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古

賀

英

彦

伊
吹
敦
氏
よ
り
御
自
身

の
論
稿

「敦
燵
本

『壇
経
』
の
形
成
-
恵
能
の
原
思
想
と
神
会
派
の
展
開
1
」
(『論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想
』

第
四
号
)
の
恵
贈
を
受
け
た
。
原

『壇
経
』
を
定
め
、
そ
れ
が
神
会
派
に
よ
り
四
次
に
わ
た

っ
て
増
広
さ
れ
て
行
く
跡
を
た
ど

っ
た
力
作

で
あ

る
。
氏
は

「新
し
い
方
法
論
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
」
(
一
七
六
頁
)
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
実
際
の
仕
事
ぶ
り
を
見
て
み
る
と
、
か

つ
て
宇
井
博
士
が
行

っ
た
や
り
方
と
な
ん
ら
変
り
は
な

い
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
伊
吹
氏
も
引
用
し
て
い
る

の
だ
が
、
関

口
眞
大

博
士

の
評
語
が
そ
の
ま
ま
当
て
嵌
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
い
で
だ
か
ら
伊
吹
氏
の
文
章

(七
頁
)
を
引
こ
う
。

1

例
え
ば
、
宇
井
伯
寿
氏
は
、

「壇
経
考
」
に
お
い
て
、
大
胆
に
も
敦
煙
本
を
新
旧
の
二
層
に
分
け
、
「後
世
の
附
加
と
考

へ
ら
れ
る
部

分
を
、
特
に
、
細
字

で
現
わ
し
て
、
そ
の
他
の
部
分
と
区
別
し
」、

「推
定
せ
ら
れ
る
古
形
を
明
ら
か
」
に
し
た
。

し
か
し
、
関
口
眞
大
氏
が
、
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「歴
史
と
明
ら
か
に
矛
盾
し
、
ま
た
あ
ま
り
に
俗
悪
に
過
ぎ
る
部
分
を
捨
て
た
だ
け
の
こ
と
で
あ

っ
て
、

そ
の
取
捨
に
つ
い
て
の

確
固
た
る
基
準
も
傍
讃
も
な

い
。
し
た
が

っ
て
そ
れ
は

一
個
の
学
者

の
所
見
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
そ
こ
に
作
り
出
さ
れ
て
き
た
本

来
の
六
祖
壇
経
な
る
も
の
は
、
単
な
る

一
個

の
想
定
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
」

と
評
し
た
よ
う
に
、
そ
の
判
定
の
基
準
は
、
決
し
て
議
論

の
余
地
の
な

い
よ
う
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ

る
。

壇
経
の
本
文
研
究
に
際
し
て
、
客
観
的
な
基
準
が
必
要
だ
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
私
は
こ
の
点
に

つ
い
て
、

一
つ
の
提
案
を

行

っ
た
こ
と
が
あ
る

(「六
祖
壇
経
研
究
枝
談
」
『仏
教
史
学
研
究
』
第
三
七
巻
第

一
号
7
頁
)
。
い
つ
も
引
き
合

い
に
出
さ
れ
る
二
つ
の
資

料
、

興
福
寺
大
義
禅
師
碑
銘

(章
処
厚
撰
、
全
唐
文
七

一
五
)

南
陽
慧
忠
国
師
語

(伝
灯
録
二
八
)

こ
れ
を
客
観
的
な
基
準
と
す
べ
き
で
あ
る
と

い
う
の
で
あ
る
。

も

っ
と
も
、
こ
の
二
つ
の
資
料
は
常
に
問
題
に
さ
れ
て
来
た
の
で
、
す

で
に
客
観
的
な
基
準
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ

う
。
た
だ
人
に
よ

っ
て
評
価
が
ま
ち
ま
ち
で
あ

っ
た
。
幸

い
に
伊
吹
氏
は
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
章
処

厚
の
碑
文
の
読
み
に
問
題

が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
取
り
上
げ
よ
う
。

原
文
は
周
知

の
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
肝
心
の
部
分
の
み
を
挙
げ
る
。

洛
者
日
会
、
得
総
持
之
印
、
独
曜
螢
珠
。
習
徒
迷
眞
、
橘
枳
変
体
、
寛
成
壇
経
伝
宗
、
優
劣
詳
　
。

直
訳
す
る
と
、



洛
陽
に
住
持
し
た
も
の
を
神
会
と
い
う
。
総
持
の
印
を
得
て
、
独
り
螢
珠
と
か
が
や

い
た
。
習
徒
が
眞
実
を
見
失

っ
て
、

る
も
の
に
な

っ
た
の
で
、
そ
こ
で
壇
経
を
作
成
し
て
宗
旨
を
伝
え
、
優
劣
が

つ
ま
び
ら
か
に
な
る
よ
う
に
し
た
。

似
て
非
な

と
な
ろ
う
。

こ
の
部
分
を
伊
吹
氏
は
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る

(
一
六
六
頁
)。

神
会
は
、
眞

の
禅
を
体
得
し
、

一
時
に
冠
た
る
存
在
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
弟
子
た
ち
は
眞
実
を
見
失
い
、
『壇
経
』
を
製
作
し
、
そ

れ
に
よ

っ
て
自
ら
の
正
統
性
の
詮
し
と
す
る
よ
う
な
愚
か
な
行
動
を
取
る
よ
う
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
神
会
と
そ
の
弟
子
た
ち
の
違

