
禅

僧

と

「怪

異
」

-

虎
関
師
錬
と

『元
亨
釈
書
』
の
成
立

口禾

田

有

希

子

は

じ

め

に

『暉學研究』第87號,2009年3月73

『元
亨
釈
書
』
は
、
元
亨
二

(
一
三
二
二
)
年
虎
関
師
錬

(
一
二
七
八
～

;

西
六
)
に
よ

っ
て
著
さ
れ
た
日
本
で
初

め
て
の
体
系
的
な

仏
教
史
書
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
構
成
は
、
中
国
の
高
僧
伝
の
分
類
を
参
照
し
、
伝
智

・
慧
解

・
浄
禅

・
感
進

・
忍
行

・
明
戒

・

檀
興

・
方
応

・
力
遊

・
願
雑

の
十
の
伝
と

「表
」
と
称
さ
れ
る
編
年
史
、
そ
し
て

「志
」
と
し
て
、
学
修

・
度
受

・
会
儀

・
封
職

・
寺

像

・
音
芸

・
拾
遺

・
黒
争

・
序
説

の
十
項
か
ら
成
る
。

本
書
は
、
非
常
に
多
く
の
論
点
を
持

っ
て
お
り
、
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
が
想
定
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
ま
ず
本
書
の
中
の
次
の

言
辞

に
着
目
し
て
み
た
い
。

我
が
儒
、
神
怪
を
言
は
ず
。
此

の
書
、
感
進

・
神
仙

・
拾
異
等
の
篇
、
此
れ
に
基
づ
く
。
蒙
、
鰯
か
に
惑
ふ
。

(
1
)

(『釈
』
巻
第
三
十
、
四
五
〇
頁
)

こ
れ
は

『元
亨
釈
書
』
巻
第
三
十

の

「智
通
論
」
の

一
節
で
、
儒
者
に
よ
る

『元
亨
釈
書
』

へ
の
批
判
を
示
す
箇
所
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
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儒
者
は

「怪
異
」
に
つ
い
て
言
及
し
な
い
が
、
『元
亨
釈
書
』
「感
進
」
・
「神
仙
」
(「願
雑
」
内
)
・

「拾
遺
」
な
ど
の
編
は
特
に

「怪
異
」

を
重
視
し
て
い
る
と
し
て
、
儒
者
が
仏
教
の

「非
合
理
」
性
を
批
判
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ま
さ
に

『
元
亨
釈
書
』
に
お
い

て
、
そ
の

「怪
異
」
の
重
視
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
本
書
に
お
け
る

「怪
異
」
の
重
視
は
、
そ
の
大
き
な
特
色

の

一
つ
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
こ
の

一
節
の
後
に
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
儒
者

の
説

へ
の
虎
関
に
よ
る
反
論
が
展
開
さ
れ
る
が
、
こ

れ
を
、
中
世

の

「宗
」

の
議
論
か
ら
見
る
と
、
「合
理
」
と

「非
合
理
」
の
狭
間
で
自
身

の
立
場

に
つ
い
て
回
答
し
た
も
の
と
し
て
珍
し

く
、
興
味
深
い
。

こ
れ
ま
で

「怪
異
」
と

い
え
ば
、
す
ぐ
に
密
教
と
の
関
わ
り
で
論
じ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
く
、
『元
亨
釈
書
」
と

「怪
異
」
と
の

(
2
)

関
係
に
つ
い
て
も
主

に
、
虎
関
が
禅
僧
で
あ
り
な
が
ら
密
教
に
も
傾
倒
し
て
い
た

(「兼
修
禅
」)
と
い
う
点
か
ら
説
明
さ
れ
て
お
り
、
虎

関
自
身
も
密
教
と
の
関
わ
り
が
深
い
禅
僧
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
傾
向
が
強
か

っ
た
。

一
方
、
最
近
の
研
究
で
は
、
『元
亨
釈
書
』

の
、
特

に
巻
第
七
に
掲
載
さ
れ
る
鎌
倉
中
期
の
東
福
寺
開
山
円
爾
弁
円

(
一
二
〇
二
～
八
〇
)
伝
を
と
り
あ
げ
、
本
書
を
虎
関

に
よ
る
禅
宗
史

の
整

(
3
)

理
と

い
う
視
点
か
ら
着
目
す
る
も
の
も
あ
る
。
こ
う
し
た
研
究
状
況
を
踏
ま
え

て
考
え
る
べ
き
は
、
虎
関
が
禅
と
い
う

「宗
」
を
ど
の
よ

う
な
も

の
と
考
え

て
い
た
の
か
、
換
言
す
れ
ば
、
「怪
異
」
を
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
禅
と
い
う

「宗
」
を
立

て
る
こ
と
と
は
ど
の

よ
う
に
整
合
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
検
討
は
、
と
も
す
れ
ば
、
兼
修
禅
-
純
粋
禅
と
い
う
単

一
的
な
尺
度
で
捉

え
ら
れ
が
ち
な
中
世
の
禅
に
つ
い
て
、
禅
と

い
う

「宗
」
の
独
自
性
が
当
時

の
歴
史
状
況

の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
も

の
と
み
な
さ
れ
て
い

た

の
か
と

い
う
視
角
か
ら
見
直
す
上
で
重
要
な
作
業
と
な
る
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
以
下
、

『元
亨
釈
書
』
の

「怪
異
」
の
状
況
に
つ
い
て
概
観
し
た
上
で
、
虎
関
の

「怪
異
」
重
視
の
背
景
に
あ

っ
た
宗
派
意

識

や
思
想
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
す
る
。
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亨
釈
書
』
の
仏
教
世
界

(
一
)

『元
亨
釈
書
』

の
構
成
と

「怪
異
」
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本
章

で
は
ま
ず
、
本
稿
冒
頭
に
紹
介
し
た
、
儒
者
に
よ
る

『元
亨
釈
書
』
批
判
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た
、
感
進

・
神
仙

・
拾
遺
の
篇
に
お

け
る

「神
怪
」
の
記
述
を
概
観
し
て
お
き
た

い
。

感
進
篇
に
は
巻
第
九
か
ら
巻
第
十
二
ま
で
の
三
巻
が
割
か
れ
て
お
り
、
虎
関
が
日
本
の
仏
教
世
界
を
論
じ
る
際
に
、
怪
異
的
な
問
題
を

避
け

て
通
れ
な
い
と
考
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
窺
え
る
。
感
進
篇
に
は
、
旱
魑

の
際
に
降
雨
を
も
た
ら
し
た
僧
侶
の
記
事
、
都
の
政
争
を

逃
れ
山
中
に
居
し
た
僧
侶
が
修
行

の
徳

に
よ

っ
て
帝

の
病
を
治
し
た
話

(以
上
巻
第
九
)、
三
論

・
念
仏
を
修
学
し
た
僧

が
死
を
宣
言
し
た

と
こ
ろ
、
忽
ち
良

い
香
り
と
音
楽
が
た
ち
こ
め
亡
く
な

っ
た
話

(巻
第
十
)
、
戒
律
を
守
り
、
苦
行
に
励
ん
だ
僧
の
下

に
獅
子
と
白
象
が
現

れ
、
神
形
と
な

っ
て
仕
え
た
話

(巻
第
+

一
)
な
ど
多
く
の
伝
が
掲
載
さ
れ
る
。
ま
た

「神
仙
」
は
、
巻
第
十
八
の
願
雑
篇

の

一
部

で
、

天
照
大
神
に
始
ま
る
五
神
の
記
事
と
、
不
老
長
寿
を
遂
げ
た
諸
師
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
る
。
そ
し
て
巻
第
二
十
九
に
掲
載
さ
れ
る

「拾

遺
」
に
は
、
貧
困
に
苦
し
む
女
性
が
観
音
に
祈

っ
た
と
こ
ろ
、
観
音
が
里
人
に
姿
を
変
え
て
女
性
に
餅
を
も
た
ら
し
た
話
な
ど
様

々
な
記

事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
常
的
に
信
仰
に
支
え
ら
れ
て
い
た
人
々
の
世
界
が
諸
伝
の
集
成
に
よ

っ
て
克
明
に
描
写
さ
れ
、

そ

の
際
、
人
々
と
仏
教
と
を
結
ぶ
通
路
と
し
て

「怪
異
」
が
必
需
の
現
象
と
し
て
機
能
し
て
い
た
様
子
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ

の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
確
か
に
感
進

・
神
仙

・
拾
遺

の
部
は

「神
怪
」

つ
ま
り

「怪
異
」
の
記
事
で
満
ち
て
い
る
。
し
か
し

一
方

で
、
こ
れ
ら
の
篇
で
展
開
さ
れ
て
い
た
よ
う
な

「神
怪
」
に
関
す
る
記
述
は
、
感
進

・
神
仙

・
拾
遺
の
部
に
限
る
も

の
で
は
な
い
こ
と
に

気
づ
く
。
先
述
し
た
よ
う
な
記
事
以
外
に

『元
亨
釈
書
』

で
は
、
学
僧
や
聖
な
ど
の
伝
に
つ
い
て
、
ど
こ
か
ら
が

「
神
怪
」
に
関
わ
る
も

の
で
、
ど
こ
か
ら
が
そ
う
で
な

い
の
か
の
線
引
き
が
難
し
い
よ
う
な
記
事
で
満
た
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
虎
関
が
捉
え
た
日
本

の
仏
教
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世

界

だ

っ
た

の

で
あ

ろ
う

。

で

は

、
虎

関

は
禅

僧

を

ど

の
よ

う

に
叙

述

し

た

の
だ

ろ
う

か
。

禅僧 と 「怪異」

(
二
)

虎
関
の
禅
僧
の
描
き
方
1

「浄
禅
」
篇

(巻
第
六
～
第
八
)

浄
禅
篇
は
、
『元
亨
釈
書
』
巻
第
六
か
ら
八
の
三
巻
に
わ
た
る
伝

で
、
巻
第
六
に
は
、
唐
僧
の
義
空

・
覚
阿

・
道

元

・
栄
朝

・
法
心

・

心
地
覚
心

・
蘭
渓
道
隆

・
兀
庵
普
寧

・
月
峰
了
然

・
無
関
普
門

・
約
翁
徳
倹
が
、
巻
第
七
全
て
に
円
爾
弁
円
、
巻
第
八
に
は
無
学
祖
元

・

大
休
正
念

・
西
澗
子
曇

・
一
山

一
寧
と
い
う
宋
僧
と
虎
関
の
師
で
あ
る
東
山
湛
照

・
道
海

・
昭
元

・
白
雲
慧
暁

・
蔵
山
順
空

・
南
禅
寺

の

規
庵
祖
円
と
い
う
、
伝
智
篇
に
掲
載
さ
れ
る
日
本
の
臨
済
宗
の
祖
と
さ
れ
る
栄
西
以
外

の
禅
僧
が
掲
載
さ
れ
る
。

心
地
覚
心

(
一
二
〇
七
～
九
八
)
伝
に
は
、
宋
か
ら
戻
る
船
上
で
嵐
に
遭
遇
し
た
心
地
覚
心
が
坐
禅
を
し
た
と
こ
ろ
、
嵐
が
治
ま

っ
た
話
、

妖
怪
を
降
伏
し
た
り
戒
律
を
授
け
た
り
し
て
鎮
め
た
話
、
無
関
普
門

(
一
二
一
二
～
九

一
)
伝
で
は
、
亀
山
上
皇
の
離
宮
に
妖
怪
が
現
れ
た

の
で
、
南
都
の
律
僧
叡
尊
を
招
請
し
て
密
教
の
呪
術
を
行
わ
せ
た
が
、
妖
怪
は
退
散
せ
ず
、
無
関
普
門
を
招
請
し
た
と
こ
ろ
、
坐
禅
に
よ

