
と
山
中
で
話
を
し
た
が
、
彼
が
説
く
『
易
』

や
『
論
語
』『
楞
厳
経
』、『
涅
槃
経
』
の
旨
の
是
非
は
ま
さ
に
聖

人
に
違
わ
な
か
っ
た
。
雪
浪
の
徒
弟
が
一
巻
を
持
っ
て
く
る
に
及

び
、
こ
れ
を
読
ん
だ
と
こ
ろ
心
に
わ
だ
か
ま
り
が
な
く
な
っ
た
。

ま
る
で
大
き
な
河
で
逢
っ
て
も
、
白
雲
や
霧
の
立
ち
込
め
た
水
面

が
形
象
と
し
て
立
ち
現
れ
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
詩
の
道

が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
私
は
雪
浪
の
胸
の
う
ち
に
詩
は
な

く
、
し
か
し
そ
こ
に
雪
浪
の
詩
が
あ
る
の
だ
と
考
え
る
。

（
嘗
与
雪
浪
講
于
山
中
、
其
論
『
易
』、『
論
語
』、『
楞
厳
』、『
涅

槃
』
之
旨
是
非
、
不
謬
於
聖
人
。
及
其
徒
持
一
巻
来
、
読
之
洒
然
。

若
遇
於
大
江
之
上
、
而
白
雲
烟
水
亦
不
得
結
為
色
相
。
有
詩
之
道

也
乎
。
故
吾
観
雪
浪
胸
中
無
以
有
詩
也
、
而
乃
其
有
雪
浪
之

詩
。）（
11
（

劉
覲
文
は
、
雪
浪
の
徒
弟
が
一
巻
の
雪
浪
の
著
作
を
持
参
し
た
こ
と

に
対
し
て
、
雪
浪
の
詩
の
評
価
を
行
い
、
雪
浪
が
詩
の
道
を
目
指
し
て

懸
命
に
作
っ
て
い
る
の
は
な
く
、
雪
浪
の
透
き
通
っ
た
よ
う
な
胸
の
内

が
詩
と
し
て
表
れ
て
い
る
、と
い
う
よ
う
な
高
い
評
価
を
行
っ
て
い
る
。

雪
浪
の
徒
弟
が
彼
の
著
作
一
巻
を
劉
覲
文
に
持
参
し
た
の
は
、『
雪
浪

集
』
の
刊
行
に
際
し
て
序
文
の
撰
述
を
請
う
た
め
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、劉
覲
文
は
そ
の
巻
数
を
一
巻
と
記
録
し
、

そ
の
内
容
が
詩
の
み
で
あ
る
か
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
こ
の
序
文
か
ら
は
現
存
す
る
版
本
の
う
ち
巻
上
に
当
た
る
部
分
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の
み
を
見
て
劉
覲
文
は
万
暦
二
六
年
〔
一
五
九
八
〕
に
序
文
を
記
し
た

の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。

本
書
は
無
刊
記
で
あ
り
、
刊
行
年
は
未
詳
で
あ
る
。
劉
覲
文
の
序
文

や
、
上
巻
の
詩
偈
の
中
で
作
成
年
次
の
明
確
な
も
の
の
中
で
万
暦
二
六

年
を
下
る
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
こ
と
や
上
述
の
劉
覲
文
の
序
文
の
内

容
か
ら
見
れ
ば
、
少
な
く
と
も
詩
を
中
心
と
し
た
上
巻
は
万
暦
二
六
年

に
は
成
立
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
下
巻
の
成
立
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。「
門
弟
子
通
澤
」
と
い

う
人
物
は
未
詳
で
あ
り
、『
雪
浪
集
』
が
上
下
二
巻
と
し
て
校
訂
刊
行

さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
情
報
か
ら
は
定
か
で
は
な
い
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
参
考
と
な
り
得
る
の
は
『
雪
浪
集
』
と
『
谷
響

