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第

一
章

一

は

じ

め

に

東
嶺
円
慈
(
一
七
二
一
ー

一
七
九
二
)
が
白
隠
の
後
継
者
の

一
人
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
彼
は
ま
た
多
く
の
著
作
を
残
し

た
学
僧
で
も
あ

っ
た
。

こ
の
小
論

の
目
的
は
、
東
嶺
の
思
想
研
究
の

一
環
と
し
て
、
そ
の
著
作
の

一
部
を
紹
介
す
る
と

こ
ろ
に
あ
る
。

東
嶺
の
著
作
を
検
討
す
る
過
程
で
、
二
つ
の
大
き
な
障
害
に
ぶ
つ
か
る
。

一
つ
は
そ
の
文
献
が
活
字
化
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
、

も
う

一
つ
は
そ
の
著
作
の
所
蔵
が
判
ら
な
い
場
合
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
東
嶺
の
も
の
か
ど
う
か
疑
惑

の
も
た
れ
る
著
作
に

関
し

て
は
、

紛
失
さ
れ
て
し
ま

っ
た
文
献
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、

現
在
、
思
想
研
究
の
出
発
点
と
し
て
、

全
国
の
寺

院
と
図
書
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
東
嶺

の
も
の
を
調
べ
る
作
業
を
進
め
て
い
る
。

附
録
の
東
嶺
著
作

一
覧
表
は
、

そ

の
途
中
報
告

で
あ

る
。本

稿
で
は
、
そ
の
な
か
の

『
父
母
恩
難
報
経
註
解
』
(以
下

『恩
難
報
経
註
解
』
と
略
称
)
を
取
り
上
げ
、
第
二
章
に
そ

の
原
文
と
訓
註
を

示
し
た
。
そ
し
て
以
下
に
は
、
そ
の
資
料
発
見
の
経
緯
を
報
告
し
た
あ
と
、
そ
の
著
作
の
動
機
の
問
題
と
、
そ
れ
に
絡
ん
で

「孝
行
」
と

い
う

思
想
背
景
も
若
干
考
察
し
て
み
た
い
。

『
父
母
恩
難
報
経
』
と
い
う
経
典
に
対
し
て
、
東
嶺
が
註
釈
を
加
え
た
著
作

の
存
在
は

一
般
的
に
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ

て
い
な
い
が
、
滋

賀
県

の
齢
仙
寺
に
そ
の
文
献
の
唯

一
の
写
本
が
あ
る
と
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
コ
ピ
ー
を
入
手
し
て
い
た
。
そ
の
写
本
の
最

後
に
は
、
原
本
が
京
都
の
法
輪
寺

(達
磨
寺
)
に
あ

っ
た
と
明
記
す
る
昭
和
七
年

の
奥
付
が
あ
り
、
そ
の
点
が
長
い
間
気
に
な

っ
て
い
た
。

し
か
し
こ
の
た
び
法
輪
寺
の
御
住
職
の
許
可
を
い
た
だ
き
、
念
願
の
原
本
を
拝
見
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
ま
た
そ
れ
だ

け
で
な
く
、
見
せ
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て
頂

い
た

『
恩
難
報
経
註
解
』
が
入

っ
て
い
る
木
製
の
箱
か
ら
は
、
全
く
期
待
も
し
て
い
な
か
っ
た
他
の
資
料
も
出
て
き
た
。
そ
こ
に
は

天
明
八
年

(
一
七
八
八
)
の

『
恩
難
報
経
註
解
』
刊
本
と
は
別
に
、
東
嶺

の
自
筆

の
以
下
の
三
文
献
の
草
稿
が
合
本
の
形
で
収
め
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
順
次
、
『
四
十
二
章
経
』
の
註
解
、

『
文
殊
師
利
菩
薩

一

〔時
〕
梵
持
経
』
の
註
解
、

そ
し
て

『
父
母
恩
難
報

経
』

の
註
解
で
あ
る
。
前
二
点
の
保
存
状
態
は
比
較
的
良
い
が
、
『父
母
恩
難
報
経
』
の
草
稿
は
か
な
り
虫
の
被
害
を
受

け
て
い
る
。

『
文
殊
師
利
菩
薩

一

〔時
〕
梵
持
経
』
は
資
料
と
し
て
珍
し
い
。

『
三
身
寿
量
無
辺
経
』

と
い
う
別
名
で
日
本
大
蔵
経
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
文
献
で
あ
る
。

一
応
、
経
典
の

「仏
説
」
で
始
ま
る
テ
キ
ス
ト
で
は
あ
る
が
、
修
験
道

の
祖
と
仰
が
れ
て
い
る
役
小
角

(あ
る
い
は

役
行
者
)
が
著
者
と
さ
れ
、
か
の
人
物
が
こ
の
経
を
感
得
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
望
月

・
仏
教
大
辞
典
で
も
こ
の
テ
キ
ス

(
1
)

ト
を
日
本
で
造
ら
れ
た
偽
経
と
見
な
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
東
嶺
自
身
も
承
知
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

上
記

の
新
資
料
は
以
下

の
三
点
か
ら
東
嶺
の
真
筆
と
み
な
し
得
る
。

ま
ず
第

一
に

『
恩
難
報
経
註
解
』

の
草
稿

の
終
わ
り
に
は
、

「明

お

和
七
年

(
一
七
七
〇
)
庚
寅
七
月
廿
四
日
に
筆
を
捨
く
。
豆
の
龍
沢
に
住
す
る
東
嶺
頭
陀
円
慈
、
江
州
の
齢
仙
精
舎
に
於

て
、
父
宗
樹
、
母

(
2
)

智
仙

の
為
に
、
廿
日
よ
り
廿
四
日
に
至
る
ま
で
、
五
日
の
間
、
此
の
経
を
註
解
す
。
此

の
経
を
講
演
し
て
、
以
て
生
養
の
恩
に
報
ゆ
。」
と

明
記

さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
木
製

の
箱

の
上
に
は
墨
で

「東
嶺
和
尚
筆
」
と
明
記
さ
れ
、

箱
の
中
に
は

「昭
和
辛
未
、
(六
年
)
騰
月
、

(3
)

焚
香
し
て
題
署
す
、
独
山

(判
)
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
独
山
と
は
相
国
寺
の
前
管
長
で
あ
る
独
山
玄
義
老
師

(
一
八
六
九
-

一
九
三
八
)
の

こ
と
で
あ
り
、
そ
の
記
述
は
信
頼
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
東
嶺
の
他
の
筆
跡
を
い
く

つ
か
見
て
き
た
筆
者
の
経
験
か

ら
し
て
、
ほ
ぼ
真
筆
と
し
て
判
断
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

昭
和
七
年
頃
か
ら
お
よ
そ
六
十
年
間
そ
の
箱
の
中
に
眠

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
、
こ
れ
ら
三
つ
の
著
作
の
再
発
見

の
良
報
を
こ
こ
に

報
告

し
て
お
く
。
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二

『
父
母
恩
難
報
経
註
解
』
・
著
作
の
年
代
と
東
嶺
の
動
機

さ
て
、
東
嶺
と

『
恩
難
報
経
註
解
』

の
考
察
に
入
ろ
う
。

「恩
に
報
い
る
」
と
か

「孝
行
」
と
い
う
言
葉
は
、

現
代
人
に
と

っ
て
、
大

変
古
め
か
し
い
響
き
を
も
ち
、
し
か
も
儒
教
の
匂
い
を
漂
わ
せ
る
。
ま
し
て
そ
れ
が
江
戸
時
代
の
人
物
に
関
す
る
論
題
と
も
な
れ
ば
、
そ

の
著
作
の
動
機
と
し
て
、
朱
子
学

の
影
響
を
想
定
さ
れ
や
す
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
単
純
に
判
断
す
る
こ
と
は
妥

当
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

東
嶺

の
著
作
を
虚
心
に
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
妥
当
性
を
見
直
す
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
と
思
う
。

東
嶺
の
他

の
著
作
を
読
む
と
、
以
上
の
問
題
に
関
連
し
て
別
の
疑
問
も
生
じ
て
く
る
。
た
と
え
ば
東
嶺
は

『
宗
門
無
尽
灯
論
』
に
お
い

て
は
、
修
行
者

の
高
い
境
地

へ
進
ん
で
い
く
過
程
で
、
特
に
見
性
に
留
ま
ら
な
い
向
上
の
精
神
を
事
細
か
く
説
い
て
い
る
。

つ
ま
り
そ
れ

は
修
行
者

の
理
想
の
姿
を
描
こ
う
と
す
る
東
嶺
の
代
表
的
な
著
書
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
『
父
母
恩
難
報
経
』

の
よ
う
な
経
典
は
、

道
徳

の
経
典
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
東
嶺
が
そ
の
種
の
も
の
に
興
味
を
示
す
こ
と
は
、
妙
な
印
象
を
与
え
、

一
種
の
矛
盾
さ
え
感

じ
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
も
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
ま
ず
東
嶺
が

『
恩
難
報
経
註
解
』
を
著
作
し
た
背
景
を
、
資
料
に
基
づ
き
辿

っ

て
み
よ
う
。

(
4
)

東
嶺
の
年
譜
に

『
父
母
恩
難
報
経
』

の
題
名
が
登
場
す
る
の
は
東
嶺
五
十
歳
、
す
な
わ
ち
明
和
七
年

(
一
七
七
〇
)
の
項
で
あ
る
。
そ
の

年
は
草
稿
に
見
え
る
年
と

一
致
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
年
に
東
嶺
の
最
初
の
原
稿
が
完
成
し
た
こ
と
は
ほ
ぼ
疑
い
な

い
。
そ
し
て
齢
仙
寺

の
過
去
帳
に
は
、
そ
の
同
じ
年
に
東
嶺
が
齢
仙
寺
に
塔
を
建
て
て
、
そ
の
中
に
舎
利
や

『
父
母
恩
難
報
経
』
を
含
む
経
典
な
ど
を
収
め
て

大
き
な
法
事
を
行

っ
た
こ
と
が
、
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

『
恩
難
報
経
註
解
』

の
最
後

の
記
述
か
ら
、
こ
の

『
父
母
恩
難
報
経
』
の
講

演
が

五
日
間
に
わ
た

っ
て
、
自
分
の
両
親
の

「生
養
の
恩
に
報
い
る
」
と
い
う
目
的
も
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
東
嶺
の
母

親
が
亡
く
な

っ
た
の
は
、
東
嶺
二
十
七
歳
、

一
七
四
七
年
の
こ
と
で
、
修
行
の
大
事
な
時
期
の
真

っ
最
中
で
あ
る
。

一
方
、
父
親
は
そ
の

二
年
後
に
死
去
し
て
い
る
。
ち

ょ
う
ど
彼
が
白
隠
の
印
可
を
も
ら
う
直
前
に
当
た
る
。
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最
初

の

『恩
難
報
経
註
解
』
の
草
稿
よ
り
十
八
年
を
経
た
天
明
八
年

(
一
七
八
八
)
に
、
東
嶺
は
あ
ら
た
め
て
原
稿
を
改
良
し
た
こ
と
が
、

(
5
)

同
じ
年
譜

の
六
十
七
歳
の
項
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
そ
の
直
前
に
は
、
東
嶺
は
重
病
に
か
か

っ
て
お
り
、
奇
跡
的
に
回
復
し
て

い
る
。
そ
し
て
翌
年

の
正
月
に
は
、
出
版
し
た
ば
か
り
の

『
恩
難
報
経
註
解
』
に
基
づ
い
て
、
講
演
を
行

っ
て
い
る
。
以
上
が
伝
記
資
料

の
関
連
事
項
の
概
略
で
あ
る
。

以
上
か
ち
著
作

の
動
機
と
し
て
自
分
の
両
親
の
供
養
乏
い
う
目
的
が
あ

っ
た
に
せ
よ
、
東
嶺
は

『
恩
難
報
経
註
解
』

を
在
家

の
人

々
の

教
化

の
た
め
に
も
用
い
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
東
嶺
は
ど
の
よ
う
に
し
て
原
文
の
経
典
に
出
会

っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

孝
行
を
述
べ
る
経
典

の
内
、
東
嶺
は
特
に

『
父
母
恩
難
報
経
』
、
『
父
母
恩
重
経
』
と

『
孝
子
経
』
の
三
種
類
に
言
及
し
て
い
る
。

『
父

(
6
)

母
恩
重
経
』

の
方
は
、
中
国
で
は
盛
ん
に
読
ま
れ
た
経
典
で
あ
る
が
、
日
本
で
も
古
代
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
寛
永
二
十
年

(7
)

(
一、六
四
三
)
に
高
野
山
で
開
板
さ
れ
、
そ
れ
に
続
い
て
真
言
宗
の
僧
侶
が
註
釈
書
を
次

々
著
し
て
い
る
。
東
嶺
が
そ
の
ル
ー
ト
を
通
し
て
、

父
母
に
対
す
る
恩
を
説
く
経
典

の
存
在
を
知

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
今
は
そ
れ
を
裏
付
け
る
資
料
は
な
い
。
た
だ
東
嶺
が
密
教
系

の

(
8
)

僧
侶
と
接
触
す
る
機
会
が
あ

っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

一
方
、
当
時
の
唯

一
の

『
父
母
恩
難
報
経
』
の
註
釈
書
は
、
真
言
僧
が
著
し
た

(
9
)

『
仏
説

・
父
母
恩
難
報
経
翼
解
』
で
あ

っ
た
。
貞
享
三
年

(
一
六
八
六
)
に
刊
行
さ
れ
、
大
谷
大
学
の
図
書
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
著
者

の
祐
賀
に
関
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
そ
の
本
に
真
言
宗
豊
山
派
十
五
世
、
亮
貞
温
如
(
一
六
四
八
-

一
七

一
九
)
の
賊
が
付
い
て
い

る
。
さ
ら
に
こ
れ
以
外
に
同
じ
系
統

の
人
が
著
し
た

『
父
母
恩
重
経
』
の
註
釈
に
、
長
谷
寺
十

一
世
、
亮
汰
俊
彦

(
一
六
二
ニ
ー

一
六
八
〇
)

(
10
)

の

『
父
母
恩
重
経
紗
』
二
巻
乏
、
貞
享
元
年

(
一
六
八
四
)
に
刊
行
さ
れ
た
高
野
山
補
陀
洛
院
、
真
賢

(
一
七

一
二
年
寂
)
の

『
科
註

・
父
母

(
11

)

恩
重
経
岡
極
紗
』
な
ど
が
あ
る
。

さ
ち
に
東
嶺
の
著
作
の
動
機

の

一
つ
と
し
て
、

明
僧
の
雲
棲
株
宏

(
一
五
三
五
-

一
六
一
五
)
の

『
竹
窟
随
筆
』
に
み
え
る

『
父
母
恩
重

(
12
)

経
』
批
判

へ
の
反
発
も
想
定
で
き
る
。

東
嶺
は
宝
暦
十
二
年

(
一
七
六
二
)
に
雲
棲

の

『
禅
関
策
進
』
の
後
序
を
書
い
て

い
る
の
で
、
『
竹

(
13

)

憲
随
筆
』
も
知

っ
て
い
る
可
能
性
は
高
い
。
そ
の
後
序
で
、
東
嶺
は
白
隠

の
少
年
時
代
の
出
来
事
に
由
来
す
る
再
刊
の
意
図
を
述
べ
て
い
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る
が
、
そ
こ
に
は
雲
棲
の
念
仏
禅
に
対
す
る
批
判
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち

「汝
等
、
他
日
功
余
力
有
ら
ば
、
再
刊
し
て
之
を
行
せ
よ
」

(
14

)

と
い
う
白
隠
の
委
託
を
受
け
て
い
な
け
れ
ば
、

「老
僧
の
意
に
依
ら
ば
、

一
斉
に
削
去
す
る
も
可
な
り
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、

東
嶺
自

身
は
こ
の
書
の
全
文
を
削
除
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
隠
せ
な
い
で
い
る
。

白
隠

の
こ
と
に
言
及
し
た

つ
い
で
に
い
え
ば
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
白
隠
も
父
母
の
恩
に
報
じ
る
大
切
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
白
隠
の

(
15
)

自
伝
に
当
る

『壁
生
草
』
に
は

「父
母
の
恩
に
報
じ
る
こ
と
能
わ
ず
」
と
い
う
表
現
が
見
え
る
し
、
『
寒
山
詩
闘
提
記
聞
』

巻

二
に
は
、

(
16

)

「世
間
の
人
は

(中
略
)
父
母
の
恩
に
報
じ
ぬ
」
と
い
う
嘆
き
の
声
も
現
れ
て
い
る
。

次
に

『恩
難
報
経
註
解
』
の
内
容
を
み
て
み
よ
う
。
東
嶺
の
テ
キ
ス
ト
は
、
さ
ほ
ど
著
者
の
個
性
が
目
立
つ
よ
う
な
註
釈
で
は
な
い
。

東
嶺

は
伝
統
的
な
註
解
の
書
き
方
に
従

っ
て
、
経
典
を
序
分

・
正
宗
分

・
流
通
分
の
三
科
に
分
か
ち
、
さ
ら
に
細
か
く
文
章
を
区
切
り
、

各
々
、
別
の
経
典
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
解
釈
し
て
い
る
(参
考
文
献
に
引
用
経
典
の
リ
ス
ト
を
付
し
た
)。

註
解
の
最
初
に
は
、

興
味
深
い
こ
と
に
、

元
の
経
典
と
し
て
三
種
類
を
挙
げ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
説
明
し
て
い
る
。

ま
ず
第

一
に

『
父
母
恩
難
報
経
』
を
挙
げ
、
こ
れ
を

「本
拠
と
為
す
」
と
し
、
根
本
的
な
文
献
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
二
に
は

『
孝
子
経
』

を
挙
げ
、
「是
れ
必
ず
晋
宋
の
諸
賢
が
、
此
の
経
を
推
し
拡
め
て
、

中
下
の
機

の
為
に
仮
に
教
誠
を
成
す
が
故
に
、

訳
人
の
名
無
し
。
又

宗
体
欠
き
て
、
経
の
深
義
を
失
せ
り
」
と
断
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に

『
父
母
恩
重
経
』
を
挙
げ
、
「『
孝
子
経
』

と
大
同
小
異
な
り
。

蔵
中
に
出
で
ざ
る
、
故
に
評
し
て
偽
経
と
為
す
。
按
ず
る
に
後
人
は

『
孝
子
経
』
に
依
り
て
、
別
に

一
本
を
設
け
る
。
便
に
依
り
て
在
家

の
者
を
教
訓
す
る
こ
と
、
益
有
り
て
害
無
し
。
併
せ
て
以
て
行
ず
べ
し
し
と
述
べ
て
い
る
。
東
嶺

の
経
典
の
研
究
は
必
ず
し
も
現
代
の
学

問
と

一
致
し
て
い
な
い
が
、
文
献

の
比
較
と
い
う
点
に
お
い
て
、
近
代
的
な
方
法
を
用
い
て
い
る
。

東
嶺
が
こ
れ
に
続
く

『
恩
難
報
経
註
解
』
で
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
は
い
く

つ
か
指
摘
で
き
よ
う
。
ま
ず
、
第

一
は
次
の
点
で
あ

る
。

-



、

先

に
世
間
の
父
母
を
教
化
し
、
次
第
に

一
乗
円
融
の
仏
地
に
引
導
し
、
遂
に
出
世

の
父
母
に
孝
順
し
て
、
畢
寛
じ
て
二
子
紹
続

の
大

事
を
究
尽
せ
し
む
。
出
世

の
門
に
約
す
に
、
又
た
三
義
有
り
。
如
来
の
智
徳
を
父
と
為
し
、
菩
薩
の
悲
願
を
母
と
為
し
て
、

一
切

の

発
菩
提
心
の
子
を
生
ず
、
是
れ
因
縁
の
義
な
り
。
常
住
の
仏
性
を
父
と
為
し
、
般
若

の
智
光
を
母
と
為
す
、
是
れ
正
因
の
義
な
り
。

修
行
方
便
を
父
と
為
し
、
見
性
智
度
を
母
と
為
し
て
、
進
み
て
究
寛
円
満

の
位
に
到
る
、
是
れ
了
因
の
義
な
り
。

要
す
る
に
こ
こ
で
東
嶺
は
、
世
間

の
孝
か
ら
出
世
間
の
孝

へ
の
発
展
を
望
み
、
発
菩
提
心
と
妙
覚

(究
寛
円
満
の
位
)
と
い
う
二
つ
の

子
供

(後
継
ぎ
)
を
産
む
目
的
が
そ
の
本
当
の
孝
の
前
提
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
ま
た
東
嶺
が
天
台
宗
の