っ
て
妖
怪
を
退
治
し
た
話
、
ま
た
白
雲
慧
暁

(
一
二
二
八
～
九
七
)
伝
で
は
、
白
雲
が
東
福
寺
で
の
禅
の
講
話
の
際
、
公
案
の
内
容
を
説
く

の
に
、
自
ら
神
通
力
で
そ
れ
を
説
い
た
話
な
ど
、
禅
僧
が

「怪
異
」
と
関
わ
る
世
界
で
活
動
し
て
い
た
様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
白
雲

慧
暁
の
賛
で
は
、
彼
が
名
利
に
溺
れ
な
い
枯
淡
な
禅
僧
で
あ

っ
た
と
評
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼

の
神
通
力
は
こ
と
さ
ら
に
強
調
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
も
な
く
、
「怪
異
」
が
禅
僧
を
も
と
り
ま
く
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
窺
う
こ
と

(
4
)

が
で
き
る
。
又
、
茶
毘
の
後
、
舎
利
が
生
じ
た
と

い
う
話
は
六
人
の
伝
に
出
て
お
り
、
無
為
昭
元

(
一
二
四
五
～
;

二

一
)
伝

で
は
、
茶

毘
後
に
現
れ
た
舎
利
の
容
器
の
蓋
を
開
い
た
と
こ
ろ
、
五
色
の
煙
が
骨
の
破
片
に
こ
び
り
つ
い
た
な
ど
、
真
に
迫

っ
た
描
写
が
見
ら
れ
、

焼
香
礼
拝
せ
ず
に
骨
を
拾

っ
た
弟
子
や
、
葬
儀
を
忌
み
嫌

っ
た
者
は
舎
利
を
得
る
こ
と
が
出
来
ず
、
円
覚
寺
付
近
に
住
む
老
婆
が
無
為
昭

元

の
弟
子
に
従

っ
て
舎
利
を
入
手
し
、
そ
れ
を
祀

っ
た
と
こ
ろ
、
舎
利
が
十
倍
に
増
え
た
な
ど
、
禅
僧
の
舎
利
を
め
ぐ
る
人
々
の
反
応
に

つ
い
て
も
克
明
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
舎
利
と
い
う
禅
僧

の
遺
物
を
め
ぐ

っ
て
、
様
々
な
信
心
の
あ
り
方
が
記
述
さ
れ
て
お



り

、

中

世

に
お

け

る
禅

を

め

ぐ

る
多

様

な
信

仰

の
あ

り
方

を

窺

う

こ
と

が

で
き

る

。

中

国

僧

に

つ

い
て

は
、

蘭

渓

道

隆

(
一
二

一
三

～
七

八
)
伝

に

は
、

彼

が

八
幡

宮

の
化

身

に
遭

遇

し

た
話

が
掲

載

さ

れ

、
大

休

正
念

(
一

二

一
五

～
八
九
)
・
西

澗

子

曇

(
一
二
四
九

～

一
三
〇
六
)
・

一
山

一
寧

(
一
二
四
七
～

;

二

七
)
と

い
う

三
名

の
中

国

僧

に

つ

い

て
は

「念

、

(
5

)

悟
解
純
真
、
曇
、
号
令
厳
毅
、
寧
、
波
瀾
浩
溝
な
り
。
三
師
、
宋
地
の
彦
、
此
方
の
英
。
又
吾
道
の
因
る
所
な
り
」
と
、
中
国
を
禅
の
由

来
の
地
と
し
て
評
価
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
禅
僧
の
特
色
が
評
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
虎
関
は
、
禅
僧

に
つ
い
て
も

「怪
異
」
に
関
す
る
記
事
を
掲
載
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
「怪
異
」
に
関
す
る
世
界

が
、
禅
僧
を
も
と
り
ま
く
も
の
で
あ
る
と
虎
関
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
密
教
の
呪
術
の
か
わ
り
に
、
坐
禅
で
妖
怪
を
退

散
さ
せ
た
と
い
う
無
関
普
門
伝

の
よ
う
な
記
事
は
、
禅
に
超
越
的
な
力
が
要
求
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
、
律
僧

叡
尊

に
よ
る
密
教
の
呪
術
と
は

】
線
を
画
し
た
上
で
、
坐
禅
に
、
そ
れ
に
通
じ
る
超
越
的
な
力
を
持
た
せ
る
点
で
、
虎
関
の
禅
の
立
場
を

表
し
た
史
料
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
中
国
僧
の
伝
に
も
、
「怪
異
」
と
関
わ
る
記
事
を
有
す
る
も

の
も
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

の
特
色
を
評
価
す

る
か
た
ち
を
取

っ
て
い
る
。
虎
関
は
こ
こ
に
掲
載
さ
れ
る
禅
僧
た
ち
の
あ
り
方
全
て
を
評
価
す
る
禅
宗
観
を
有
し
て
い
た
と
い
え
る
。
こ

の
こ
と
は
、
中
世
に
お
け
る
禅
宗

の
あ
り
方
を
知
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

で
は
次
に
、
「神
仙
」
条
に
み
え
る
神
祇
の
捉
え
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
虎
関

の
立
場
が
さ
ら

に
明
確
に
知
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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(三
)

「神
仙
」
条
に
み
え
る
神
紙
の
捉
え
方

虎
関
は
四
〇
歳

の
年
、
伊
勢
神
宮
に
参
詣
し
た
。
し
か
し

「此
の
神
は
沙
門
を
愛
し
た
ま
は
ず
、
近
づ
く
こ
と
莫
れ
」
と

い
う
、
伊
勢

神
宮

の
仏
教
忌
避

の
慣
習
に
遭
遇
し
た
。
伊
勢
か
ら
戻

っ
た
虎
関
は
、
伊
勢
神
宮
の
仏
教
忌
避

の
説
と
し
て
当
時
多
く

の
人
に
浸
透
し
て

い
た
、
い
わ
ゆ
る
第
六
天
魔
王
説
を
聞

い
た
と

い
う
。



78禅僧 と 「怪異」

第
六
天
魔
王
説
は
、
伊
勢
神
宮

で
仏
教
が
忌
避
さ
れ
る
と

い
う
厳
然
た
る
慣
習
に
仏
教
側
が
分
け
入

っ
て
、
仏
教
と
伊
勢
の
祭
神
天
照

大
神
と
の
関
係
を
強
引
に
作
り
出
し
た
説
、
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
内
容
と
し
て
は
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
日
本
列
島
が
成
立
す

る
以
前
、
天
上
か
ら
海
底

に
大
日
如
来

の
印
文
を
見

つ
け
た
天
照
大
神
が
、
天
上
か
ら
鉾
を
指
し
下
し
て
印
文
を
探

る
と
、
鉾
の
先
の
滴

が
露
の
よ
う
に
散

っ
た
。
そ
れ
を
見
た
第
六
天
魔
王
が
、
「
こ
の
滴
が
陸
地
と
な
れ
ば
そ
の
地
に
は
必
ず
仏
教
が
興
隆
す
る
で
あ
ろ
う
か

ら
、
自
ら
が
そ
れ
を
破
壊
し
よ
う
」
と
言

い
、
天
上
か
ら
地
に
下

っ
た
。
天
照
大
神
は
魔
王
に
、
自
ら
が
仏
教
を
忌
む
こ
と
を
条
件
に
こ

の
地
の
破
壊
を
免
れ
る
よ
う
嘆
願
し
、
事
な
き
を
得
た
。
伊
勢
神
宮
は
魔
王
と
の
約
諾
遵
守
の
た
め
、
表
面
的
に
は
仏
教
を
忌
避
す
る
が
、

(
6
)

実
は
仏
教
を
護
持
し
て
い
る
の
だ
と

い
う
説
で
あ
る
。
そ
の
説
に
対
す
る
虎
関
の
反
応
が
次
の
史
料
で
あ
る
。

凡
そ

神
宮

の
事
を
日
ふ
者
、
密
教
を
仮
り
て
言
を
立
つ
。
蓋
し
蕩
密
の
者
は
巫
祝
に
承
け
、
古
徳
を
矯
め
て
之
れ
を
為
す
な
肪
㌍

(
『釈
』
巻
第
十
八
、
二
六
九
頁
)

伊
勢
神
宮
に
関
し
て
当
時
作
ら
れ
た
言
説
が
、
多
く
密
教
に
依

っ
て
い
る
こ
と
を
虎
関
は
知

っ
て
い
た
。
確
か
に
伊
勢
に
関
し
て
当
時

作

ら
れ
た
言
説
に
は
、
密
教
の
教
説
に
依

っ
た
も
の
が
多

い
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
第
六
天
魔
王
説
の
原
型
を
作

っ
た
の
は
、
台
密
の
祖
、

(
8
)

五
大
院
安
然

(生
没
年
不
詳
、
九
世
紀
)
で
あ

っ
た
と

い
わ
れ
て
い
る
。
虎
関
が
そ
の
こ
と
ま
で
知

っ
て
い
た
ど
う
か
は
別
と
し
て
も
、
第

六
天
魔
王
説
を
、
密
教
の
教
義
を
借
り
た
説
と
し
、
密
教
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
者
は
神
官
に
従

っ
て
、

い
に
し
え

の
仏
教
の
諸
師
の
説

に
背

い
て
第
六
天
魔
王
説
を
口
に
す
る
と
批
判
し
て
お
り
、
密
教
の
あ
り
方
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
る
立
場
に
は
立

っ
て
い
な
い
こ
と
が

分
か
る
。
密
教
に
よ
る
第
六
天
魔
王
説
を
、
「古
徳
を
矯
め
る
」
、

つ
ま
り
、
仏
教
本
来

の
考
え
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
と
す
る
虎
関
の
批
判

　
　

　

の
仕
方
は
興
味
深
い
が
、
こ
こ
で
は
深
く
立
ち
入
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
密
教

の
教
義
に
基
づ
く
第
六
天
魔
王
説

へ
の
批
判
は
、
次

の
よ
う
な
虎
関
の
神
祇
観
と
関
係
し
て
い
た
。
虎
関
は
、
第
六

天
魔
王
に
つ
い
て

「魔
王
波
旬
は
天
眼
透
徹
す
、
欲
界
を
見
る
こ
と
猶
ほ
掌
中
の
ご
と
し
。
寧
ん
ぞ
神
宮
の
売
柾
を
承
け
て
悟
然
と
し
て

省

せ
ざ
ら
ん
や
」
と
述
べ
、
仏
教
の
世
界
観

で
欲
界

の
神
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
魔
王
が
、
天
照
大
神
の
嘘
を
見
破
れ
な
い
は
ず
は
な
い
と
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強
く
批
判
す
る
。

つ
ま
り
虎
関
は
、
第
六
天
魔
王
を
天
照
大
神
に
対
峙
さ
せ
る
密
教
側
に
よ
る
第
六
天
魔
王
説
に
対

し
、
第
六
天
魔
王
を

仏
教

の
世
界
観
の
中
に
順
当
に
配
す
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
彼
は
、
天
照
大
神
も
仏
教
の
世
界
観

の
中
に
位
置
づ
け
る
。
そ
れ
は
、
密
教

の
説
と
は

一
線
を
画
し
、
釈
迦
が
四
天
王
に
命
じ
て
鬼
神
を
も
集
め
さ
せ
、
彼
ら
を
仏
教
の
教
え

に
帰
依
さ
せ
た
と

い
う
釈
迦

の

『大
集

経
』

の
説
法
を
例
に
論
じ
ら
れ
、
日
本

の
宗
廟
神
で
あ
る
天
照
大
神
は
、
釈
迦
よ
り
以
前

に
生
ま
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
釈
迦

の
教
え
を
受

け
な
か

っ
た
は
ず
は
な
く
、
釈
迦
の
教
え
を
受
け
た
の
で
あ
れ
ば
、
仏
教
を
忌
避
す
る
こ
と
自
体
疑
問
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
大
乗
仏
教
が

盛
ん
な
日
本
に
お
け
る
宗
廟
神
が
仏
教
を
忌
避
す
る
な
ど
到
底
考
え
ら
れ
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
天
照
大
神
を
は
じ
め
と
す
る
神
々
を
仏
教
の
世
界
観
の
中
に
組
み
込
ん
で
論
じ
よ
う
と
す
る
虎
関
は
、
第
六
天
魔
王
を