録
』
と
の
比
較
で
あ
る
。
両
者
に
は
重
複
す
る
内
容
が
以
下
の
通
り
確

認
さ
れ
る
。
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番
号
『
谷
響
録
』

箇
所
・
丁（
1（
（

『
雪
浪
集
』

巻
・
丁

備
考

一

「
又
答
宗
伯
公
問
」
B
・
八
丁
裏

「
答
宗
伯
公
問
」

巻
下
・
三
六
丁
表
一
―
九
は
文
字
の
異
同
は
ほ
ど
ん
ど
な
く
、

ほ
ぼ
同
一
。

二

「
雪
浪
和
尚
再
転

語
」

B
・
一
二
丁
裏
「
又
」

巻
下
・
三
八
丁
裏

三

「
雪
浪
答
語
」

B
・
一
五
丁
裏
「
又
」

巻
下
・
三
九
丁
裏

四

「
心
経
説
」

B
・
一
八
丁
裏
「
心
経
説
」

巻
下
・
四
〇
丁
裏

五

「
護
童
子
経
跋
」

B
・
二
〇
丁
裏
「
護
童
子
経
跋
」

巻
下
・
四
二
丁
表

六

「
浄
頭
問
法
記
」

B
・
二
二
丁
裏
「
浄
頭
問
法
記
」

巻
下
・
四
三
丁
裏

七

「
示
優
婆
夷
法
語
」
B
・
二
六
丁
裏
「
示
優
婆
夷
法
語
」

巻
下
・
四
七
丁
表

八

「
西
林
寺
太
空
朗
上

座
欲
超
方
礼
五
臺

𠫭
㬅
殊
求
示
」

B
・
二
七
丁
裏
「
西
林
寺
太
空
朗
上
座
欲
超

方
礼
五
臺
参
曼
殊
求
示
」

巻
下
・
四
八
丁
表

九

「
為
陳
仲
醇
跋
董
太

史
画
冊
」

B
・
三
〇
丁
裏
「
為
陳
仲
醇
跋
董
太
史
画

冊
」

巻
下
・
五
〇
丁
表
『
谷
響
録
』
内
閣
文
庫
本
は
三
一
丁
が
落
丁
で

あ
り
、
冒
頭
二
行
の
み
確
認
で
き
る
。

一
〇
「
小
像
自
讃
」

B
・
三
二
丁
表
「
自
題
小
像
」

巻
上
・
五
九
丁
裏
「
小
像
自
讃
」
は
『
雪
浪
集
』
で
は
「
自
題
小
像
」

と
「
門
人
求
自
賛
」
に
分
か
れ
て
い
る
。
文
字

の
異
同
が
多
い
。

「
門
人
求
自
賛
」

巻
上
・
六
〇
丁
裏
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こ
の
比
較
か
ら
確
認
で
き
る
の
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。

一�

、『
谷
響
録
』
B
部
分
と
『
雪
浪
集
』
巻
下
の
一
部
は
共
通
す
る

部
分
が
多
数
あ
り
、
文
字
の
異
同
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
の
こ
と

か
ら
、『
雪
浪
集
』
巻
下
の
一
部
は
『
谷
響
録
』
B
部
分
を
底
本

と
し
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。

二�

、『
谷
響
録
』
C
部
分
と
『
雪
浪
集
』
に
共
通
す
る
箇
所
は
な
い
。

こ
の
こ
と
か
ら
、『
雪
浪
集
』
巻
上
下
の
成
立
時
に
お
い
て
、『
谷

響
録
』
C
部
分
は
参
照
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
換
言
す

れ
ば
、『
谷
響
録
』
C
部
分
の
成
立
は
『
雪
浪
集
』
成
立
の
後
で

あ
る
と
推
測
で
き
る
。

こ
の
二
つ
の
点
か
ら
明
確
に
知
ら
れ
る
の
は
、『
谷
響
録
』
の
成
立

に
つ
い
て
、『
谷
響
録
』
の
B
部
分
と
C
部
分
が
、
間
に
『
雪
浪
集
』

巻
上
を
挟
ん
で
段
階
的
に
成
立
し
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
比
較
に
お
い
て
『
雪
浪
集
』
の
成
立
に
関
し
て
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
問
題
の
一
つ
は
、『
谷
響
録
』
B
部
分
に
含
ま
れ
る
「
小
像

