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若
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初
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玉

置

晃

義
浮
の
『南
海
寄
蹄
傅
』
巻

一
に
、
「
所
云
大
乗
無
過
二
種
、

一
則
中
観
、
二
乃
喩
伽
、
中
観
則
俗
有
眞
室
艦
虚
如
幻
、
鍮
伽
則
外
無
丙
有
事

皆
唯
識
、
斯
並
成
進
聖
教
敦
、
是
敦
非
、
同
契
浬
繋
等
」
と
、
蓋
し
印
度
の
大
乗
教
學
に
於
て
は
喩
伽
-こ
中
観
-こ
は
其
の
代
表
的
の
も
の
で
あ

つ
た
・
今
吾
人
は
こ
σ
雨
敏
學
の
思
想
上
の
交
渉
を
概
観
し
た
い
目
的
か
ら
、
先
づ
順
中
論
義
入
大
般
若
婆
羅
蜜
経
初
ロ阻
法
門
の
研
究
に
か

、

り
た
い
と
思
ふ
。

凡
そ
佛
教
學
の
研
究
に
志
す
も
の
に
は
、
小
乗
敏
學
の
研
究
に
努
力
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
ーこ
は
勿
論
で
あ
る
が
、
更

に
那
燗
陀
等
を
中
心
と
し

て
塞
有
を
唇
舌
の
間
に
謬
ふ
た
ーこ
傳

へ
ら
る
る
印
度
大
乗
教
墨
の
偉
観
を
討
尋
す
る
こ
ーこ
は
、
ま

π
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
こ
ーこ
で
あ
る
。
こ
の
意

味
に
於
て
吾
人
は
印
度
大
乗
教
學
の
中
観
、
喩
伽
雨
思
想
の
交
渉
史
を
概
観
す
る
こ
と
に
多
く
の
興
味
を
も
つ
も

の
で
あ
る
。
而
し
て
、
そ
の

目
的
の
爲
に
、
『順
中
論
義
入
大
般
若
婆
羅
蜜
経
初
品
法
門
』
を
最
初
に
研
究
し
た
い
・こ
思
ふ
こ
と
は
、
こ
の
書
は
鍮
伽
系
の
人
に
よ
つ
て
な
さ
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れ
た
中
観
思
想
研
究
の
最
初
の
嚢
表
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ふ
ま
で
も
な
く
こ
の
書
は
無
著
の
造
で
あ
つ
て
、無
著
は
喩
伽
系
の
組
で
あ
る
、

そ
こ
で
、
彼
れ
は
如
何
に
中
観
思
想
を
な
が
め
た
か
ε
云
ふ
こ
。し
を
概
観
す
る
こ
ご
に
よ
つ
て
、
吾
人
の
計
講
の
第

一
歩
・こ
し
た
い
。

「順

中
論
義
入
大
般
若
波
羅
蜜
経
初
品
法
門
』
は
,
後
魏
の
擢
曇
般
若
流
支
の
課
で
あ
つ
て
、
上
下
二
巻
よ
り
な

つ
て
ゐ
る
。

一
般
に
順
中
論

と
い
ひ
習
は
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
通
名
は
甚
だ
不
穗
當
で
あ
る
。
詳
し
き
論
名
は
『順
中
論
義
入
大
般
若
婆
羅
蜜
経
初
品
法
門
』
と
い
ふ
の
で

あ

つ
て
、
書
名
の
中
論
、こ
は
、
龍
樹
の
中
論
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
順
中
論
-こ
の
み
い
へ
ば
論
の
字
は
無
著
所
遣
論
・こ
見
誤
ら
る
、