は
じ
め
、
「神
仙
」
の
部
に
掲
載
さ
れ
る
諸
神
も
そ
の
中
に
組
み
込
ん
で
説
明
す
る
。
そ
れ
は
、
中
国

・
漢
の
劉
向

の

『列
仙
伝
』
に
掲

載
さ
れ
る

一
五
〇
人
足
ら
ず
の
仙
人
の
内
、
半
数
は
仏
教
の
経
典
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
た
梁
の
劉
孝
標

の
言
を
踏
ま
え

て
、
大

(
10

)

乗
純
熟
の
日
本
に
お
い
て
は
、
諸
神
も
皆
仏
に
従
う
も

の
だ
と
す
る
虎
関
の
主
張
を
背
景
に
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
虎
関
は
、

神
仙
を
、
総
じ
て
仏
教
の
世
界
観
の
中
に
組
み
込
ん
で
論
じ
よ
う
と
す
る
意
図
の
下
、
当
時
周
知
さ
れ
て
い
た
第
六
天
魔
王
と
天
照
大
神

の
位
置
づ
け
に
関
す
る
密
教
側
に
よ
る
説
に
与
せ
ず
、
『列
仙
伝
』
な
ど
中
国
の
書
物
を
も
典
拠
に
し
な
が
ら
独
自

の
説
を
た
て
て
い
た

の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
『元
亨
釈
書
』
で
は
、
「怪
異
」
を
含
ん
だ
多
様
な
日
本
の
仏
教
世
界
が
叙
述
さ
れ
て

い
た
。
そ
の
傾
向
は
、
禅
僧
の
伝
を
掲
載
し
た
浄
禅
篇
に
も
認
め
ら
れ
、
そ
こ
に
は
、
禅
僧
が

「怪
異
」
と
接
触
す

る
様
子
が
、
中
国
僧

な
ど
様
々
な
禅
僧
の
伝
と
と
も
に
記
載
さ
れ
る
な
ど
、
多
様
な
禅
僧
の
あ
り
方
全
て
を
評
価
す
る
虎
関
の
禅
の
見
方
が
あ

っ
た
。
そ
し
て
、

「怪
異
」
に
関
す
る
説
話

の
中
に
は
、
明
ら
か
に
虎
関
の
禅
の
立
場
を
表
明
す
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
虎
関
は
、
「怪
異
」
の
重

視
を

め
ぐ

っ
て
、
儒
者
か
ら
の
批
判
に
の
ぼ

っ
て
い
る

「神
仙
」
の
部
に
お
い
て
、
密
教
の
説
と
は

一
線
を
画
し
た
上
で
、
第
六
天
魔
王

や
天
照
大
神
を
は
じ
め
と
す
る
諸
神
を
、
総
じ
て
仏
教
の
世
界
観

の
中
で
論
じ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
虎
関
に
お
い
て

「怪
異
」
は
、
密
教
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と
は
異
な
る
文
脈
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
「怪
異
」
は
、
ど

の
よ
う
な
思
想
的
根
拠

に
よ
っ
て
積
極
的
に
把
握
さ
れ
得
た

の
だ
ろ
う
か
。
次

に
、

『元
亨
釈
書
』
の
性
格
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

二

仏
教
史
書
と
し
て
の

『元
亨
釈
書
』

仏
教
史
書
と
し
て
の

虎

関
が

『元
亨
釈
書
』
に

「怪
異
」
を
積
極
的
に
取
り
込
ん
だ
背
景
を
探
る
に
は
、
『元
亨
釈
書
』
作
成

の
意
図
を
探
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
以
下
、
そ
の
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
巻
第
三
十

の

「序
説
志
」
と

「智
通
論
」
を
考
察
す
る
。

相
陽
の
福
鹿

の
門
に
周
旋
し

(中
略
)
大
蔵
を
見
る
に
因
り
て
僧
史

の
三
伝
有
り
。
所
謂
梁

・
唐

・
宋
な
り
。
而
る
に
此
の
三
伝
、

史
文
に
精
し
か
ら
ず
。
(中
略
)
又
仏
法
斯
土
に
入
り
て
よ
り
以
来
七
百
余
歳
、
高
徳
名
賢
多
か
ら
ず
と
は
な

さ
ず
。
(中
略
)
別

伝

・
小
記
相
次
ぎ
て
出
つ
る
も
然
も
通
史
な
し
。
(中
略
)
僅
か
に

一
家
の
言
を
成
す
も
三
伝
の
文
に
譲
ら
ず
、
名
づ
け
て
元
亨
釈

(
11
)

書
と
日
ふ
。
古
伝
は
偏
伝
な
り
。
い
ま
全
史
と
な
す
。

(
『釈
』
巻
笙

二
十

「序
説
志
」
四
四
七
頁
)

虎

関
は
鎌
倉

の
建
長
寺

・
円
覚
寺
を
訪
れ
た
際
、
そ
こ
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
大
蔵
経
を
見
る
中
で
、
中
国
の

『梁
高
僧
伝
』
『唐
高
僧

伝
』

『宋
高
僧
伝
』
を
目
に
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
三
伝
は
、
高
僧
の
業
績
を
記
し
た
も
の
で
は
あ

っ
た
が
、
歴
史
的

な
流
れ
に
関
す
る

記
述
を
欠

い
て
い
た
。
そ
こ
で
虎
関
は
、
仏
教
を
軸
に
し
た
通
史
と
し
て

『元
亨
釈
書
』
を
著
し
た
と
い
う

の
で
あ

る
。
そ
の
上
で
、
歴

史

的
な
流
れ
に
関
す
る
記
述
を
欠

い
た
三
伝
を
、
片
手
落
ち
の

「偏
伝
」
と
し
、
『元
亨
釈
書
』
を
、
人
々
の
業
績
を
掲
載
し
な
が
ら
仏

教
史

が
理
解
で
き
る

「全
史
」
と
す
る
と
述
べ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
虎
関
独
自
の
考
案
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
思
想
的
根
拠
を
持

つ

も

の
で
あ

っ
た
。

曰
く

「
(中
略
)
三
伝

の
師
は
道
博
く
徳
大
に
し
て
吾
が
欽
む
所
な
り
、
然
れ
ど
も
史
才
は
末
な
り
。
昔
、
黄
太
史
は
三
僧
伝
を
見
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て
文
義
の
鄙
浅
な
る
を
患
ひ
て
之
れ
を
捌
修
せ
ん
と
欲
せ
り
。
又
洪
覚
範
は
屡
々
唐
宋

の
二
伝
を
議
せ
り
。
予
が
独
り
之
れ
を
言
ふ

(
12

)

の
み
に
非
ず
。」

(同
四
四
八
頁
)

虎
関
は
、
歴
史
的
な
叙
述
を
欠

い
た

『梁
高
僧
伝
』
の
編
者
慧
絞
、
『唐
高
僧
伝
』
の
編
者
道
宣
、
『宋
高
僧
伝
』

の
編
者
賛
寧
に
つ
い

て
、
高
徳
な
僧

で
あ
る
が
、
史
書
を
編
む
能
力
は
劣

っ
て
い
る
と
批
判
し
た
上
で
、
自
説

の
正
当
性
の
根
拠
と
し
て
中
国
宋
代
の
文
学
者
、

黄
太
史

(黄
庭
堅
)
(
一
〇
四
五
～
一
一
〇
五
)
に
よ
る
三
高
僧
伝
批
判
と
、
史
書

『禅
林
僧
宝
伝
』
を
編
纂
し
た
禅
僧

、
覚
範
慧
洪

(
一
〇

七

一
～
=

二
八
)
に
よ
る

『唐
高
僧
伝
』
・
『宋
高
僧
伝
』
批
判
を
掲
げ
て
い
る
。
黄
庭
堅
と
覚
範
慧
洪
に
よ
る
三
僧
伝
の
批
判
は
、
中

国

.
南
宋
の
天
台
僧
志
磐
に
よ

っ
て
成
淳
五
年

(
一
二
六
九
)
に
著
さ
れ
た
仏
教
史
書
で
あ
る

『仏
祖
統
紀
』
巻
第
四
四
に
ま
と
め
て
掲

(
13

)

載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
引
き
続
き
虎
関
の
言
を
、
「怪
異
」
に
つ
い
て
最
も
ま
と
ま

っ
た
か
た
ち

で
彼
の
見
解
が
提
示

さ
れ
る

『元
亨
釈
書
』
巻
第
三
十
の

「智
通
論
」
に
確
認
し
て
み
よ
う
。
次
の
史
料
は
、
本
稿
冒
頭
に
掲
げ
た
、
儒
者

に
よ
る

『元
亨
釈

書
』

の

「怪
異
」
批
判
を
受
け
て
虎
関
が
反
論
し
た
箇
所
で
あ
る
。
長

い
箇
所
と
な
る
な
の
で
、
二
段
に
分
け
て
検
討

し
て
い
き
た
い
。

我
が
法
、
悲
智
交
発
す
。
神
用
以
て
天
下
を
利
す
。
山豆
に
随
儒
の
局
見
に
同
じ
く
し
て
、
古
来
大
賢

の
感
応
は
棄

て
て
歯
せ
ざ
ら
ん

や
。
全
宋

の
時
、
欧
陽
脩
と
い
ふ
者
有
り
。
唐
書
を
修
す
。
而
し
て
旧
唐
書
に
多
く
仏
氏
の
神
異
を
載
す
る
を
、
脩

(欧
陽
脩
-

以
下
同
じ
、
和
田
補
)、
孔
　
を
学
ぶ
こ
と
を
街
ひ
、
捌
り
去
る
も
の
千
余
條
。
脩
の
偏
識
、
卑
し
む
べ
し
。

ま
ず
、
仏
教
は

「怪
異
」
的
な
作
用
を
用

い
て
天
下
の
衆
生
を
救
済
す
る
こ
と
を
述
べ
な
が
ら
、
宋
代

の
儒
者
で

『唐
書
』
を
著
し
た

欧
陽
脩

(
一
〇
〇
七
～
一
〇
七
二
)
の
例
を
挙
げ
る
。
欧
陽
脩
は
、
『唐
書
』
を
著
す
に
あ
た
り
、

『旧
唐
書
』
に
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
た
仏

教
の

「怪
異
」
に
関
す
る
記
事
を
削
除
し
た
。
虎
関
は
、
欧
陽
脩
の
方
法
を

「偏
識
」

つ
ま
り
偏

っ
た
理
解
と
し
て
批
判
す
る
。
続
け
て

次
の
よ
う
に
い
う
。

夫
れ
良
史
と
は
善
を
褒
め
後
世
を
策
う

つ
。
悪
を
既
め
後
世
を
警
し
む
。
故
に
善
悪
並
び
書
し
て
匿
さ
ず
。
彼

の
脩
は
何
為
る
者
そ

や
。
吾
が
喜
怒
に
任
せ
て

一
切
に
之
れ
を
捌
る
。
蓋
し
脩

の
意
は
、
仏
を
以
て
怪
と
為
し
、
異
道
と
な
せ
ば
な
り
。
縦
ひ
仏
は
怪
異
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(
14
)

に
し
て
時
君
之
れ
を
好
む
と
も
、
脩
何
ぞ
並
べ
書
し
褒
既
を
加

へ
て
後
世
に
垂
れ
ず
し
て
、
例
し
て
之
れ
を
捌
れ
る
や
。

(『釈
』
巻
第
三
十
、
四
五
一
頁
)

優

れ
た
史
書
と
い
う
の
は
、
善
悪
と
も
に
偏
り
無
く
掲
載
し
、
後
世
の
人
々
の
助
け
と
す
る
も
の
だ
と

い
う
主
張
が
展
開
さ
れ
る
。
仏

教
を

「怪
異
」
的
と
み
な
し
、
儒
教
と
は
別

の
教
え
で
あ
る
と
し
て
削
除
す
る
こ
と
自
体
が
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
辞