「
五
十
二
位
」
お
よ
び

「三
因

仏
性
」

説
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
第
二
点
は

『
大
方
便
仏
報
恩
経
』
の
以
下
の
引
用
に
よ

っ
て
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。

東嶺 の著作 に関する問題(そ の一)ユ49

身

を
受
く
る
を
以
て
の
故
に
、

一
切
衆
生
は
亦
た
曾
て
如
来
の
父
母
と
為
り
、
如
来
も
亦
た
曾
て

一
切
衆
生
の
為

に
、
父
母
と
作
る
。

(17
)

一
切

の
父
母
と
為
る
が
故
に
、
常
に
難
行
苦
行
を
修
し
、
捨
て
難
き
を
能
く
捨

つ
。

つ
ま
り
こ
の
箇
所
で
は
、
東
嶺
は
輪
廻
の
思
想
を
前
提
と
し
た
見
方
に
基
づ
い
て
、
す
べ
て
の
衆
生
が
過
去
に
お
い
て
如
来
の
親
で
あ

り
、
如
来

の
子
供
だ

っ
た
の
で
、
仏
教
で
い
う
本
当
の
孝
行
、
い
わ
ゆ
る
大
孝
は
す
べ
て
の
衆
生
を
対
象
に
行
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
主

張
し
て

い
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
最
後
の

一
点
と
し
て
、
東
嶺
が

「三
教

一
致
」
の
思
想
を
前
提
と
し
て
、
著
述
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。

と
こ
ろ
で

「三
教

一
致
」
の
思
想
は
、
東
嶺
の
別
の
著
作
に
も
み
ら
れ
る
。
『
神
儒
仏
三
法
孝
経

口
解
』
(以
下

『
口
解
』
と
略
称
)
か
ら
、

(
18
)

東
嶺
は
特
に
仏
日
契
嵩

(
一
〇
〇
七
-

一
〇
七
二
、
明
教
大
師
)
の

『輔
教
編
』

の

「孝
論
」
を
尊
重
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
「第
三
、
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釈
門

の
孝
経
」

の
部
分
は
、
「孝
論
」
を
丸
ご
と
引
用
し
て
、

そ
れ
に
註
釈
を
加
え
て
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
契
嵩
が
唱
え

る

「
大
孝

の
奥
理
密
意
」

へ
の
関
心
が
当
然
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た

『鐸
津
明
教
大
師
行
業
記
』
と
い
う
契
嵩
の
伝
記

に
は

「仏
を
排
し

(
19
)

て
孔
子
を
尊
び
慕
う
」
と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
反
仏
教
的
傾
向
が
看
取
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
応
す
る
た
め
に
、
契
嵩

等
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
三
教

一
致
説
で
あ
ろ
う
。
時
代
が
異
な

っ
て
も
、
東
嶺
は
目
前
に
似
た
状
況
が
あ

っ
た
た
め
、

一
層
契
嵩
に

共
感
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

さ
ら
に

『
口
解
』
に
お
い
て
は
、

東
嶺
は
、
契
嵩
と
全
く
同
じ
よ
う
に
、
『
梵
網
経
』

(
20
)

の

「
孝
を
名
け
て
戒
と
為
す
」
と
い
う
句
を
引
い
て
、
孝
を
戒
律
と
も
関
連
づ
け
て
い
る
。

因
み
に
、

東
嶺
は
「
『
梵
網
経
』
と
は

『
華

(
21
)

厳
』

の
異
訳
に
し
て
、
同
時
の
大
乗
な
り
」
と
考
え
て
い
た
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
東
嶺
の
著
作
の
動
機
と
し
て
、
単
に
江
戸
の
朱
子
学
の
影
響
の
み
を
想
定
す
る
こ
と
が
不
適
切

で
あ
る
こ
と
が
理

解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
日
本
に
お
い
て
『
父
母
恩
難
報
経
』
の
よ
う
な
経
典
に
対
す
る
関
心
お
よ
び
信
仰
が
、
必
ず

し
も
江
戸
幕
府
の

宗
教
政
策
が
も
た
ら
し
た
現
象
に
限
ら
な
い
と
い
う
事
実
も
合
わ
せ
て
注
意
し
て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば
、
五
山
禅
の
臨
済
僧
で
あ
る
春

屋
妙
聾

三
=

⊥

三
八
八
)
が
・
亡
ー
な

っ
た
僧
尼
の
忌

の
際

『父
母
恩
重
経
』
を
里

廻
(印
刷
)
し
た
と
い
う
記
録
も
残
さ
れ
て
い
鱒

江
戸
時
代
の
思
想
を
問
題
に
す
る
場
合
、
今
日
の
判
断
基
準
を
そ
の
ま
ま
投
影
し
て
結
論
づ
け
る
こ
と
は
早
急
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
心
山
義
文
氏
の

「白
隠
の
護
法
論
と
民
衆
化
」
と
い
う
最
近
の
論
文
に
も
、
そ
の
よ
飯
な
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
。
東
嶺
の
思
想
を

考
え
る
う
え
で
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
論
文
で
あ
る
の
で
、

一
瞥
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
論
文
は
白
隠
に
対
す
る
批
判
が
展

開
さ
れ
る
刺
激
的
な
内
容
で
あ
る
が
、

一
方
で
白
隠
の
宗
教
性
が
充
分
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
印
象
も
受
け
る
。
心
山
氏
は
白
隠

の
護
法
論
の
姿
勢
を
分
析
し
、
儒
教
と
仏
教
の
融
合
論
、
そ
し
て
王
法
と
仏
法
と
の

一
致
を
唱
え
る
白
隠
の
発
言
を
集

め
、
さ
ら
に
白
隠

さ
い
ば
ん
ぬ
の
つ
づ
み

に
お
け
る
孝
行
の
推
奨
に
着
目
し
て
い
る
。
細
か
い
内
容
は
略
す
が
、
心
山
氏
は
主
に

『
布
鼓
』
、
『
再
鞘
布

鼓
』
、
『
孝
道
和
讃
』
、

さ
ら

に

『壁
生
草
』
と

『
寒
山
詩
闘
提
記
聞
』
に
出
て
く
る
代
表
的
な
箇
所
を
挙
げ
て
、
そ
れ
と
幕
藩
体
制
の
関
係
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
し

て
孝
行
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば

「仏
教
者
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
世
俗
倫
理
の
推
奨
は
奇
異
に
感
じ
ら
れ
る
」
(三
二
〇
頁
)
と
述
べ
、



つ
い
で

「孝
行
は
、

と
り
も
な
お
さ
ず
、
封
建
領
主
側
か
ら
農
民
に
下
降
さ
れ
注
入
さ
れ
た
封
建
倫
理
の

一
端
で
あ
る
」
(三
二
〇
頁
)
と

い
う
理
解
に
基
づ
き
、

「白
隠
は
、
幕
藩
制
下
の
支
配
秩
序
に
お
け
る
権
威
と
倫
理
の
体
系
で
あ
る
神
祇
と
儒
教
倫
理

へ
、
仏
教
を
従
属

さ
せ
る
護
法
論
と
民
衆
化
を
行
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
現
実
社
会

へ
の
同

一
化
を
な
し
た
」
と
断
言
し
て
い
る
。

私
が
白
隠
の
立
場
を
弁
解
す
る
こ
と
は
些
か
お
か
し
い
が
、
孝
行
を
単
な
る
封
建
的
社
会
の
秩
序
を
保

つ
手
段
と
見

な
す
こ
と
が
正
し

い
か
ど
う
か
、
疑
問
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
心
山
氏
の
よ
う
な
社
会
学
的
な
理
解
は
確
か
に
興
味
深
い
が
、
宗
教
家
の
思
想
自
体
を
当
時
の

コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
見
い
だ
そ
う
と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

三

孝
の
思
想
は
中
国
の
も
の
か

東嶺 の著作 に関す る問題(そ の一)151

最
後

に
、
『
父
母
恩
難
報
経
』
の
よ
う
な
経
典
に
関
し
て
、

最
近
の
学
問
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を

簡
潔
に
述
べ
た
い
。
ま
ず

『
父
母
恩
難
報
経
』
に
該
当
す
る
パ
ー
リ
お
よ
び
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
献
は
な
い
。
安
世
高
が
そ
れ
を
訳
し
た

(
23

)

と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
、
N
母
畠
震

氏
の
研
究
は
否
定
的
で
あ
る
。

お
そ
ら
く

『
父
母
恩
難
報
経
』
は
偽
訳
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
仏
教
に
お
け
る
孝
の
思
想
を
中
国
独
特

の
も
の
と
し
て
み

な
し
て
も
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

「報
恩
」

と
い
う
言
葉
に
該
当
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

(℃
舜
江
叡
邑

が
存
在
す
る

の
に
対
し
て
、(

24
)

「孝

」

に

は
見

当

た
ら

な

い
。

そ

こ
か

ら

従

来

、

孝

行

と

い
う

考

え
方

は

中

国

に

お

い

て
始

め

て
仏

教

に
浸

透

し

た

と

捉

え

ら

れ

て

き

た
。

そ

し

て

も

し
仏

教

に
孝

行

が

あ

っ
た

と

し

て

も

、

そ

れ

は

俗

世

間

に
対

す

る

方
便

で
あ

る

と
考

え
ら

れ

て

い
た

。

し

か

し

、

Q。
。
げ
。
娼
Φ
昌

氏
の
画
期
的
な
論
文
箏

う
い
う
理
解
が
誤

っ
て
い
る
こ
と
を
暴

に
証
明
し
て
い
る
・
そ
れ
を
立
証
す
る
た
め
に
、
彼
は
静
谷
政
雄
氏

が
集
め

た
イ
ン
ド
の
碑
銘
を
根
本
資
料
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
静
谷
氏
が
集
め
た
碑
銘
は
二
千
以
上
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
布
施

の
趣

旨
を
記
述
す
る
碑
銘
は
少
な
く
な
い
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
碑
銘
に
は
た
と
え
ば
お
寺

の
た
め
に
資
金
を
寄
付
し
た
人

の
名
前
や
身
分
、

ま
た
日
付
が
細
か
く
記
さ
れ
て
お
り
、
資
料
と
し
て
信
頼
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
見
る
と
、
寄
付
の
動
機
に
関
し
て
驚
く
べ
き
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こ
と
が
判
明
す
る
。
布
施
を
す
る
人
の
三
分
の
二
以
上
が
自
分
の
両
親
の
た
め
、
あ
る
い
は
両
親

の
冥
福

の
た
め
に
捧
げ
る
こ
と
を
明
記

し
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
ら

の
身
分
は
在
家
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
が
出
家
者
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
碑
銘
は
紀
元
後

の
二
世
紀
か
ら
五

世
紀

に
か
け
て
、
ほ
ぼ
イ
ン
ド
全
国
、
特
に

》
す
嘗
勲

ω
曽
鼠

夢
"
冒
ρ
夢
q
H9
な
ど
で
発
掘
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

孝
行
と
い
う
言
葉

(26
)

は
確
か
に
イ
ン
ド
に
は
存
在
し
な
か

っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ
を
報
恩
な
ど
と
呼
び
、
そ
の
よ
う
な
行
為
が
イ

ン
ド
の
寺
院
で
盛
ん

に
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
碑
銘
資
料
か
ら
窺
い
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四

結

び

結
局
、
『
父
母
恩
難
報
経
註
解
』
を
通
じ
て
東
嶺

の
思
想

の
一
角
を
覗
い
て
み
た
に
す
ぎ
な
い
が
、

東
嶺
の
孝
行
の
捉
え
か
た
は
単
純

な
も

の
で
は
な
く
、
様

々
な
側
面
を
も

つ
こ
と
は
浮
き
彫
り
に
で
き
た
か
と
思
う
。
仏
教
史
全
体
に
及
ん
だ
孝
行
の
思
想
に
関
す
る
多
く

の
論
争
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
東
嶺
は
当
時
の
社
会
に
お
い
て
そ
れ
を
取
り
上
げ
る
べ
き
概
念
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

孝

行
の
思
想
が
仏
教
に
入
り
込
ん
だ
こ
と
が
中
国
仏
教
の
特
色
で
あ
る
と
い
う
常
識
は
誤

っ
て
い
る
し
、
さ
ら
に
日
本
に
お
い
て
、
そ

れ
が
朱
子
学

へ
の
服
従
を
意
味
す
る
と
い
う
の
も
見
直
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く

「孝
行
」
に
相
当
す
る
考
え
方
は

大
半

の
民
族
に
見
ら
れ
、
漢
字
文
明
圏
を
超
え
る
発
想
で
あ
ろ
う
。

本
稿

が
成

っ
た
の
は
、

謝

の
意
を
表
す

る
。

齢
仙
寺

の
後
藤
東
慶
和
尚
と
法
輪
寺

の
佐
野
大
義
和
尚
が
資

料
を
提
供

し
て
下

さ

っ
た
お
か
げ

で
あ
る
。

こ
こ
に
心
か
ら
感

(
1
)

『
文
殊
師
利
菩
薩

一

〔
時
〕
梵
持
経
』

の
註
解

の
最
初

に

「
欽

ん
で
此

の
経
を
按
ず

る
に
、
昔
人
が
大
士
よ
り
親

し
く
感
授

せ
ら

る
る

の
経
な
り
。
世

に
銚
秦

三
蔵
法
師
鳩

摩
羅
什
奉
詔
訳

の
十

三

こ

ご

こ
れ

字
を
以
て
、
此

間
に
附

け
る
者

は
、
恐
ら
く
好
事
者
な
り
。
之
が

為
に
蔵
中
に
載
せ
な

い
故

、
間
に
疑

っ
て
偽
経
と
為
す
者
有
り
。

然
る
に
文
語
を
考

え
る
に
、
誠

に
大
聖

の
金

口
の
諸
説

に
し
て
、
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決

し
て
小
賢

の
測
る
所
に
あ
ら
ず
L

と
あ

る
。

つ
ま
り
東
嶺

は
明

ら

か
に
偽
訳

の
性
格
を
持

っ
て

い
る
文
献

で
あ

る
と
知

り
な
が
ら
、

そ

れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ

の
テ
キ

ス
ト
の
価
値

を
評
価

し
て
い
る
の

で
あ

る
。

他

の
文
献

の
場
合
で
も
、

東

嶺

は

し
ば
し
ば
中
国

で

(樗
厳
経
、
円
覚
経
)
、
あ
る

い
は
日
本
で

(
血
盆
経

、
大
成
経
)

造
ら

れ
た
典
籍

に
関
心
を
寄
せ
て

い
る
。

な
お
、

『
文
殊
師
利
菩

薩

一
時
梵
持
経
』

の
原
文
に
関
し
て
、

ω
毒
曾
房
o
口

氏
が
最
近
、

英
訳

を
含

め
た
論
文
を
発
表
し
て

い
る

の
で
、
そ
れ
を
参

照
さ
れ

た

い
。
、.
8
ρ
℃
℃
臼
αq

跨
Φ

ω
o
霞
o
Φ

U
旨
o
o
¢
団
"
諺

冒
℃
ρ
口
Φ
のΦ

ω
ピ

σq
魯
&

諺
℃
o
o
蔓
℃
げ
巴

円
Φ
×
『
.り
㍉
愚

§

馬蓬

寒

N膏
帖§
ω

<
o
炉
H
Q。
乞
ρ

b。
"
冒
ぐ

一
8
ρ

℃
℃
●
り
㎝
-
=
b。
・

(
2
)

『
恩
難
報
経
註
解
』

の
刊
本
、
そ
し
て
齢
仙
寺

の
両
方

の
写
本

に
は
も

っ
と
詳
細
な
記
述
が
あ

る
。

「
明
和
七
年

(
一
七
七
〇
)

庚

寅
七
月

二
十
四
日
。
江
州

の
神
崎
宮
前
邑
、
齢
仙
精
舎
に
筆
を

捨
く
。
父
宗
樹

、
母
智
仙

の
為

に
、
大
宝
塔
を
建

て
、
供
養

の
序

を
伸
べ
、
廿
日
よ
り
廿
四
日
に
至
る
ま

で
、

五
日
の
間
、
註
解
講

演

し
て
、
以
て
生
養

の
恩

に
報
ゆ
。
願

わ
く

は
法
界
有
情
、
悉
く

此

の
経

の
法
門

に
入
て
、
分

に
随

い
て
孝
道

の
妙
を
得

る
こ
と
を
。

東

嶺
円
慈

識
す

。」

(
3
)

独
山
玄
義
老
師

(
一
八
六
九
i

一
九

三
八
)
に
関

し
て
は
、
『
禅

文
化
』
五
八
号

の
吹
田
独
秀

「
独

山
和
尚

の
足
あ

と
」

と
梅
谷
香

洲

「
独
山
和
尚

の
逸
事
」

を
参
考
に
し
た
。

吹

田
氏

の
論
文

は

『
明
治

の
禅
匠
』
に
も
収

載
さ
れ
て

い
る

(禅
文
化
研
究
所
、
昭

和

五
六
年
、

三
四

一
-

三
六
三
頁
)
。

独
山
老
師

が
法
輪
寺

の
光

村

・
後
藤
伊
山
和
尚

(
一
八
九

五
-

一
九

五
三
)
を
知

っ
て

い
た

こ
と
は
、
大
正
十

一
年

に
撮
影

さ
れ
た
天
龍
寺
慈
済
院
で

の
写
真

な
ど

に
よ

っ
て
明
ら
か
で
あ
る

(『
伊
山
和
尚

の
真
面
目
』
、
法
輪

寺
発
行
、
昭
和
五
四
年

、
十

二
頁
)
。
『
白
隠
和
尚
全
集
』

の
刊
行

は
昭
和
十
年
か
ら
十

一
年

ま
で
の
間
に
行

わ
れ
た
が
、
独
山
老
師

が
未

だ
在
世
中

で
あ

っ
た

の
で
、

東

嶺

の
著

作

を

さ
ら

に
多
く

『
白
隠
和
尚
全
集
』

に
掲
載
す
る
意

図
で
、

『
恩
難
報
経
註
解
』

を
含

む
箱
を
法
輪
寺
に
預
け
た

の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

(
4
)

『
白
隠
和
尚
全
集
』
巻

一
、

三

二
七
頁

に
、

「
此

の
時

に
経
疏

成

る
」

と
あ

る
。
西
村
恵
信

『
東
嶺
和
尚
年
譜

』
二
二
二
頁
に
は
、

「
此

の
時

に
注
疏
成

る
」

と
あ
る

の
は
お
そ
ら
く

「
経
」

の
く
ず

し
字

の
間
違

い
で
あ

ろ
う
。
東
嶺
年
譜

の
法
常
寺

の
草
稿

に
拠

っ

て
改
め
た

(禅
文
化
研
究
所

マ
イ
ク

ロ
フ
ィ

ル
ム
)
。

(5
)

年
譜

に
は

「
再
び

『
父
母
恩
難
報
経
』
を
改
註
し
、
十

一
月

に

上

梓
す
」

と
あ

る

(
西
村
恵
信

『
前
掲
書
』

二
七
七
頁
、

『
白
隠

和
尚
全
集
』
、
巻

一
、

三
五
〇
頁
)
。

(
6
)

小
川
貫
弍

「
大
報

父
母
恩
重
経

の
変
文
と
変
相
」

で
は
、

「奈

良
朝
に
渡
来
」

し
た
と
述

べ
て
い
る
が
、
そ

の
根
拠
を
挙
げ
な

い

(五
七
頁
)
。

(
7
)

そ

の
経

の
成
立
と
流
布

に
関
し
て
は
、
禿
氏
祐
祥

「
父
母
恩
重

経

の
異
本
に
就
て
」
、

そ
し
て
小
川
貫
弍

「
前
掲
論
文
」

を
参
照

さ
れ
た

い
。
韓
国
経
由

の
伝
播

の
可
能
性
が
示
唆

さ
れ
て

い
る

こ

と
は
興
味
を

ひ
く
。

(
8
)

例

え
ば
年
譜

の
二
十
歳

の
項

に
、

「
大
乗
戒
禅
阿
閣
梨

に
依

っ
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て
求
聞
持

の
規
則
を
受
く
」

と
記
す

(西
村
恵
信

『
前
掲
書
』

八

九
頁
、
『
白
隠
和
尚

全
集
』
、
巻

一
、

二
八

一
頁
)
。

し

か
し
、「
こ

の
時
期
東
嶺
は
京
都

岡
崎

の
方
広
寺

の
裏
に
あ

っ
た
五
劫
庵
に
滞

在
し
て

い
た

の
で
、
そ

の
阿
閣
梨

は
む
し
ろ
天
台
宗

の
人
で
は
な

か
ろ
う
か
。

(
9
)