恐
れ
が
あ
る
か
ら
、
し
か
呼
ぶ
こ
と
は
妥
當
で
な
い
。
『南
條
目
録
』
に
は

髪
三
ξ
曽
ロ蔓
暑
σq葺
】一静丁

。"客
養

-こ
梵
名
を
あ
げ
て
居
る
が
、
多
分

順
中
論
の
梵
名
で
あ
つ
て
、
正
確
な
梵
名
で
は
な
か
ら
う
。

こ
の
順
中
論
-

通
名
を
用
ひ
て
具
名
の
異
と
す
る
ー

の
内
容
は
、
龍
樹
作
中
論
の
餅
敬
偶
-こ
も
い
ふ
べ
き
八
不
偶
を
廣
演
す
る
こ
と
に
出
襲

し
て
、
中
論
の
思
想
を
忠
實
に
解
説
し
、
そ
れ
に
よ
つ
て
、
般
若
維
の
思
想
を
研
究
す
る
た
め
の
入
門
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ミ
こ
ろ
が
藏
経

に
お
さ
め
ら
れ
た
も
の
を
見
る
ーこ
、
龍
勝
菩
薩
造
、
無
著
菩
薩
繹
、こ
な
つ
て
居
る
た
め
に
、
古
來
か
ら
龍
樹
の
著
作
中
に
入
れ
ら
れ
て
、
そ
の

眞
慨
作
問
題
に
つ
い
て
相
當
異
論
が
あ
つ
た
や
う
で
あ
る
。
蓋
し
龍
勝
の
造
-こ
し
て
傳

へ
た
も
の
は
、
こ
の
書
が
中
論
思
想
に
立
脚
し
て
般
若

思
想
を
鼓
吹
し
た
も
の
だ
か
ら
、
多
く
の
経
論
に
も
そ
の
例
を
見
る
や
う
に
、推
功
蹄
本
の
形
式
に
よ
つ
た
ま
で
で
あ
つ
て
、も
ーこ
よ
り
無
著
の

作
に
相
蓮
な
い
。
さ
れ
ば
、
順
中
論
の
組
織
か
ら
し
て
も
中
論
の
逐
次
繹
で
は
な
く
、
そ
の
中
に
或
は
羅
喉
羅
蹟
陀
羅
の
思
想
と
か
、
ま
た
は

提
婆
の
思
想
を
引
用
し
て
ゐ
る
ε
な
う
か
ら
見
て
も
、
た
し
か
に
無
著
の
創
作
で
あ
つ
て
、
龍
樹
の
作
で
あ
る
か
否
か
の
問
題
に
わ
た
る
べ
き

も
の
で
は
な
い
。

珍
海
の
著
『
三
論
玄
疏
文
義
要
』第
二
中
百
論
先
後
の
事
の
條
下
を
見
る
キ
、
そ
の
な
か
に
、
先
づ
百
論
先
造
設
を
畢
け
て
い
る
が
、
三
論
玄



義
中
の
諸
外
道
あ
つ
て
提
婆
の
言
を
聞
い
て
了
せ
す
、
中
論
の
爲
に
破
せ
ら
る
と
あ
る
文
を
引
用
し
て
百
論
先
造
を
主
張
し
た
と
傳

へ
、
ま
た

次
に
、
百
論
在
後
設
を
畢
げ
て
、
三
論
玄
義
の
い
ふ
と
こ
ろ
は
正
し
く
製
作
の
年
時
を
示
し
た
も
の
で
な
く
、
實
は
射
縁
次
第
に
よ
つ
た
も
の

で
、
勿
論
中
論
先
造
で
あ
る
と
主
張
し
た
.こ
傳

へ
て
居
る
。
更
に
ま
た
、
裏
書
に

「
中
論
引
四
百
論
、此
論
提
婆
所
造

、智
論
引
羅
喉
法
師
説
、

羅
喉
是
提
婆
弟
子
也
、
可
以
此
讃
中
百
先
後
耳
」
ε
い
ふ
て
居
る
。
こ
の
裏
書
は
吉
藏
の
中
論
疏
十
末
に
よ
つ
た
も
の
で
あ
る
。
帥
ち
中
論
疏

十
末
に
は
、
四
百
論
は
付
法
藏
維
に
よ
れ
ば
提
婆
の
作
で
あ
つ
て
、
そ
れ
を
中
論
に
明
か
に
引
用
し
て
い
る
。
か
く
の
如
き
例
は
他
に
も
あ
つ