自
讃
」
が
、内
容
と
し
て
は
『
雪
浪
集
』
巻
上
の
「
自
題
小
像
」
と
「
門

人
求
自
賛
」
の
二
つ
に
相
当
す
る
が
、
以
下
の
よ
う
に
文
字
の
異
同
が

極
め
て
多
い
こ
と
で
あ
る
。

『
谷
響
録
』「
小
像
自
讃
」

尓
欲
肖
我
、
我
不
類
尓
、
坐
断
崑
崙
、
従
人
比
擬

少
小
時
自
塗
自
汙
到
如
今
要
遮
要
護
只
為
周
遮
反
成
露
布
道
不
如

依
旧
本
来
人
任
従
渠
説
縁
説
故

『
雪
浪
集
』「
自
題
小
像
」�

爾
欲
肖
渠
、
渠
不
似
爾
、
坐
断
崑
崙
、
憑
誰
比
擬

『
雪
浪
集
』「
門
人
求
自
賛
」

少
小
時
自
塗
自
汙
老
大
来
要
蔵
要
護
只
為
周
遮
翻
成
露
布
到
不
如

依
旧
本
来
人
任
従
渠
説
縁
説
故

こ
の
賛
の
文
章
は
四
言
や
五
言
で
は
な
く
、
各
句
の
字
数
が
不
揃
い

で
読
み
に
く
い
こ
と
も
あ
り
、
ど
ち
ら
の
文
が
正
し
い
か
は
筆
者
に
は

判
然
と
し
な
い
。
両
者
の
違
い
は
「
到
」
と
「
道
」
と
い
っ
た
音
通
の

字
も
あ
れ
ば
、「
我
」
と
「
渠
」、「
到
如
今
」
と
「
老
大
来
」
と
い
っ

た
語
彙
が
異
な
る
も
の
も
あ
る
。こ
の
状
況
か
ら
考
え
れ
ば
、『
谷
響
録
』

B
部
分
に
含
ま
れ
る
「
小
像
自
讃
」
と
、『
雪
浪
集
』
巻
下
に
含
ま
れ

る
「
自
題
小
像
」
や
「
門
人
求
自
賛
」
の
成
立
の
前
後
関
係
の
特
定
は

困
難
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
底
本
が
あ
っ
た
可
能
性

も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
推
測
さ
れ
る
の
は
、『
谷
響
録
』
と
『
雪
浪
集
』

の
成
立
に
つ
い
て
の
二
つ
の
可
能
性
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、『
雪
浪
集
』

巻
上
と
巻
下
の
編
纂
の
時
期
は
前
後
し
て
お
り
、
巻
上
の
編
纂
時
に
は

『
谷
響
録
』
は
参
照
さ
れ
ず
、
巻
下
が
編
纂
さ
れ
た
際
に
な
っ
て
『
谷

響
録
』
は
参
照
さ
れ
た
。
第
二
に
、『
雪
浪
集
』
の
編
纂
時
に
参
照
さ

れ
た
『
谷
響
録
』
の
初
刊
本
に
「
小
像
自
讃
」
は
収
録
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
。
こ
の
二
つ
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
他
に
参
照
す
べ
き
資

料
が
確
認
で
き
ず
、こ
れ
以
上
の
詮
索
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て『
雪
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浪
集
』
二
巻
も
『
谷
響
録
』
の
成
立
と
同
様
に
明
確
な
刊
行
年
は
不
明

と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

『
雪
浪
集
』
巻
下
の
成
立
年
を
考
え
る
う
え
で
、
そ
の
内
容
面
か
ら

述
べ
れ
ば
、
作
成
年
が
明
記
さ
れ
る
も
の
中
で
万
暦
二
六
年
を
下
る
も

の
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
中
で
筆
者
が
内
容
的
に
注
目
す
る
の
は
管
志

道
（
一
五
三
六
―
一
六
〇
八
）
に
宛
て
た
書
簡
、「
答
東
溟
居
士
書
」

の
次
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。

世
の
中
の
情
勢
が
衰
退
し
混
乱
し
て
き
て
い
る
こ
の
頃
、
し
ば

し
ば
法
門
で
龍
象
を
称
す
る
も
の
が
、
名
誉
を
毀
損
さ
れ
た
り
、

死
刑
に
処
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
私
は
僭
越
に
も
名
徳
の
一
人
と

は
言
え
な
い
が
、
慇
懃
謙
虚
に
し
て
い
た
た
め
、
幸
い
に
も
こ
の

よ
う
な
目
に
は
遭
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
み
な
仏
祖
の
ご
加
護

の
お
陰
で
し
ょ
う
。
前
に
罪
を
許
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
今
後
は
た

だ
山
林
に
潜
む
べ
き
で
あ
り
、
街
に
で
て
教
化
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。（
中
略
）
私
は
六
月
十
二
日
に
や
っ
と
雪
浪
に
つ
き
ま

し
た
。

（
世
道
交
喪
之
朝
、
近
見
往
往
法
門
称
龍
象
者
、
不
罹
毀
辱
、

則
遭
刑
傷
。
僕
雖
不
敢
自
僭
於
名
徳
之
例
、
而
拳
拳
以
卑
自
牧
、

故
幸
不
遭
此
事
、
皆
従
仏
祖
加
庇
。
前
以
宥
過
、
而
今
而
後
、
但

宜
潛
山
林
、
不
可
興
化
市
廛
也
。（
中
略
）
貧
道
以
六
月
十
二
日

始
抵
雪
浪
。（
後
略（
11
（

））

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
第
一
に
法
門
の
龍
象
と
呼
ば
れ
る
人
々

が
た
び
た
び
災
い
を
被
っ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
雪
浪
自
身
も
何
ら
か

の
罪
を
得
た
の
ち
許
さ
れ
た
と
記
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。「
法
門
称
龍

象
」
が
誰
を
指
す
の
か
具
体
名
は
記
さ
れ
な
い
が
、
思
い
起
こ
さ
れ
る

の
は
憨
山
が
万
暦
二
三
年
（
一
五
九
五
）
に
下
獄
さ
れ
僧
侶
の
身
分
を

剥
奪
さ
れ
て
南
方
に
流
さ
れ
た
こ
と
や
、
紫
柏
真
可
が
万
暦
三
一
年
に

妖
書
事
件
に
よ
り
獄
死
し
た
こ
と
、
及
び
、
李
卓
吾
が
万
暦
三
〇
年
に

獄
中
で
自
害
し
た
こ
と
で
あ
る
。
も
し
雪
浪
の
言
が
こ
れ
ら
の
こ
と
を

指
す
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
手
紙
の
成
立
、
ひ
い
て
は
『
雪
浪
集
』
巻
下