と
き

わ
め
て
類
似
す
る
も
の
が
、
や
は
り

『仏
祖
統
紀
』
に
確
認
さ
れ
る
。

史
は
当
時
の
失
得

の
　
を
記
す
所
以
な
り
。
故
を
以
て
悪
な
る
こ
と
君
を
斌
す
が
如
き
、
必
ず
書
す
。
(中
略
)
是
こ
に
知
ん
ぬ
、

修
史
は
其

の
当
時
の
善
悪
の
事
を
没
せ
ざ
る
こ
と
を
。
(中
略
)
夫
れ
唐
書
は
唐
家
の
正
史
な
り
。
欧
陽

の
私
書
に
非
ざ

る
な
り
。

(
15
)

(中
略
)
通
識
無
き
者
は
以
て
修
史
の
任
に
当
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。

(『仏
祖
統
紀
』
巻
第
四
十
九
)

こ
の
よ
う
に
、
史
書
に
は
善
悪
隠
さ
ず
全
て
の
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
欧
陽
脩
に
よ
る
仏
教
や
道
教
の
記
事
の

削
除
は
、
正
史
と

い
う
公

の
歴
史
書
に
、
私
的
な
判
断
を
加
え
た
も
め
と
し
て
批
判
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
修
史
に
は

「通
識
」、

つ
ま

り
自
己
の
判
断
に
よ
る
偏
り
を
持
た
な
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
『仏
祖
統
紀
』

の
編
者
志
磐

の
い
う

「通
識
」
は
、
「人
通
識

無
く
ん
ば
以
て
仏
を
知
る
に
足
り
ず
。
故
に
韓
愈
の
其
れ
仏
を
夷
と
し
、
欧
陽
脩
も
亦
た
其
れ
仏
を
夷
と
す
。
太
宗

は
蘇
易
簡

の
仏
を
指

(
16
)

し
て
夷
と
為
す
を
以
て
之
れ
を
悪
む
。
古

へ
よ
り
人
君
の
太
宗
の
通
識
有
る
に
如
か
ず
。
(中
略
)
儒
家
は
通
識
に
乏

し
」
と
あ
る
よ
う

に
、
虎
関
の
言
辞
と
共
通
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
虎
関
の
史
書
観

の
背
景
に
あ

っ
た
黄
庭
堅

・
覚
範
慧
洪

・
志
磐

『仏
祖
統
紀
』

の
主
張
は
、
実
は
思
想
的
に
深
い
関
わ
り

を
持

つ
も
の
だ

っ
た
。
西
脇
常
記
氏
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
の
史
書
観
は
、
唐
代
の
史
家
、
劉
知
幾

(六
六

一
～
七
二
一
)
に
よ
る

「史
家
は
、

(
17
)

才

・
学

・
識
の
三

つ
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る

「史
才
三
長
説
」
に
関
わ

っ
て
い
る
。
劉
知
幾
は
、
歴
史
資
料
と
し
て
、

経
書
に
盲
目
的
に
傾
倒
す
る
こ
と
を
批
判
し
、
俗
書
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
史
書

・
書
物
か
ら
歴
史
を
公
平
な
目
で
捉
え

る
べ
き
こ
と
を
主
張

し
た
。
こ
の
主
張
は
、
宋
代
を
通
じ
て
広
く
影
響
力
を
有
し
た
が
、
な
か
で
も
欧
陽
脩

の
時
代
に
定
着
し
た
と

い
わ
れ
る
古
文
復
興
運
動
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の
高

ま
り
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
再
解
釈
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
儒
者
に
よ
っ
て
先
導
さ
れ
た
古
文
復
興
運
動
は
、
文
体
と
思
想
が

一

致
し
た
も
の
で
、
儒
教
の
立
場
と
反
仏
教
を
明
確
に
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
宋
代
に
仏
者
に
よ

っ
て
盛
ん
に
編

ま
れ
た
史
書

『禅
林
僧
宝
伝
』
や

『仏
祖
統
紀
』
な
ど

は
、
儒
者
に
先
導
さ
れ
て
き
た
古
文
復
興
運
動
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、
劉
知
幾
の
説
を

積
極
的
に
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
黄
庭
堅

・
覚
範
慧
洪

・
志
磐
の
三
者
は
、
こ
う
し
た
宋
代
に
お
け
る

「史
才
三
長
説
」
の
広
ま
り
の
中

に
身
を
置
い
て
い
た
。
禅
僧
、
覚
範
慧
洪
は
、
黄
庭
堅
に
師
事
し
て
い
た
が
、
黄
庭
堅
は
、
劉
知
幾

の
著
作

『史
通
』

に
明
る
い
史
官
だ

っ
た
。
ま
た
、
天
台
僧

の
志
磐

の

『仏
祖
統
紀
』
は
、
禅
僧
の
覚
範
慧
洪
の

『禅
林
僧
宝
伝
』
を
評
価
、
継
承
し
た
書
物
で
あ
り
、
禅
宗

側
が
創
造
し
た
反
儒
教

の
説
を
も
自
ら
の
も
の
と
し
て
取
り
込
ん
で
い
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
宋
代
の
禅
に
は
、
反
儒
教
と
い

う
目
的
の
た
め
に
、
「仏
教
」
の
立
場
で
言
辞
を
表
す
こ
と
が
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
当
時
の
歴
史
状
況
に
お
け
る
禅
の
あ
り
方

(
18
)

と
し

て
重
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
、
虎
関
が
直
接
的
に
は
、
『仏
祖
統
紀
」

に
展
開
さ
れ
た
史
書
観
に
倣

っ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
た
し
て
も
、
そ
れ
は
、
天
台
僧
の
説
を
引
用
し
た
と
い
う
単
純
な
も
の
で
は
な
く
、
劉
知
幾
の
説
を
受
容
し
た
禅
僧
、
覚
範
慧
洪

の

『禅
林
僧
宝
伝
」
を
評
価

・
継
承
し
た
書
物

で
も
あ

っ
た
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
背
景
を
持

つ
虎
関
の

「全
史
」
の
構
想
は
、
次
の
よ
う
な
言
辞
と
な

っ
て
現
れ
て
く
る
。

又
夫
れ
古
の
著
述
、
或
ひ
は
窮
愁
に
罹
り
或
ひ
は
世
に
見
は
れ
ん
こ
と
を
求
む
。
仲
尼
と
錐
も
猶
ほ
然
り
、
矧
ん
や
其

の
余
を
や
。

余
、
塵
纏
早
く
脱
し
世
緻
及
ば
ず
、
輻
晦
は
我
が
常
な
り
。
山豆
に
閑
名
を
翼
は
ん
や
。
只
々
仏
祖

の
法
を
明
か
し
、
聖
賢
の
　
を
揚

曙

可
畏
の
人
を
し
て
式
と
る
所
の
塵
を
知
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
の
み
・
砦

予
の
志
な
聴

(『釈
』
巻
第
三
。
・
四
四
七
頁
)

古
来
書
物
と
は
世
に
問
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
、
虎
関
は
、
古
く
か
ら
の
書
物
を
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
み
、
仏
や
祖
師
の
教
え

を
明
ら
か
に
し
、
聖
人
の
学
ん
だ
跡
を
掲
げ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
則
る
べ
き
あ
り
方
を
提
示
す
る
こ
と
を

『元
亨
釈
書
」
編
纂
の
目
的
と

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
目
的
の
た
め
、
虎
関
は

『元
亨
釈
書
』
に
、
仏
教
を
軸
に
天
皇
や
僧
侶
か
ら

一
般
の
庶
民
に
至
る
聖
俗
全
て
の

(
20

)

人
々
の
営
為
を
包
括
的
に
掲
載
す
る
こ
と
を
構
想
し
た
。
こ
の
中
で
、
儒
者
か
ら

「怪
異
」

へ
の
傾
倒
を
批
判
さ
れ
た

「拾
異
」
・
「感



84ネ単イ曽と 「怪異」

進
」
・
「神
仙
」
(「願
雑
」)
は
そ
れ
ぞ
れ
、
「吾
が
仏
は
感
を
垂
れ
て
個
償
不
覇
、
片
奇
小
惟
収
拾
し
て
遺
さ
ず
。
拾
異
出

で
た
り
」
(「拾

異
」
)、
「慕
道
の
士
は
進
を
其
れ
精
と
為
す
。
進
み
進
ん
で
止
ま
ざ
れ
ば
感
応
便
ち
生
る
」
(「感
進
」)、
「智
足
ら
ざ
る
者
は
願
に
駕
し
て

彼
岸

に
達
す
、
故
に
願
度
を
開
き
て
諸
色
を
摂
す
る
な
り
」
(「願
雑
」)
と
し
て
、
こ
れ
ら

「怪
異
」
に
関
す
る
項
は
、
仏
の
慈
悲
や
求
道

者
が
修
行

の
中
で
起
こ
す
不
思
議
な
作
用
に
よ

っ
て
、
能
力
の
劣

っ
た
人
々
を
導
く
方
便
を
示
す
も
の
と
し
て
設
置
さ
れ
た
旨
が
述
べ
ら

れ
る
。
虎
関
は
、
日
本
の
仏
教
史
を
叙
述
す
る
中
で
、
人
々
の
仏
教
と
の
関
わ
り
に
関
す
る
事
例
を
掲
載
し
、
「怪
異

」
の
作
用
を
方
便

と
し

て
示
し
た
上
で
、
人

々
が
仏
教
を
知
る
手
だ
て
と
す
る
こ
と
を

『元
亨
釈
書
』
作
成

の
目
的
と
し
て
い
た
の
で
あ

る
。

以
上
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
を
纏
め
て
お
こ
う
。
虎
関
は
日
本
に
仏
教
の
通
史
が
無
い
こ
と
を
問
題
視
し
、
中
国
の
三
高
僧
伝
を
批
判
し

つ
つ
、
『元
亨
釈
書
』
を
、
史
書
と
仏
書
の
性
質
を
兼
ね
備
え
、
聖
俗
を
超
え
た
人
々
の
仏
教
と
の
関
わ
り
を
広
く
掲
載
し
た

「全
史
」

と
し
て
、
仏
教
を
知
る
手
だ
て
と
す
る
こ
と
を
目
的
に
編
纂
し
た
。
『元
亨
釈
書
』
の

「全
史
」

の
構
想
の
背
景
に
は
、
中
国

.
宋
代
に
、

儒
者

に
よ

っ
て
先
導
さ
れ
た
古
文
復
興
運
動
を
め
ぐ
る
史
書
観

の
議
論
を
背
景
と
し
た
、
「通
識
」
を
重
視
す
る
史
書

の
あ
り
方
が
あ

っ

た
。
虎
関
に
よ
る

「通
識
」

へ
の
共
感
が
、
『元
亨
釈
書
』
に
多
く
の
書
物
を
披
渥
し
、
人
々
に
仏
教
を
理
解
さ
せ
る
手
だ
て
と
な
る

「怪
異
」
の
取
り
込
み
に
つ
な
が

っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
「通
識
」

へ
の
共
感
に
よ
る

『元
亨
釈
書
』
の

「怪
異
」
重
視
と
虎
関
の
禅

の
立
場
と
は
ど
う
整
合
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
章

で
検

討
し
て
み
よ
う
。三

虎

関

の

思

想

い
。 ま

ず
、

本
稿
冒
頭
で
紹
介
し
た
、
儒
者
に
よ
る

『元
亨
釈
書
』
批
判
が
掲
載
さ
れ
る

「智
通
論
」
の
冒
頭
部
分
を
検
討
の
材
料
と
し
た
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夫
れ
吾
が
道
は