い
を
は

っ
き
り
と
見
定
め
な
い
と
い
け
な
い
。
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印
順
師

の
理
解
に
も
と
つ
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
ま
ず
疑
問
に
思
う
の
は
、
六
祖
の
壇
経
を
作
成
伝
持
す
る

こ
と
が
、
な
ぜ

「愚

か
な
行
動
」
な

の
か
。
こ
の

一
文
に
は
、
馬
祖
系
の
禅
者
か
ら
す
る
神
会

の
弟
子
た
ち
に
対
す
る

「手
厳
し
い
批
判

」
(
一
六
五
頁
)
が
篭

め
ら
れ

て
い
る
と
い
う
。
碑
文
の
主
で
あ
る
鵡
湖
大
義
に
と

っ
て
も
、
禅
宗
六
祖
と
し
て
の
慧
能

の
評
価
は
動
か
し
が
た
い
も
の
で
あ

っ

た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
祖
師
の
壇
経
を
伝
持
し
た
と
指
摘
す
る
こ
と
が
、
ど
う
し
て
愚
劣
さ
を
指
弾
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
南
陽
慧
忠

が
、
壇
経
を
改
換
し
た
者
た
ち
を
非
難
し
た
の
も
、
六
祖
壇
経
の
権
威
が
禅
界
に
承
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
謹
左

で
あ
ろ
う
。
壇
経
を
伝

持
す

る
こ
と
は
、
優
越

の
あ
か
し
で
こ
そ
あ
れ
、
決
し
て
劣
等
の
し
る
し
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
「眞
実
を
見
失
い
、
似

て
非
な
る
も
の
と
な

っ
た
」
者
た
ち
が
壇
経
を
作
成
伝
持
す
る
道
理
は
な

い
。
故
に

「壇
経
を
作

成
」
し
た
の
は

「習
徒
」
で
は
あ
り
得
な
い
。
と
な
る
と
文
脈
か
ら
言

っ
て
、
「寛
成
壇
経
伝
宗
、
優
劣
詳
　
」
の
主
語
は
神
会
以
外
で
は

な

い
こ
と
に
な
ろ
う
。
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「習
徒
」
は
、
神
会
の
弟
子
た
ち
と
取
れ
な
い
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
今
日
碑
文
の
残

っ
て
い
る
霊
担
と
慧

堅
と
が
、
師
に
対
し
て

非
常
に
忠
実
で
あ

っ
た
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
師
の
道
を
踏
み
外
し
た
者
が
あ

っ
た
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
や

は
り
所
謂
北
宗

の
人
々
を

指
す
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
神
会
が
活
躍
し
た
、
当
時
の
禅
宗
史

の
情
況
と
符
合
す
る
か
ら

で
あ
る
。

次
に
慧
忠
国
師
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
か
な
め
の
と
こ
ろ
だ
け
を
挙
げ
よ
う
。

把
他
壇
経
改
換
、
添
繰
鄙
課
、
削
除
聖
意
、
惑
乱
後
徒
。
量
成
言
教
。

あ
の
壇
経
を
改
換
し
、
鄙
諦
を
添
繰
し
て
、
聖
教
の
意
趣
を
削
除
し
、

の
か
。
や
れ
や
れ
、
我
が
禅
宗
も
お
し
ま
い
だ
。

紬古
哉

、

五
口
古示
喪

ム矢
。

後

学

を

惑

乱

し

て
お

る

。

そ
ん
な
も

の
が
仏
教
と
言
え
る
も

伊
吹
氏
の
解
釈
に
も
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
は
な

い
。

章
処
厚
の
碑
文

の
言
う
と
こ
ろ
に
よ

っ
て
、
壇
経
の
最
初
の
編
纂
者
は
神
会

で
あ
る
と
私
は
想
定
し
た
の
で
あ

る
が
、
敦
煙
本
壇
経

の

主
題
で
あ
る
頓
悟
頓
修
は
、
神
会

の
立
場
と
相

い
容
れ
な
い
。
神
会
の
立
場
は
、
宗
密
も
伝
え
る
と
お
り
頓
悟
漸
修
で
あ
り
、
こ
れ
が
終

生
変
わ
ら
な
い
も

の
で
あ

っ
た
こ
と
が
、
唐
故
招
聖
寺
大
徳
慧
堅
禅
師
碑
銘
井
序

(徐
岱
撰
、
西
安
碑
林
図
版

一
〇
三
)
に
よ

っ
て
確
か

め
ら
れ
る
。
慧
堅
は
前
に
も

一
寸
ふ
れ
た
よ
う
に
神
会

の
弟
子
で
あ
る
。

禅
師
以
為
開
示
之
時
頓
受
非
漸
、
修
行
之
地
漸
浮
非
頓
。

と
あ
る
。
神
会
の
立
場
を
墨
守
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
対
比
す
る
と
、
敦
焼
本
壇
経