の
成
立
お
よ
び
刊
行
は
万
暦
二
六
年
よ
り
下
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、

雪
浪
自
身
の
「
宥
過
」
は
『
万
暦
野
獲
編
』「
雪
浪
被
逐
」
に
記
さ
れ

る
事
件
を
示
す
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、
本
資
料
は
重
要
な
意
味

を
持
つ
が
、
こ
れ
ら
は
推
測
の
域
を
出
ず
、
現
時
点
で
は
上
記
の
可
能

性
の
み
を
示
す
の
み
と
す
る
。

二
ー
三
、『
雪
浪
続
集
』

①�　

一
巻
、
刊
本
、
沈
顥
「
雪
浪
続
集
叙
」（
万
暦
四
三
年

〔
一
六
一
五
〕）、
管
覚
僊
「
雪
浪
続
集
後
語
」（
万
暦
四
六
年

〔
一
六
一
八
〕）、『
禅
門
逸
書
』
続
編
第
二
冊
所
収

「
雪
浪
続
集
」
の
名
称
は
『
谷
響
録
』
中
に
も
掲
げ
ら
れ
る
が
、
内

容
的
重
複
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
本
書
中
の
冒
頭
の
内
題
は
「
雪
浪

続
集
」
で
あ
る
が
、
本
文
中
に
付
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
内
題
や
版
心
題
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図・雪浪の著作諸本の関係（破線は現存しないもの）

 『谷響録』〔初刊本、性濂編、万暦 21 年刊〕

『雪浪集』〔巻上、万暦 26 年序〕 

『谷響録』〔内閣文庫本、
万暦 46 年前後刊か？〕

『雪浪集』2 巻〔四庫存目本〕

『雪浪続集』〔管覚僊編、万暦 46 年跋刊〕 

『雪浪集』〔巻下〕 

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉�

明
末
仏
教
、
雪
浪
洪
恩
、『
谷
響
録
』、『
雪
浪
集
』、『
雪

浪
続
集
』

は
「
続
雪
浪
集
」
と
な
っ
て
お
り
、
書
名
に
は
混
乱
が
見
ら
れ
る
。

本
書
の
成
立
は
、
管
覚
僊
「
雪
浪
続
集
後
語（
11
（

」
に
よ
れ
ば
、『
雪
浪

続
集
』
は
在
俗
の
弟
子
で
あ
る
管
覚
僊
が
三
〇
年
に
わ
た
っ
て
雪
浪
に

従
う
中
で
収
集
し
た
も
の
を
、
師
の
没
後
に
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
書
の
刊
行
は
管
覚
僊
「
雪
浪
続
集
後
語
」
の
記
さ
れ
た
万
暦
四
六

年
（
一
六
一
八
）
以
降
で
あ
り
、
前
述
の
よ
う
に
、『
谷
響
録
』
所
収

の
「
雪
浪
続
集
」
と
は
刊
行
に
関
し
て
関
係
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

管
覚
僊
と
は
呉
門
の
在
家
居
士
で
、
憨
山
「
毗
耶
室
銘（
11
（

」
に
記
録

が
あ
る
。
そ
れ
に
拠
れ
ば
、
彼
は
早
く
に
仏
教
に
帰
依
し
、
妻
子
を
も

た
ず
、
街
に
毗
耶
室
と
い
う
一
室
を
設
け
十
方
の
僧
に
飯
食
を
提
供
し

て
い
た
。
ま
た
、『
谷
響
録
』
に
も
「
為
雲
山
管
居
士
題
覚
僊
偈
」（
四
七

丁
裏
）
と
い
う
五
言
律
詩
形
式
の
偈
が
記
さ
れ
る
。

本
書
の
内
容
は
雪
浪
の
詩
を
そ
の
形
式
に
よ
っ
て
分
類
し
て
並
べ
た

も
の
で
、「
五
言
古
」「
七
言
古
」「
五
言
律
」「
七
言
律
」「
五
言
絶
」「
六

言
絶（
11
（

」「
七
言
絶
」、
計
一
九
一
篇
の
詩
を
収
め
る
。

詩
の
内
容
か
ら
見
れ
ば
、
本
書
自
体
に
一
部
の
詩
の
重
出
が
あ
り
、

さ
ら
に
『
雪
浪
集
』
と
の
間
に
も
一
部
の
内
容
的
重
複
が
あ
る
。
ま
た
、

上
述
の
管
覚
僊
の
後
語
の
内
容
か
ら
見
て
も
、
そ
の
内
容
の
成
立
時
期

は
幅
広
い
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
雪
浪
続
集
』
は
『
雪
浪
集
』
と