一
心
な
り
。
心

の
外

に
余
無
し
。
心
を
以
て
身
と
為
し
、
心
を
以

て
土
と
為
す
。
身
土
、
皆

な
心
な
り
。
況
や
思

想

・
作
為
を
や
。
吾
が
仏
、
四
智
を
以

て
万
彙
に
応
ず
。
(中
略
)
四
者

の
体
を
法
界
と
日
ふ
。
法
界
の
用
は
四
者
な
り
。
体

・
用
、

皆
な
心
な
り
。
蓋
し
心
に
因
り
て
体

・
用
を
見
れ
ば
、
五
の
も
の
未
だ
嘗

て
異
な
ら
ず
。
(中
略
)
成
作
を
以

て
機
に
応
ず
る
時
は

幻
と
な
り
化
と
な
り
、
明
と
な
り
、
通
と
な
り
、
三
摩
提
と
な
る
。
(中
略
)
又
た
三
教

一
致
し
て
聖
人
に
異

な
る
無
し
と
は
、
我

が
智
上
の
詮
な
り
。
子

(儒
者
i

和
田
補
)
が
心
外
の
教
の
知
る
所
に
非
ざ
る
な
り
。
彼

(儒
者
-

和
田
補
)

の
所
謂
る
智
者

の
智

(
21

)

は
偏

智

な

り

。

彼

の
所

謂

る
神

怪

は

、

妖

棄

な

り

、

明

通

に
非

ざ

る

な

り

。

(
『釈
」
巻
第

三
十

、
四
五
〇
～
四
五

一
頁
)

引

用

が
長

く

な

っ
た

が
、

こ

こ

で

の
要

点

は

、

「
怪

異

」

や

「
三
教

一
致

」

が
、

「
心

」

と

そ

の
は

た

ら

き

と

い
う

関
係

で
捉

え

ら

れ

る

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

虎

関

は
、

大

円

境

智

・
平

等

性

智

・
妙

観

察

智

・
成

所

作

智

の
四

つ
の
智

で
あ

る

「
四

智

」

を

「
心

」

の
は

た

ら

き

と

し

て
立

て
る

。

そ

の
中

で
、

「
幻

化

」
・
「
明

通

」

と
表

さ

れ

る

仏

の
不

思
議

な

は

た

ら
き

、

つ
ま

り

「
怪

異

」

は

、

「
四

智

」

の
う

ち

の

「
成

所
作

智

」

に

よ

る
も

の
と

規

定

さ
れ

る
。

そ

の
た

め

「
怪

異

」

は

、

儒

者

が

い
う

よ

う

に
排

除

さ

れ

る

べ
き
存

在

で

は

な

く

む

し

ろ
全

て

「心

」

と

一

体

化

さ

れ

、

そ

の

は

た

ら

き

と

し

て
積

極

的

に
組

み

込

ま

れ

る

と

い
う

の

で
あ

る

。

こ

う

し

た

具

体

的

な

「
心

」

の

は

た

ら

き

で
あ

る

「
四

智

」

と

、

悟

り

の
本

体

で
あ

る

「
法

界

」

か

ら

成

る

「
五

の
も

の
」

は

、

根

源

的

な

「
心

」

と

同

]
の
も

の
と

さ

れ

る
。

ま

た

同
様

に

、
儒

・
仏

・
道

と

い
う

教

え

の
区

別

も

「
智

」

の
は

た

ら

き

の
範

疇

で
捉

え

ら

れ

る

。

こ

れ

ら

三

教

の

コ

致

」

を

可
能

に

す

る

の
は

、

三

教

と

い
う

「
智

」

を

統

括

す

る

根

源

を

、

や

は

り

「心

」

が

保

証

す

る

か

ら

な

の

で

あ

る
。

こ

の

よ
う

に
虎

関

の
説

く

「
心

」

は

、

「
怪

異

」

や
儒

・
仏

・
道

と

い

っ
た

あ

ら

ゆ

る
事

物

や
教

え

の
根

源

で
あ

り

、

そ

れ

ら

を

包

摂

す

る

も

の

で
あ

っ
た

。

そ

の

こ
と

か

ら

す

る
と

、

儒

者

の

い
う

「
智

」

は

、

本

質

か

ら

乖

離

し

た

偏

っ
た

も

の

で
あ

り

、

彼

ら

の

い
う

「神

怪

」

は

、

怪

し

げ

な

も

の
に
留

ま

る

と

さ

れ

る

。

で
は

、

こ

の

「
心

」

と

、

そ

の

は
た

ら

き

で
あ

る

「
智

」

に
よ

る

体

系

は

、

彼

の
禅

の
立

場

と

ど

の
よ
う

に

関

わ

る

の
だ

ろ
う

か

。

ま
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ず
は

「心
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
虎
関
は
、
「心
」
に
つ
い
て
、
「戒

の
言
た
る
や
心
を
制
す
。
定
の
言
た
る
や
心
を
静
と
す
。
慧
の
言

た

る
や
心
を
明
ら
か
に
す
・
三
つ
の
者
は
意

な
悔

」
と
述

べ
・
丞

疋
慧

の
三
学
を

マ
心
L
と
望

て
い
る
・
丞

疋
慧
の
三
学
は
次
の

よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
。

賛
に
曰
く
、
舎
利
は
、
孔
老
の
書
に
聞
く
こ
と
無
し
。
唯
だ
浮
屠
氏
の
み
。
講
徒
に
寡
く
禅
者
に
多
し
。
我
が
国
上
古
に
希
に
し
て

(
23

)

今
世
に
滋
し
。
(中
略
)
我
れ
聞
く
、
「舎
利
、
戒
定
慧

の
薫
ず
る
と
こ
ろ
な
り
」
と
。
宜
な
る
か
な
、
孔
老
氏

の
之
れ
無
き
や
。

(『釈
』
巻
第
八
、

一
二
八
頁
)

虎
関
は
、
茶
毘
後
に
舎
利
が
現
れ
る
と
い
う
現
象
が
、
儒
教

・
道
教
に
対
し
て
仏
教
に
特
有
な
も
の
と
し
た
上
で
、
教
宗
の
徒
に
は
少

な
く
、
禅
僧
に
多

い
現
象
で
あ
る
と

い
う
。
高
僧
の
臨
終
時

の
奇
瑞
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
た
舎
利
の
霊
性
を
禅

の
価
値
付
け
に
用

い
た
上

で
、
教
宗

・
儒
教

・
道
教
に
対
し
て
、
禅
が
戒
定
慧
の
三
学
を
具
有
し
た
教
え
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
虎
関
は
、
教
宗
や
儒

教

・
道
教
に
対
し
て
禅
に
、
戒
定
慧
の
三
学
を
具
有
す
る
根
源
的
且
つ
総
合
的
な
価
値
を
置
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
教
宗
や

儒
教

・
道
教
は
、
戒
定
慧

の
三
学
を
満
た
す
存
在
と
は
み
な
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
欧
陽
脩
な
ど
、
儒
者
に
よ
る
史
書

へ
の

改
変
は
、
こ
う
し
た
禅

の
根
源
的
か
つ
総
合
的
な
立
場
か
ら
、
「偏
識
」
と
批
判
さ
れ
る
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
虎
関
の
禅

は
、
戒
定
慧
の
三
学
と
同
時

に
、
禅
教
律
と

い
う
中
国
的
な
仏
教
の
分
類
の
包
摂
に
も
対
処
し
た

〈根
源
〉
と
し
て
の

「心
」
を
重
視
す

(
24
)

る
も
の
だ

っ
た
。

つ
ま
り

「心
」
は
、
彼

の
禅

の
立
場
を
表
す
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
虎
関
の

「怪
異
」
の
捉
え
方
に
つ
い
て
よ
り
具
体
的
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
「怪
異
」
を

「非
合
理
」
的
な
も

の
と
し
て
切
り
捨
て
る
儒
者
に
対
し
て
、
虎
関
が
禅

の
立
場
を

「非
合
理
」

へ
の
埋
没
と
見
な
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
、

つ
ま
り
禅
と
い

う

「宗
」

の
独
立
性
を
ど
う
捉
え
て
い
た
か
に
つ
い
て
の
検
討
に
関
わ

っ
て
く
る
。

孔
子
の
怪
力
乱
神
を
語
ら
ず
と
は
絶
え
て
言
は
ざ
る
に
は
非
ざ
る
な
り
、
言
を
慎
ん
で
な
り
。
(中
略
)
随
儒
、
跡
に
迷
ひ
て
孔
門

の
徒
と
し
て
言
を
四
事

(怪
力
乱
神
ー

和
田
補
)
に
絶

つ
は
笑
ふ
べ
き
な
り
。
夫
れ
四
事
は
昧
者
の
溺
る
る
所
な
り
。
而
も
又
無
く
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(
25
)

ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
君
子
は
能
く
之
れ
を
弁
ず

(『釈
』
巻
第
三
十
、
四
五

一
～
四
五
二
頁
)

こ

の
よ
う
に
虎
関
は
、
儒
家
の
祖
孔
子
が
、
怪
力
乱
神
と
い
う

「怪
異
」
に
つ
い
て
語
ら
な
か
っ
た
の
は
、
単
に
言
葉
を
慎
ん
で
の
こ

と
だ

っ
た
と
い
う
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
見
識
の
狭
い
儒
者
た
ち
が
、
孔
子

の
門
弟
は

「怪
異
」
を
語

っ
て
は
な
ら
な

い
と
主
張
す
る

こ
と
は
、
孔
子
の
意
図
に
反
す
る
も
の
だ
と
い
う
。
そ
の
上
で
、
怪
力
乱
神

の
四
つ
の

「怪
異
」
に
執
着
し
、
そ
の
怪
し
げ
な
様
子
に
溺

れ
て
し
ま
う
の
は
、
能
力
の
劣

っ
た
者
の
す
る
こ
と
と
い
う
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
「怪
異
」
に
執
着
す
る
こ
と

へ
の
虎
関
の
批

判
に

つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
虎
関
は
次

の
よ
う
な
見
解
を
持

っ
て
い
た
。

毘
陵
師
、
博
学
を
以

て
台
教
を
修
飾
す
。
我
、
甚
だ
嘉
納
す
。
然
れ
ど
も
見
執
未
だ
除
か
れ
ず
。
(中
略
)
楊
伽

の
変
相
を
以
て
変

現
と
為
す
は
何
ぞ
。
毘
陵
の
意
、
幻
術
と
謂

へ
り
。
夫
れ
如
来

の
神
用
は
仏

の
境
界
な
り
。
仏
に
在
り
て
常
と
為
す
。
凡
に
在
り
て

非
常
と
為
す
。
毘
陵
、
凡
を
以
て
心
を
仏
境
に
測
る
、
笑
ふ
べ
き
な
り
。
蓋
し
如
来
、
楊
伽
会
に
於
て
内
証
を
顕
は
さ
ん
と
欲
す
。

(
26

)

(中
略
)
山豆
に
外
道
幻
師
の
変
現
に
斉
し
か
ら
ん
や
。

(『済
北
集
』
巻
第
十
六
)

へ
ん
げ

こ
こ
で
い
う

「毘
陵
師
」
と
は
、
天
台
の
湛
然
の
こ
と
で
あ
る
。
虎
関
は
、
衆
生
救
済

の
た
め
に
仏
が
変
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
湛

然
の
説
を
批
判
す
る
。
そ
れ
は
、
仏
と

い
う
本
質
と
、
そ
の
変
現
で
あ
る

「神
用
」

つ
ま
り
仏

の
神
通
力
と
を
区
別

し
て
捉
え
る
こ
と

へ

へ
ん

げ

の
批
判
で
あ
る
。
現
象
の
あ
り
方
を
本
質
と
区
別
す
る
こ
と
は
既
に
、
仏
の
変
化
を
、
仏
と
は
異
な
る
も

の
と
区
別

し
て
把
握
す
る
こ
と

と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
神
通
力
を
、
本
質
と
分
化
し
て
捉
え
る
こ
と
を
虎
関
は
、
「外
道
幻
師
の
変
現
」
と
し
て
批
判
す
る
。

つ
ま
り
、

先
の
史
料
と
合
わ
せ
考
え
る
と
、
虎
関
に
お
い
て
は
、
儒
者
が

「怪
異
」
を
忌
み
嫌
う
こ
と
は
、
本
来
、
孔
子

の
本
質
的
な
教
え
と
不
可

分
で
あ
る
は
ず
の

「怪
異
」
を
、
こ
と
さ
ら
に
本
質
か
ら
切
り
離
し
て
、
怪
し
く
悪
し
き
も

の
と
批
判
す
る
よ
う
な
も

の
だ
と
捉
え
ら
れ

る
も

の
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
虎
関
は
、
「怪
異
」
を
、
根
源
が
必
然
的
に
兼
ね
備
え
た
智
慧