の
頓
悟
頓
修

の
立
場
が
異
質

で
あ
る
こ
と
が

は

っ
き
り
す
る
。
そ
こ
に
、
敦
煙
本
壇
経
の
祖
本

こ
そ
、
慧
忠
が
南
地
に
遊
方
し
た
お
り
目
に
し
た
、
改
換
さ
れ
た
壇
経

で
は
な
い
か
と

想
定
し
た
所
以
が
あ
る
。



二
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章
処
厚
の
碑
文
を
最
初
に
用

い
た

の
は
、
周
知

の
と
お
り
、
胡
適
博
士
で
あ
る
。
そ
の
他
い
く

つ
か
の
証
拠
を
揃
え
て
、

「六
祖
壇
経
、

便

是
神
会
的
傑
作
」
(文
存
四
集

二
八
〇
頁
)
と
断
ず
る
の
で
あ
る
が
、
惜
し
い
こ
と
に
毫
楚
の
隙
を
残
し
て
し
ま

っ
た
。

博
士
は

「神
会
原
本
」
(同
前
二
八
七
頁
)
と
い
う
言
葉
を
使
い
、
そ
れ
を
敦
煙
本
壇
経
の
祖
本
と
見
倣
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
ど

う

も
歯
切
れ
が
良
く
な
い
。
そ
れ
は
恐
ら
く
、
壇
経
と
神
会
語
録
と
を
丹
念
に
比
較
研
究
し
た
博
士
の
こ
と
で
あ

る
か
ら
、
敦
煙
本
壇
経

中

に
、
神
会
の
教
説
と
矛
盾
す
る
も
の
の
あ
る
こ
と
を
知

っ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
博
士
は

「尤
其
是
繊
悔
品
、
神
会
語
録
裏
没
有
這

様
有
力
動
人
的
説
法
」
(同
前

二
八
七
頁
)
と
言
う
。
臓
悔
品
は
敦
煙
本
で
言
え
ば
正
し
く
無
相
戒
を
説
く
箇
所
で
あ
る
。

何
か
ひ
っ
か
か
る
も
の
を
感
じ
て
い
た
の
に
違

い
な
い
。
そ
の
せ
い
か
ど
う
か
、
慧
忠
国
師
語
に
は
触
れ

て
い
な
い
。

胡
適
博
士
と
は
対
臆
的
に
、
神
会
は
壇
経
と
か
か
わ
り
な
い
と
す
る
の
が
柳
田
氏
で
あ
る
。
氏
は
言
う

(『初
期
禅
宗
史
書
の
研
究
』

一

五
五
頁
)
、

元
来
、
当

の
神
会
が
、
慧
能
に

『壇
経
』
あ
る
こ
と
を
知

っ
て
い
た
か
ど
う
か
。
此
を
自
明
の
事
と
す
る
こ
と

は
慎
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。

現
存
す
る
神
会
関
係
の
古
い
資
料
に
、
『壇
経
』
の
存
在
を
謹
す
る
も
の
は
な
い
。

確
か
に
古
い
資
料
に
、
壇
経
に
言
及
す
る
も
の
は
な
い
。
し
か
し
私
が
考
謹
し
た
よ
う
に
、
壇
経
の
編
纂
が
神
会

の
最
晩
年
に
行
わ
れ

た

の
で
あ
る
な
ぢ
ば
、
そ
れ
以
前

の
述
作
に
お
い
て
言
及
さ
れ
な
か

っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
の
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
る

こ
と
な
く
、
古
い
資
料
に
見
ら
れ
な

い
か
ら
と
い
う
理
由
で
、
神
会
は
壇
経
を
知
ら
な
か

っ
た
と
断
じ
た
の
は
早
計
で
あ

っ
た
と
言
う
べ

き

で
あ
ろ
う
。

章
処
厚
の
碑
文
を
無
視
し
て
、
氏
が
こ
う
い
う
無
理
な
こ
と
を
言
い
出
し
た

の
も
、
敦
焼
本
壇
経
の
主
張
が
神
会

の
教
説
と
矛
盾
す
る

の
で
、
こ
の
矛
盾
を
解

こ
う
と
し
た
た
め
で
あ

っ
た

(前
掲
書

一
五
四
頁
)。
こ
の
た
め
氏
は
、
最
初
に
壇
経
を
作

っ
た
の
は
牛
頭
宗
で
あ
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り
、
そ
れ
が
後
に
神
会
系
に
取
り
こ
ま
れ