大
谷
大
学
図
書
館

、
内
余

二
六
六

一
。

(10
)

『
国
書
総
目
録
』
第

七
巻
、

=
二
六
4
に
拠
る
。
大
谷
大
学
図

書
館
に
は
貞
享

二
年

(
一
六
八
五
)

の
同
じ
刊
本
が
保
管
さ
れ
て

い
る
。

(11
)

大
谷
大
学
図
書
館

、
内
余

五
七

八
。

日
本
大
蔵
経
第

八
巻
に
も

収

め
ら
れ
る
。
他

に
、
亮
典
文
性

(
一
六
〇
七
ー

一
六
五

二
)
に

帰
せ
ら
れ
る

『
父
母
恩
重
経
砂
』

二
巻
、

の
題
名
も
あ
る
が
、
そ

の
所
蔵

は
未
詳

で
あ

る

(密
教
辞
典
、
七

=
二
頁
)
。

(12
)

そ

の
点
に
関
し
て
、
小
川
貫
弍

「
前
掲
論
文
」
四
九
頁
参

照
。

(13
)

白
隠

は

二
十
歳

の
時
、
仏
道

に
対
し
て
大

い
に
失
望
し
た
こ
と

が
あ
る
。
そ
こ
で
、
瑞
雲
寺

の
前

で
虫
干
し
を
す
る
た
め
に
刊
本

が
並

べ
て
あ

っ
た
際
、
白
隠

は
瞑
目
し
黙
濤
し
て
、
天

の
助
け
を

求
め
る
。
手
に
任

せ
て
書
籍
を
手
探
り
し
た
結
果
、
『
禅
関
策
進
』

を
入
手
し
て
、
そ

の
書

に
勇
気

づ
け
ら

れ
た
と

い
う
話
し
は
有
名

で
あ
る

(『
白
隠
和
尚
年
譜
』
、
加
藤
正
俊
著
、
思
文
閣
、

一
九
八

五
年
、
七
四
頁
、
そ
し
て

『
禅
関
策
進
』
の
後
序
に
も
み
ら
れ
る
、

大
正
蔵
巻
四
八
、

一
一
〇

九
頁
中
、

四
i

二
二
行
)
。

(
14
)

『
禅
関
策
進
』
後
序

、
大
正
蔵
巻

四
八
、

=

〇
九
頁
中

二
九

行
ー
同
頁
下

一
行
、
そ
し
て
同
頁
下

三
行
。

(15
)

『
白
隠

和
尚
全
集
』
巻

一
、

一
九

四
頁
。

(16
)

『
白
隠
和
尚
全
集
』
巻

四
、

一
九

二
頁
。

(17
)

『
大
方
便
仏
報

恩
経

』
巻

一
、
大
正
蔵
巻

三
、

一
二
七
頁

下
、

十

一
-
十

四
行
。

(
18
)

荒
木
見
悟

『
輔
教
編
』
、

禅
語
録
十
四
、

一
九

二
ー

二
百

二
十

七
頁
参
照
。

(19
)

荒

木
見

悟

『
前
掲
書
』
、
二
六
二
頁
。
、「
孔
子
を
尊

び
し
を
慕
う
」

と
あ

る

の
は

「
孔
子
を
尊
び
慕
う
」

の
誤
植
で
あ
ろ
う
。

(
20
)

『
梵
網
経
』
、
大
正
蔵
第

二
四
巻
、

一
〇
〇
四
頁
上
、

二
五
行
。

石
田
瑞
麿

『
梵
網
経
』
、

仏
典
講
座
十
四
、

大
蔵
出
版

、
昭
和
四

六
年

、
五
七
頁
。

(
21
)

『
口
解
』
巻
下
、

一
丁
裏
。

(
22
)

『
知
覚
普
明

国
師
語
録
』
巻
第

三
、
大
正
蔵
巻
八
〇

、
六
六

一

頁
中

、
八
行
。
'

(
23
Y

..
跨

乞
Φ
芝

い
o
o閃

緯

夢
o

国
9
葺

。
。。げ
○
匡
器

ωo

切
&

α
ぼ
ωげ

日
Φ
蓉
砿
、.
二
九
七
-

二
九

八
。
そ

の
中
、
N
貯
。
げ
霞

は
安
世
高

の

確
実

な
著
作

の
最
低
数

を
十

六
点
と
す
る
。
赤
沼
智
善

『
仏
教
経

典
史

論
』

(
五
七
頁
)
、

そ
し
て
牧

田
諦
亮

『
疑
経
研
究
』

(
五
〇

1

六
〇
頁
)
も
同

じ
結
論

に
至

っ
て

い
る
。
尚
、
牧

田
諦
亮

『
疑

経
研
究
』
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
敦
煙
本

『
父
母
恩
難
報

経
』

は
東

嶺
本

と
共
通
す

る
箇
所

は
ほ
と
ん
ど
な

い
。

(
24
)

例
え
ば
中
村

元

『
仏
教
語
大
辞
典
』

の

「
孝
」

の
事
項

に
は
、

「
父
母
ま
た
は
祖
先

に
仕

え
る
孝

の
観
念
と
実
行
方

法
は
、

シ

ナ

で
は
仏
教

伝
来

よ
り
も
数
世
紀
前

に
、
儒
家

の
家
族
制
度

に
よ

っ



て

絶

対

権

威

と

し

て

制
度

化

さ

れ

一
般

に

浸

透

し

て

い

た
」

と

あ

る

(縮

小
版

三

九
〇

頁

下

)
。
佐

竹

昭

広

氏

は

「
西

欧

に

は
直

接

「
孝

」

に
対

応

す

る
概

念

が

な

い
L

と

断

言

し

て

い
る

(『
民
話

の

思

想
』

二
四
〇

頁

、

注

の

3
)
。

(25
)

QD
昌

o
℃
ΦP

O
お

σq
o
N零

、.
霊

ご
巴

国

Φ
畠

き

◎

夢

Φ

嵐
8

騨

冒

梓
げ
Φ

剛
H
ρ
O
江
O
①

O
h

H口
臼
ρ
ロ

しu
仁
住
α
げ
δ
目

"

}

ρ
q
Φ
ω鎮
O
ロ

O
{

.ω
冒

§

舞

江
8

"
≦

Φ妻
&

ゆ
o
白

昏

Φ
O
夢

震

ω
一α
Φ
、、燭

↓
、§

鑓

噂
§

『
ρ

一l
G。

(一〇
〇◎蒔
)

℃
℃
・
=

O
占

鱒
9

(
26
)

よ

く

使

わ

れ

て

い
た
言

葉

の

例

と

し

て

、

「
自

分

の
父

母

と
衆

生

の
た

め

に

℃
ε
91

を

行

う

」

(日

91
試

P
〕
℃
ヰ
〔昌

嘗

〔
8

℃
ε
91
団
Φ

舞
く
錺

㊤
〈
〔帥
冒

〔
9
〕
o
p
)
と

い
う

よ

う

な

表

現

が
あ

る

(ω
o
げ
o
℃
o
P

前

掲

論

文

、

一

一
五
頁

)
。

ω
。ぎ

℃
Φ
⇒

は

こ

こ

で

寓
.
い
ま

興
ρ

ミ

ミ
ミ

蕊

ぎ

防ミ
愚

§

蕊

(Φ
α
.

国
●
炉

冒

器

拝

○
α
葺

詣

Φ
口

δ

①
H
)

に

基

づ

い

て

い

る
。
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一

『
父
母
恩
難
報
経
註
解
』
原
文

凡

例

一
、
原
漢
文
は
法
輪
寺

の
刊
本
を
そ

の
ま
ま
活
字
化
し
た
も

の
で
あ
る
。
改
行
も
刊
本

の
ま
ま
に
な

っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
組
版
に
よ
る
制

限
が
あ
り
、

「
行

に
収

ま
ら
な

い
時

に
は

「
ヂ
」
を
付
し
て
表
示
し
た
。
字
体

の
異

同
に
関
し

て
は
で
き
る
だ
け
原
文
に
忠
実
で
あ
る
よ

う
に
努
め
た
。
但
し
、
日
本

工
業
規
格

(J

I
s
)

に
制
約
さ

れ
る
た
め
、
旧
字
と
新
字

の
不
統

一
は
避
け
ら
れ
な

い
。
さ
ら
に
異
体

字

に

つ
い
て
は
正
字

へ
の
変
更
を
免

れ
得
な

か

っ
た
。

二
、
句
点
は
な
る

べ
く
刊
本

の
返
り
点

に
従

っ
た
。
但
し
、
読

み
や
す
さ
を
考
慮
し
、
訓
読
に
は
テ

ソ

「
・
」

と

マ
ル

「
・
」
を
付
し
た
。

三
、
草
稿
を
参
考
に
し
な
が
ら
刊
本

を
底

本
に
し

た
が
、
重
要

と
思
わ

れ
る
異
同
が
あ
る
時
に
は
、
そ
れ
を
注

に
記

し
た
。

四
、

ふ
り
が
な
は
解
釈
に
な
り
が
ち
で
あ

る
が
、
孝
子
経
な

ど
に
関
す
る
訓
読
は
ま
だ
見

っ
か

っ
て
お
ら
ず
、

ま
た
東
嶺
が
引
用
す
る
経
典

自
体

に
解
り
に
く

い
表
現
が
使

わ
れ
て
い
る
の
で
、
敢

え
て
振

る
こ
と
に
し
た
。
識
者

の
ご
叱
正
、
ご
指
示
を
承
り
た
い
。

五
、
原
漢
文

に
あ
る
印

(○
や

△
な
ど
)
は
刊
本

の
ま
ま
で
あ

る
。
訓
読

で
は
、

テ
キ
ス
不

の
区
分

を
明
確
に
す

る
た
め
、
他

の
印
も
加
え
た
。
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佛

説

父
母
恩
難
報
経

凡
繹
此
経
。
先
有
三
科
。

一
明
教
起
因
縁
。
二
明
経
説
宗

膿
。
三
明
依
文
解
義
。

一
明
教
起
因
縁
者
。
父
母
洪
恩
。
錐
貫
天
地
。
衆
生
概
見
。

絡
不
措
意
。
負
恩
忘
義
。
遂
受
沈
倫
。
佛
憐
之
故
。
特
導
孝

道
。
開
信
解
門
。
二
明
経
説
宗
騰
者
。
先
教
化
世
間
父
母
。

次
第
引
導

一
乗
圓
融
佛
地
。
遂
孝
順
出
世
父
母
。
畢
寛

究
盤
二
子
紹
績
大
事
。
約
出
世
門
。
又
有
三
義
。
如
來
智

徳
爲
父
。
菩
薩
悲
願
爲
母
。
生

一
切
獲
菩
提
心
子
。
是
縁

因
義
。
常
住
佛
性
爲
父
。
般
若
智
光
爲
母
。
是
正
因
義
。
修

行
方
便
爲
父
。
見
性
智
度
爲
母
。
進
到
究
寛
圓
漏
之
位
。

是
了
因
義
也
。
三
依
文
解
義
者
。
大
段
爲
三
。

一
序
分
。
二

正
宗
分
。
中
有
七
節
。
三
流
通
分
。

仏
説
父
母
恩
難
報
経

凡
そ
此

の
経
を
釈
す
る
に
、
先
ず
三
科
有
り
。

一
に
は
教
起
の

因
縁
を
明
か
し
、
二
に
は
経
説
の
宗
体
を
明

か
し
、
三
に
は
文

に
依
り
て
義
を
解
す
こ
と
を
明
か
す
。

一
、
教
起

の
因
縁
を
明
か
す
と
は
、
父
母
の
洪
恩
、
天
地
を
貫そ

む

く
と
錐
も
、
衆
生
概
見
し
て
、
総
じ
て
意
を
措
か
ず
。
恩
に
負

き
、
義
を
忘
れ
て
、
遂
に
沈
倫
を
受
く
。
仏
之
を
憐
れ
み
た
ま

う
故
に
、
特
に
孝
道
を
導
き
て
、
信
解
門
を
開
く
。

二
、
経
説
の
宗
体
を
明
か
す
と
は
、
先
ず
世
間
の
父
母
を
教
化

し
て
、
次
第
に

一
乗
円
融
の
仏
地
に
引
導
し
、
遂
に
は
出
世
の

父
母
に
孝
順
せ
し
め
、
畢
寛
じ
て
二
子
紹
続

の
大
事
を
究
尽
せ

し
む
。
出
世
門
に
約
す
に
、
又
た
三
義
有
り
。
如
来
の
智
徳
を

父
と
為
し
、
菩
薩

の
悲
願
を
母
と
為
し
て
、

一
切
の
発
菩
提
心

の
子
を
生
ず
、
是
れ
縁
因
の
義
な
り
。
常
住

の
仏
性
を
父
と
為

し
、
般
若
の
智
光
を
母
と
為
す
、
是
れ
正
因

の
義
な
り
。
修
行

方
便
を
父
と
為
し
、
見
性
智
度
を
母
と
為
し
て
、
進
み
て
究
童

円
満
の
位
に
到
る
、
是
れ
了
因
の
義
な
り
。

三
、
文
に
依
り
て
義
を
解
す
と
は
、
大
段
し
て
三
と
為
す
。

一

に
は
序
分
、
二
に
は
正
宗
分
、
中
に
七
節
有
り
、
三
に
は
流
通



分

。

東嶺の著作に関す る問題(そ の一)157

後
漢

沙
門
。
安
世
高
課
。

此
経
有
三
種
。

一
者
當
醗
爲
本
擦
。
二
者
佛
説
孝
子
経
。

是

必
晋
宋
諸
賢
。
推
振
此
経
。
爲
中
下
機
。
假
成
教
誠
故
。

無
謬
人
名
。
又
宗
膿
鉄
失
経
深
義
。
三
者
父
母
恩
重
経
。

與
孝
子
経
大
同
小
異
。
不
出
藏
中
。
故
評
爲
備
経
。
按
後

人
依
孝
子
経
。
別
設

一
本
。
依
便
教
訓
在
家
者
欺
有
益

無
害
。
併
可
以
行
。
只
不
如
此
経
課
人
分
明
。
僻
理
圓
漏

而
已
。
繹
安
世
高
者
。
後
漢
桓
帝
。
建
和
己
丑
。
安
息
國
沙

門
安
清
。
字
世
高
。
本
世
子
。
當
嗣
位
。
譲
之
叔
父
。
舎
國
出

家
。
既
至
洛
京
。
課
経
二
十
九
部
。

一
百
七
十
六
巻
。
絶
筆

霊
帝
建
寧
三
年
。
出
佛
祖
通
載
之
五
。
及
梁
僧
傳
。

後
漢

の
沙

門
、
安
世
高

の
訳
。

此
の
経
に
三
種
有
り
。

一
は
、
当
翻
を
本
拠

と
為
す
。
二
は
、

『
仏
説
孝
子
経
』
。

是
れ
必
ず
晋
宋
の
諸
賢

、

此
の
経
を
推
し

拡
め
て
、
中
下
の
機

の
為
め
に
、
仮
に
教
誠
と
成
す
が
故
に
、

訳
人
の
名
無
し
。
又
、
宗
体
欠
き
て
経
の
深
義
を
失
せ
り
。
三

は
、
『
父
母
恩
重
経
』
、

『孝
子
経
』
と
大
同
小
異
な
り
。

蔵
中

に
出
だ
さ
ず
、
故
に
評
し
て
偽
経
と
為
す
。
按
ず
る
に
後
人
、

『
孝
子
経
』
に
依
り
て
、
別
に

一
本
を
設
く
。
便
に
依
り
て
在

(
1

)

家
の
者
を
教
訓
す
る
こ
と
、
益
有
り
て
害
無

し
。
併
せ
て
以
て

行
う
べ
し
。
只
だ
此
の
経
の
訳
人
分
明
に
し
て
、
辞
理
円
満
な

る
に
は
如
か
ざ
る
の
み
。

釈
安
世
高
と
は
、

「後
漢

の
桓
帝
の

(
2
)

建

和

己

丑

(
一
四
九
年
)
、

安

息

国

の
沙

門

、

安

清

、
字

は
世

高

、

本

世

子

な

り
。

位

を

嗣

ぐ

に
当

り

て
、

之

を

叔

父

に

譲

り

、

国

す

を
舎
て
て
出
家
し
、
既
に
洛
京
に
至
る
。
経
を
訳
す
こ
と
、
二

十
九
部
、

一
百
七
十
六
巻
、
筆
を
霊
帝
の
建
寧
三

(
一
七
〇
)
年

(
3
)

に
絶
す
」。
『仏
祖
通
載
』

の
五
、
及
び

『
梁
僧
伝
』
に
出
ず
。
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〇

一
序
分
。

聞
如

是
。

一
時
婆
伽
婆
。

在
舎
衛
城
。
祇
…樹
給
孤
濁
園
。

古
課
経
。
多
言
聞
如
是
。
晋
宋
諸
賢
。
依
義
改
爲
如
是
我

聞
。
如
是
約
法
常
住
。
我
約
主
常
住
。
聞
約
慧
常
住
。
從
古

則
三
徳
不
具
。
義
失
次
序
。
所
謂
常
住
實
相
。
依
性
智
顯
。

慧
解
現
前
。

一
時
有
二
義
。
機
感
相
鷹
。
是
日

一
時
。
我
法

不

二
。
佛
即
出
現
説
法
。
是
日

一
時
。
婆
伽
婆
者
。
具
自
在

熾
盛
端
嚴
。
名
構
吉
祥
。
尊
貴
六
義
。
輿
如
來
鷹
供
等
十

徳
。
略
爲
佛
世
尊
義
。
舎
衛
具
云
室
羅
筏
悉
底
。
此
醗
日

聞
物
。
國
豊
物
足
。
遠
聞
五
竺
故
。
砥
樹
給
孤
凋
園
者
。
祇

陀
此
日
職
勝
。
須
達
多
此
日
善
施
又
給
孤
猫
。
長
者
爲

佛
買
園
。
太
子
爲
試
其
信
。
乞
債
金
布
園
。
長
者
無

一
念

恪
心
。
布
金
満
十
里
中
。
太
子
感
日
。
園
爲
汝
施
。
林
我
施

之
。
依
是
名
紙
陀
太
子
樹
林
給
孤
濁
長
者
園
。
今
略
日

砥
園
。
依
義
繹
之
聞
物
城
。
指
性
地
。
戦
勝
太
子
。
指
入
謹

智
。
善
施
長
者
明
大
悲
行
。
所
謂
以
見
性
明
了
。
爲
安
住

城
。
以
智
慧
方
便
爲
主
將
。
以
大
悲
行
門
。
爲
遊
戯
園
。
若

人
参
到
此
境
界
。
則
實
爲
報
父
母
難
報
之
恩
　
。
孝
子

経
。
無
序
分
。
略
出
流
通
義
。
恩
重
経
。
在
王
舎
城
誉
閣
堀

☆

一
、
序

分

ぎ

聞
き
し

こ
と
是

の
如
し
。

一
時
、

婆
伽
婆

、

舎
衛
城

の
祇

じ
ゆ
ぎ

つ

こ

ど
く
お
ん
(
4
)

樹
給

孤
独
園
に
在
り
て
、

古
訳
の
経
、
多
く

「聞
如
是
」
と
言
う
。
晋
宋
の
諸
賢
は
義
に

依
り
て
改
め
、
「如
是
我
聞
」
と
為
す
。
「如
是
」
は
法
の
常
住

に
約
し
、
「我
」
は
主
の
常
住
に
約
し
、
「聞
」
は
慧
の
常
住
に

約
す
。
古
よ
り
、
則
ち
三
徳
具
せ
ざ
れ
ば
義

は
次
序
を
失
す
。

所
謂
常
住
の
実
相
は
、
性
智
に
依
り
て
顕
れ
、
慧
解
も
て
現
前

す
。

二

時
」
に
二
義
有
り
。

機
感
相
応
し
て
、
是
れ
を

一
時

と
日
う
。
我
法
不
二
な
れ
ば
、
仏
即
ち
出
現

し
て
説
法
す
。
是

れ
を

一
時
と
日
う
。

「婆
伽
婆
」
と
は
、

具

に
自
在
熾
盛
端
厳

に
し
て
、
吉
祥
と
名
称
す
。
尊
貴

の
六
義
と
如
来
応
供
等
の
十

し

ら

徳
と
略
し
て
仏
世
尊

の
義
と
為
す
。

「舎
衛
」

は
具
に
は
室
羅

ば

し

ち

こ
こ

も
ん
も
つ

筏
悉
底
と
云
う
。
此
に
は
醗
し
て
聞
物
と
日
う
。
国
豊
か
に
し

て
物
足
れ
る
こ
と
、

遠
く
五
竺
に
聞
こ
ゆ
る
が
故
な
り
。

「祇

樹
給
孤
独
園
」
と
は
、
祇
陀
、
此
に
は
戦
勝
と
日
う
。
須
達
多
、

此
に
は
善
施
、
又
は
給
孤
独
と
日
う
。
長
者
は
仏
の
為
に
園
を

買
い
、
太
子
は
そ
の
信
を
試
す
が
為
に
、
価
金
に
て
園
を
布
く

こ
と
を
乞
う
。
長
者
は

一
念
の
恪
心
も
無
く
、
金
を
布
き
て
十
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山
。
説
出
菩
薩
聲
聞
四
衆
天
龍
鬼
神
。
流
通
分
。
帝
繹
梵