異
な
り
、
最
晩
年
の
望
亭
に
お
け
る
飯
僧
に
関
す
る
詩
も
見
ら
れ
る
。

こ
の
事
か
ら
、
雪
浪
が
南
京
を
追
わ
れ
た
の
ち
の
消
息
や
思
想
を
明
か

す
こ
と
の
で
き
る
資
料
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
ま
と
め
　
―
―
雪
浪
の
著
作
諸
本
の
関
係
に
つ
い
て

以
上
、
雪
浪
の
著
作
と
し
て
残
る
『
谷
響
録
』『
雪
浪
集
』『
雪
浪
続

集
』
三
種
の
詩
文
集
の
成
立
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。『
谷
響
録
』

に
せ
よ
『
雪
浪
集
』
に
せ
よ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
性
等
か
ら
検
討
を
行

え
ば
、
そ
の
成
立
の
過
程
は
単
純
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

不
明
な
点
も
残
さ
れ
て
い
る
が
、
本
論
の
検
討
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た

の
は
、
以
下
の
点
で
あ
る
。

（
一�

）
内
閣
文
庫
本
『
谷
響
録
』
の
末
尾
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
草
書
体

の
識
語
は
、『
谷
響
録
』
の
再
編
纂
時
に
記
さ
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
そ
の
作
者
で
あ
る
耶
渓
志
若
は
再
編
纂
に
は
関
わ
っ
て
い

な
い
。

（
二�

）『
雪
浪
集
』
の
巻
上
と
巻
下
の
成
立
の
時
期
は
同
一
で
は
な
く

前
後
す
る
。
巻
下
に
の
み
『
谷
響
録
』
B
部
分
の
影
響
が
見
ら

れ
る
。

（
三�

）『
谷
響
録
』
の
B
部
分
の
う
ち
の
少
な
く
と
も
大
部
分
は
万
暦

二
一
年
の
編
纂
で
あ
ろ
う
が
、C
部
分
は
初
刊
時（
万
暦
二
一
年
）

に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、『
雪
浪
集
』
巻
下
を
挟
ん
で
後

に
な
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。C
部
分
の
編
纂
、つ
ま
り『
谷

響
録
』
の
再
編
集
に
は
、『
雪
浪
続
集
』
を
編
集
し
た
管
覚
僊
が

関
わ
っ
た
可
能
性
の
方
が
高
く
、
そ
の
時
期
は
『
雪
浪
続
集
』
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の
成
立
、
つ
ま
り
万
暦
四
六
年
に
近
い
時
期
で
あ
ろ
う
。

（
四�
）『
雪
浪
集
』
と
『
雪
浪
続
集
』
に
は
内
容
的
重
複
が
存
す
る
が
、

『
谷
響
録
』
と
『
雪
浪
続
集
』
に
は
内
容
的
重
複
は
存
在
し
な
い
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
、各
版
本
の
成
立
的
関
係
を
ま
と
め
れ
ば
、

下
図
の
よ
う
に
な
る
。

書
誌
学
的
な
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
年
代
が
確
定
で

き
な
い
以
上
、
こ
れ
ら
に
収
録
さ
れ
る
詩
文
の
成
立
下
限
の
確
定
は
困

難
で
あ
り
、
内
容
か
ら
成
立
年
代
の
知
ら
れ
る
作
品
は
別
と
し
て
、
成

立
年
代
の
確
定
で
き
な
い
詩
文
に
よ
っ
て
雪
浪
の
行
状
や
思
想
の
変
化

を
探
る
こ
と
は
難
し
い
。
た
だ
し
、
中
で
も
成
立
の
下
限
が
明
確
で
あ

る
『
谷
響
録
』
B
部
分
や
『
雪
浪
集
』
巻
上
に
掲
載
さ
れ
る
詩
文
と
、

晩
年
の
も
の
も
含
ま
れ
る
管
覚
僊
編
『
雪
浪
続
集
』
の
詩
、
及
び
『
谷

響
録
』
C
部
分
と
を
比
較
す
れ
ば
そ
の
思
想
的
変
化
を
読
み
取
る
こ
と

の
で
き
る
可
能
性
は
あ
る
。
た
だ
し
、『
雪
浪
続
集
』
や
『
谷
響
録
』

C
部
分
も
必
ず
し
も
晩
年
の
作
品
の
み
を
収
録
す
る
と
は
限
ら
な
い
点

に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
諸
本
の
状
況
を
踏
ま
え
、
今
後
は
本
論
の
中
で
述
べ
た

雪
浪
の
思
想
に
関
す
る
諸
々
の
問
題
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
著
作
か
ら
検

討
を
行
い
、
居
士
と
僧
と
の
関
係
等
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
晩
明
代
に