(は
た
ら
き
)
と
し
て
、
怪

し
く
悪
し
き

「非

合
理
」
な
も
の
と
は
捉
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ
の
よ
う

に
怪
し
く
悪
し
き
も

の
と
し
て
、
こ
と

さ
ら
に

「怪
異
」

の

み
を
取
り
上
げ
る
こ
と
こ
そ
、
本
質
を
理
解
し
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
虎
関
の
考
え
は
、
彼

の
文
章
論

に
も
敷
彷
し
て
い
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る
。
次
の
史
料
は
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
文
章
や
禅
語
録
に
文
飾
が
付
さ
れ
、
煩
環
な
も
の
に
な

っ
た
り
、
細
分
化
さ
れ
た
り
す
る
こ

と
を
憂
え
た
間
者
に
対
す
る
虎
関
の
見
解
で
あ
る
。

師
曰
く
、
天
下
ロ
ハ
だ

一
箇
の
理
の
み
。
理
、
若
し
純
正
な
ら
ば
詞
語
百
端
と
錐
も
何
の
害
か
之
れ
有
ら
ん
。
(中
略
)
小
説
を
剰
ぎ

(中
略
)
怪
語
を
摘
み
、
冗
理
を
修
飾

(中
略
)
す
る
は
是
れ
知
道

の
為
さ
ざ
る
所
な
り
。
若
し
能
く
理
に
詣
ら
ば
、
句
意
渾
成
な
ら

(
27

)

ん
。

(『済
北
集
』
巻
第
十
二
)

虎
関
は
、

一
つ
の
根
源
的
な

「理
」
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
表
す
言
語
手
段
に
つ
い
て
あ
ら
ゆ
る
も

の
を
容
認
し
、
「小
説
」

や

「怪

語
」
と
い
っ
た

「怪
異
」
に
関
す
る
も
の
を
切
り
捨
て
る
よ
う
な
こ
と
を
批
判
す
る
。

つ
ま
り
、
「怪
異
」
的
な
も

の
を
も
積
極
的
に
言

語
手
段
と
し
て
認
め
て
い
く
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は

「合
理
」

・
「非
合
理
」
の
よ
う
な
線
引
き
自
体
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
虎
関
の

「怪
異
」
重
視
の
あ
り
方
は
、
彼
の
禅
宗
観
と
も
関
わ

っ
て
い
る
。

若
し

一
た
び
悟
り
を
得
れ
ば

一
大
蔵
教
、
皆
な
祖
意
な
り
。
或
る
人
曰
く
、
「師

の
説
法
、
文
彩
多
し
。
従
上

の
諸
師
に
似
ず
」
と
。

師
曰
く
、
「説
法
に
山豆
に
定
式
有
ら
ん
や
。
只
だ
時
機
に
随
ふ
の
み
。
従
上
の
諸
師
と
は
誰
を
指
し
て
言
ふ
か
。
甚
だ
し
き
か
な
、

子
の
惑
す
る
こ
と
や
。
我
が
竺
乾
の
老
人
、
三
百
余
会
、
皆
な
同
じ
か
ら
ず
。
華
厳
は
広
術
な
り
。
浬
桑
は
雅
実
な
り
。
(中
略
)

(
28

)

震
旦
の
諸
師
は
又
た
各

の
同
じ
か
ら
ず
。
曹
渓
は
渾
奥
な
り
。
(中
略
)
死
心
の
新
は
怒
罵
を
以
て
仏
事
と
為
す

な
り
。
(後
略
)」
と
。

(『済
北
集
』
同
)

虎

関
は
、
禅
を

一
度
悟
れ
ば
天
竺

・
震
旦
の
諸
師

の
説
な
ど
仏
教
の
様
々
な
説
法
の
仕
方
や
宗

の
違

い
は
、
全
て
そ
の
悟
り
を
時
機
に

合

わ
せ
て
言
語
化
し
た
も
の
と
説
く
。
こ
の
こ
と
は
、
虎
関
の
説
法
を
、
従
来
の
禅
者
よ
り
も
多
く
の
言
語
を
用

い
る
と
指
摘
し
た
人
に

対

し
て
、
虎
関
の
説
法
と
従
来
の
禅
者

の
そ
れ
も
、
時
機
に
従

っ
て
異
な

っ
た
説
法
を
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
根
本
的
に
は
同

一
の
も
の
だ
と
し
て
い
る
こ
と
と
も
共
通
す
る
。
こ
れ
と
同
様
の
論
理
で
、
禅
で
い
う

「不
立
文
字
」
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

我
が
門
文
字
を
立
て
ず
。
(中
略
)
禅
門
に
悟
り
を
立

つ
。
悟
り

て
後

に
言
語
弊
無
し
。
故

に
其
の
書
、
大
蔵
と
並
び
行
は
る
。
謂



は
ゆ
る
宗
鏡
録

一
百
巻
、
伝
灯

・
広
灯

・
続
灯
各
々
三
十
巻
、
正
宗
記
十
二
巻
、
輔
教
編
三
巻
、
大
慧
の
録
三
十
巻
、
楊
伽
纂
要
八

(
29
)

巻
、
都
て
二
百
四
十
三
巻
。
諸
家
縦
ひ
収
蔵
有
れ
ど
も
百
に
盈
た
ず
。
我
が
門
の
多
き
は
弊
無
き

の
言
な
る
の
み
。

(『済
北
集
』
巻
第
十
四
)

こ
こ
で
は
、
禅
は

「不
立
文
字
」
を
宗
旨
と
す
る
と
い
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
悟

っ
た
後
に
は
そ
の
概
念
を
説
明
す
る
言
語
表
現

は
多

様
な
も

の
に
な
る
と
し
、
宋
代

の
永
明
延
寿

の

『宗
鏡
録
』
百
巻
ほ
か
諸
典
籍
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
禅
が
持

つ
言
語
は
、
文
字

(経
典
)
を
扱
う
教
宗
を
は
る
か
に
凌
ぐ
こ
と
を
禅
の
ア
ピ
ー
ル
ポ
イ
ン
ト
と
す
る
に
至

っ
て
い
る
。
先

に
言
及
し
た
、
宋

の
禅
僧
覚
範

(
30
)

慧
洪
も
、
古

い
僧
伝
で
は
永
明
延
寿
を
独
立
し
た
禅
僧
の
部
立
て
に
入
れ
て
い
な
い
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
が
、
永
明
延
寿

の
よ
う
な
大

部

の
著
作
を
残
し
た
人
物
を
積
極
的
に
禅

の
範
疇
で
捉
え
よ
う
と
す
る
覚
範
慧
洪

の
姿
勢
は
、
虎
関
と
通
じ
る
も

の
が
あ
る
。
『元
亨
釈

書
』

の

「怪
異
」
の
重
視
と
そ
の
背
景
に
あ
る
虎
関
の
思
想
は
、
宋
代
の
禅
宗
史
、
思
想
史
を
視
野
に
入
れ
た
中
で
見
直
さ
れ
る
べ
き
も

の
だ

っ
た
の
で
あ
る
。む

す

び
に
か
え

て
1

虎
関
と

『元
亨
釈
書
』
の
歴
史
的
意
義
i
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以
上
、
儒
者
に
よ
る
批
判
を
糸
ロ
に
、
『元
亨
釈
書
』
に
お
け
る

「怪
異
」

の
重
視
に
つ
い
て
、
虎
関
の
思
想
と

の
関
わ
り
か
ら
論
じ

て
き
た
。
『元
亨
釈
書
』
は
、
「怪
異
」
に
満
ち
た
世
界
を
描
き
出
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
当
時

の
人
々
が
仏
教
に
対

し
て
信
心
を
持

つ
上

で
欠
か
せ
な
い
力
で
あ
り
、
虎
関
は
そ
の
重
要
性
を
理
解
し
、
本
書
が
人
々
の
仏
教
理
解
の
助
け
と
な
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
「怪

異
」
に
関
わ
る
説
話
を
随
所
に
掲
載
し
な
が
ら
日
本
の
仏
教
史
を
叙
述
し
た
。
し
か
し
、
『元
亨
釈
書
』
に
お
け
る

「怪
異
」
の
重
視
は
、

虎
関
の
な
か
で
は
、
こ
れ
ま
で
い
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
密
教
と
の
関
わ
り
で
把
握
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
中
国

・
宋
代
に
影
響
力
を

持

っ
た
史
書
観
に
範
を
と

っ
た
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
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宋
代
に
影
響
力
を
持

っ
た
史
書
観
と
は
、
歴
史
を
伝
え
る
資
料
と
し
て
経
書
の
み
を
重
視
す
る
の
で
は
な
く
、
俗
書
を
含
め
、
様

々
な

書
物
を
偏
り
無
く
集
め
分
析
す
る
と
い
う
唐
代

の
史
家
、
劉
知
幾
の
説
を
継
承
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
劉
知
幾

の
説
が
、
宋
代
に
、

儒
教
の
立
場
に
立
ち
、
排
仏
の
意
図
も
有
し
て
い
た
欧
陽
脩
ら
の
古
文
復
興
運
動
の
気
運
が
高
ま
る
な
か
、
禅
を
含
む
仏
教
側
に
反
儒
教

の
文
脈
で
取
り
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
禅
僧

の
覚
範
慧
洪
や
、
そ
の
著
作

『禅
林
僧
宝
伝
』
を
評
価

・
継
承
し
た
同
時
代
の
天
台
僧
志
磐

も
、
宋
代
の
劉
知
幾
説
受
容

の
立
場
に
立

つ
者
た
ち
だ
が
、
欧
陽
脩
に
よ
る
仏
教
関
係
記
事

の
削
除
を

「通
識
」
の
欠
落
、
と
批
判
し
、

(
31
)

覚
範
慧
洪
は
、
高
僧
の
臨
終
に
際
し
て
の
舎
利
の
霊
性
に
関
す
る
説
話
を
そ
の
著
作
に
多
く
盛
り
込
ん
で
い
た
よ
う

に
、
禅
を
含
め
た
宋

代
仏
教
に
お
け
る
劉
知
幾
説

の
影
響
は
、
『元
亨
釈
書
』
に
お
け
る
虎
関
の

「怪
異
」
重
視
の
背
景
と
し
て
重
要
で
あ

っ
た
。

『元
亨
釈
書
』

に
お
け
る

「怪
異
」
の
重
視
は
、
虎
関
の
禅
の
立
場
と
も
合
致
す
る
も
の
だ

っ
た
。
虎
関
は
、
根
源
的
な

一
つ
の
理
を

悟
れ
ば
、
現
象

「怪
異
」
や
仏
教
諸
宗
、
儒
仏
道
の
三
教
な
ど
ー

は
、
そ
の
理
と
不
可
分
の
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
と
し
て
、
儒
者

に
よ
る

「怪
異
」
批
判
を
、
現
象
の
み
に
固
執
し
た
偏

っ
た
考
え
と
捉
え
た
。
こ
の
よ
う
に
、
現
象
を
あ
り
の
ま
ま
容
認
す
る
彼

の
禅

の

立
場
は
、
「不
立
文
字
」
と
は
い
え
、
悟
り
の
境
地
を
表
す
あ
ら
ゆ
る
言
語
手
段
を
積
極
的
に
容
認
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

一
つ
の
理
を

示
す
の
に

「怪
異
」
を
削
除
す
る
よ
う
な
方
法
が
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
彼
の
文
章
論
も
、
こ
の
禅
の
立
場
と
合
致
す
る
。