天
漱
喜
喘
嬰
等
事
。
異
此
経
。
又
出
阿
難
請
佛
。
佛
告
名

父
母
恩
重
経
。
〔云
云
〕
可
併
按
焉
。

〇
二
正
宗
分
有
七
節
。

△
初
明
父
母
之
恩
。

爾
時

世
尊
。

告
諸

比
丘
。

父
母
於
子
。

有
大
増
益
。
乳
哺

「
長
養
。

里
中
に
満
た
す
。
太
子
は
感
じ
て
曰
く
、
園

は
汝
が
施
と
為
し
、

林
は
我
れ
之
を
施
さ
ん
。
是
に
依
り
て
祇
陀

太
子
樹
林
給
孤
独

長
者
園
と
名
つ
く
。
今
略
し
て
祇
園
と
日
う
。
義
に
依
り
て
之

を
釈
す
る
に
、
聞
物
城
は
性
地
を
指
し
、
戦
勝
太
子
は
入
証
の

智
を
指
し
、
善
施
長
者
は
大
悲
行
を
明
か
す
。
所
謂
見
性
明
了

を
以
て
、
安
住
城
と
為
し
、
智
慧
方
便
を
以
て
主
将
と
為
し
、

大
悲
行
門
を
以
て
遊
戯
の
園
と
為
す
。
若
し
人
、
此

の
境
界
に

参
じ
到
れ
ば
、
則
ち
実
に
父
母
難
報
の
恩
に
報
ゆ
と
為
す
。

『孝
子
経
』
は
序
分
無
し
。

略
し
て
流
通
の
義
を
出
す
。

『恩

お
う
し
や
じ
よ
う

ぎ

じ
や
く
つ
せ
ん

重
経
』
は
王
舎
城
の
者
闊
掘
山
に
在
り
て
、

菩
薩
、
声
聞
、
四

衆
、
天
龍
、
鬼
神
に
説
き
出
す
流
通
分
の
帝
釈
、
梵
天
、
歓
喜

し
て
暗
典

す
る
等
の
事
は
、
此
の
経
に
異
な
れ
り
。
又
た
阿
難

出
で
て
仏
に
請
い
、
仏
は
告
げ
て

『
父
母
恩
重
経
』
と
名
つ
く

〔云
云
〕
。
併
せ
て
按
ず
べ
し
。

☆
二
、
正
宗
分
に
七
節
有
り

△

(節
の
)
初
め
に
、
父
母
の
恩
を
明
か
す

爾
時
、

世
尊

は
諸

の
比

丘
に
告
げ
た
ま
う

。

父
母

の
子
に

(
5
)

大

い
に
増
益
す
る
こ
と
有
り
。

乳
哺
長
養

し
、

時
に
随

い
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随
時

將
育
。

四
大
得
成
。

大
方
便
佛
報
恩
経
。
雀
第

一
序
品
。
如
是
我
聞
。

一
時
佛

在
王
舎
城
看
閣
嘱
山
中
。
與
大
比
丘
衆
二
萬
八
千
人

倶
。
〔乃
至
〕
爾
時
阿
難
承
佛
威
神
。
於
農
朝
時
入
王
舎
城
。

次
第
乞
食
。
爾
時
城
中
有

一
婆
羅
門
子
。
孝
養
父
母
。
其

家
衰
喪
。
家
計
蕩
壼
。
澹
負
老
母
。
亦
次
第
行
乞
。
若
得
好

食

香
美
果
蘇
。
仰
奉
於
母
。
若
得
悪
食
萎
菜
乾
果
。
而
自

食

之
。
阿
難
見
之
心
生
漱
喜
。
偶
讃
此
人
。
善
哉
善
哉
善

好
男
子
。
供
養
父
母
。
奇
特
難
及
。
有

一
梵
志
。
是
六
師
徒

窯

。
〔乃
至
〕
語
阿
難
日
。
汝
師
雀
曇
。
諸
繹
種
子
。
自
言
善
好

有

大
功
徳
。
唯
有
空
名
而
無
實
行
。
雀
曇
實
是
悪
人
。
適

生

一
七
其
母
命
終
。

豊
非
悪
人
也
。

〔
一
〕
喩
出
宮
城
。
父
王

苦
悩
生
狂
擬
心
。
迷
悶
壁
地
。
而
不
顧
録
。
遂
前
而
去
。
是

故
當
知
是
不
孝
人
。
〔二
〕
父
王
爲
立
宮
殿
。
納
嬰
盟
夷
。
而

不
行
婦
人
之
禮
。
令
其
愁
毒
。
是
故
當
知
無
恩
分
人
。
〔三
〕

阿
難
聞
是
語
己
心
生
漸
憶
。
詣
佛
白
言
世
尊
。
佛
法
之

中
。
頗
有
孝
養
父
母
不
耶
。
佛
語
阿
難
。
誰
教
汝
令
襲
是

問
等
。
〔云
云
〕
同
孝
養
品
第
二
日
。
諸
善
男
子
等
。
如
來

今

者
以
正
偏
知
。
宣
説
眞
實
之
言
。
法
無
言
説
。
如
來
以

や
し
な

て
将

い
育

て
て
、

四
大
は
成
る

こ
と
を
得

る
。

『
大
方
便
仏
報
恩
経
』

の
巻
第

一
の
序
品

に
、

「是
の
如
く
に

我
れ
聞
き
ぬ
。

一
時
、
仏
は
王
舎
城
の
誉
閣
堀
山
中
に
在
り
て
、

(
6
)

大
比
丘
衆
二
万
八
千
人
と
倶
な
り
き
。」

〔
乃
至
〕

「爾
時
、
阿

難
は
仏
の
威
神
を
承
け
て
、
農
朝
時
に
王
舎
城
に
入
り
て
、
次

第
に
乞
食
す
。
爾
時
、
城
中
に

一
婆
羅
門
子
有
り
て
、
父
母
を

孝
養
す
。
其
の
家
は
衰
喪
し
て
、
家
計
は
蕩
尽
す
。
老
母
を
担

ら

負
し
て
、
亦
た
次
第
に
行
乞
す
。
若
し
好
食
、
香
美
、
果
菰
を

得
れ
ば
、
仰
い
で
母
に
奉
げ
、
若
し
悪
食
、
萎
菜
、
乾
果
を
得

れ
ぼ
、
自
ら
之
を
食
う
。
阿
難
は
之
を
見
て
心
に
歓
喜
を
生
じ
、

偶
も
て
此
の
人
を
讃
ず
。
善
い
哉
、
善
い
哉
、
善
好
男
子
よ
、

ひ
と

父
母
を
供
養
す
る
こ
と
、
奇
特
に
し
て
及
び
難
し
。

一
り
の
梵

(
7
)

志
有
り
、
是
れ
六
師
の
徒
党
な
り
。」

〔乃
至
〕

「阿
難
に
語
り

こ

て
曰
く
、
汝
の
師
、
盟
曇
は
諸
れ
釈
種
の
子
な
り
。
自
ら
善
く

好
ん
で
、
大
功
徳
有
り
と
言
う
も
、
唯
だ
空
名
の
み
有
り
て
実

わ
ず
か

い
ち
し
ち
に
ち

行
無
し
。
毘
曇
は
実
に
是
れ
悪
人
な
り
。
適
に
生
れ
て

一
七

に
し
て
其
の
母

の
命

は
終
れ
り
。

豊
に
悪
人
に
非
ざ
る
や
。

〔
一
〕
宮
城
を
喩
出
す
る
に
、
父
王
は
苦
悩
し
て
狂
痴
の
心
を

た
お

す
す

生
じ
、
迷
悶
し
て
地
に
壁
る
。
而
し
て
顧
録
せ
ず
、
遂
に
前
み
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妙

方
便
。
能
以
無
名
相
法
作
名
相
。
説
如
來
本
於
生
死

中
時

。
於
如
是
等
。
微
塵
敷
不
思
議
形
類
。

一
切
衆
生
中
。

具
足
受
身
。
以
受
身
故
。

一
切
衆
生
。
亦
曾
爲
如
來
父
母
。

如
來

亦
曾
爲

一
切
衆
生
。
而
作
父
母
。
爲

一
切
父
母
故
。

常
修
難
行
苦
行
。
難
捨
能
捨
。
孝
子
経
日
。
佛
問
諸
沙
門
。

親
之
生
子
懐
抱
十
月
。
身
爲
重
病
。
臨
生
之
日
。
母
危
父

怖
。
其
情
難
言
。
既
生
之
後
。
推
燥
臥
灘
。
精
誠
之
至
。
血
化

爲
乳
。
摩
飾
燥
浴
。
衣
食
教
詔
。
禮
賂

〔魯
故
切
。
音
路
。
遺

「
v也
。
贈
也
〕
師
友
。

重
貢
君
長
。
子
顔
和
悦
親
亦
欣
豫
。
子
設
惨
戚
親
心
憔

枯
。
出
門
愛
念
入
則
存
之
心
懐
。
場
傷

〔他
。
歴
切
。
音
別
。

」
敬
也
。
又
慌
傷
憂
也
〕

催
其
不
善
。
恩
重
経
日
。
〔乃
至
〕
非
父
不
親
。
非
母
不
養
。
慈

母
養
児
。
去
離
閾
車

〔梵
日
關
車
。
此
日
綴
線
。
或
日
未
詳
〕

「
v十
指
甲
中
。
食
子

不
浮

。
計
飲
母
乳
各
有
八
餅
四
斗
。
討
論
母
恩
昊
天
岡

極
。
已
下
説
恩
甚
詳
。
今
略
。
阿
難
問
経
日
。
識
託
母
胎
。
凡

経
三
十
八
箇
七
日
。
毎

一
七
日
。
有

一
風
吹
令
攣
易
。
〔計
三

十
八
箇
七
目
。
総
二
百
六
十
日
。
成
九
箇
月
。
五
大
四
小
。
準

て
去

る
。

是

の
故

に
当

に
知

る

べ
し

、

是

れ

不

孝

の
人

な

り

と
。

ぐ

い

め

と

〔二
〕
父
王
は
為
に
宮
殿
を
立
て
て
、
盟
夷
を
納
嬰
る
も
、
婦

人
の
礼
を
行
わ
ず
、
其
れ
を
し
て
愁
毒
せ
し
む
。
是
の
故
に
当

に
知
る
べ
し
恩
分
無
き
人
な
り
と
。

〔三
〕

阿
難
は
是
の
語
を

い
た

聞

き

て

、
己

心

に
漸

擁

を

生

ず

。

仏

に

詣

り

て

、
白

し

て

言
く

、

は

世
尊
よ
、
仏
法
の
中
、
頗
た
父
母
を
孝
養
す
る
こ
と
有
り
や
。

仏
は
阿
難
に
語
る
、

誰
か
汝
を
し
て
是
の
問
を
発
せ
し
む
る

(
8
)

や
」
等

〔云
云
〕。
同
じ
く
孝
養
品

の
第
二
に
曰
く
、
「諸
善
男

子
等
、
如
来
、
今
は
正
偏
知
を
以
て
、
真
実

の
言
を
宣
説
す
。

法
に
は
言
説
無
き
も
、
如
来
は
妙
方
便
を
以
て
、
能
く
無
名
相

の
法
を
以
て
名
相
の
説
と
作
す
。
如
来
は
本

よ
り
生
死
の
中
に

お於
る
時
に
は
、
是
く
の
如
き
等
の
微
塵
数

の
不
思
議
の
形
類
、

一
切
衆
生
の
中
に
、
具
足
し
て
身
を
受
く
。
身
を
受
く
る
を
以

て
の
故
に
、

一
切
衆
生
は
亦
た
曾
て
如
来

の
父
母
と
為
り
、
如

来
も
亦
た
曾
て

一
切
衆
生
の
為
に
父
母
と
作

る
。

一
切
の
父
母

と
為
る
が
故
に
、
常
に
難
行
苦
行
を
修
し
、
捨
て
難
き
を
能
く

(
9
)

捨

つ
。
」

『
孝

子

経

』

に

曰
く

、

「
仏

は

諸

の
沙

門

に

問

え
り

、

親

の
子

を

生

む

に
、

懐

に
抱

く

こ
と

十

月

に

し

て

、
身

は
重

病

と
為

る
。
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」
少
四
日
〕
。
五
王
経
日
。
自
此
已

前
與
母
同
。
爾
後
四
日
。
將
趣
産
門
。
與
母
別
氣
。
則
九
月

四

日
。
渉
於
十
月
。
〔云
云
〕
。
世
尊
借
摩
耶
之
胎
。
太
子
入
間

人
之
懐
。
何
況
自
籐
賢
聖
。
非
借
父
母
。
無
受
生
者
。
例
如

久
能
元
清
僧
正
。
受
地
藏
渤
諭
。
漸
入
母
胎
。

生
る
に
臨
む
の
日
、
母
は
危
ぶ
み
父
は
怖
る
。
其

の
情
は
言
い

(
rO
)

ま

こ
こ
ろ

難
し
。
既
に
生
れ
て
の
後

、
燥
を
推
し
て
湿
に
臥
す
。
精
誠

の

(
11
)

(
12
)

至
り
な
り
。
血
は
化
し
て
乳
と
為
り
、
摩
飾

し
操
浴
し
、
衣
食

お

し

れ
い

ろ

(
13
)

し
教
詔
え
、
師
友

に
礼
賂
し

〔魯

・
故
の
切
。
音
は
路
。
遺
な

(
14
)

り

、

贈

な

り
〕
、

君

長

に
重

貢

す

。

子

の
顔

、
和

悦

す

れ

ば

、

も

(
15
)

親
も
亦
た
欣
予
す
。
子
、
設
し
惨
戚
す
れ
ば
親
の
心
も
焦
枯
す
。

て
き

門
を
出
ず
れ
ば
、
愛
念
入
り
、
則
ち
之
を
心
懐
に
存
し
て
、
傷

て
き

つ
つ
し
む

ち
ゆ
つ
て
き

楊

と

し

て

〔他

・
歴

の
切

。

音

は
捌

。

敬

な

り

、

又

た
械

暢

(
16
)

の
憂

な

り

〕

其

の
不

善

た
ら

ん

こ
と

を

催

る

。
」

(
17

)

『
恩
重
経
』
に
曰
く
。
〔乃
至
〕
「父
に
あ
ら
ざ
れ
ば
親
し
く
せ(

18
)

ず
、

母
に
あ
ら
ざ
れ
ぱ
養
わ
ず
。

慈
母
は
児
を
養

い
、

關
車

む

つ
き

〔梵
に
閾
車
と
日
う
。
此
に
は
纏
裸
と
日
う
、
或
は
未
詳
と
日

(
19
)

う
〕
を
去
離
し
、
十
指
の
甲
中
に
子
の
不
浄

を
食
す
。
母
乳
を

飲
む
こ
と
を
計
れ
ば
、
各
々
八
斜
四
斗
有
り
。
母
の
恩
を
討
論

(
20
)

せ
ぼ
昊
天
も
極
ま
る
岡
し
。」

已
下
に
恩
を
説
く
こ
と
甚
だ
詳

ら
か
な
る
も
、
今
は
略
す
。

『
阿
難
問
経
』
に
曰
く
、

「識
は
母
胎
に
託

し
て
、
凡
そ
三
十

八
箇
の
七
日
を
経
る
。

一
の
七
日
毎
に
、

一
風
の
吹
く
こ
と
有

(
21
)

り
て
変
易
せ
し
む
。」
〔三
十
八
箇

の
七
日
を
計
す
る
に
、
総
じ
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△
二
明
世
間
孝
養
。

右
肩

負
父
。
左
肩
負

母
。

経
歴
千
年
。

更
使
便
利
背
上
。

～
然
無

有
怨

心
於
父
母
。
此
子
猶
不
足
報
父
母
恩
。

孝
子
経
日
。
親
恩
若
此
。
當
何
以
報
。
諸
沙
門
封
日
。
唯
當

蓋
禮
。
慈
心
供
養
。
以
賓

〔先
代
切
。
顎
去
聲
。
報
也
。
冬
饗

」
濤
祈
〕
親
恩
耳
。
世
尊

又
日
。
子
之
養
親
。
甘
露
百
味
以
恣
其

口
。
天
樂
衆
音
以

娯
其

耳
。
名
衣
上
服
光
燭
其
膿
。
爾
肩
荷
負
。
周
流
四
海
。

て

二

百

六
十

日

、
九

箇

月

と

成

る

。

五

つ
は

大

、

四

つ
は
小

と

は
か

か

(
22
)

し

て

、
準

る

に

四

日
を

少

く

〕
。

『
五

王
経

』

に

曰
く

、

「
此

れ

よ

り

已

前

は

母

と

同

じ

な

り
。

そ爾

の
後

の
四
日
、
将
に
産
門
に
趣
き
、
母
と
気

を
別
せ
ん
と
す
。

(
23
)

則
ち

九

月

四

日

か
ら

、

十

月

に
渉

る

。
」

〔云

云

〕
。

世

尊

は
摩

は
し
ひ
と
(
24

)

耶

の
胎
を
借
り
、
太
子
は
間
人
の
懐
に
入
る
。
何
ぞ
況
や
自
余

の
賢
聖
、
父
母
を
借
り
ず
ん
ば
、
生
を
受
け
る
者
無
し
。
例
え

(
25
)

ぼ
久
能
元
清
僧
正
は
、
地
蔵
の
勧
諭
を
受
け
て
、
漸
く
母
胎
に

入
る
が
如
し
。

△

(節

の
)
二
に
、
世
間
の
孝
養
を
明
か
す

右

の
肩

に
父
を
負

い
、

左

の
肩

に
母
を
負

い
、

千
年
を
経

(26
)

歴
す
。

更
に
背
上
に
便
利

せ
し
む
れ

ど
も
、

然
も
心
に
父

母
を
怨
む
有

る

こ
と
無
き

に
、

此

の
子
は

猶
お
父
母

の
恩

に
報
ゆ
る
に
足
ら
ず
。

『孝
子
経
』
に
曰
く
、
「親

の
恩
、
此

の
若
き

ん
ば
、
当
に
何

こ
た

を

以

て
報

ゆ

べ
し

。

諸

の
沙

門

、

対

え

て

曰

く

、

唯

だ
当

に

礼

か
え
り
も
う
し

を
尽
し
、
慈
心
も
て
供
養
し
て
、
以
て
親
の
恩
に

餐

す
ぺ

(
27
)

さ
い

き

の
み
」

〔
先

・
代

の
切

。
願

の
去

声

。

報

な

り
。

冬

に
審

し
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詑
子
年
命
。
以
寳
恩
養
。
可
謂
孝
乎
。
諸
沙
門
日
。
唯
孝
之