て
,
か
の
智
度
論
に
羅
侯
法
師
の
偶
を
引
用
し
た
の
は
即
ち
そ
れ
で
あ
る
。

中
論
の
「観
邪
見
品
第
十
六
偶
に
復
次
如
四
百
観
中
設
、
眞
法
及
論
者
、
誌
者
難
得
故
、
如
是
則
生
死
、
非
有
邊
無
邊
」
,こ
あ
る
。
所
謂
四
百

観
・こ
は
付
法
藏
傳
に
よ
る
、こ
提
婆
の
作

-こ
し
て
傳

へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
今
付
法
藏
傳
の
説
を
論
謹
す
る
た
め
に
、
道
秦
謬
堅
意
の

『入
大

乗
論
』
を
見
る
、こ
、
提
婆
所
説
掲
、こ
し
て
、
「
生
得
値
法
難
、
聴
.論
亦
復
難
、
生
死
難
無
際
、
難
法
故
有
邊
し
ご
の

一
偶
を
引
用
し
て
居
る
が
、

こ
れ
は
中
論
引
用
の
四
百
観
の
偶
ε
同
文
で
あ
る
、
こ
れ
か
ら
見
て
も
付
法
藏
傳
の
.説
は
正
し
い
や
う
で
あ
る
。
大
艦
四
百
観
,こ
は
四
百
論
碩

と
も
、
ま
た
菩
薩
喩
伽
行
四
百
論
碩
-こ
も
い
は
れ
て
、
月
構
に
よ
つ
て

一
度
註
繹
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
の
西
藏
藏
径
中
に
は
論
碩
」
も

註
も
現
存
す
る
ーこ
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
-こ
こ
ろ
が
、
こ
の
四
百
論
は
後
世
百
論
ご
も
い
は
れ
て
、
遽
に
は
百
論
が
そ
の
通
名
-こ
な
つ
た
も
の
だ

・こ
も
考

へ
ら
れ
る
。
中
論
や
成
實
論
に
は
四
百
観
,こ
云
ふ
名
で
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
般
若
灯
論
、
中
観
耀
論
、
で
は
既
に
百
論
、こ
な
つ
て
ゐ

る
。
從

つ
て
そ
の
己
後
は
百
論

-こ
呼
ば
れ
た
も
の
だ
ら
う
。
或
は
ま
た
、
提
婆
菩
薩
傳
に
は
百
論
二
十
品
及
四
百
論

を
作
る
、こ
傳

へ
る
か
ら
、

百
論
は
四
百
論
の
略
論
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
敦
れ
に
し
て
も
提
敦
の
作
た
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。

序
に
、
現
行
羅
什
繹
百
論
に
は
俗
肇
の
序

に
ょ
つ
て
、
婆
藪
開
土
繹
・こ
傳

へ
て
あ
る
。
婆
藪
.こ
天
親
、こ
同
人
で
あ
る
か
異
人
で
あ
る
か
か
古
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來
の
問
題
で
あ
る
。
開
土
ε
は
、
四
論
玄
義
や
廣
弘
明
集
や
辮
正
論
な
さ
に
よ
る
,こ
、
菩
薩
の
繹
名
で
あ
る
,こ
い
ふ
こ
ーこ
で
あ
る
。
百
論
序
疏

に
は
、
古
き
疏
傳
に
よ
つ
て
、
百
論
の
鐸
繹
家
は
衆
多
あ
つ
た
、
そ
の
中
で
十
餓
家
は
有
名
で
あ
る
。
こ
・こ
に
二
人
の
註
繹
が
世
に
流
行
し
た

即
ち

一
は
婆
藪
の
も
の
で
あ
り
、
他
は
信
法
斯
那
の
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
婆
藪
-こ
は
天
親
の
こ
と
だ
ぐ)傳