と
は
い
え
、
儒
者
か
ら

「非
合
理
」
と
指
摘
さ
れ
た

「怪
異
」
の
重
視
に
つ
い
て
、
虎
関
は
、
禅
を

「非
合
理
」

の
立
場
に
立

つ
も
の

と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
「怪
異
」
が
重
要
な
意
味
を
持

つ
状
況
を
理
解
し
た
上
で
、
禅
の
宗
旨
を
、
教
宗
諸
宗
、
儒
教

・

道

教
の
根
源
と
捉
え
、
禅
の
あ
ら
ゆ
る
も

の
か
ら
の
超
越
性
が
、
逆
に
、
「怪
異
」
や
他
宗
、
他
教
に
関
す
る
多
く

の
言
語
手
段
を
生
み

出
す
も

の
と
捉
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
虎
関
の
禅
は
、
儒
者
が
批
判
す
る
よ
う
な

「非
合
理
」
の
立
場
に
立

つ
も

の
で
は
な
く
、

い

っ
て
み
れ
ば
、
合
理
ー
非
合
理
と

い
う
区
分
自
体
を
超
越
し
た
所
か
ら
、
「合
理
」
も

「非
合
理
」
も
そ
の
ま
ま
認
め
る
も
の
だ

っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
禅
の
超
越
性
は
、
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
相
手
と
互
角
の
立
場
で
、
相
手

の
欠
点
を
あ
げ

つ
ら
う
よ
う
な
、
そ
れ

ま

で
主
に
教
宗
諸
宗
の
間
で
行
わ
れ
て
き
た
日
本
の
宗
派
論
争
の
仕
方
自
体
を
見
直
さ
せ
る
も

の
と
し
て
重
要
な
意
義
を
持

つ
も
の
と
い
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え
砲
㌍
ま
た
、
「宗
」
と
い
え
ば
、
「非
合
理
」
的
な
も

の
か
ら
の
離
脱
と

い
う
側
面
で
の
み
捉
え
ら
れ
が
ち
だ
が
、
こ
う
し
た
超
越
性
を

重
ん
じ
る
禅
の
立
場
が
、
虎
関
に
お
い
て
、
禅

の

「宗
」

の
独
自
性
と

「怪
異
」
の
重
視
と
を
整
合
さ
せ
た
こ
と
は
、
当
時

の
文
脈
に
お

け
る

「宗
」
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
禅
を
兼
修
禅
-
純
粋
禅
と

い
う
図
式
で
捉
え
る
こ
と
は
、
中
世

の

「宗
」
の
議
論

の
多
様
性
や
、
上
述
し
て
き
た
よ
う
な

「合
理
」
・
「非
合
理
」

の
区
分
自
体
を
超
越
す
る
禅
の
あ
り
方
、
ま
た
史
書
観

の
論
争
を
背
景
に

持

っ
た
中
国

・
宋
代
の
禅
の
側
面
を
完
全
に
見
落
と
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な

っ
て
く
る
。
虎
関
が

「怪
異
」
重
視
の
正
当
性
を

密
教
に
求
め
ず
、
宋
代

の
思
想
に
求
め
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
虎
関
の
よ
う
な
禅
の
あ
り
方
は
、
禅
の

「密
教
化
」
(「兼
修
禅
」)
の

よ
う

に
国
内

の
事
情
の
み
に
そ
の
原
因
を
帰
す
る
の
で
は
な
く
、
東

ア
ジ
ア
規
模
で
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

禅

の

「超
越
」

の
立
場
が
、
「怪
異
」
や
儒
教

・
道
教
な
ど
を
排
す
る
ど
こ
ろ
か
、
言
語
手
段
と
し
て
積
極
的

に
取
り
込
む
こ
と
で

「不
立
文
字
」
の

「宗
」
を
立
て
て
い
た
と
い
う
、
鎌
倉
後
期
当
時
の
禅
の
妙
味
を
、
『元
亨
釈
書
』
は
明
確
に
示
し
て
い
る
と

い
え
る
だ

ろ
う
。

註

そ
し
て
純
粋
の
禅
思
想
で
は
な
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
ま
と

(
1
)

本
稿

で
は

『元
亨
釈
書
』

(
『国
史
大
系
』
第

三

一
巻
、
吉
川
弘

文
館
、

一
九
六

五
年
)

を
用

い
る
。
本
文

中
、
引

用
史
料

に
は

『釈
』
と
し

て
ペ
ー
ジ
数

を
記
し
て
あ
る
。

(
2
)

石
川
力
山

「
元
亨
釈
書
考

」
・
「
(続

)
元
亨
釈
書
考

」

(
『駒
澤

大
学

大
学
院

仏
教
学

部
研

究
年
報
』

七

・
八
、

一
九
七

三
年

五

月

・
一
九
七
四
年
三
月
)

(
3
)

市

川
浩

史

「
「
円
爾

弁

円
」
像

の
形
成
」

(
『季
刊

日
本

思
想

史
』
六
八
、

二
〇
〇
六
年
、

ぺ
り
か
ん
社
)
で
は
、
「
『大
明
録
』

や

『宗
鏡
録
』
と

い

っ
た

〈
三
教

一
致

〉
的

・
不
分

明

・
曖
昧

な
、

い
易

い
傾
向

の
書
物

は
円
爾

の
周

囲
か
ら
で
き

る
か
ぎ
り
排
し

て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
虎

関
が
考
え

た
と

し
て
も
き
わ

め

て
自
然
」
と
述

べ
る
。

(
4
)

心
地
覚
心

伝

・
蘭
渓
道
隆

伝

(
以
上

『元
亨
釈

書
』

巻
第
六
)
、

大
休
正
念
伝

・
東
山
湛
照
伝

・
桑
田
道
海
伝

・
無
為

昭
元
伝

(以

上

『元
亨
釈
書
』
巻

第
八
)
。

(
5
)

『元
亨
釈

書
』

巻
第
八
、

一
二
七
頁
。

「念
也

悟
解
純
真
。
曇

也
号
令
厳
毅
。
寧
也
波
瀾
浩
溝
。
三
師
者
。
宋
地
之
彦

。
而
此
方

之
英
。
又
吾
道
之
所
因
也
　
」
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(
6
)

「
子
不
聞
乎

。
昔
此

日
域
地
未
成
。
大
海
瀞
禰
。
於
時

神
宮

在
二
天
上
の
下
二
見
海

底
↓
有

二
大

日
如
来

印
文
↓
神
宮
怪

之
。
下

レ鉾
捜
二
印
文
↓
其
鉾
滴
如

レ露
遙
散
。
於
是

魔
王
波
旬
遙

見

日
。

此
滴
露
成
地

。
来
世
必
興

二仏
法
↓
我
欲

レ壊

レ此
。
乃
自

レ天
而
降
。

神
宮
逆

二波
旬

一語

日
。
此
地
我
之
有
也
。
我
忌
二
三
宝
↓
不
二
敢
崇

敬
幻
願

大

天
莫

レ慮
。

波
旬

便
還
。
依

レ菰
神

宮
。
内

帰
二
仏

乗
↓

外
拒

二釈
衆
⑩
蓋
信
二
子
波
旬

一也
。
殊
不

レ知
。
我
国
仏
法

繁
伝
者

神
宮

之
内
助
也
。
今

其
忌
二
沙
門

一者
売

一一波
旬
↓
非

レ真
乎

。」

冒

頭

の

「子
、
聞
か
ず

や
」
と

い
う
発
言
者

の
言

い
方

か
ら
も

こ
の

説

が
広
く
流
布
し

て
い
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
窺
う

こ
と
が
で
き

る
。

(
7
)

「凡

日
二
神
宮
事

一者
。
仮
二密

教
一而

立
レ言
也

。
蓋
蕩
密
之
者
。

承
二
巫
祝

一矯
二
古
徳

一為

レ之
也
。」

(
8
)

伊
藤
聡

「第

六
天
魔

王
説

の
生
成
」

(
『
日
本
文
学
』

四
四
ー
七
、

一
九
九

五
年
)
・
彌
永
信
美

「第
六
天
魔

王
説
と
中
世

日
本

の
創

造
神
話
」

(上
)

(
中
)

(
下
)
(
『弘
前
大
学

国
史
研
究
』

一
〇
四

～

一
〇
六
、

一
九
九

八
～
九
九
年
)
な
ど

に
詳

し
い
。

(
9
)

虎

関
は
禅
を
仏
教

そ
の
も

の
と
捉
え
、
天
竺

の
仏
教
を
理
想
と

す
る
志
向
を
有

す
る
が

(市
川
浩
史

「虎

関
師
錬

の
思
想
」

『日

本

思
想
史
学
』
第

一
九
号
、

一
九
八
七
年

に
既

に
言
及
さ
れ

て
い

る
)
、
そ
れ
は
栄
西

や
道

元
に
も
存
す

る
特
色

で
あ

る
。
特

に
栄

西
は
、
中
国
律
宗

の
中
興

の
祖
道
宣
を
、
イ

ン
ド
本
来

の
戒
律
を

中
国
化
し
た
人
物
と
し

て
批
判
す
る

(拙
稿

「鎌
倉
初
期

の
臨
済

禅
ー

栄
西
の
持
戒
持
斎
の
意
義
1

」
『仏
教
史
学
研
究
』
第

四
九
巻

一
号

、
二
〇
〇
六
年
)
。
ま
た
、
虎
関

の

『済

北
集
』

所

収

の

「
直
綴
弁
」

に
も

同
様

の
立
場

で
の
発
言
が
認
め
ら
れ
る
。

(
10
)

『元
亨
釈
書
』
巻
第

十
八

の

「神
仙
」

冒
頭

に
、

「我

が
仏

書

に
八
神

十
仙

を
明

か
す
。
漢

の
劉
向

が
列
仙
伝

に

一
百
四
十
六
人

あ
り
。
梁

の
劉
孝

標

が

曰
く
、

「七

十

四
人

は
仏
経

に
見

え

た

り
」
と

。
然

れ
ば
則
ち
神
仙

の
我

に
帰
す
る
こ
と
尚
し
。
此
方

は

純
淑

に
し
て
大
乗

の
域
な
り
、
異
道
と
難
も
皆
仏
に
奉
ず
。
蓋

し

亦

た
多

く
吾

よ
り
出
づ

(後
略
)
」
と

(
二
六
七
頁
)
。

「我
仏
書

明
二
八
神
十

仙
殉
漢
劉
向
列

仙
伝

一
百

四
十

六
人
。
梁
劉
孝
標

日
。

七
十
四
人
見
二
仏
経
幻
然
則
神
仙
之
帰

レ我
尚

。
此
方
純
淑

。
大
乗

之
域
。
難
二
異
道

一皆
奉

レ仏
。
蓋
亦
多
自

レ吾

出
」

(
11
)

「
周
一旋

相
陽
福
鹿
之
門
崎

(
中
略
)
因
レ見

一一大
蔵
↓
有

二僧
史

之
三
伝
↓
所
謂
梁
唐

宋
也
。
而
此
三
伝

不
レ精

二史
文
↓

(中
略
)

又
仏
法

入
二斯

土

一以
来
。
七

百
余

歳
。
高
徳
名
賢

。
(
中
略
)
別

伝
小
記
。
相
次

而
出

。
然
無

二通
史

一尖
。

(中
略
)
僅
成
二
一
家
之

言
↓

不

レ譲
一一三
伝

之
文
↓
名

日
二
元
亨
釈

書
幻
古
伝
者
偏
伝

也
。

今
為

二全
史
↓
」

(
12
)

「
三
伝

之
師
。
道
博
徳

大
。
而
吾
之

所

レ欽

所
也
。
然
史
才

者

末

也
。
昔

黄
太

史
見
二
三
僧

伝
↓
患

二
文
義

鄙
浅
↓
而

欲

レ捌

二修

之
の

又
洪
覚
範
屡
議
二
唐
宋
伝
↓
非
二
予
独
言
フ
之
　
」

(
13
)