お
け
る
仏
教
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
。

図・雪浪の著作諸本の関係（破線は現存しないもの）

 『谷響録』〔初刊本、性濂編、万暦 21 年刊〕

『雪浪集』〔巻上、万暦 26 年序〕 

『谷響録』〔内閣文庫本、
万暦 46 年前後刊か？〕

『雪浪集』2 巻〔四庫存目本〕

『雪浪続集』〔管覚僊編、万暦 46 年跋刊〕 

『雪浪集』〔巻下〕 

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉�

明
末
仏
教
、
雪
浪
洪
恩
、『
谷
響
録
』、『
雪
浪
集
』、『
雪

浪
続
集
』
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後
注

（
（
）
吉
川
幸
次
郎
「
居
士
と
し
て
の
銭
謙
益
」、『
吉
川
幸
次
郎
全
集
』

一
六
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
年
、
四
二
頁
。

（
（
）
大
澤
邦
由
「
雪
浪
洪
恩
の
行
状
と
そ
の
評
価
に
つ
い
て
」、『
駒
澤
大

学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
』
八
〇
、二
〇
二
二
年
三
月
。

（
3
）
銭
謙
益
著
、
銭
仲
聯
標
校
『
牧
斎
初
学
集
』
巻
八
六
、
上
海
古
籍
出

版
社
、
二
〇
〇
九
年
、
下
冊
、
一
八
〇
〇
頁
。
吉
川
氏
前
掲
論
文
に
引

用
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）『
憨
山
老
人
夢
遊
集
』
巻
三
〇
、『
卍
続
蔵
』
第
七
三
冊
六
七
八

頁
下
段
。

（
5
）
銭
謙
益
『
楞
厳
経
疏
解
蒙
鈔
』
巻
首
之
一
「
古
今
疏
解
品
目
」、『
卍

続
蔵
』
第
一
三
冊
五
〇
五
頁
中
段
。『
憨
山
老
人
夢
遊
集
』
巻

三
〇
、『
卍
続
蔵
』
第
七
三
冊
六
七
八
頁
下
段
。

（
（
）『
雪
浪
集
』
巻
下
、『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
集
部
一
九
〇
冊
、
斉
魯

書
社
、
一
九
九
五
年
、
七
一
八
頁
。

（
（
）
一
雨
通
潤
「
楞
厳
合
轍
自
序
」、『
楞
厳
経
合
轍
』
巻
１
、『
卍
続
蔵
』

第
一
四
冊
二
六
八
頁
下
段
。

（
（
）
例
え
ば
、『
楞
厳
経
疏
解
蒙
鈔
』
巻
二
に
お
い
て
銭
謙
益
は
、
温
陵
戒

環
の
解
釈
を
抄
録
し
た
後
に
「
雪
浪
解
は
温
陵
に
依
る
（
雪
浪
解
依
温

陵
）」（『
卍
続
蔵
』
第
一
三
冊
五
七
〇
頁
中
段
）
と
述
べ
て
お
り
、
雪
浪

の
注
釈
が
戒
環
と
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
楞

厳
経
』
巻
三
の
「
又
た
汝
の
識
心
と
、
諸
の
思
量
と
は
、
了
別
性
を
兼

ね
る
に
、
為
た
同
か
為
た
異
か
（
又
汝
識
心
、
与
諸
思
量
、
兼
了
別
性
、

為
同
為
異
）」
と
い
う
経
文
に
対
し
て
、
雪
浪
は
「
識
心
は
意
識
を
指
す
。

諸
思
量
は
即
ち
意
根
な
り
。
二
法
は
了
別
性
を
兼
ぬ
。
為
た
同
か
為
た

異
か
と
は
、
識
心
と
意
根
と
は
為
た
同
か
為
た
異
か
と
謂
う
な
り
（
識

心
指
意
識
。
諸
思
量
即
意
根
。
二
法
兼
了
別
性
。
為
同
為
異
、
謂
識
心

与
意
根
為
同
為
異
也
）」（『
卍
続
蔵
』
第
一
三
冊
六
〇
三
頁
上
段
）
と
注

釈
す
る
。
こ
の
経
文
は
、「
識
心
」
と
「
思
量
」
お
よ
び
「
了
別
性
」
が

そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
、
注
釈
者
に
よ
り
意
見

が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
長
水
子
璿
は
唯
識
学
を
援
用

し
て
、「
識
心
は
第
八
な
り
、
思
量
は
第
七
な
り
、
了
別
は
第
六
な
り
（
識

心
第
八
也
、
思
量
第
七
也
、
了
別
第
六
也
）」（
長
水
子
璿
『
首
楞
嚴
義

疏
注
經
』
巻
三
、『
大
正
蔵
』
第
三
九
冊
八
六
六
頁
下
段
）
と
し
、
識
心

等
に
阿
頼
耶
識
等
を
相
当
さ
せ
て
解
釈
す
る
。
一
方
、
温
陵
戒
環
は
「
識

心
は
意
識
な
り
、
思
量
了
別
は
意
根
な
り
（
識
心
意
識
也
、
思
量
了
別

意
根
也
）」（『
楞
厳
経
要
解
』
巻
五
、『
卍
続
蔵
』
第
一
一
冊
八
〇
四
頁

上
段
）
と
し
、
意
識
と
意
根
と
い
う
三
科
の
枠
組
み
内
で
解
釈
す
る
。

こ
れ
ら
三
者
の
解
釈
を
比
較
す
れ
ば
、
雪
浪
と
温
陵
戒
環
の
解
釈
の
共

通
性
が
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
経
文
の
含
意
を
、
十
八
界
の
う
ち