て
、
今
日
の
姿
と
な

っ
た
と
す
る
仮
説
を
立
て
る
。
そ
の
時
前
提
と
す
る
の
が
、
無
相
戒
を
説

く
部
分
が
ー
こ
れ
こ
そ
神
会
と
正
面
衝
突
す
る
教
説
な

の
だ
が
、
1
壇
経
の
最
古
層
に
属
す
る
と
す
る
考
え
で
あ
る
。
(同

一
四
四
頁
、

一

五
四
頁
)。
し
か
し
無
相
戒
が
最
古
層
を
な
す
と
い
う

こ
と
は
、
柳
田
氏
以
前

の
何
人
に
よ

っ
て
も
論
証
さ
れ
て
い
な
い
し
、
氏
自
身
に
よ

っ

て
も
論
証
さ
れ
て
い
な

い
。
証
明
さ
れ

て
い
な
い
事
柄
を
前
提
に
し
た
の
で
は
、
論
外
で
あ
ろ
う
。

牛
頭
宗
を
持
ち
出
す
後
押
し
を
し
た

の
が
、
前
唐
文
九

一
五
の
略
序

の
作
者
と
さ
れ
る
法
海

の
小
伝
で
あ
る
。
曰
く
、

法
海
字
文
允
、
俗
姓
張
氏
、
丹
陽
人
。

一
云
曲
江
人
。
出
家
鶴
林
寺
、
為
六
祖
弟
子
。
天
宝
中
預
揚
州
法
慎
律
師
講
席
。

丹
陽
の
人
と
さ
れ
る
法
海
は
、
宋
高
僧
伝
六
に
唐
呉
興
法
海

(牛
頭
宗
)
と
し
て
立
伝
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
実
は
壇
経

の
撰
者
法
海
で
は
な

い
か
、
と
い
う
の
で
あ
る

(同

一
八
九
頁
)
。
曲
江
の
人
法
海
は
、
伝
灯
録
五
に

紹
州
法
海
禅
師
者
、
曲
江
人
也
。

と
あ
り
、
注
に

壇
経
云
門
人
法
海
者
、
即
禅
師
是
也
。

と
言
う
。

し
か
る
に
舟
陽
の
人
法
海
に

つ
い
て
宋
高
僧
伝
で
は
、

釈
法
海
、
字
文
允
、
姓
張
氏
、
丹
陽
人
、
少
出
家
於
鶴
林
寺
。

と
言
う
の
み
で
、
「
一
云
曲
江
人
」
と
も

「為
六
祖
弟
子
」
と
も
言
わ
な

い
。
こ
れ
は
小
伝
の
作
者
が
書
き
加
え
た
わ
け
で
あ
る
が
、
丹
陽

の
人
法
海
が
地
元
の
鶴
林
寺
で
、
曲
江
の
人
法
海
が
地
元
の
曹
渓
山
で
そ
れ
ぞ
れ
出
家
し
た

の
は
、
当
時
と
し

て
は
し
き
た
り
み
た

い
な

も

の
で
あ
る
か
ら
、
な
ん
ら
怪
し
む
べ
き
点
は
な
い
。
そ
れ
を
い
き
な
り
同

一
人
と
し
て

一
人
を
消
し
て
し
ま
う
の
は
乱
暴
で
あ
る
。
「六
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祖
」
の
名
を
出
し
た
の
は
六
祖
壇
経
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
、
小
伝

の
作
者
と
し
て
は
苦
心
の
考
証
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

恐
ら
く
全
唐
文
が
編
纂
さ
れ
た
頃
の
人
で
、
当
然
敦
煙
本
壇
経
の
存
在
を
知
る
よ
し
も
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
今

日
、
敦
焼
本
壇
経
に

和
尚
本
是
紹
州
曲
江
県
人
也

と
撰
者
法
海
に
つ
い
て
は

っ
き
り
と
書
か
れ
て
い
る
の
を
見
る
我
々
と
し
て
は
、
と
て
も

つ
い
て
行
け
な
い
考
証

で
あ
る
。

か
く
し
て
柳
田
氏
は
、
牛
頭
宗

の
法
海
が
最
初

の
壇
経
を
編
纂
し
た
こ
と
を
、
慧
忠
国
師
語
の
述
べ
る
と

こ
ろ
な
ど
を
援
用
し
な
が
ら

論

証
し
よ
う
と
努
め
る
の
で
あ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
出
発
点
に
お
い
て
過
誤
を
重
ね
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
結
果
が
不
毛
に
終

わ

っ
た
の
も
仕
方

の
な
い
こ
と
で
あ

っ
た
。

そ
の
せ
い
か
ど
う
か
、
氏
は
後
年
旧
説
を
根

こ
そ
ぎ
放
り
出
し

(
一
片

の
学
的
反
省
を
加
え
る
こ
と
も
な
く
)
、
新
説
を
持
ち
出
し
た
。

す

な
わ
ち
、
敦
焼
本
六
祖
壇
経
は
三
世
の
弟
子
の
手
で
創
作
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。
し
か
し
根
拠
は
挙
げ
ら
れ
な

い
。

「要
す
る
に
云
云
」

と

い
う
の
み
で
あ
る
。
(
「語
録
の
歴
史
」
『東
方
学
報
』
五
七
、

一
九
八
五
年
三
月
、
四

一
二
頁
)。
さ
ら
に
作
者

は
悟
眞
だ
と
す
る
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
根
拠
は
挙
げ
ら
れ
な

い
。
「作
者
は
悟
眞
以
外
に
は
な
い
」
と
言
う
の
み
で
あ
る
。
こ
う
い
う
言
い
方
が
幾

つ
も
あ

る
。

す
く
な
く
と
も
、

「六
祖
壇
経
」
の
作
者
は
、
道
宣
の

「戒
壇
図
経
」
を
意
識
し
て
い
る
。
(四
〇
六
頁
)

要
す
る
に
、
神
会
が
道
宣
の

「戒
壇
図
経
」
を
改
作
し
、
ほ
し
い
ま
ま
に
創
意
を
加
え
て
、
自
派
の

「壇
語
」
と
し
た
こ
と
を
、
忠

国
師
は
非
難
し
て
い
る
。
(四
〇
八
頁
)

要
す
る
に
、
「壇
語
」

の
す
べ
て
が
、
す
こ
ぶ
る
鄙
諦
の
添
繰
で
あ
る
。
(四
〇
九
頁
)

こ
う

い
う
も
の
の
言
い
方
が
通
用
す
る
の
は
、
新
興
宗
教
の
教
祖
の
場
合
く
ら
い
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