大
莫
尚
乎
弦
。
世
尊
告
日
。
未
爲
孝
　
。
恩
重
経
偶
日
。
哀

哀

父
母
。
生
我
働
勢
。
欲
報
之
恩
。
昊
天
難
報
。
四
句
共
出

詩
経
蓼

〔辛
菜
。
薫
上
聲
。
音
了
。
詩
周
碩
。
予
又
集
干
蓼
。

」
注
蓼
辛
苦
之
菜
。
故
以
爲
多
難
之
喩
。
又
盧
谷
切

音

六
。
草
長
大
貌
。
詩
小
雅
蓼
蓼
者
義
〕
義
章
。
初
章
日
。
蓼

「
蓼
者
蓑
。
匪
蓑
伊

蕎
。
哀
哀
父
母
。
生
我
励
劣
。
第
四
章
日
。
父
号
母
号
鞠
我
。

柑
我
畜
我
。
長
我
育
我
。
顧
我
復
我
。
出
入
腹
我
。
欲
報
之

徳
。
昊
天
岡
極
。
課
者
借
用
此
語
。

て
濤

祈

す

〕
。

「世

尊

は

又

た

曰
く

、

子

の
親

を

養

う

に

、
甘

露

ほ
し
い
ま
ま

百
味
、
以
て
其

の
口
を

恣

に
し
、
天
楽
衆
音
、
以
て
其
の
耳

ひ
か
り
か
が
や
か

を
娯
ま
せ
、
名
衣
上
服
、
其

の
体
を
光

燭

し
、
両
肩
に
荷
負

お
わ

し
て
、
四
海
を
周
流
し
、
子
の
年
命
を
詑
る
ま
で
、
以
て
恩
養

を
賓
す
れ
ぼ
、
孝
と
謂
う
べ
き
か
。
諸
の
沙
門
曰
く
、
唯
だ
孝

こ
れ

ま
さ
る

の
大
な
る
こ
と
藪
よ
り
尚
は
莫
し
。
世
尊
告

げ
て
曰
く
、
未
だ

せ

(
28
)

孝

と

為

ず

。
」

『
恩

重

経

』

の
偶

に

曰
く

、

コ
辰
哀

た

る

父

母

、

我

を

生

じ

て

(29
)

励
労
す
。
之
の
恩
に
報

い
ん
と
欲
せ
ば
、
昊
天
も
報
い
難
し
。」

り
よ
う

し
よ
う

四
句
は
共
に

『
詩
経
』
の
蓼

〔辛
菜
。
蒲
の
上
声
。
音
は
了
。

詩

の
周
碩
に
、
予
又
た
蓼
を
集
め
る
。
注
、
蓼
は
辛
苦
の
菜
、

故
に
以
て
多
難

の
喩
と
為
す
。
又
た
盧

・
谷

の
切
。
音
は
六
。

草
長
に
し
て
大
貌
な
り
。
詩

の
小
雅

の
蓼
蓼

た
る
は
蓑
な
り
〕

が義

の
章
に
出
ず
。

初
章
に
曰
く
、

「蓼
蓼
た
る
は
蓑
。
蓑
に
匪

こ

こ
う

ず
伊
れ
窩
な
り
。

哀
哀
た
る
父
母
。

我
を
生
み
て
励
労
す
。」

や
し
な

な

第

四
章

に

曰
く

、

「
父

や
、

母

や
、

我

を

鞠

え
り

。

我

を
柑

で
、

は
ぐ
く

そ
だ

は
ぐ
く

ま
た

(
30
)

我
を
畜
む
。
我
を
長
て
我
を
育
む
。
我
を
顧
み
、
我
を
復
す
。

ふ
く

(
31

)

出
る
も
入
る
も
我
を
腹
に
す
。
之
が
徳
に
報

い
ん
と
欲
す
る
も
、

昊
天
も
極
り
岡
し
。」
訳
者
は
此
の
語
を
借
用
す
。
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△
三
明
出
世
孝
養
。
又
有
八
。
各
有
性
相
二
義
。

〇

一
者
信
。

若
父

母
無
信
。
教
令
信
獲
安
穏
威
。

初
信
身
假
和
合
世
無
常
等
。
遂
信
本
具
三
寳
隠
顯
在

己
。

〇

二
者
戒
。

無
戒

與
戒
。
教
授
獲
安
穏
虚
。

依
人
天
有
漏
戒
。
謹
常
住
佛
性
戒
。

〇
三
者
聞
。

不
聞

使
聞
。
教
授
獲
安
穏
庭
。

佛
祖
言
教
非
聞
無
通
。
法
身
説
法
。
棟
了
聞
持
。

△

(節
の
)
三
に
、
出
世

の
孝
養
を
明
か
す
。
又
た
八

つ
有
り
。

各
々
に
性

・
相
の
;
義
有
り
。

◎

一
に
は
信
。

若
し
父
母
信
無
く
ん
ば
、

信
を
教
令
し
、

安
穏
処
を
獲
せ

し
む
。

初
め
、
身
の
仮
和
合
、
世

の
無
常
等
を
信
じ
、
遂
に
は
本
具
の

三
宝
は
隠
顕
す
る
も
己
に
在
り
と
信
ず
。

◎
二
に
は
戒
。

戒
無
く
ん
ば
戒
を
与
え
、

教
授
し
て
、

安

穏
処
を
獲
せ
し

む
。人

天
の
有
漏

の
戒
に
依
り
て
、
常
住
な
る
仏
性
の
戒
を
証
す
。

◎
三
に
は
聞
。

聞
か
ず
ん
ば
聞
か
し
め
、

教
授
し
て
、

安

穏
処
を
獲

せ
し

む
。仏

祖
の
言
教
は
聞
く
に
非
ざ
れ
ぱ
、
通
ず
る
こ
と
無
き
も
、
法

身
の
説
法
は
聞
持
を
棟
了
す
。
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〇
四
者
施
。

樫
貧

教
令
好
施
。
勧
樂
教
授
。
獲

安
穏
塵
。

於
有
漏
財
法
。
行
檀
。
於
無
漏
心
意
識
。
謹
檀
波
羅
密
。

〇

五
者
慧
。
加
精
進
漸
憶
。
爲
七
聖
財
。

無
智

慧
教
令
賠

〔
杁
黒
。
胡

八
切
音
轄
。

堅
黒
也
。

又
黙

「
・慧
〕
慧
。
勧
樂
教
授
。
獲
安

穏
虚

。

學

世
出
世
文
字
慧
解
。
讃
得
諸
法
實
相
。
般
若
妙
義
。

〇

六
者
信
佛
十
號
果
徳
。
尊
特
無
比
。
悟
自
身
眞
如
。
究

寛
宗
旨
。
其
十
號
者
。

如
是

信
如

來
。

不
離
常
如
。
能
懸
來
機
。
是

一
。

◎
四
に
は
施
。

樫
貧
な
ら
ば
、

施
を
好
む
を
教
令
し
て
、

楽
を
勧
め
教
授

し
て
、
安
穏
処
を
獲
せ
し

む
。

有
漏

の
財
法
に
於
て
檀
を
行
じ
、
無
漏
の
心
意
識
に
於
て
檀
波

羅
密
を
証
す
。

◎
五
に
は
慧
。
精
進
と
漸
擁
を
加
え
て
、
七
聖
財
と
為
す
。

か
つ

し
た
が

智

慧
無

く
ん
ば
、
酷

〔黒

に
杁

い
て
、
胡

・
八
の
切
な
り
。

え

音
は
轄
。

堅
黒
な
り
。

又
は
黙
慧
〕
慧
を

教
令
し
、
楽
を

勧
め
教

授
し
て
、
安
穏
処

を
獲

せ
し
む
。

世
と
出
世
の
文
字
、
慧
解
を
学
び
て
、
諸
法

の
実
相
、
般
若
の

妙
義
を
証
得
す
。

◎
六
に
は
仏
の
十
号
の
果
徳
、
尊
特
な
る
こ
と
比
無
き
を
信
じ

て
、
自
身

の
真
如
、
究
尭

の
宗
旨
を
悟
る
。
其
の
十
号
と
は
、

是

の
如

く
、

如

来
、

常
如
を
離
れ
ず
、
能
く
来
機
に
応
ず
。
是
れ

一
。
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至
眞

。

同
恋
供
至
眞
地
。
故
堪
鷹
供
養
。
是
二
。

等
正
畳
。

同

正
偏
知
。
偏
知
畳
邪
正
因
果
。
是
三
。

明
行

成
。

又

日
足
。
明
了
行
道
。
無
庭
不
至
。
是
四
。

爲
善

逝
。

不
漏
群
機
。
逝
爲
善
友
故
。
是
五
。

世
間

解
。

能

解
凡
夫
衆
生
境
界
故
。
是
六
。

無
上

士
。

無

比
況
故
。
是
七
。

至
真
、

応
供
に
同
じ
。
真
地
に
至
る
故
に
供
養
に
応
ず
る
に
堪
う
。
是

れ
二
。

等

正
覚

、

正
偏
知
に
同
じ
。
偏
く
邪
正
の
因
果
を
知
覚

す
。
是
れ
三
。

明
行
成
、

又
た
足
と
日
う
。
明
か
に
行
道
を
了
じ
て
、
至
ら
ざ
る
処
無
し
。

是
れ
四
。

為
善
逝
、

群
機
を
漏
ら
さ
ず
、
逝
き
て
善
友
と
為
る
が
故
な
り
。
是
れ
五
。

世
間
解
、

能
く
凡
夫
衆
生
の
境
界
を
解
す
る
が
故
な
り
。
是
れ
六
。

無
上
士
、

比
況
無
き
が
故
な
り
。
是
れ
七
。
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道
法

御
。

同
調
御
丈
夫
。
以
道
法
調
御
衆
生
故
。
是
八
。

天
人
師
。

仰
尊
爲
師
故
。
是
九
。

佛

世
尊
。

満
畳
行
爲
濁
尊
故
。
是
爲
十
。

〇

七
者
法
。

教
信

法
。
教
授
獲
安
穏
庭
。
諸
法
甚
深
。

現
身
獲
果
。

義

「
・味
甚

深
。信

三
乗
五
性
。
鷹
機
妙
法
。
深
徹
差
別
智
。
了
了
受
用
。

〇
八
者
僧
。

如
是

智
者
。
明
通
此
行
。
教
令
信
聖
衆
。

道
法
御
、

調
御
丈
夫
に
同
じ
。
道
法
を
以
て
衆
生
を
調
御
す
る
が
故
な
り
。

是
れ
八
。

天
人
師
、

尊
を
仰
ぎ
師
と
為
す
が
故
な
り
。
是
れ
九
。

仏
世
尊
、

覚
行
を
満
し
て
、
独
尊
と
為
る
が
故
な
り
。

是
れ
十
と
為
す
。

を
信
ぜ
し
め
、

◎
七
に
は
法
。

法
を
信

ぜ
し
め
、

教
授
し
て
安
穏

処
を
獲

せ
し
む
。

諸
法

甚
深
な

る
に
、
現
身

に
果
を
獲
る
は
、
義

味
甚
深
な
り
。

三
乗
五
性
の
応
機
の
妙
法
を
信
じ
て
、
深
く
差
別
智
に
徹
し
、

了
了
と
し
て
受
用
す
。

◎
八
に
は
僧
。

是

の
如
き
智
は
、

明
ら

か
に
此

の
行
に
通

ず
。

聖
衆
を
信
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信

三
乗
和
合
聖
僧
。
到
色
身
法
身
。
交
徹
自
在
境
界
。
就

中
有
二
義
。
初
八
字
。
明
自
究
法
理
。
後
五
字
。
親
導
父
母
。

前
諸
法
本
來
甚
深
。
信
修
謹
徹
ひ
義
味
自
現
前
。
此
三
句
。

説
眞
法
寳
。
如
是
自
利
利
他
之
三
句
。
説
眞
僧
寳
。
至
哉
。

夫
非
信
不
入
道
。
非
戒
不
謹
果
。
非
聞
不
弘
理
。
非
施
不

事

理
融
會
。
非
慧
不
受
用
自
在
。
非
明
本
具
性
徳
。
不
入

佛

子
住
。
非
通
大
小
法
理
。
不
起
菩
薩
行
。
非
徹
身
心
道

力
。
不
績
佛
慧
命
。
以
此
八
法
。
次
第
化
親
。
獲
心
起
行
。
是

爲
眞
報
恩
。
不
然
皆
是
有
爲
幻
化
事
。
畢
寛
不
出
六
趣

苦
輪
。
孝
子
経
日
。
若
親
頑
闇
。
不
奉
三
尊
。
兇

〔同
凶
〕
虐

」

〔魚
約
切
。
娘

入
聲
。
酷
也
。
残
也
。
苛
也
。
又
叶
。
宜
戟
切
音
逆
。
夙
虎
反

爪
。〕
残
戻
濫
矯
非
物
。
情
染
外

色
。

偽
僻
非
道
。

耽
酔
荒
翻

〔五
句
。
即
説
戒
之
五
相
〕
。
違げ

つ

」
背
正
眞
。
兇
萎

若
斯
。
子
當
極
諌
以
啓
悟
之
。
若
猶
曹
菅
未
悟
。
即
爲
開

化
牽
警
引
類
。
示
王
者
之
牢
獄
。
諸
囚
之
刑
職
。
日
斯
爲

不
軌
。
身
被
衆
毒
。
自
招
損

〔羽
敏
切
。
音
允
。
残
也
。
又
殖

「
v也
。
鑑
也
〕
命
。
命
終

ず
る
を
教
令
す
。

三
乗
和
合
の
聖
僧
を
信
じ
て
、
色
身
と
法
身

の
交
徹
自
在
の
境

界
に
到
る
。
中
に
就
い
て
二
義
有
り
。
初
め

の
八
字
は
、
自
ら

法
理
を
究
む
る
こ
と
を
明
か
し
、
後

の
五
字

は
、
親
し
く
父
母

を
導
く
。

前
の

「諸
法
本
来
甚
深
、

信
修
証
徹
、

義
味
自
現

前
」
、

此
の
三
句
は
、
真
の
法
宝
を
説
く
。

是

の
如
く
、
自
利

利
他

の
三
句
は
、
真
の
僧
宝
を
説
く
。

い
た
れ
る
か
な

至
哉
、
夫
れ
信
に
非
ず
ん
ば
道
に
入
ら
ず
。
戒
に
非
ず
ん
ば
果

を
証
せ
ず
。
聞
に
非
ず
ん
ば
理
を
弘
め
ず
。
施
に
非
ず
ん
ぼ
事

理
融
会
せ
ず
。
慧
に
非
ず
ん
ぼ
自
在
を
受
用

せ
ず
。
本
具
の
性

徳
を
明
ら
む
る
に
非
ず
ん
ぼ
仏
子
の
住
に
入
ら
ず
。
大
小
の
法

理
に
通
ず
る
に
非
ず
ん
ば
菩
薩

の
行
を
起
さ
ず
。
身
心
の
道
力

に
徹
す
る
に
非
ず
ん
ば
仏
の
慧
命
を
続
が
ず
。
此
の
八
法
を
以

て
、
次
第
に
親
を
化
し
て
、
発
心
起
行
せ
し
む
、
是
れ
真
の
報

恩
と
為
す
。
然
ら
ざ
れ
ば
皆
是
れ
有
為
幻
化

の
事
に
し
て
、
畢

寛
じ
て
六
趣
の
苦
輪
を
出
で
ず
。

『
孝
子
経
』
に
曰
く
、

「若
し
親
頑
闇
に
し
て
、

三
尊
を
奉
ぜ

(
32
)

ず

ん
ぼ

、
兇

〔
凶

に
同

じ

〕

虐

〔
魚

・
約

の
切

。

娘

の
入

声

。

酷

な

り

、
残

な

り

、
苛

な

り

。

又

た

叶

。

宜

・
戟

の
切

。

音

は



170東嶺 の著作 に関す る問題(そ の一)

神
去
。
繋
於
太
山
湯
火
萬
毒
。
凋
喚
無
救
。
由
彼
履

〔夙
　
。

「
v八
そ
。

夙
舟
。
夙
欠
。
践
也
。
履
行
〕
悪
。
遭
此
重
映
。
若
復
未
移
。

」
悲
泣
暗
號
。
絶
不

飲
食
。
親
錐
不
明
。
必
以
恩
愛
之
情
。
催
子
死
　
。
由
當
強

忍
伏
心
崇
正
道
。
若
親
遷
志
。
奉
佛
五
戒
仁
側
不
殺
。
清

譲
不
盗
。
貞
潔
不
婬
。
守
信
不
欺
。
孝
順
不
酔
。
〔五
戒
義
明
〕
。

∫
宗
門

〔宗
族
〕
之
内
。
即
親
慈
。
子
孝
。
夫
正
。
婦
貞

〔正
而
固
也
。

～
諮
法
。
清
白
守
節
日
貞
〕
九

族
和
睦
。
僕
使
恭
順
。
潤
澤
遠
被
。
含
血
受
恩
。
十
方
諸
佛
。

天
龍
鬼
神
。
有
道
之
君
。
忠
平
之
臣
。
黎

〔郷
漢
切
。
音
離
。

「
Ψ衆
也
。
與
薫
同
。
黙
黎
〕

庶
萬
姓
。
無
不
敬
愛
。
祐
而
安
之
。
錐
有
顛
倒
之
政
。
倭
奨

〔魚
列
切
。
音
壁
。
碑
妾
也
。
史
亀
策
傳
。
妖
奨
敷
見
〕
之
輔
。

～
兇
児
妖
婦
。
千
邪
萬
怪
。
無

如

已
何
。
於
是
二
親
。
塵
世
常
安
。
壽
終
魂
蟹
昇
生
天
上
。

諸
佛
共
會
。
得
聞
法
言
。
獲
道
度
世
。
長
與
苦
別
。
佛
告
諸

沙

門
。
親
世
無
孝
。
唯
斯
爲
孝
耳
。
能
令
二
親
。
去
悪
爲
善
。

し
た
が

み
だ
り

(
33
)

逆

。

虎

の
反

爪

す

る

に
夙

う
。
〕

残

戻

、

濫

に
非

物

を

窃

み

、

こ
こ
ろ

そ
し

た
ん
す

い

情
は
外
色
に
染
ま
り
、
偽
り
の
辞
に
て
道

を
非
り
、
耽
酔
荒
乱

し

〔
五
句
は
即
ち
戒
の
五
相
を
説
く
〕
、
正
真
に
違
背
せ
ん
。

き
よ
う
げ
つ

き
よ
く
か
ん

兇
襲
な
る
こ
と
斯
く
の
若
き
と
き
、
子
は
当
に
極
諫
し
て
以
て

ぼ
う
ぼ
う

之
を
啓
悟
す
べ
し
。
若
し
猶
お
曹
曹
と
し
て
未
だ
悟
ら
ず
ん
ぼ
、

即
ち
開
化
の
為
に
、
壁
口を
牽
き
類
を
引
き

、
王
者

の
牢
獄
、
諸

み
ち

囚

の
刑

獄

を

示

し

て

日

う

べ

し

、

「
斯

れ
軌

な
ら

ざ

る
為

に

、

そ
こ
な

身

は
衆

毒

を

被

り

、
自

ら
命

を

損
う

〔
羽

・
敏

の
切

。

音

は
允

。

た
ま
し

い

残

な

り

、

又

た

殖

な

り
〕

こ
と

を

招

く
。

命

終

り

神

去

れ

(
34
)

ば

、

太

山

の
湯

火

・
万

毒

に

繋

が

れ

て

、
独

り
喚

べ
ど

も

救

う

お
こ
な

も

の
無

し
。

彼

の
悪

を
履

う

〔ロズ
に
ロ八
う

、
そ

に
夙

う

、
舟

に

夙

う

、

欠

に
夙

う

、
践

な

り

、
履

行

な
り

〕

に
由

り

て

、
此

の

と

が
め

重

い
映
に
遭
う
」
。

若
し
復
た
未
だ
移
ら
ず

ん
ば
、

悲
泣
暗
号

し
て
、

絶
し
て
飯
食
せ
ざ
れ
。

親
は
明
ら
め
ず
と
錐
も
、

必

ず
恩
愛

の
情
を
以
て
、
子
の
死
せ
ん
こ
と
を
儂
れ
、
由
り
て
当

と
う
と

に
強

い
て
心
を
忍
伏
し
て
正
道
を
崇
ぶ
べ
し
。
若
し
親
志
を
遷

し
、
仏

の
五
戒
を
奉
ず
れ
ぼ
、
仁
側
に
し

て
殺
さ
ず
、
清
譲
に

し
て
盗
ま
ず
、
貞
潔
に
し
て
婬
せ
ず
、
守
信

に
し
て
欺
か
ず
、

孝
順
に
し
て
酔
わ
ず

〔五
戒

の
義
は
明
か
な
り
〕
、

宗
門

〔宗
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奉
持
五
戒
。
執
三
自
齢
。
朝
奉
而
暮
終
者
。
恩
重
於
親
乳