の
意
識
と
意
根
の
異
同
問
題
に
集
約
さ
せ
る
意
味
に
お
い
て
共
通
す
る
。

銭
謙
益
は
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
雪
浪
の
解
釈
を
「
雪
浪
の
解
釈

は
、
温
陵
〔
の
『
楞
厳
経
要
解
』〕
を
疎
通
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
に
、
講

席
で
は
新
し
い
解
釈
だ
と
誇
っ
て
い
る
（
雪
浪
之
解
、
不
過
疏
通
温
陵
、
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而
講
席
誇
為
新
義
）」（『
楞
厳
経
疏
解
蒙
鈔
』
巻
三
、『
卍
続
蔵
』
第

一
三
冊
六
〇
三
頁
中
段
）と
批
判
す
る
。
銭
謙
益
は『
楞
厳
経
疏
解
蒙
鈔
』

に
お
い
て
、
長
水
子
璿
の
注
釈
を
正
統
と
す
る
立
場
か
ら
『
楞
厳
経
』

注
釈
史
を
捉
え
て
い
る
た
め
、
雪
浪
の
温
陵
戒
環
に
寄
っ
た
解
釈
に
は

否
定
的
で
あ
る
が
、
他
の
経
論
を
参
照
し
な
け
れ
ば
理
解
の
難
し
い
長

水
の
解
釈
に
対
し
て
、
雪
浪
の
解
釈
は
温
陵
の
解
釈
を
よ
り
解
釈
し
や

す
い
よ
う
に
示
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
の
解
釈
は
そ
の
特
徴
を
表
し
て

い
る
一
つ
の
例
と
言
え
る
。

（
（
）『
卍
続
蔵
』
第
五
五
冊
四
七
二
頁
下
段
。

（
（0
）
廖
肇
亨
「
雪
浪
洪
恩
初
探
―
―
兼
題
東
京
内
閣
文
庫
所
蔵
《
谷
響
録
》」、

『
漢
学
研
究
』
第
一
四
巻
第
二
期
、漢
学
研
究
中
心
、一
九
九
六
年
一
二
月
。

の
ち
、
廖
肇
亨
『
中
辺
・
詩
禅
・
夢
戯:
明
末
清
初
仏
教
文
化
論
述
的
呈

現
与
開
展
』（
允
晨
文
化
実
業
股
份
有
限
公
司
、
二
〇
〇
八
年
、
二
〇
一

―
二
三
七
頁
）
に
収
録
。

（
（（
）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
目
録
に
拠
る
。
参
考
：
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ

ル
ア
ー
カ
イ
ブ
：https://w
w
w
.digital.archives.go.jp

（
（（
）『
谷
響
録
』「
谷
響
録
序
」、
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
本
、「
跋
」
一

丁
表
。

（
（3
）『
雪
浪
続
集
』「
丙
午
九
日
過
檇
李
初
度
喜
同
諸
法
侶
」（
明
復
法
師
主

編
『
禅
門
逸
書
』
続
編
第
二
冊
、
漢
声
出
版
社
、
一
九
八
七
年
、
一
四
頁
）

は
次
の
通
り
で
あ
る
。

�

　
　

�

予
年
六
十
二
、一
心
隨
所
自

�

　
　
　

予
は
年
六
十
二
に
し
て
、
一
心
は
所
自
に
隨
う

�

　
　

�

禅
寂
絶
思
惟
、
説
法
離
文
字　

�

　
　
　

禅
寂
し
て
思
惟
を
絶
し
、
説
法
し
て
文
字
を
離
る

�

　
　

�

水
月
去
来
踪
、
谷
響
人
間
世　

�

　
　
　

水
月
、
去
來
の
踪あ
と

、
谷
響
、
人
間
の
世

�

　
　

�

東
籬
黄
菊
花
、
歳
歳
開
相
似　

�

　
　
　

東
籬
の
黃
黄
の
花
は
、
歲
歲
に
開
く
に
相
い
似
た
り

�

こ
の
句
は
万
暦
三
四
年
（
一
六
〇
六
）、
雪
浪
六
二
歳
の
誕
生
日
に
そ
の

心
境
を
述
べ
て
作
っ
た
五
言
律
詩
で
あ
る
。
水
月
も
谷
響
も
実
体
の
な

い
幻
の
よ
う
な
も
の
の
比
喩
で
あ
り
、
第
五
句
以
下
は
自
分
の
足
跡
は

水
に
映
っ
た
月
の
よ
う
に
実
体
の
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
詩
や
説
法
は