章
処
厚
の
碑
文
は
す

っ
か
り
無
視
さ
れ
て
し
ま

っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
慧
忠
国
師
語
に
は
異
常
な
関
心
が
向
け
ら
れ

て

い
る
。
た
ま
た
ま
前
に
引
用
し
た
文
章
中
に
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
だ
が
、
慧
忠
が
怒

っ
て
い
る
の
は
、
神
会
が
道
宣
の

「戒
壇
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図
経
」
を
改
換
し
て

「壇
語
」
に
し
た
こ
と
だ
と
い
う

の
で
あ
る
。

と
す
る
と
、
「吾
宗
喪
　
」
と
言

っ
て
い
る
慧
忠
は
実
は
律
宗
の
人
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ

ら
に
、
南
地
に
遊
方
し
た
折

り
、
改
換
さ
れ
て
は
い
る
が
、
壇
経
と
銘
打

つ

「物
」
を
目
撃
し
た
か
ら
こ
そ

「把
他
壇
経
改
換
、
添
揉
鄙
諦
」
と
言

っ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
和
尚
が
見
た
の
は

「ダ

ン
キ

ョ
ウ
」
で
は
な
く
て
、
「ダ

ン
ゴ
」
だ

っ
た
の
だ
、
と
い
ま
さ
ら
言
わ
れ
た
ら
、
慧
忠
和
尚
は
困
る

だ
ろ
う
。

幸
い
図
経
も
壇
語
も
現
存
す
る
か
ら
、
両
者
を
並
べ
て
見
比
べ
て
み
れ
ば
済
む
。
図
経
は
い
わ
ば
戒
壇
の
設
計
図
で
あ
り
、
壇
語
は
授

戒
儀
で
あ
る
。
両
者
は
全
く
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
図
経
に
手
を
加
え

て
壇
語
に
す
る
の
は
、
砂
を
蒸
し
て
飯

に
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。

三

 

伊
吹
氏
は
敦
煙
本
壇
経
を

「構
成
単
位
に
分
解
、
乃
至
統
合
す
る
」

(二

客
観
的
な
基
準
は
な
ん
ら
示
さ
れ
て
い
な

い
。
す
べ
て

「私
見
に
基
づ
く
」

る
か
、
実
地
に

つ
い
て
検
証
し
よ
う
。

敦
焼
本
壇
経
に
は
長
た
ら
し
い
題
が

つ
い
て
い
る
。

一
頁
)
の
で
あ
る
が
、
「分
解
」
な

い
し

「統
合
」
す
る
時
の

(
一
五
四
頁
)
の
で
あ
る
。
そ
の
作
業
が
い
か
に
恣
意
的
で
あ

南
宗
頓
教
最
上
大
乗
摩
詞
般
若
波
羅
蜜
経

六
祖
恵
能
大
師
於
詔
州
大
梵
寺
施
法
壇
経

一
巻

兼
受
無
相
戒
弘
法
弟
子
法
海
集
記
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こ
の
表
題
は
、
所
謂
敦
焼
本

(S
五
四
七
五
)
、
敦
博
本
、
竜
大
本
み
な
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
を
伊
吹
氏
は
次

の
よ
う
に
分
解
す
る

(四

一
頁
)。a

「南
宗
頓
教
最
上
大
乗
摩
詞
般
若
波
羅
蜜
経
六
祖
」

「壇
経
」

「兼
授
無
相
戒
弘
法
」

b

「恵
能
大
師
於
大
梵
寺
施
法
」
「
一
巻
」
「弟
子
法
海
集
記
」

ま
ず
問
題
な

の
は
、
三
本
と
も

「兼
受
無
相
戒
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
伊
吹
氏
は

「受
」
の
字
を

「授
」
に
改
め
て
い
る
。
本
文
校

定

に
際
し
て
は
、
す
べ
て
の
テ
キ
ス
ト
が

一
致
す
る
文
字
は
弄
ら
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
な
ぜ
改
め
た

の
か
、
理
由
は
述

べ
ら
れ
て
い

な

い
の
で
解
ら
な

い
が
、
表
題
の
理
解
の
仕
方
と
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

南
宗
頓
教
最
上
大
乗
摩
詞
般
若
波
羅
蜜
経
六
祖
恵
能
大
師
於
紹
州
大
梵
寺
施
法
壇
経

一
巻
兼
授
無
相
戒
弘
法

弟
子
法
海
集
記

「兼
受
無
相
戒
弘
法
」
と
い
う
の
は
、
大
正
大
蔵
経
か
ら
最
近
の
楊
曽
文
氏
に
到
る
ま
で
、

一
貫
し
て

「弟
子
法
海
」
の
肩
書
き
と
し

て
理
解
さ
れ

て
来
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
伊
吹
氏
は

「
一
巻
」
の
し
り
に
く

っ
つ
け
る

(四

一
頁
)
。
な
ん
と
も
希
代
で
落
ち
着
か
な

い
。
し
か
し
こ
う
し
て
し
ま
う
と

「授
戒
」
に
改
め
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
上
で
氏
は

「兼
授
無
相
戒
弘
法
」
は
、
原

『壇
経
』
の
内
容
を
よ
く
表
し
て
い
る
が
、
「弘
法
」
は
、

「施
法
」
と
重
な

る
上
に
、
原

『壇
経
』
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は
無

相

戒

の
伝

授

が

そ

の
核

心

で
あ

っ
て

、

「兼

授

」
、

後

に

・
:

・
附

加

さ

れ

た

も

の
と

見

て

よ

い
で

あ

ろ

う

。

即
ち
、
つ
い
で
に
授
け
ら
れ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な

い
。
恐
ら
く
、
こ
れ
は
、

と
言

っ
て

(四

一
頁
)
、
b
の
部
分
が
原
題
だ

っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し

「施
法
」
は

つ
ま
り
法
施
で
、
人
々
を
相
手
に
授
戒
を
し
た
り
説
法
を
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「弘
法
」
は

「施
法
」
を
含
む
に
は

ち
が
い
な
い
が
、
訳
経
、
義
解
、
諦
経
、
興
福
な
ど

一
段
と
広

い
範
囲
の
宗
教
活
動
を
意
味
す
る
か
ら
、
必
ず

し
も

「重
な
る
」
と
は
言

え
な
い
。
さ
ら
に

「施
法
」
は

「法
を
施
す
」
と

い
う
こ
と
で
あ

っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
書
名
と
し
て
落
ち
着
く
言
葉
で
は
な
い
。

「壇
経
」

と
い
う
名
詞
が
後
に
在

っ
て
こ
そ
落
ち
着
き
う
る
言
葉

で
あ
る
。

「原

『壇
経
』

の
特
定
」
と
い
う
節
で
伊
吹
氏
は
言
う

(三
五
頁
)、

原

『壇
経
』
が
恵
能
の
説
法
の
記
録
と
い
う
形
式
を
取

っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
当

の

こ
と
を
主
張
す
る
、

e

(二
)
、

t

(四
五
)
が
、
当
初
、
存
在
し
た
は
ず
は
な
い
:
:

と

。

一
方

で
次

の

よ

う

に

も

言

う

(
六

八

頁

)
、

原

『壇
経
』
の
本
質
が
授
菩
薩
戒
儀
に
あ

っ
た
こ
と
が

一
目
瞭
然
と
な
る
。

『壇
経
』
を
依
約
と
し
て
伝
授
す

べ
き

原

『壇
経
』
が
授
戒
儀

で
あ

っ
た
な
ら
ば

(そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
原

『壇
経
』
な
の
で
は
な
い
か
)、
も
と
も
と

「壇
経
」
と
い
う
語
が
表

題
に
は
在

っ
た
と
見
る
の
が
自
然
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の
壇
経
を
伝
え
た
法
海
が
、
「兼
受
無
相
戒
弘
法
弟
子

(出
家
比
丘
と
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し

て
具
足
戒
を
受
け
た
上
に
、
六
祖
か
ら
無
相
戒
を
兼
ね
受
け
た
弘
法
を

こ
と
と
す
る
弟
子
)」
と
自
ら
称
し
た
と

し
て
も
異
と
す
べ
き
点

は
な
い
。

「受
」
の
字
を

「授
」
に
か
え
て
、
あ
ま

つ
さ
え
ち
ょ
ん
切

っ
て
、

「
一
巻
」
の
し
り
に
く

っ
つ
け
る
と

い
う
無
体
な
こ
と
は
し

な

い
で
済
む
の
で
は
な

い
か
。

伊
吹
氏
は
、
原

『壇
経
』
を

「説
法

の
記
録
」
と
し
て
お
き
た

い
の
だ
が
、
突
出
す
る

「無
相
戒
」
が
許
さ
な

い
。
こ
の
よ
う
な
危
機

的
状
況

の
中
で
原

『壇
経
』
を
定
め
た

の
で
あ
る
が
、
た
ち
ま
ち
絶
体
絶
命
の
ピ
ン
チ
に
立
た
さ
れ
る
。
慧
忠
国
師
語
が
師
説
を
批
判
し

た

こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
例

の
慧
忠
が
批
判
し
た

「南
方
宗
旨
」
に
か
か
わ
る
。

特
に
、
「性
」
と

「心
」
を
区
別
す
る
考
え
方
は
、
上
に
見
る
よ
う
に
、
既
に
原

『壇
経
』
の
部
分

(1
)
に
も
認
め
ら
れ
る
か
ら
、

果
た
し
て
慧
忠
が
慧
能
の
弟
子
で
あ

っ
た
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
批
判
は
す
る
は
ず
が
な

い
の
で
あ
る
。
(
一
六
二
頁
)

か
く
し
て
氏
は
師
承
を
疑

い
資
料
を
疑
い
、

『壇
経
』
を
批
判
す
る

一
派
が
、
国
師
と
し
て
の
慧
忠

の
権
威
を
借
り
て
、
こ
の
批
判
を
行

っ
た
と
見
る
べ
き
で
:
:

と
言
う

(
一
六
三
頁
)
。
さ
ら
に

そ
の
主
体
と
し
て
最
も
可
能
性
の
高

い
の
は
、
や
は
り
、
牛
頭
派
の
人
々
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
が
神
会
派
の
無
情
無
仏
性
や
ア
ー
ト

マ

ン
説
を
批
判
し
た

こ
と
は
上
に
述

べ
た
通
り
で
あ
る

:
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と
言
う

(
一
六
四
頁
)
が
、
「無
情
無
仏
性
や
ア
ー
ト

マ
ン
説
を
批
判
」
す
る
の
が
慧
忠
自
身
の
立
場
で
あ

っ
た

こ
と
は
、
批
判

の
見
え
な

い
祖
堂
集
に
も
、
国
師
語
と
同
じ
所
説
の
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