哺
之
養
。
無
量
之
恵
。
若
不
能
以
三
尊
之
至
。
化
其
親
者
。

難
爲
孝
子
。
猶
不
孝
　
。
乃
至
怯
色
。
情
蕩
。
葱
嫉
。
怠
慢
。

」
散

心
。
盲
瞑
。
等
行
鳥
獣
。
自
古
世
來
。
無
不
由
之
亡
身
滅
宗
。

是

以
沙
門
猫
而
不
隻
。
清
潔
其
志
。
唯
道
是
務
。
恩
重
経

日
。
若
善
男
子
善
女
人
。
能
爲
父
母
。
受
持
讃
諦
書
爲
父

母
恩
重
。
大
乗
摩
詞
般
若
波
羅
蜜
経
。

一
句

一
偶
。

一
経

其
耳
者
。
所
有
五
逆
重
罪
。
悉
得
消
滅
。
永
蓋
無
籐
。
當
得

見
佛
聞
法
。
速
得
解
脱
。
乃
至
作
福
造
経
。
焼
香
請
佛
。
禮

拝
供
養
三
寳
。
盛
鉢
飯
食
。
供
養
衆
僧
。
當
知
是
人
。
能
報

父
母
之
恩
。

族

〕

の
内

に

あ

り
。

即

ち
親

は
慈

、

子

は
孝

、
夫

は
正

、
婦

は

貞

〔
正

に

し

て

固

な

り
。

『
諮

法

』

に
、

清

白

に
し

て

、
節

を

(
35

)

め

ぐ

み

守
る
を
貞
と
日
う
〕
九
族
は
和
睦
し
、
僕
使

は
恭
順
し
、
潤
沢

お
よ

ひ
と
び
と

は

遠

く
被

び

、

血
含

は

恩

を
受

け

ん
。

十

方

の
諸

仏

、

天

龍

、

鬼

神

、
有

道

の
君

、

忠

平

の
臣

、
黎

〔
鄭

・
渓

の
切

。

音

は

離

。

れ
い

け
ん
れ
い

衆

な

り

。

薫

と

同

じ

。

勲

黎

な

り
〕

庶

、

万
姓

、

敬

愛

せ

ざ

た
す

(
36
)

ね
い
げ
つ

る

も

の
無

く
、

祐

け

て
之

を

安

ず

。

顛

倒

の
政

、
侵

襲

〔
魚

・

ひ
し
よ
う

列

の
切

。

音

は
壁

。

碑

妾

な

り

、
『
史

の
亀

策

伝

』

に

、

「妖

奨

し
ば
し
ば
あ
ら
わ

(37

)

や
く
に
ん

数

見

る
」

と
〕

の

輔

、
凶

児

、
妖

婦

、

千

邪

、

万

怪

有

り

い

か

ん
(
38
)

と
雛

も

、
如

已

何

と

も
す

る

こ
と

無

し

。

是

に
於

て

二
親

は

、

す

世
に
処
み
て
常
に
安
ら
ぎ
、
寿
終
れ
ば
魂
霊
は
昇
り
て
天
上
に

生
じ
、
諸
仏
と
共
に
会
し
、
法
言
を
聞
く
こ
と
を
得
て
、
道
を

わ
た

獲
て
世
を
度
り
、
長
く
苦
と
別
れ
ん
。
仏
は
諸
の
沙
門
に
告
げ

た
ま
わ
く
、
世
を
親
る
に
孝
無
し
。
唯
だ
斯
れ
を
孝
と
為
す

の

み
。
能
く
二
親
を
し
て
、
悪
を
去
り
て
善
を
為
さ
し
め
、
五
戒

ま
も

う

を
奉
持
し
て
三
自
帰
を
執
ら
し
む
れ
ぼ
」
朝

に
奉
け
て
暮
に
終

よ
り

る
者
も
、
恩
は
親
の
乳
哺
の
養
、
無
量
の
恵
於
も
重
し
。
若
し

三
尊
の
至
を
以
て
、
其
の
親
を
化
す
る
こ
と
能
わ
ず
ん
ぼ
、
孝

た

(
39
)

子
為

り

と
錐

も

、
猶

お

不
孝

な

り

。
」



172東嶺の著作に関す る問題(そ の一)

り
ん
(
40
)

乃

至

「怯

色

、

情
蕩

、

葱
嫉

、
怠

慢

、
散

心

、
盲

瞑

、
行

を
鳥

こ
の
か
た

ほ
ろ

ぼ

獣

に

等

し

く

す

。

古

世

よ

り

来

、

之

に
由

り

て
身

を

亡

し

、た
ぐ

宗
を
滅
せ
ざ
る
も
の
無
し
。
是
を
以
て
沙
門
は
独
り
に
し
て
双

わ
ず
、

其
の
志
を
清
潔
に
す
。

唯
だ
道
う

の
み
、

是
れ
務
な

(41
)

り

。
」

『
恩

重

経

』

に

曰
く

、

「
若

し

善

男

子

、

善

女

人

、

能

く

父

母

の
為

に

『
父

母
恩

重

』
、

『
大

乗

摩

詞

般
若

波

羅

蜜

経

』

の

一

ひ
と
た

(42
)

句

一
偶
を
受
持
し
読
諦
し
書
写
し
、

一
び
其

の
耳
を
経
る
者
は

あ
ら

ゆ

所
有
る
五
逆
重
罪
、
悉
く
消
滅
す
る
こ
と
を
得
て
、
永
く
尽
き

て
余
無
し
。
当
に
仏
を
見
、
法
を
聞
く
こ
と
を
得
て
、
速
か
に

(
43

)

た

解
脱
を
得
べ
し
。」

乃
至

「福
を
作
し
て
経
を
造
り
、

香
を
焼

き
て
仏
に
請
い
、
三
宝
を
礼
拝
供
養
し
、
鉢

に
飯
食
を
盛
り
て

衆
僧
に
供
養
す
る
は
、
当
に
知
る
べ
し
、
是

の
人
、
能
く
父
母

(
44
)

の
恩

に
報

い
る

こ
と

を

。
」

△
四
重
明
三
尊
之
徳
。
又
有
三
。

〇

一
者
佛
。
総
含
三
費
義
。

如
來

聖
衆
甚
清
浮
。
行
直

不
曲
。

常
和
合
法
。

△
(節

の
)
四
に
、
重
ね
て
三
尊
の
徳
を
明
か
す
。
又
た
三
つ
有

り
。

〇

一
に
は
仏
。
総
じ
て
三
宝
の
義
を
含
む
。

如
来

の
聖
衆
は
甚

だ
清
浄
に
し
て
、
行
直

に
し
て
曲
げ
ず
、



法
身
已
謹
大
士
。
是
日
如
來
聖
衆
。
見
究
寛
。
行
究
寛
。
是

日
甚
清
浄
。
實
相
明
了
。
純

一
無
雑
。
是
日
直
不
曲
。
性
相

無
碍
。
観
達
自
在
。
是
日
和
合
法
。
是
明
如
來
性
中
。
総
具

眞
實
法
僧
。

常
に
法
と
和
合
す
。

法
身
已
証
の
大
士
、
是
れ
を
如
来
の
聖
衆
と
日
う
。
見
る
こ
と

究
寛
し
、
行
ず
る
こ
と
究
寛
す
、
是
れ
を
甚

だ
清
浄
と
日
う
。

実
相
明
了
に
し
て
、
純

一
無
雑
、
是
れ
を
直
に
し
て
曲
げ
ず
と

日
う
。
性
相
無
擬
、
観
達
自
在
、
是
れ
を
法
と
和
合
す
と
日
う
。

是
れ
如
来
の
性
中
に
、
総
じ
て
真
実
の
法
僧
を
具
す
る
こ
と
を

明
か
す
。
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〇
二
者
法
。
自
備
五
分
法
身
。

法
成

就
。
戒
成
就
。

行
直
和
合
則

一
切
戒
騰
。
無
不
現
前
。
戒
者
護
持
義
。
初

戒
策
信
解
。
後
護
持
性
戒
。

三
昧

成
就
。

三
昧
此
日
正
受
。

瑠

智
慧
成
就
。

即
輝
安
住
義
。
知
見
了
徹
。
入
麓
入
細
。

〇
二
に
は
法
。
自
ら
五
分
法
身
を
備
う
。

法
成
就
す
れ
ば
、
戒
成
就
し
、

行
直
に
し
て
和
合
す
れ
ぼ
則
ち

一
切

の
戒
体
現
前
せ
ざ
る
こ
と

無
し
。
戒
と
は
護
持
の
義
な
り
。
初
め
は
信
解
を
戒
策
し
、
後

に
は
性
戒
を
護
持
す
。

三
昧
成
就
し
、

三
昧
、
此
に
は
正
受
と
日
う
。
即
ち
禅
安
住

の
義
な
り
。

了
徹
し
て
、
麓
に
入
り
細
に
入
る
。

智
慧
成
就
し
、

知
見



拠

差
別
智
。
方
便
智
。
大
小
法
門
。
了
了
常
在
面
前
。

東嶺 の著作 に関す る問題(そ の一)

解
脱

成
就
。

住
無
明
中
。
透
脱
自
在
。
在
煩
欄
境
。
出
入
無
碍
。

解
脱

見
慧
成
就
。

頂
門

一
隻
眼
。
坐
断
慧
眼
。

些
子
。
孚
得
其
少
分
。

超
越
法
眼
。
不
徹
輝
門
向
上

〇

三
者
僧
。
明
大
小
圓
融
之
旨
。

所
謂

聖
衆
。

四
讐
八
輩
。

是
謂
如
來
聖
衆
。

最
尊
最

貴
。

「
・當
尊

奉
敬

仰
。
是
世
間
無
上
福

田
。

四
隻
者
。
四
徳
也
。
八
輩
者
。
八
倒
也
。
所
謂
無
常
計
常
。
苦

計
樂
。
無
我
計
我
。
不
浄
計
浄
。
是
日
凡
夫
四
倒
。
眞
常
計

無
常
。
眞
樂
計
苦
。
眞
我
計
無
我
。
眞
浄
計
不
浮
。
是
日
小

乗

四
倒
。
今
入

一
乗
圓
融
門
。
則
大
小
偏
圓
。
齊
成

一
味

差

別

智

、

在

り

。

方
便
智
、
大
小
の
法
門
、
了
了
と
し
て
常
に
面
前
に

解
脱
成
就
し
、

無
明
の
中
に
住
し
て
透
脱
自
在
、
煩
悩
の
境

に
在
り
て
無
擬
に

出
入
す
。

解
脱
見
慧
成
就
す
。

頂
門
の

一
隻
眼
、
慧
眼
を
坐
断
し
、
法
眼
を
超
越
す
。

上
の
些
子
を
徹
せ
ず
ん
ぱ
、
争
か
其

の
少
分
を
得
ん
。

禅
門
向

〇
三
に
は
僧
。
大
小
円
融
の
旨
を
明
か
す
。

所
謂
聖
衆
と
は

四
双
八
輩

な
り
。

是
れ

を
如
来

の
聖
衆

と

謂
う
。
最
尊
最
貴
、

当

に
尊
奉
敬
仰
す
べ

し
。

是

れ
世
間

の
無
上

の
福

田
な
り
。

四
双
と
は
、
四
徳
な
り
。
八
輩
と
は
八
倒
な
り
。
所
謂
無
常
を

常
と
計
し
、
苦
を
楽
と
計
し
、
無
我
を
我
と
計
し
、
不
浄
を
浄

と
計
す
。
是
れ
を
凡
夫
の
四
倒
と
日
う
。
真
常
を
無
常
と
計
し
、

真
楽
を
苦
と
計
し
、
真
我
を
無
我
と
計
し
、
真
浄
を
不
浄
と
計



醍
醐
。
故
即
無
常
而
常
。
即
常
而
無
常
。
樂
我
浄
義
。
亦
復

如
是
。
小
乗
難
妨
大
乗
。
大
乗
不
碍
小
乗
。
華
嚴
十
地
品
。

以
十
波
羅
蜜
爲
本
。
説
四
諦
十
二
因
縁
。
而
爲

一
乗
海

中
聖
寳
。
法
海
廣
博
故
。
法
寳
亦
無
量
。
大
小
圓
融
。
子
細

参
詳

看
。

す
。
是
れ
を
小
乗
の
四
倒
と
日
う
。
今
ま

一
乗

円
融
の
門
に
入

れ
ば
、
則
ち
大
小
偏
円
、
斉
し
く

一
味
の
醍
醐
を
成
ず
。
故
に

無
常
に
即
し
て
常
、
常
に
即
し
て
無
常
な
り
。

楽
、
我
、
浄

の

義
も
、
亦
復
た
是
の
如
し
。
小
乗
は
大
乗
を
妨
ぐ
と
難
も
、
大

乗
は
小
乗
を
硬
げ
ず
。

『
華
厳
』
の
十
地
品
に
、

十
波
羅
蜜
を

以
て
本
と
為
す
も
、
四
諦
、
十
二
因
縁
を
説
き
て
、

一
乗
海
中

の
聖
宝
と
為
す
。
法
海
広
博
な
る
が
故
に
、
法
宝
も
亦
た
無
量

に
し
て
大
小
円
融
す
る
な
り
。
子
細
に
参
詳
し
看
よ
。
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△
五
明
究
尭
圓
徳
。

如
是

諸
子
。
當
教
父
母
行
慈
。

慈
有

二
種
。
悲
願
愛
顧
之
慈
。
智
光
純
熟
自
然
現
順
群

氣
之
慈
。
初
慈
可
知
。
後
慈
難
明
。
所
謂
修
行
果
漏
。
以
無

作
徳
。
能
鷹
衆
生
。
如
浬
葉
経
。
説
慈
善
根
。
菩
薩
分
成
此

慈

。
如
來
特
圓
此
慈
。
究
寛
教
導
。
能
使
父
母
漸
漸
入
謹

圓
成
此
徳
。

△

(節
の
)
五
に
、
究
尭

の
円
徳
を
明
か
す
。

是

の
如
く
、
諸
子
は
当
に
父
母
に
慈
を
行
わ

し
む

べ
し
。

慈
に
二
種
有
り
。
悲
願
愛
顧
の
慈
は
、
智
光
純
熟
す
れ
ぼ
自
然

に
群
気
に
順
じ
て
の
慈
を
現
わ
す
。
初
め
の
慈
は
知
る
べ
く
も
、

後

の
慈
は
明
ら
め
難
し
。
所
謂
修
行
の
果
満
ず
れ
ば
、
無
作
の

徳
を
以
て
、
能
く
衆
生
に
応
ず
。

『
浬
業
経
』

の
慈
善
根
を
説

く
が
如
し
。
菩
薩
分
に
此

の
慈
を
成
ず
。
如
来
は
特
に
此
の
慈

を
円
か
に
し
、
究
尭
し
て
教
導
し
、
能
く
父
母
を
し
て
漸
漸
に

入
証
し
て
此
の
徳
を
円
成
せ
し
む
。
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△
六
明
縫
家
有
労
正
之
異
。

諸
比

丘
。
有

二
子
。

所
生
子
。

所
養

子
。

是
謂
比
丘
有
二

」
子
。
是

故
比

丘
。
當
學
所
生
子
。

口
出
法
味
。

厳
有
世
出
世
二
義
。
氣
質
血
肉
。
受
之
父
母
。
財
産
智
徳
。

内
外
総
領
。
是
爲
所
生
子
。
錐
習
氣
質
。
親
受
業
法
。
氣
不

徹
孝
。
業
不
盛
妙
。
是
爲
所
養
子
。
是
世
間
義
。
若
約
出
世

間
。
鑑
師
知
見
。
究
師
受
用
。
鷹
機
得
妙
。
説
法
契
根
。
是
爲

眞
正
脈
正
績
種
草
。
錐
得
知
見
。
未
鑑
其
全
。
錐
明
受
用
。

未
徹
其
極
。
是
以
鷹
機
不
妙
。
説
法
誤
根
。
是
爲
勢
出
労

傳
英
雄
。
法
華
経
日
。
從
佛

口
生
。
從
法
化
生
。
浬
禦
経
日
。

我
今
所
有
正
法
。
付
屑
摩
詞
迦
葉
。
〔乃
至
〕
我
所
得
四
輝

三
三
昧
。
大
慈
大
悲
等
。
摩
詞
迦
葉
皆
悉
得
之

〔云
云
〕
。
是

從
鷹
機
説
法
之
中
。
生
得
法
子
。
是
故
道
學
所
生
子
。

口

出
法
味
。

△

(節

の
)
六
に
、
家
を
継
ぐ
に
募
正

の
異
有
る
こ
と
を
明
か

す
。

諸

の
比
丘
に
二
子
有

り
。

所
生

の
子
と
所

養

の
子
な
り
。

是
れ
を
比
丘
に
二
子
有
り
と
謂
う
。

是

の
故
に

比
丘
は
当

に
所
生

の
子
を
学
し
て
、

口
に
法
味

を
出
す

べ
し
。

薮
に
世
と
出
世
の
二
義
有
り
。
気
質
、
血
肉
、
之
を
父
母
に
受

け
、
財
産
、
智
徳
、
内
外
に
総
じ
て
領
す
。
是
れ
を
所
生
の
子

と
為
す
。
気
質
を
習
い
て
、
親
し
く
業
法
を
受
く
と
難
も
、
気

は
孝
に
徹
せ
ず
、
業
は
妙
を
尽
さ
ず
。
是
れ
を
所
養

の
子
と
為

す
。
是
れ
世
間
の
義
な
り
。
若
し
出
世
間

に
約
せ
ぱ
、
師
の
知

見
を
尽
し
て
、
師
の
受
用
を
究
め
、
応
機
は
妙
を
得
て
、
説
法

は
根
に
契
う
、
是
れ
を
真
の
正
脈
、
正
続

の
種
草
と
為
す
。
知

見
を
得
る
と
難
も
、
未
だ
其
の
全
を
尽
さ
ず
。
受
用
を
明
ら
む

と
難
も
、
未
だ
其

の
極
に
徹
せ
ず
、
是
を
以
て
応
機
は
妙
な
ら

ず
、
説
法
は
根
を
誤
る
。
是
れ
を
労
出
募
伝
の
英
雄
と
為
す
。

(
45

)

『
法
華
経
』
に
曰
く
、
「仏
の
口
よ
り
生
じ
、
法
よ
り
化
生
す
。」

『浬
葉
経
』

に
曰
く
、

「我
れ
今
ま
所
有

る
正
法
を
摩
詞
迦
葉

に
付
属
す
。
」
〔乃
至
〕
「我
が
得
る
所
の
四
禅
、

三
三
昧
、
大

慈
大
悲
等
、
摩
詞
迦
葉
は
皆
な
悉
く
之
を
得
た
り
。
」
〔云
云
〕
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△
七
結
勧
。

如
是

諸
比

丘
。
當
作
是
學
。

結
所
説
法
。
鄭
重
勧
装
在
家
出
家
。
孝
子
輕
日
。
奉
此
明

戒
。
爲
君
即
保
四
海
。
爲
臣
即
忠
。
以
仁
養
民
。
父
法
明
。
子

孝
慈
。
夫
信
婦
貞
。
優
婆
塞
優
婆
夷
。
執
行
如
此
。
世
逢
佛

見
法
。
得
道
。

佛
説
如
是
。

弟
子
漱
喜
。
〔已
上
孝
子
経
全
文

」
也
〕
。

〇

三
流
通
分

爾
時

諸

比
丘
。
聞
佛
所
説
。
獣
喜
奉
行
。

略
出
流
通
之
義
。
漱
喜
有
二
。
聞
法
深
理
。
生
信
解
心
。
是

日
信
位
初
心
敷
喜
。
達
経
法
性
。
入
無
生
忍
。
是
日
住
地

漱
喜
。
是
菩
薩
階
位
。
十
住
初
名
獲
心
住
。
十
行
初
名
敷

喜
行
。
十
地
初
名
漱
喜
地
。
護
心
入
謹
之
初
。

一
時
得
此
、

是
れ
応
機
説
法
の
中
よ
り
、

得
法
の
子
を
生
ず
。

是
の
故
に

「所
生
の
子
を
学
び
て
、
口
に
法
味
を
出
す
」
と
道
う
。

△

(節
の
)
七
に
、
結
勧
。

是

の
如
く
諸

の
比
丘
は
当
に
是

の
学
を
作

す

べ
し
。

(
46
)

所
説
の
法
を
結
び
て
、
鄭
重
に
在
家
出
家
に
勧
奨
す
。

う

『
孝
子
経
』
に
曰
く
、

「此
の
明
戒
を
奉
け
て
、

君
の
為
に
即

つ
く

ち
四
海
を
保
ち
、
臣
の
為
に
即
ち
忠
し
、
仁
を
以
て
民
を
養
う
。

父
は
法
明
ら
か
、
子
は
孝
慈
、
夫
は
信
、
婦
は
貞
な
り
。
優
婆

せ

せ

塞
、
優
婆
夷
の
行
を
執
す
る
こ
と
此
の
如
き
な
れ
ば
、
世

々
仏

に
逢
い
、
法
を
見
、
道
を
得
る
。
仏
は
是
の
如
き
説
き
、
弟
子

(
47
)