谷
の
響
き
の
よ
う
に
世
間
に
こ
だ
ま
し
て
お
り
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
東

籬
の
黃
菊
の
花
が
毎
年
開
く
よ
う
な
も
の
だ
と
の
意
で
あ
ろ
う
。
確
か

に
「
谷
響
」
は
『
谷
響
録
』
を
も
指
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
も
読
め

る
が
、
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。

（
（（
）
廖
肇
亨
〔
二
〇
〇
八
〕、
二
三
五
頁
。

（
（5
）
劉
明
芳
『
宝
華
山
志
』
巻
七
、
杜
潔
祥
主
編
『
中
国
仏
寺
史
彙
刊
』

第
一
輯
第
四
一
冊
、
明
文
書
局
、
一
九
八
〇
年
、
二
六
一
頁
。

（
（（
）
廖
肇
亨
〔
二
〇
〇
八
〕、
二
三
五
頁
。
原
文
：「
拠
其
言
，
今
内
閣
文

庫
蔵
本
《
谷
響
録
》
係
為
雪
浪
没
後
，
由
後
人
重
新
編
成
的
新
本
，
而

最
早
的
《
谷
響
録
》
当
是
除
却
附
録
的
二
巻
本
，其
附
録
必
為
後
人
所
加
，

而
附
加
者
最
有
可
能
為
古
松
或
志
茲
二
人
之
一
（
前
者
可
能
性
尤
大
）。
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也
就
是
説
，
在
当
時
小
崑
山
雪
浪
講
経
会
後
刊
行
，
性
濂
刊
梓
的
《
谷

響
録
》
是
今
本
存
世
《
谷
響
録
》
的
底
本
」。
至
於
両
本
之
間
的
差
異
，

由
於
性
濂
的
刊
本
不
存
（
或
尚
未
発
現
），
無
法
進
一
歩
比
対
，
不
過
除

了
附
録
的
部
分
，
両
者
的
差
異
応
該
不
大
。」

（
（（
）
喩
昧
菴
編
『
新
続
高
僧
伝
四
集
』
巻
二
〇
、瑠
璃
経
房
、一
九
六
六
年
、

第
二
冊
、
六
九
一
頁
。

（
（（
）
廖
肇
亨
〔
二
〇
〇
八
〕、
二
三
四
頁
。

（
（（
）『
新
纂
禅
籍
目
録
』、
駒
澤
大
学
図
書
館
、
一
九
六
四
年
、
二
四
〇
頁
。

（
（0
）『
雪
浪
集
』、『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
集
部
一
九
〇
、
斉
魯
書
社
、

一
九
九
七
年
、
六
七
四
頁
。

（
（（
）『
谷
響
録
』
に
巻
数
は
表
記
さ
れ
な
い
た
め
、
便
宜
的
に
本
論
四
頁
の

記
号
を
こ
こ
に
使
用
す
る
。

（
（（
）『
雪
浪
集
』
巻
下
、『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
集
部
一
九
〇
、斉
魯
書
社
、

一
九
九
七
年
、
七
一
九
頁
。

（
（3
）
明
復
法
師
主
編
『
禅
門
逸
書
』
続
編
第
二
冊
、
漢
声
出
版
社
、

一
九
八
七
年
、
四
四
頁
。

（
（（
）『
憨
山
老
人
夢
遊
集
』
巻
三
六
、『
卍
続
蔵
』
第
七
三
冊
七
三
〇
頁
中
段
。

（
（5
）
六
言
絶
句
は
五
言
詩
や
七
言
詩
に
比
べ
て
そ
の
作
例
が
少
な
い
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、『
雪
浪
続
集
』
に
は
「
六
言
絶
」
の
部
が
立
て
ら
れ
、

四
篇
二
〇
首
の
六
言
絶
句
が
収
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
同
時
期
の
他
の

僧
に
比
較
し
て
も
作
例
の
多
い
も
の
で
あ
る
。
高
泉
性
潡
（
一
六
三
三

―
一
六
九
五
）
を
中
心
と
し
て
、
覚
範
慧
洪
や
明
末
僧
の
六
言
絶
句
の

製
作
の
状
況
を
研
究
し
た
も
の
に
、
野
川
博
之
『
明
末
仏
教
の
江
戸
仏

教
に
対
す
る
影
響
』（
山
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
一
六
年
）
第
九
章
「
高
泉

六
言
絶
句
の
研
究
」
が
あ
り
、
憨
山
徳
清
な
ど
明
末
期
の
僧
の
六
言
詩

の
作
例
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
が
、
こ
の
中
で
は
雪
浪
の
作
に
つ
い

て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。