神
会
派
に
よ

っ
て
増
広
さ
れ
た
と
す
る
仮
説

の
根
拠
と
な
る
の
が
、
章
処
厚
の
碑
文

(
の
誤
読
)
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

四
次
に
わ
た
る
と
す
る
の
は
、
敦
煙
本
お
よ
び
恵
折
本
の
伝
持
者
の
系
譜
、

法
海
ー
道
漂
-
悟
眞

(敦
捏
本
)

法
海
ー
志
道
-
彼
岸
-
悟
眞
ー
円
会

(恵
折
本
)

に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
伊
吹
氏
は
こ
こ
で
も
絶
体
絶
命
の
ピ
ン
チ
に
立
た
さ
れ
る
。
「神
会
派
の
宗
祖
、
荷
沢
神
会
の
名
前
が
出
て

き
て
い
な
い
」
(五
頁
)
か
ら
で
あ
る
。
「も
し
、
こ
れ
ら
の
記
載
が
、
事
実
、
『壇
経
』
が
伝
授
さ
れ
て
き
た
系
譜
を
示
す
と
す
れ
ば
、
神

会
派
と

『壇
経
』
と
の
関
係
は
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
わ
け
で
あ
る
」
(五
頁
)
。
「で
は
、
こ
の
仮
説
自
体

に
問
題
が
あ
る
の
で
あ
ろ

う
か
?
」
(
一
一
三
頁
)
。
「結
論
を
言
え
ば
、
法
海
か
ら
悟
眞
、
円
会
に
至
る
系
譜
は
絶
対
に
事
実
で
は
あ
り
え
な

い
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ

は
、
神
会
派
が
創
作
し
た
虚
構
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」
(
=

五
頁
)
。
「な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
系
譜
を
書
き
添
え
る
必
要
が
あ

っ
た

か
」
(
=

六
頁
)
。
「中
原
で
活
躍
し
た
神
会
派
の
人
々
に
と

っ
て
意
味
を
も

っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
、
こ
の
よ
う
な
架
空
の
話
を
敢
え

て
創
作
し
た
理
由
は
、
恐
ら
く
、
こ
の
本
を
、
遥
か
彼
方
の
恵
能

の
故
地
、
嶺
南

で
、
秘
本
と
し
て
伝
授
さ
れ

て
い
る
と
い
う
設
定
に
置

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
権
威
を
高
め
よ
う
と
し
た

の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。」

(
一
一
七
頁
)。

か
く
し
て
慧
忠
国
師
語
が
非
難
す
る

「南
方
宗
旨
」
の
正
体
は
神
会
派
で
あ
り
、
「神
会
派
と
牛
頭
派
の
間

の
激
烈
な
論
争
」

(
一
五
〇

頁
)

の
結
果
、
あ
あ
し
た
批
判
が
な
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

以
上
の
考
察
か
ら
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
「南
方
宗
旨
」
な
る
も
の
は
、
そ
れ
が

『壇
経
』
を
改
換
し
た
主

体
で
あ

っ
た
の
で
は
な
く

て
、
む
し
ろ
、
逆
に
、
『壇
経
』
に
よ

っ
て
作
り
出
さ
れ
た
幻
影
だ

っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。



従

っ
て
、
こ
れ
に
よ

っ
て

『壇
経
』
改
換
の
事
実
を
根
拠
づ
け
る
べ
き
で
は
な

い
し
、
ま
た
こ
れ
に
よ

っ
て

『壇
経
』
が
南
方
に

お
い
て
伝
授
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
謹
す
べ
き
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
「南
方
宗
旨
」
な
る

一
団
は
存
在
し
な
か

っ
た

の
で
あ

っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
上
の

『壇
経
』

の
成
長
過
程
に
関
す
る

研
究

で
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
実
と
、
正
し
く
符
合
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
一
六
四
頁
)
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だ
が
な
ぜ
原

『壇
経
』
に
も
こ
の
批
判
の
的
と
な
る
べ
き
教
説
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か

(
一
五
〇
、

一
六

二
頁
参
照
)
。

そ
も
そ
も
四
次
に
わ
た
る
増
広
を
行

っ
た
神
会
派

の
人
々
と
は
い
っ
た
い
如
何
な
る
人
々
な
の
か
。
歴
史
的
な

実
在
性
を
示
す
根
拠
は

何

も
示
さ
れ
て
い
な

い
。
そ
う
い
う
人
々
の
存
在
を
認
め
よ
と
言

っ
て
も
、
そ
れ
は
無
理
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

い
わ
ん
や
実
在
し
た
か

ど
う
か
も
解
ら
な
い
彼
等
が
で
っ
ち
上
げ
を
行

っ
た
と
言
わ
れ
て
も
、
挨
拶

の
し
よ
う
が
な
い
。

や
は
り
敦
煙
本
壇
経
の
伝
持
者

の
系
譜
は
、
事
実
と
し
て
認
め
る
の
が
現
実
的
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
す
る
と
表
題
の