は
歓
喜
せ
り
。」
〔已
上
、
『孝
子
経
』
、
全
文
な
り
〕
。

☆
三
に
、
流
通
分

爾
時
、

諸

の
比
丘
は
仏

の
所

説
を
聞
き
、

歓
喜

し
て
奉
行

す
。略

し
て
流
通

の
義
を
出
す
。
歓
喜
に
二
有
り
。
法
の
深
理
を
聞

き
て
、
信
解

の
心
を
生
ず
、
是
れ
を
信
位
初
心
の
歓
喜
と
日
う
。

経

の
法
性
に
達
し
て
、
無
生
忍
に
入
る
(
是
れ
を
住
地
の
歓
喜
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二
歓
喜
位
故
。
奉
行
有
二
。

一
者
信
解
依
行
。
戒
策
目
進
。

二
者
入
謹
安
住
。
究
微
盤
纏
。
今
聞
此
経
孝
道
二
種
深

理
。
上
根
者
。
入
謹
究
妙
。
中
根
者
。
信
順
精
勤
。
下
根
者
。

」
尊

崇
仰
信
。
奇
哉
此
維
。
妙
哉
此
説
。
不
菅
父
母
。
大
蒙
勝
益
。

九
族
齊
生
如
來
法
王
家
。
不
蕾
師
資
。
最
満
上
徳
。
衆
生

同
遊
菩
薩
行
願
海
。

明
和
七
年
庚
寅
七
月
二
十
四
日
。
捨
筆
於
江
州
神
崎

宮
前
邑
齢
仙
精
舎
。
爲
父
宗
樹
。
母
智
仙
。
建
大
寳
塔
。
伸

供
養
之
序
。
廿
日
至
十
四
日
。
五
日
之
間
。
註
解
講
演
。
以

報
生
養
之
恩
。
願
法
界
有
情
。
悉
入
此
経
法
門
。
随
分
得

孝
道
之
妙
。

と
日
う
。
是
れ
菩
薩
の
階
位
に
し
て
、
十
住
の
初
め
を
発
心
住

と
名
け
、
十
行
の
初
め
を
歓
喜
行
と
名
け
、
十
地
の
初
め
を
歓

喜
地
と
名
く
。
発
心
入
証
の
初
め
に
、
'
一
時
に
此
の
二
つ
の
歓

轡暑
の
位
を
得
る
が
故
に
。

奉
行
に
二
つ
有
り
。

一
に
は
、
信
解
し
依
行
し
て
、
戒
策
し
て

日
進
す
。
二
に
は
、
入
証
し
安
住
し
て
、
微

を
究
め
薙
を
尽
す
。

今
ま
此
の
経
の
孝
道
の
二
種
の
深
理
を
聞
く
に
、
上
根

の
者
は
、

入
証
し
て
妙
を
究
め
、
中
根
の
者
は
、
信
順
し
て
精
勤
し
、
下

根
の
者
は
、
尊
崇
し
て
仰
信
す
。
奇
な
る
か
な
此
の
経
、
妙
な

た
だ

る
か
な
此
の
説
。
蕾
に
父
母
の
大
い
に
勝
益
を
蒙
る
の
み
な
ら

ず
、
九
族
も
斉
し
く
如
来
法
王
の
家
に
生
じ
、
蕾
に
師
資
、
最

も
上
徳
を
満
ず
る
の
み
な
ら
ず
、
衆
生
も
同
じ
く
菩
薩
行
願
の

海
に
遊
ば
ん
。

明
和
七
年
庚
寅
七
月
二
十
四
日
、
江
州
神
崎
宮
前

の
邑
、
齢
仙

お

精
舎
に
筆
を
捨
く
。
父
宗
樹
、
母
智
仙
の
為
に
、
大
宝
塔
を
建

こ
と
ば

て
、
供
養
の
序
を
伸
べ
、
十
日
よ
り
廿
四
日
に
至
る
ま
で
、
五

目
の
間
、
註
解
講
演
し
て
、
以
て
生
養
の
恩
に
報
ゆ
。
願
わ
く

は
法
界
有
情
、
悉
く
此
の
経
の
法
門
に
入
り
て
、
分
に
随
い
て



東
嶺
圓
慈
識

孝
道
の
妙
を
得
ん
こ
と
を
。

東

嶺
円
慈
識
す
。

佛
説
父
母
恩
難
報
経

朝
鹿
慈
祥
損
資
敬
刊

仏
説
父
母
恩
難
報
経す

つ
つ
し

朝
鹿
慈
祥
、
資
を
損
て
て
敬
み
て
刊
す
。
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天
明
八
年
戊
申
正
月
獲
行

大
阪
書
騨

〔堺
筋
長
堀
橋
北
入
〕

写
本
の
み
に
見
え
る
江
峰
禅
能
の
賊

増
田
源
兵
衛

此
経
注
解
原
書
者
明
和
七
年
七
月
二

十
四
日
東
嶺
大
和
尚
自
筆
講
本
並
天

明
八
年
刊
行
書
二
冊
請
洛
西
下
立
責

紙
屋
川
法
輪
寺
光
村
和
尚
秘
藏
昭
和

十
二
年
二
月
敬
爲
畢
永
謹
藏
慈
雲
山

中

一
者
爲
報
佛
護
神
照
輝
師
法
乳
慈

恩
二
者
爲
後
昆
法
孫
修
道
伏
翼
永
久

護
持
之
勿
散
逸
至
屡
至
疇

天
明
八
年
戊
申
正
月
に
発
行
す

大
阪
の
書
舜

〔堺
筋
長
堀
橋
北
入
る
〕

(
48
)

写
本
の
み
に
見
え
る
江
峰
禅
能
の
践

増
田
源
兵
衛

此
の
経
の
注
解
の
原
書
は
明
和
七
年
七
月
二
十
四
日
に
東
嶺
大

和
尚
の
自
筆
の
講
本
並
び
に
天
明
八
年
刊
行

の
書
を
、
二
冊
、

洛
西
下
立
売
、
紙
屋
川
、
法
輪
寺
の
光
村
和
尚
に
請
い
て
、
秘

蔵
し
て
昭
和
十
二
年
二
月
に
敬
ん
で
写
し
畢
わ
り
、
永
く
謹
ん

で
慈
雲
山
中
に
蔵
す
。

一
に
は
、
仏
護
神
照
禅
師

の
法
乳

の
慈

恩
に
報
い
ん
が
為
な
り
。
二
に
は
、
後
昆
の
法
孫

の
修
道

の
為

な
り
。
伏
し
て
翼
わ
く
は
、
永
久
に
之
を
護
持
し
て
、
散
逸
す

し
し
よ
く

し

と
う

る

こ
と

勿

れ
。

至
属

、

至
疇

。
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維
時
昭
和
十
二

〔丁
丑
〕

慈
雲
山
齢
仙
輝
寺
現
住

年
二
月
十
九
目

江
峰
輝
能
識

(
1
)

草
稿

に
は

「
為
在
家
教
導
之
助
」
に
作

る
。

(2
)

『
梁
僧
伝
』

に
見

え
る
年
号
は

「
建
和

三
年
」

で
、
安
世
高
が

洛
陽
で
訳
経

を
始
め

た
年
を
示
し
、
道
安

の
経

録
に
拠

る
と
す

る

(大
正
蔵
第

五
十
巻
、

三
二
四
頁
上
、
九
行
)
。

道
安

の

『
綜

理

衆

経
目
録
』
の
記
録

は
不
明

で
あ
る
が
、
早
く
見

つ
も

っ
て
三
七

四
年
に
作
成
さ
れ
た
も

の
と
し
て
も
、
安
世
高

の
時
代

と

の
隔

た

り
が
大
き

い
。

こ
こ
で
東
嶺

は

『
仏
祖
歴
代

通
載
』
を
引

用
し
て
、

そ

の
年

号
を
写

し
て
い
る
が
、
そ

の
出
典
で
は
建

和
己
丑
を
四
年

と
見
な
し
て

い
る
。
現
在

の
年
表
で
は
建

和
己
丑
を
建
和

三
年

と

数
え
て

い
る

(『
東
方
年
表
』
、

四

一
頁
)
。

林
屋
友
次
郎

『
経
録

研
究
』
、
三
五

一
-

三
六
二
頁
参
照
。

(3
)

『
仏
祖

歴
代
通
載
』
巻

五
、
大
正
蔵
第

四
九
巻

、
五
〇

九
頁
中
、

十

二
ー

十
五
行
。

(
4
)

孚
9、
〈
9
。。自

市
の

》
鼠

昌
㊤
豆
且

9
富

ω嵩

轟
日
ρ

と

い
う
寺
、

即
ち

諺
鼠

昏
ρ
℃
昼
仙
9
α
ρ

(QQ
&

帥
ヰ
ρ
と
も
)

長
者
が
建

て
た
寺

院
。
赤

沼
智
善
編

『
印
度
仏
教
固
有
名
詞
辞
典

』

二
四
五
と
六
〇

七
ー

六
〇

八
頁
、

中
村
元

『
仏
教
語
大
辞
典
』
、

縮
刷
版

一二

七

頁

3
。
同
じ
場
面

は
敦
煙
本

の

『
孟
蘭
盆

経
講

経
文
』
に
み
え
る

(
大
乗
仏
典
、
巻
十
、

二
六

二
頁
)
。

こ
の維

時
、
昭
和
十
二

寺
の
現
住
、

〔
丁
丑
〕
年
二
月
十
九
日
、
慈
雲
山
齢
仙
禅

江
峰
禅
能
識
す
。

(
5
)

大
正
蔵
本

で
は

「舖

」
に
作
る

(第

十
六
巻

、
七

七
九
頁
上
、

一
行
)
。

(
6
)

『
大
方
便
仏
報
恩
経
』
巻

一
、
大
正
蔵
第

三
巻
、

=

一
四
頁
上
、

二
ニ
ー

二
三
行
。

(
7
)

『
大
方
便
仏
報
恩
経
』
巻

一
、
大
正
蔵
第

三
巻
、

=

一四
頁
中
、

十
九
ー

二
五
行
。

二
四
行

の

「善

男
子
」
は
東
嶺

の
テ
キ

ス
ト
で

は

「
善
好
男
子
」
に
作
る
。
八
字

の
リ
ズ

ム
を
保

つ
た
め
、
こ
の

経

の
異
本

に
同
じ
相
違
が
あ
る

こ
と
が
想
定

で
き
る
。

(
8
)

『
大
方
便
仏
報
恩
経
』
巻

一
、
大
正
蔵
第

三
巻
、

=

一四
頁
中
、

二
九
行
ー

=

一四
頁
、
r下
十
四
行
。
下

の
段
落
の
三
行

目
の

「
趣
」

は
東
嶺

の
テ
キ
ス
ト
で
は

「
喩
」
に
作
る
。
下

の
段
落

の
十

二
行

目

の

一
部

は
省
略
さ
れ
て

い
る
。

(
9
)

『
大
方
便
仏
報
恩
経
』
巻

一
、
大
正
蔵
第

三
巻
、

=

一七
頁
下
、

七
行
ー
十

四
行
。
『
浬
桑
経
』
巻
第
十
に
も
、
「
如
来
常
為

一
切
衆

生
而
作

父
母
」

と
い
う
句
が
見

え
る

(大
正
蔵
第
十

二
巻

、
四

二

三
頁
下
、
十
行
。
)

(
10
)

乾

い
た
場
所
を
子

に
与

え
、

自
分

で
湿
地
に
寝

る

こ
と
。

『
孝

経
援
神
契
』

(『
孝
経
緯
』

に
収
載
)
で
は
、

「
推
燥
居
湿
」

が
見

え
る

(大
漢
和
辞
典
、

第
五
巻
、

二
九

六
頁

2
)
。

『
父
母
恩
重
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経
』

の
敦
煙
本

乙
で
は

「
推
乾
就
湿
」
と
な
り

(
大
正
蔵
第

八
五

巻
、

一
四
〇

三
頁
下
、

三
行
)
、

敦
燈
本
甲
で
は

「乾

処
児
臥

、

湿
処
母
眠
」

と
な

っ
て
い
る

(大
乗
仏
典
第
十
巻

、
三
九

一
頁
)
。

(11
)

『
荘
子
』

に
見

え
る
語

(福
永
光
司
本
、
雑
篇

=

二
四
-

三
五

頁
参

照
)
。

(12
)

大
正
蔵
本

で
は

「
摩
飾
」
を

「
摩
拭
」
に
作
る

(第

十
六
巻

、

七
八
〇
頁
中
、

八
行
)
。

「
飾
」

の
場
合
で
も

「
ぬ
ぐ
う
」
、

汚

れ

を
拭

き
清

め
る
意

で
使
わ
れ
て

い
る
。

(
13
)

「
切
」

は

「
反
切
」
と

い
う
漢
字

の
音
を
表
す
方
法

を
示
す
。

こ
こ
の
例

で
は
、

賂

(一ロ
)

は
魯

(言
)

の

「
一
」
と
故

(αq
目
)

の

「
u
」

に
分
解

で
き

る
が
、
他

の
例
を
見
る
と
反
切

は
必
ず

し

も
現
代
中

国
語

の
発
音
と

一
致
し
な

い
。

こ
こ

の
場
合

、
礼
賂

す

る
と

い
う
表
現

は
秘

か
に
師
匠
や
友
達
に
贈

り
物

を
あ
げ

て
、
子

の
成

功
を
支

え
る
と
い
う
意

で
使
わ
れ
て

い
る

の
で
あ

ろ
う
。

(14
)

大
正
蔵
本

で
は

「
重
貢
」
を

「
奉
貢
」
に
作
る

(第

十
六
巻

、

七
八
〇
頁
中
、

九
行
)
。

奉
貢
は

み
つ
ぎ
物
を
献
納
す
る
意

(
大

漢
和
辞
典

、
第

三
巻
、

五
八

一
頁

2
)
。

(
15
)

い
た
み
う
れ
え
る

(大
漢
和
辞
典
、
第

四
巻
、

=

五
六
頁
4
)
。

(
16
)

『
孝
子
経
』
の
引

用
は
大

正
蔵
第
十

六
巻
、
七
八
〇
頁
中
、
六

ー
十

一
行
に
見

え
る
が
少

し
異
同
が
あ

る
。

(
17
)

『
父
母
恩
重
経
』

の
敦
煙
本

乙
で
は
、

「
非
父
不
親
」
を

「
非

義
不
親
」

に
作

り

(大
正
蔵
第

八
五
巻
、

一
四
〇

三
頁
下
、

三

行
)
、

敦
煙
本
甲
に
は
見
え
な

い
。

東
嶺

の
手
許

に
あ

っ
た
本
に

は

「
義
」

の
代
わ
り
に

「
父
」

と
な

っ
て
い
た
よ
う

で
あ
り
、
そ

の
方
が
意
味
が
通
じ
る
。
龍
谷
大
学
仏
典
翻
訳
部
編
輯

の
本
で
は

こ
こ
を

「
母
に
あ
ら
ざ
れ
ば
養

わ
ず
。

母

に
あ

ら

ざ

れ

ぼ
育
て

ず
。
」
と
読

み

(
二
頁
)
、
由
木
義
文
氏

の
本

で
は

「
誠
実
な
心
を

も

っ
て

い
な
け
れ
ぱ
親

で
は
な

い
し
、
母

で
な
け
れ
ば
子
を
養
育

し
な

い
」

と
、

更

に
不
思
議
な
解

釈
に
な

っ
て
い
る
。

こ

こ
の

「
不
親
」
を

「
不
養
」

に
対
応
す

る
動
詞
と
し
て

「
し
た
し
く
せ

ず
」
と
訓
ん
だ
が
、

「
親
」
を

「
か
わ
い
が

る
、

い

つ
く
し
む
」

の
意

で
使
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
う
。

『
寒
山
詩
』
に
は
、

道
に

親
し
く
す
る
と

い
う
用
例
あ
り

(禅
語
録
十

三
巻
、

一
六
四
頁
)
。

『
詩
経
』

の
小
雅
で
は

「
父
号
生
我
。

母
号
鞠
我
。
掬
我
畜
我
。

長
我
育
我
。
云

々
」
と
な

っ
て

い
る
。
刊
本

に
は

「
鞠
、
養
也
」

と
い
う
註
が
付

い
て

い
る

(『
詩
経

・
訂
正
音
訓
』
、
巻
下
、
宗
栄

寺
文
庫
本
、
禅
文
化
研
究
所
所
蔵
)
。

(
18
)

『
父
母
恩
重
経
』

の
敦
焼
本
乙
で
は
、

「
關
車
」
を

「
蘭
車
」

に
作

り

(大
正
蔵
第
八

五
巻
、

一
四
〇

三
頁
中
、

二
九
行
i

一
四

〇

三
頁
下
、

一
行
、
そ
し
て

一
四
〇

三
頁
下
、

四
行
)
、

敦
煙
本

甲

に
は
見

え
な

い
。

由
木
義
文
氏

の
本
で
は
、

「
蘭
車
」
を
ゆ
り

か
ご

(揺
藍
)

と
解
釈
し
て

い
る

(
八
ー

九
頁
)
。
「
關
車
」

の
説

明
に
関
し
て
東
嶺
が
ど
う

い
う
資
料
に
基
づ
い
た
か
、
そ
し

て
そ

の
資

料
が

ど
ん
な

サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
語

の
訳
と
な

っ
て
い
た

か
は

判
ら
な
い
。
し

か
し
、
東
嶺
が
梵
語

の
話
し
を
す

る
と
い
う

こ
と

は
真
言
宗

の
本
を
手
に
入
れ
た
可
能
性

を
強

め
て
い
る
。
な
お
、

敦
煙

本
乙
に
は

「
或
在
閾
車
、
揺
頭
弄
脳
」

と

い
う
句

が
見

え
る

の
で
、

「
ゆ
り
か
ご
説
」
は
有
力

(大
正
蔵
第
八
五
巻
、

一
四
〇
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三
頁
下
、
十

六
行
)
。

(19
)

東
嶺

の
刊
本

に
は

「
不
浄

を
食
す
」

と
訓

み
、

送
り
仮
名

の

「
ス
」

が
付

い
て
い
る
。
子
供
が
食
事
中
よ
ご
し
た
手

を
母
が
な

め
る
様

子
で
あ

ろ
う
。

(20
)

『
父
母
恩
重
経
』

の
東
嶺

の
引
用
は
部
分
的
に
敦
煙
本

乙
に
該

当
す
る
が
、
江

戸
時
代

の
流
布
本
は
明
ら
か
に
別
で
あ

っ
た
。
敦

煙

本
甲
は
さ
ら
に
違
う
。

こ
の
経

の
異
本
に
関
し
て
は
禿
氏
祐
祥

「
父
母
恩
重

経

の
異
本

に
就

て
」
と
大
乗
仏
典
第
十
巻

を
参

照
さ

れ
た

い
。
禿
氏

の
論
文

に
よ
る
と
、
寛
永

二
十
年

(
一
六
四
三
)

に
刊
本
が
高
野
山
で
開
版

さ
れ
、
論
文
当
時

の
昭
和
三
年
に
は
水

原
尭
栄
氏

の
所
蔵
で
あ

っ
た
と
い
う
。

そ

の
刊

本

は

未
確
認
。

『
父
母
恩
重
経
』
に
限

っ
て
、

『
詩
経
』

の
文
章
が
そ

の
ま
ま
採

用

さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
『
詩
経
』

の
影
響

は
注
目

に
値
す
る
。

例

え
ば
、

こ
こ
で

い
う

「
昊

天
岡
極
」

は

『
詩
経
』

の
小
雅
、
蓼

義
章

に
見

え
る
。
東
嶺
は

こ
れ
を
第

二
節

で
自
ら
指
摘
し

て
い
る
。

(
21
)

『
阿
難
問
経
』

(阿
難
問
事
仏
吉

凶
経
)

と
い
う
経
典

に
は
二

種
類
あ

る
が
、

い
ず
れ
に
も
東
嶺

の
引

用
文

に
該
当
す

る
箇
所

は

見

え
な
い

(大
正
蔵
第
十
四
巻

、
七
五
三
-

七
五
四
頁
、
そ
し

て

七
五
四
ー
七

五
六
頁
)
。
人
が
命
を
得

る
因
縁
は

『
阿
難

四
事
経
』

等

に
説
明

さ
れ
て
い
る
が
、
東

嶺

の
テ
キ

ス
ト
と
は
違
う

(大

正

蔵
第

十
四
巻
、
七

五
七
頁
上
、
十
四
-

十
六
行
)
。
『
五
王
経
』

で

も
そ
の
説
明
を
踏
ま
え
て

い
る
。

(
22
)