『仏
祖
統
紀
』
巻
第

四
十
四

に

「唐
西
明
道
宣
作
続
高
僧
伝

三

十
巻
起
梁
天
監
詑
唐
正
観
十
九
年
。
今
宋
伝

起
唐

正
観

至
宋
端
操

元
年
。
依
梁
唐

二
伝
分
十
科
。

一
訳
経

。
二
解
義

。
三
禅
定
。

四

戒
律
。
五
護
法
。
六
感
通
。
七
遺
身

。
八
読

訥
。
九
興
福
。
十
雑
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学
王
禺
称
有
詩
。
贈
寧
僧
統
云
。
支
公
兼
有
董
狐
才
。
史
伝
修
成

乙
夜
開
述

日
。
洪
覚
範
謂
宣
律
師
作
僧
史
。
文
辞
非
所
長
。
作

禅

者
伝
。
如

戸
昏
案
検
。
寧
僧
統
錐
博
学
。
然
其
識
暗
聚
衆
硯
伝

。

非

一
体

。
覚
範
之
論
何
其
至
耶
。
昔
魯
直
見
僧
伝
文
鄙
義

浅
欲

捌

修

之
。
而
不
果
。
惜
哉

。
如

有
用
我
者
。
吾
其

能
成
魯
直
志
乎

」

(
『大

正
新
修
大
蔵
経
』
巻
第
四
十
九
、
四
〇
〇
頁

a
)
と
あ
る
。

(
14
)

「我

法
悲
智
交
発

。
神
用
以
利
二
天
下
↓

量
同
二
随
儒
之

局
見
過

古
来
大

賢
之
感

応
。
棄

而
不

レ歯

乎
。
全
宋

之
時
。
有

二
欧
陽

脩

者
崎
修

二
唐

書
↓

而
旧
唐

書
多

載
二
仏

氏

之
神
異
↓
脩

街

レ学

二
孔

　
↓
而
捌
去
者
千
余
條

。
脩
之
偏
識
可

レ卑
。
夫
良
史
者
。
褒

レ善

而
策
二後

世
↓

既

レ悪
而
警

二後
世
↓
故
善
悪
並
書
而
不

レ匿
。
彼
脩

何
為

之
者
乎

。
任
二
吾

喜
怒
↓

一
切
捌

レ之

。
蓋
脩

之
意
者

。
以

レ仏
為

レ怪
。
為

二
異
道

一也
。
縦
仏
怪

異
也
。
時
君
好

レ之
。
脩
何

不
下
並
書
加
二
褒
既

一垂
中後

世
上
而

例
刷
レ之
乎
。
」

(
15
)

「
鎧
蓄

日
。

(
中
略

)
史
者
所
以
記

当
時
失
得
之
　

也
。
以
故

悪
如
殺
君
必
書
。
(
中
略
)
是
知
修
史
者

不
没
其
当
時
善
悪
之
事
。

(中
略
)
夫
唐
書
唐
家
之
正
史

。
非
欧

陽
之
私
書
也
。

(中
略
)
是

知
無
通
識
者
。
不
足
以
当
修
史

之
任

也
。
(
『大

正
新
修
大
蔵
経
』

巻
第

四
十
九
、
三
六
四
頁

a
)
。

(
16
)

『仏
祖
統
紀
』
(
『大
正
新
修
大
蔵

経
』
巻
第

四
十
九

、
四
〇
〇

頁

b
)
。

(
17
)

宋

代

に
お
け

る
史

書
観

に
関

し
て
は
、
西
脇

常
記

「
劉
知
幾

i

史

評
者

の
立

場
1

」

(
『人
文
』
三

〇
、

一
九
八

四
年

)
・

同

「宋
代

に
お
け

る

『史

通
』
」

(
『中
国
思
想
史

研
究
』
第

一
四

号

、

一
九
九

一
年
)
・
同

「
宋
代

(九

六
〇
1

一
二
七
九

)

に
お

け
る
仏
教
史
書
」

(
『中
国
思
想
史
研
究
』

二
二
、

一
九
九
九
年
)

に
詳

し

い
。

こ
れ

ら

の
論
考

の
所

在

に

つ
い
て
は
、
片
岡
龍

氏

(東
北
大
学
)

の
ご
教
授

に
よ

る
。

(
18
)

禅
と

い
う

「宗
」
を

「仏
教
」
と
同
義

に
考
え

る
人
物
と
し

て
、

日
本

で
は
栄
西

・
道
元

が

い
る
。

(
19
)

「
又
夫
古

之
著

述
。
或

罹
二
窮

愁
殉
或
求

レ世

見

レ世
。

難
二
仲

尼

一猶
然

。
矧
其
余
哉

。
余
塵
纏
早
脱

。
世
緻
不

レ及
。
翰
晦
我
常
。

山豆
翼
二
閑
名
↓
ロ
ハ
欲
下
明
二
仏
祖
之
法

の
揚

二
聖
賢
之

　
↓

令
上
三
可

畏
之
人
知
二
所

レ式
之
塵

一也

。
此
予
之
志
也
耳
」

(
20
)

「
此

の
書

に
列

ぬ
る
所
は
成

な
菩

薩
な

る
か

(
此
書
所

レ列
成

菩
薩
与
)
」
と

の
問

い
に
対

し
、
「吾

が
道

に
階
す

る
大
機

の
者

は

皆
な
菩
薩

と
な
す

(階
二
吾
道

一
之
大
機
者
。
皆
為

二
菩
薩

一)
」
と

述

べ
て
い
る

(
『元
亨
釈
書
』
巻
第

三
十

、
四
四
九
頁

)
。

(
21
)

「
夫
吾

道

一
心
也
。
心

外
無

レ余
。

以

レ心
為

レ身
。

以

レ心
為

レ土
。
身
土
皆
心
也
。
況
思
想
作

為
乎

。
吾

仏
以
二
四
智

一応

二於

万

彙
↓

(
中
略
)

四
者

之
体

日
二
法

界
↓

法
界
之
用
者

四
者
也
。
体

用
皆

心

也
。

蓋
因

レ心

而
見

二
体

用
↓

五
之

者

未
二
嘗

有

フ
異
　

。

(中
略
)
以
二
成
作

一而
応

レ機
也
。
為

レ幻
為

レ化
。
為

レ明
為

レ通
。

為
二
三
摩
提
の

(中
略
)
又
三
教

一
致
。
聖
人
無

レ
異
者

。
我

智
上

之
詮
也
。
非
二
子
之
心
外
之
教
所
フ
知
也
。
彼
所
謂
智
者

之
智
者

。

偏
智
也
。
彼
所
謂
神
怪
者
。
妖
藥
也
。
非
二
明
通

一」

(
22
)

『元
亨
釈
書
』
巻
第

二
十
七
、
四
〇
三
頁
。
「
戒
之
為

レ言
也
制

レ心
　
。
定

之
為

レ言
也
静

レ心

　
。
慧
為

レ言

也
明

レ心
　
。

三
之
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者
皆
心
也
」

(
23
)

「
賛

日
。
舎
利
者

。
孔

老
之
書
無

レ聞

。
唯
浮
屠
氏
而

已
。
講

徒
寡
而
禅
者
多
　

。
我

国
上
古
希
而
今
世
滋
　
。
我
聞
。
舎

利
者
。

戒
定
慧
之
所

レ薫
也

。
宜
乎
孔
老
氏
之
無
之
乎
。
」

(
24
)

「
古
徳
云
。
無

上
菩
提
被

レ身
為

レ律

。
被

レ
ロ
為

レ法
。
被

レ意

為

レ禅
。
三
業

三
学
之

不
レ変
者
。
其
ロ
ハ宗
門
乎
」

(
『済
北
集
』
巻

第
九
)

(
25
)

「
孔
子
之

不
レ
語
二怪
力
乱
神

一者
。
非
一一絶
不
フ
言
也
。
慎

レ言
也
。

(
中
略
)
随
儒
迷

レ跡

而
為
二
孔
門
之
徒
刈

絶
一一言
於
四
事

一者
。

可

レ
笑
也

。
夫

四
事
者

。
昧
者
之
所

レ溺
也
。
而
又
不

レ可

レ無

也
。
君

子
能
弁

レ之

。」

(
26
)

「毘
陵
師
以
二
博
学

一修
二
飾
台
教
⑩
我
甚
嘉
納
。
然
見
執
未

レ除
。

(
中
略
)
楊
伽
変
相
。

以
為

二
変
現

一何
乎
。
毘

陵
意
謂
二
幻
術

一乎
。

夫
如
来
神
用
者
仏
境
界
也
。
在

レ仏
為

レ常
。
在

レ凡
為

二非
常
↓
毘

陵

以
レ凡
心
測
二
仏
境

一可

レ笑
也
。
蓋
如
来
欲

下
於
二楊
伽
会

一顕
中
内

証
⑳

(中

略
)

豊
斉

二
外

道

幻
師

変

現

一乎

。
」

(
『
五
山

文
学

全

集
』
巻

一
、

五
山
文
学
全
集
刊
行
会
、

一
九

三
六
年

)

(
27
)

「師

日
。
天
下
ロ
ハ
一
箇
理
而
已
。
理
若
純

正
錐

二
詞
語
百
端

一何

害

之
有

。

(中
略
)

剰
二
小

説
刃

(中
略
)

摘
二
怪

語
の
修
二
飾

冗

理
殉

(中

略
)
是

知

道
之

所

レ不

レ為

也
。

若

能
詣

レ理
句

意

渾

成
。
」

(
28
)

「若
得
一一
一
悟

一大
蔵
教
皆
祖
意

也
。
或
人

日
。
師
説
法
多

二
文

彩
↓
不

レ似
二
従

上
諸

師
の
師

日
。

説
法

山豆
有
二
定

式
の
只

随
二
時

機

一也
耳
　
。
従
上
諸
師
指

レ誰
而
言
乎
。
甚
　
乎

子
之
惑
也
。
我

竺
乾
老
人
。
三
百
余
会
皆
不

レ同
。
華
厳

広
術
也

。
浬
藥
雅
実
也
。

(中
略

)
震
旦
諸
師

又
各

不

レ同
。
曹
渓
渾
奥
也

。
(
中
略
)
死
心

新
以
二
怒
罵

一為
二
仏
事
↓
」

(
29
)

「我

門
不

レ立
二
文
字
↓

(中
略
)
禅

門
立

レ悟
。
悟
後

言
語
無

弊
。
故
其
書
与
二
大
蔵

一並
行
。
謂
宗
鏡
録

一
百
巻

。
伝
灯
広
灯
続

灯
各

々
三
十
巻
。
正
宗
記
十
二
巻

。
輔
教
編

三
巻
。
大
慧
録
三
十

巻
。
楊

伽
纂

要
八
巻
。

都
百

四
十
三
巻

。
諸
家
縦

有
二
収
蔵

一不

レ盈

レ百
　
。
我
門
多

者
無

レ弊
之

言
也
耳
　
」

(
30
)

『林
間
録
』

上

(
『四
庫
全
書
珍
本
』

六
集
、
台
湾
商
務

印
書

館
)

(
31
)

西
脇
常
記

「
舎
利
信
仰
と
僧
伝

に
お
け
る
そ
の
叙
述
ー

慧
洪

『禅
林
僧
宝
伝
』

叙
述

の
理
解

の
た
め

に
ー

」

(
『禅
文
化

研
究

所
紀
要
』

一
六
号
、

一
九
九

〇
年
)

(
32
)

拙
稿

「
無
住
道
暁

と
鎌
倉
期
臨
済
禅
」

(
『文
芸
研
究
』

一
五
三
、

二
〇
〇
二
年

)
、
「鎌
倉

中
期

の
臨
済
禅
-

円
爾
と
蘭
渓

の
あ

い

だ
ー

」
(
『宗
教
研
究
』

三
三
八
、

二
〇
〇
三
年
)

に
お

い
て
、

鎌
倉

期
に
お
け
る
諸
宗

問
の
謡
論
を
批
判
す
る
無
住

の
主
張

の
背

景
に
、
諸
宗

問
の
謡
論
自
体
を
戒

め
る
作
用
を
有
し
た
円
爾

の
禅

の
超
越
性

が
あ

っ
た
こ
と
を
論
じ
た
。