「壇
経
」
と
い

う

語
は
は
じ
め
か
ら
あ

っ
た
と
す
る
の
が
相
応
し
い
し
、
「兼
受
無
相
戒
弘
法
」
も
弟
子
法
海
の
肩
書
と
し
て
相
応

し
い
。
し
か
し
こ
う
認

め
て
し
ま
う
と

「『壇
経
』
の
成
長
過
程
に
関
す
る
研
究
」
は
な
り
立
た
な
く
な
る
。
そ
こ
に
表
題
の
取
り
扱

い
に
苦
慮
し
た
所
以
が
あ
る

で
あ
ろ
う
。
ま
た
壇
経
が
改
換
さ
れ
た
こ
と
を
事
実
と
し
て
認
め
る
と
、
や
は
り
成
長
過
程

の
研
究
が
成
り
立
た
な
く
な
る
。
こ
れ
ま
た

苦

心
の
存
し
た
所
以
で
あ
ろ
う
。

四

敦
煙
本
六
祖
壇
経
の
特
徴
は
、
神
会
色
が
強

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
眼
目
と
な
る
無
相
戒
が
神
会
の
教
説
と
相

い
容
れ
な
い
と

い
う
と

こ
ろ
に
あ
る
。
無
相
戒
を
古
層
と
見
傲
し
、
そ
れ
に
神
会
色
が
加
え
ら
れ

て
行

っ
た
と
す
る
方
向
で
は
、
こ
の
矛
盾
を
解
く
こ
と
は
出
来
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な

い
。
卑
処
厚
の
碑
文
と
慧
忠
国
師
語
と
い
う
客
観
的
資
料
の
示
す
方
向
は
逆
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
も
し
神
会
派
が
手
を
加
え
て
行

っ
た

の
で
あ
る
な
ら
ば
、
師
説
に
矛
盾
す
る
教
説
を
そ
の
ま
ま
に
残

し
て
お
く
は
ず
が
な

い

で
あ
ろ
う
。
現
に
、
立
場
を
異
に
す
る
、
恵
所
本
系
壇
経

の
祖
本
は
、
無
相
戒
を
解
体
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
(前
掲

「六
祖
壇
経
研
究
枝

談
」
参
照
)

六
祖
壇
経
の
原
本
は
神
会
が
作
成
し
、
そ
れ
に
法
海
が
手
を
加
え
て
、
無
相
戒
の
壇
経
に
改
換
し
、
鄙
諦
を
添
繰
し
た
。
そ
れ
が
現
存

す

る
敦
焼
本
系
テ
キ
ス
ト
の
祖
本
で
あ
る
。
そ
う
想
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
敦
煙
本
壇
経
の
謎
は
解
け
る
の
で
は
な
い
か
。
(前

掲

「六
祖
壇
経
研
究
枝
談
」
参
照
)
。

法
海
の
改
鼠
が

「改
換
壇
経
」
と

「添
繰
鄙
讃
」
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
主
張
の
邪
魔
に
な
ら
な
か

っ
た
部

分
は
、
神
会
原
本

の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
う
考
え

の
も
と
に
、
私
は
、
伝
法
偶
お
よ
び
祖
統
説
が
神
会

の
手

に
成

っ
た
可
能
性

の
あ
る
こ
と
を
論
じ
た

(「初
期
禅
宗

の
祖
統
説
と
北
山
録
」
『仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第
六
十
号
、

一
九
九
四
年

}
○
月
、

「壇
経
敦
焼
本
の
伝
法
偶
」
『禅
学
研
究
』
第
七
十
三
号
、
平
成
七
年

一
月
、
「壇
経
神
会
原
本

へ
」
『花
園
大
学
文
学
部
研
究
記
要
』
第
二

八
号
、

一
九
九
六

二
二
)。

例
の
二
十
年
懸
記
も
神
会
原
本
に
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
石
井
本
神
会
録
四
九
段
以
下
は
、
神
会
の
師
資
血
脈
伝
か
ら
砂
し
来

っ
た
も

の
と
言
わ
れ
る
が

(故
適

『神
会
遺
集
』
四

一
八
頁
)、
そ
こ
に
、

我
滅
度
後
、
四
十
年
外
、
竪
立
宗
者
即
是

と
あ

っ
て
、
四
十
年
懸
記
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
安
緑
山
の
反
乱
に
際
し
て
の
神
会

の
活
躍
を
評
価
し
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
壇

経

が
作
成
さ
れ
た

の
は
遅
く
と
も
天
宝
十
二
年

(七
五
三
)
ま
で
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
に
起

こ
っ
た
こ
と
を
知
ろ
う
は
ず
が
な
い
。
も
し

師
資
血
脈
伝
に
二
十
年
懸
記
が
す
で
に
あ

っ
た
の
だ
と
し
た
ら
、
石
井
本
神
会
録
が
成

っ
た

の
は
貞
元
八
年

(七
九
二
)
で
あ
る
か
ら
、

そ

の
時
四
十
年
懸
記
に
改
め
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
よ
し
ん
ば
血
脈
伝
か
ら
横
す

べ
り
さ
せ
た
の
だ
と
し
て
も
、

つ
ま
り
壇
経
作
成
時

の



創
作

で
は
な
か

っ
た
と
し
て
も
、
二
十
年
懸
記
が
壇
経
神
会
原
本
に
あ

っ
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
で
あ
ろ
う
。
敦
燈
本
壇
経
は
、
そ
れ
を

そ
の
ま
ま
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
神
会
は
、
六
祖

の
逸
話
を
収
録
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
敦
焼
本
壇
経
に
は
、
六
祖
慧
能

の
肉
声
も
聞
け
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
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