三
十
八
か
け

る
七

日
は
二
六
六
日
間
で
あ

る
。

た
だ

し
東
嶺

が

い
う
に
は
九

ヵ
月
間

の
内
、

五
つ
の
月
が
長
く
て
、

四

つ
の
月

が

短

い
、
し
か
も

二
六
六
日
間

に
及

ぶ
に
は
、
四
目
間
が
足
り
な

い
。

そ

の
計
算

の
仕
方

に
合

わ
せ
る
と
、
長

い
月
が

三
十

日
間
で

(切
×

ω
0
11
嵩
O
)
、
短

い
月
が

二
十

八
日
間
(軽
×
N
Q◎
朋
H
H
bo
)
で
あ
る

(恥

卑

ま
鱒
+
戯
11
卜。①
①
)
。

(
23
)

こ
の
場
合
も
、

『
五
王
経
』

に
は
東
嶺

の
引
用
文

に
該
当
す
る

箇
所
は
見
え
な

い

(
大
正
蔵
第
十

四
巻
、

七
五
三
-
七

五
四
頁
、

そ
し
て
七
九
五
ー

七
九
七
頁
)
。

わ
ず

か
に

「
欲
生
之
時
。

頭
向

産
門
」
と

い
う
箇
所
が

「
将

趣
産
門
」

に
似

て
い
る

(同
、
七
九

六
頁
中
、
八
-
九
行
)
。
東
嶺

の
引

用
は
た

い
て
い
厳
密
な

の
で
、

江
戸
時
代
に
よ
ほ
ど
異
本
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
ま
い
も
は
し
ひ
と
の
あ
な
ほ

べ
の
お
う

(
24
)

『
古
事
記
』

の
伝
説
に
は
用
明
天
皇
が

「
庶
妹

間
人

穴

部

王

う
え
つ
み
や

う
ま
や
ど
の
と
よ
と
み
み
の
み
こ
と

を
嬰
し
て
、
生

み
ま
せ
る
御

子
、
上
宮

の
厩
戸

豊

聡

耳

命
」

と

あ

っ
て
、
聖
徳
太
子

の
母
を
さ
し
て

い
る

(岩
波
文
庫

本
、

二
〇

八
頁
)
。
東
嶺

に
於
け
る
太
子
信
仰

の

一
端
が
窺
え
る
。

(25
)

不
詳
。
太
子
信
仰
文
学

に
登
場
す

る
人
物
で
あ
ろ
う
。

(26
)

大
正
蔵
本

で
は

「
正
」

に
作

る

(第
十

六
巻
、
七
七
九
頁
上
、

二
行
)
。

(27
)

「
か
え
り
も
う

し
す
」

は
刊
本

の
振
仮
名

で
、

「
還
り
申
し
」

即
ち
指
命

を
果
た
し
て
、

そ
れ
を
報
告
す

る
と
い
う
意
を
示
す
。

さ
い寮

は

「
む
く

い
ま

つ
る
」

と
訓

む
の
が
普
通
。

(28
)

こ
の
引
用
は

『
孝

子
経
』

の
文
章

に
該
当
す
る

(大
正
蔵
第
十

六
巻
、
七
八
〇
頁
中

、
十

一
-
十
七
行
)
。

(29
)

『
父
母
恩
重
経
』
の
敦
煤
本

乙
に
も
、
本

の
甲

に
も

こ
の
箇
所

は
見
え
な

い
し
、
他

の
講
話
本

に
も
偶

は
掲
載
さ

れ
て
い
な

い
。
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た
だ
し

「
昊
天
圏
極
」
と

い
う
句
が

二
箇
所
に
出
て
い
る
。

(
30
)

こ
の
訓
読

は
刊
本

の
振
仮
名
に
よ
る
。
こ

こ
で
は

「
顧
復
」
と

い
う
熟
語
を
分
割
し
た
表
現
で
あ
る
。
要

す
る
に
、
子
を

ふ
り

か

え

っ
て
、
そ
れ
を
繰
り
返
す
動

作
を
表
す

(大
漢
和
辞
典
、
巻
十

二
、
三
〇
九
頁
上
)
。

『
詩
経
』

の
刊
本

に
は
、

「
反
覆
」
と

い
う

注
が
あ
り
、
こ
こ
で

「
幾
度
も
繰
り
返
す
」
意
を
示
す
。

(31
)

刊
本
に
は

「
に
す
」

と
い
う
送
り
仮
名
が
右

に
あ

っ
て
、

「
い

だ
け
り
」

と

い
う

ふ
り
仮
名
が
左

に
見
え

る
。

「
腹
」

を
動
詞
と

し
て

「
い
だ
く
」

と
訓
め
る
が
、
か

か
え
て
持

つ
、
そ
し
て
養
護

す

る
と
い
う
両
意
味
を
含
め
て

い
る
。

(
32
)

「
虐
」

に
関
す
る
東
嶺

の
解
説
は
反
切
に
基
づ

い
て
い
る
が
、

こ
の
場
合
現
代
中
国
語

の
発
音
と
異
な

っ
て

い
る
。

「
虐
」

の
音

は
現
在

呂

Φ
な
の
で
、
東
嶺
が

い
う

「
魚

(団
昌
)
、
約

(図
口
Φ
)

の
切
、

娘

(巳
p
目
σq
)

の
入
声
」

と
は

一
致

し
な

い
。

そ

の
次
ぎ

の
説
明

で
も
、
「
宜

(饗
)
、
戟

(3

の
反
、
音

は
逆

(巳
)
」

と

言

っ
て
、
日
本
語

の

「
ギ

ャ
ク
」

と

い
う
発
音

に
該
当
す

る
が
、

現
代
中
国
語
と
違
う
。
し
か
し
、
東
嶺

の
字
源

の
解
説

は
現
代

の

辞
典
と

ほ
ぼ

同
じ
で
あ

る
。

「
虎

が

つ
め
で
人

に
傷
を

つ
け
る

こ

と
」
そ
し
て

「
と
ら

か
ん
む
り
」

の
下

の
部
分
が
爪
を
反
対
に
し

た
も

の
で
、

ギ

ャ
ク
と

い
う
音

が
さ
か
ら
う
意

(逆
)

で
、

「
虎

そ
こ
な
う

に
逆
ら

っ
た
が
た
め
に
、

虎
が
人
を
爪

で

残
」

と
解
釈
さ
れ

て

い
る

(『
角
川

・
字
源
辞
典
』
、

五
三
七
頁
下
、

一
六
四
九
番
)
。

(
33
)

「
非
物
」

と
い
う
熟
語

は
見
当

た
ら
な

い
が
、
戒
律
で
許
さ
れ

て
い
な

い
物
を
指
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

(
34
)

草
稿

に
も
大
正
蔵

の

『
孝
子
経
』
に
も

「
太
山
」

と
な

っ
て
い

る

の
で
、
刊
本

の

「
大
山
」
を
そ
れ
に
拠

っ
て
改

め
た

(第
十

六

巻
、

七
八
〇
頁
中
、

二
三
行
)
。

大
山
も
太
山
も
泰
山

の
異
名

で

あ

る
。

そ
こ
に
人

の
魂
魂
を
治
め
る
神

が

い
る
と
い
う
古

い
信
仰

を
踏

ま
え
て
い
る

よ
う

に
見
え
る

(
大
漢
和
辞
典
、
巻

六
、

一
〇

七
七
頁
上

「
泰
山
治
鬼
」
参
照
)
。

し
か
し
、
仏
典

と
し
て
、

こ

の
経

は
む
し
ろ

『
分
別
善
悪
所
起
経
』
等

に
詳
し
く
説
か
れ
て

い

る
冥
途

の

「
太
山
地
獄
」
を
意
識

し
て
い
る

(大
正
蔵
、
第
十
七

巻
、
五

一
六
頁
、

二
九
行

、
そ
し
て
五

一
八
頁
中
、
四
行
、
十
六

ー
十
七
行
等
)
。

そ

の
点
に
関
し
て

『
望
月

・
仏
教
大
辞
典

』

の

「
太
山
王
」
と

「
太
山
府

君
」

を
参
考

さ
れ

た
い

(巻
四
、
三

二

二
三
下
ー

三

二
二
四
上

と

三
二
二
五
中
-
三

二
二
六
中
)。

草
稿

に
は

「
衆

合
地
獄
」

と
い
う

メ
モ
が
見
え
、
八
大
地
獄

の
第

三
を

示
す
。

お
く
り
な

(35
)

大
漢
和
辞
典

の

「
貞
」

の
字
義

に
拠
る
と
、

「
詮
」
と

い
う
意

味

も
あ

る
。
但

し
、

そ
こ
に
見
え

る

『
逸
周
書
、
詮
法
解
』

の
引

用
文

に
は

「
情
白
守
節

日
貞
」
と
あ

っ
て
、
東
嶺

の
本

の

「
清
」

の
代

わ
り
に

「
情
」

と
い
う
字
が
使
わ
れ
て

い
る

(巻

十
、

六
九

七
頁
上
、
十
)
。

(36
)

こ
こ
に
み
え
る

「
政
」
を
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
う

こ
と
に
よ

っ
て
全
体

の
意
味

は
左
右
さ
れ
る
。
そ

の
字

を

「
ま

つ
り
ご
と
」

と
捉

え
る
と
、
君

の
政
治
が
間
違

っ
て

い
て
も
仏
教

に
帰
依
し
た

人

々
は
動
揺

し
な

い
と
い
う
意
に
な
る
。

(
37
)

『
史
記
列
伝
』

第

六
十
八
、

「
亀
策

伝
」
、

富
山
房
編
輯
部
編
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『
漢
文
体
系
』
第

七
巻
、
六
五
八
頁
。

い

か

ん

(
38
)

こ
の
如
已
何
と

い
う
三
字

に
関

し
て
、

二
番

目
の
字

は
刊
本

で

お
の
れ

「
己
」

に
作
る
が
、

大
正
蔵

の

『
孝
子
経
』

に
拠

っ
て
改
め
た

(第
十

六
巻
、
七
八
〇
頁

下
、

四
行
)
。
正
亮

の
註
解

で
は
、
「
己
」

に

つ
い
て

「
疑
う
ら
く
は
筆
誤
な

る
こ
と
を
」
と
注
意
し
、
「
之
」

の
誤
り
で
は
な

い
か
と
推
定

し
て
い
る

(『
孝
子
経
報
乳
砂
』
、
目

本
大
蔵
経
第
八
巻

、
五
八
四
頁
)
。

(
39
)

こ
こ
ま
で

の

『
孝

子
経
』

の
長

い
引
用

は
ほ
ぼ
大
正
蔵

の
テ
キ

ス
ト
と

一
致

す
る

(
大
正
蔵
第
十

六
巻
、
七

八
〇
頁
中
、
十
七
行

一
-
七
八
〇

頁
下
、

十

一
行
)
。

そ

の
次
ぎ

に
来
る
経

の
文
章

が

省
略
さ
れ
て
い
る
。
省
略

さ
れ
た
部
分
に
は

「
女
情
多
欲
好
色
無

倦
」
と

い
う
箇
所

が
あ

り
、

こ
れ
を
嫌

っ
た
と
も
考
え
ら

れ
る
が
、

そ
れ
よ
り
、
む
し
ろ

「
殺

君
」

と
い
う
表
現
が
幕
府

の
検

閲
に
触

れ
る
危
険

が
大

き
か

っ
た
た
め

で
あ
ろ
う
。
草

稿
で
も
同
じ
部
分

を
省

い
て

い
る
。

(40
)

こ
の
二
字

の
訓

み
に
関
し

て
、

草
稿
で
は
、

「
寅

」
と

い
う
字

が
側
に
書

い
て
あ

る
の
で
、
東
嶺
が
そ
れ
を

「
む
さ
ぼ
る
」

と
訓

ん
で

い
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
大
正
蔵
で
は
、
怯
を
倍

に
作

る

(第

十
六
巻
、
.
七

八
〇
頁
下
、

十

八
行
)
。

そ

こ
ま
で
は

『
大

漢
和
辞
典
』

の
字
義

と

一
致
す
る

(第
四
巻
、

一
〇

二
〇

頁
上

、

一
〇
五
七
六
号
)
が
、
大

正
蔵

の
注
に
見
え
る

「
悟
」

は
誤
り
で

あ
ろ
う
。

(41
)

『
孝
子
経
』
、

大
正
蔵
第
十

六
巻
、
-
七

八
〇
頁
下
、

十
八
行
i

七
八

一
頁
上

、
二
行
。

(
42
)

「
経
耳
」

と
い
う
熟
語

は
ど

こ
に
も
見

つ
け
な

い
が
、

こ
の
文

脈

で

「
経
意
」

と
か

「
経
心
」
と
同
じ
よ
う
に
、

「
経
」

を
留

め

る
意
味

で
理
解
し

た
。
刊
本

の
送
り
仮
名
は
判
読
し
に
く
く
て
、

「
レ
ン
」

の
よ
う

に
見
え
る

の
で
、
そ
れ
に
従

わ
な

か

っ
た
。

(
43
)

こ
の
流
通

の
部
分

は
す

べ
て

『
父
母
恩
重
経
』

の
敦
煙
本

乙
に

見

え
る

(大
正
蔵
第

八
十
五
巻
、

一
四
〇
四
頁
上
、
十
行
ー
十

四

行
)
。

(
44
)

こ
の
引
用
も

『
父
母
恩
重
経
』

の
敦
煙

本
乙
に
該
当
す

る

(大

正
蔵
第

八
十

五
巻
、

一
四
〇
四
頁
上
、
十
八
行
ー
十
九
行
)
。

(
45
)

『
法
華
経
』
巻
第

二
、
大
正
蔵
第
九
巻

、
十
頁
下
、
十

三
ー
十

四
行
。
舎
利
弗
が
自
分
も
真

の
仏

子
で
あ

る
と
自
覚
し
た
場
面

で

使

わ
れ
る
句
。

(
46
)

刊
本

に
あ
る

「
勧
　
」
は

「勧

漿
」

の
誤
字

と
思

わ
れ

る
が
、

一
応
原
文

の
ま
ま
に
し
た
。
草
稿

は
ど
ち
ら
に
で
も
読
め

る
。

(
47
)

以
上

の
注

(
39
)
で
述

べ
た
よ
う
に
、

『
孝
子
経
』

の
全
文

で
は

な

い
。
草
稿
に
は

こ
の
備
考
は
み
え
な

い
。

(
48
)

江
峰
禅
能
和
尚

(
一
九
〇

九
ー

一
九

五
九
)

は
齢
仙
寺

の
第
十

三
世

で
、
略
伝
が
後
藤
東
慶
和
尚
著

の

『
東
嶺
禅
師
遺
墨
集

・
齢

仙
寺

三
百
年
史
』
、

一
〇
四
ー

一
〇

六
頁

に
見

え
る

(齢
仙
寺
発

行
、

五
個
荘
町
、

一
九
七
〇
年
)
。
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附
録

東
嶺
著
作

一
覧
表

文

献

を

内

容

に

よ

っ
て

六

つ
に
分

類

(
A
-

F
)

し

、

分

類

別

に

題

名

を

五
十

音

順

に

並

べ
た

。
尚

、

こ

の

目
録

に

は
東

嶺

の
書

簡

、

書

き

入

れ

本

、

墨

蹟

、

そ

し

て

別

の
著

者

に

よ

る
東

嶺

に
関

す

る
資

料

は
含

ま

れ

て

い
な

い
。

そ

の
類

の
資

料

に

関

し

て

は
、

所

蔵

や
刊

年

な

ど

も

含

め

次

の

拙

稿

を

参

照

さ

れ

た

い
。

●
、.
<
①
屋

冨

測
①
幕

。
o
薯

Φ
諄
⑦

◎
Φ

目
臼

蝕

、、
(東

嶺

の
再

発

見

に
向

け

て
)
、

G
魯
ミ
ミ
恥

織
、肉
ミ
ミ
ミ
摯
眺
亀
馬
極

東

ア
ジ

ア
研

究

紀

要

七

号

、

禅

学

特

集

、

一
九

九

三
ー

一
九

九

四

年

、

法
宝

義

林

研

究

所

、

京

都

、

三

一
九

ー

三

五

二
頁

。

●
『
§
ミ

砺
ミ

執、§

愚

ミ
器

ミ
馬
卜
9
§
慧

職
こ

、肉
8

N馬
昏

§
ー

目
ミ
ミ

ミ

鶏

ミ
9
§

§

N、ぎ

ミ

(宗

門

無

尽

燈

論

の
研
究

・
東

嶺

に

よ

る

「
覚

」

の

捉

え

か

た
)
、
..
寓
曾
磐

αq
o
ω
O
ぼ
ロ
9
ω
Φ
げ
しd
o
q
山
α
ぽ
の
億
Φ
吃

.・
冒

ω江
什暮

切
Φ
お
Φ

α
①
ω
出
p
暮

Φω

国
ε
α
①
ω

O
げ
一づ
9
器
。・
噂
次

期

出

版

。

盒

著
作
自
体

に
関
し
て
問
題

が
あ

る
も

の

(紛
失
、
所
在
不
明
、
著

者

不
明
な
ど
)
。

◎

そ

の
著
作
が
基

づ

い
て
い
る
原
資
料

に
関
し
て
問
題
が
あ
る
も

の
。

☆

複
数

の
題
名
、
あ

る
い
は
違
う
刊
本

に
よ

っ
て
混
乱
を
招
く
も

の
。

*

新
し

い
資
料
。

な

お
、
原
本

の
題
名
に
含
ま
れ
て

い
な
い
字

は
、

カ
ギ
括
弧

〔

〕
で

く

く

っ
た

。

▲

1

*
◎

234

◎

5

a

5

b

6

☆

7

a

☆

7

b

☆

7

c

☆

7

d

◎

8

☆

7

e

*
◎

9

A

経

典

の

註

疏

げ
ご
ん
ぎ
よ
う
ふ
げ
ん
ぎ
よ
う
が
ん
ぽ
ん
し
ゆ
う
つ
う
り
ゃ
く
し
よ

華
厳
経
普
賢
行
願
品
・
宗
通
略
疏

し
じ
ゆ
う
に
し
よ
う
き
よ
う

ち
ゆ
う
げ

四
十
二
章
経

〔註
解
〕

し
や

り

ら
い
も
ん

じ
や
く
ご

舎
利
礼
文

〔著
語
〕

し
ん
ぎ
よ
う
か
い
え
ん

せ
つ
ご

心
経
開
麺

(莚
)
拙
語

だ

る

ま

た

ら

ぜ
ん
き
よ
う

せ
つ
つ
う
こ
う
し
よ

達
磨
多
羅
禅
経

・
説
通
考
疏

だ

る
ま

た

ら

ぜ
ん
き
よ
う

り
や
く
じ
ゆ

達
磨
多
羅
禅
経

・
略
頒

て
ん
だ
い
ち

し
や
ち

ぎ

だ
い

し
え
ん
ど
ん
し
よ
う

天
台
智
者
智
顎
大
師
円
頓
章

ど
く
こ
ち
ゆ
う
し
ん
ぎ
よ
う

毒
語
注
心
経

は
く
い
ん
お
し
よ
う
ち
よ
し
ん
ぎ
よ
う
じ
や
く

こ

な
ら
び
に
じ
ゆ

と
う
れ
い
お
し
よ
う
ち
よ
は
ん
に
や
し
ん
ぎ
よ
う

白
隠
和
尚
著
心
経
著

語

井

頒

・
東
嶺
和
尚
著
般
若
心
経

ち
ゆ
う

注は
ん
に
や
し
ん
ぎ
よ
う

ど
く

こ

ち
ゆ
う

般

若
心
経

・
毒
語
注

は
ん
に
や
し
ん
ぎ
よ
う

ふ

ふ

ち
ゆ
う

般
若
心
経

・
不
不
註

ぷ

も

お
ん
な
ん
ぽ
う
き
よ
う

ち
ゆ
う
げ

父
母
恩
難
報
経

〔註
解
〕

(
*
草
稿
)

ま

か

は
ん
に
や

は

ら

み

た

し
ん
ぎ
よ
う

ふ

ふ

あ
ん
じ
ゆ
え
ん

じ

ち
ゆ
う

摩
詞
般
若
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