へ
た
。
ま
た
世
親
造
眞
諦
謬

撮
天
乗
論
繹
の
道
基
の
撰
序
に
よ
れ
ば
、
天
竺
國
に
二
開
土
が
居
つ
て
師
資
の
關
係
を
結
ん
だ
、
そ
し
て
、
そ
の
二
開
士
-こ
は
無
著
-こ
婆
藪

、こ

で
あ
つ
て
、
無
著
は
本
論
を
撰
し
、
婆
藪
は
註
を
精
述
す
る
・こ
い
ふ
て
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
を
典
携
、こ
し
て
『法
寳
標
目
』
や
『勘
同
総
録
』

な
ど
に
は
明
に
天
親
　樺
こ
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
但
し
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
充
分
研
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
若
し
天
親
の
註
で
あ
る
と
ーす

れ
ば
,
羅
什
澤
の
諸
傳
記
中
に
天
親
傳
を
見
な
い
か
ら
、
天
親
の
出
世
は
恐
ら
く
羅
什
巳
後
だ
ら
う
ーこ
す
る
説
は
、
そ
の
論
嫁
を
失
ふ
こ
ε
に

な
る
。
こ
の
問
題
は
た
し
か
に
印
度
佛
教
史
上
の
重
要
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
.
中
観
鍮
伽
爾
派
の
交
渉
史
上
に
も
ま
た
重
大
關
係
を
も
つ
て

居
る
。

さ
て
所
論
を
も
・こ
に
か
へ
し
て
、
中
論
疏
主
の
意
見
に
ょ
る
と
.
中
論
中
に
四
百
観
を
引
用
し
た
の
は
註
人
の
引
用
だ
と
す
る
設
・こ
、
龍
樹

自
身
の
引
用
だ
.こ
す
る
論
ε
を
學
げ
て
就
中
後
論
に
つ
い
て
は
智
度
論
引
用
の
嘆
般
若
偶
を
例
謹
-こ
し
て
居
る
か
ら
、
多
分
後
設
を
探
用
し
た

も
の
で
あ
ら
う
。

更
に
中
論
疏
主
は
智
度
論
の
嘆
般
若
偶
を
羅
侯
法
師
の
作
S
し
た
に
つ
い
て
は
,

一向
に
そ
の
史
的
考
謹
な
さ
あ
け
て
な
い
が
、
必
す
な
に

か
基
く
・こ
こ
ろ
か
あ

つ
た
に
粗
違
な
い
。
而
し
羅
侯
法
師

、こ
順
中
論
に
引
用
さ
れ
た
羅
侯
羅
蹟
陀
羅
.こ
同
人
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
印

度
の
傳
説
で
は
八
千
頚
般
若
に
あ
る
梵
文
碩
丈
は
羅
侯
羅
蹟
陀
羅
の
作

・、〕し
、
支
那
の
傳
説
で
は
智
度
論
引
用
の
嘆
般
若
偶
は
羅
侯
羅
の
作
ミ

し
て
い
る
。
而
も
そ
の
内
容
は
甚
だ
よ
く
相
似
す
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
羅
侯
羅
蹟
陀
羅
ε
羅
侯
羅
ε
は
同
人
で
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
な
い
。
霊
二



ろ
で
。
中
論
は
疏
付
法
藏
傳
に
よ
つ
て
、
龍
樹
、
提
婆
、
羅
侯
羅
.
の
三
人
は
同
代
の
人
で
あ
る
・し
し
て
、
智
度
論
に
は
羅
侯
羅
の
所
設
を
引

き
、
中
論
に
は
提
婆
の
言
を
引
い
た
こ
,こ
に
つ
い
て
何
等
の
疑
念
を
さ
し
は
さ
ま
な
か
つ
た
や
う
で
あ
る
。
そ
こ
e
、
龍
樹
が
智
度
論
に
羅
侯

羅
の
偶
を
引
用
し
た
ε
す
れ
ば
、
羅
侯
羅
は
龍
樹
の
智
度
論
製
作
當
時
既
に

】
家
の
學
を
な
し
て
居
つ
た
,こ
考
へ
て
差
支

へ
な
い
。
更
に
亦
羅

侯
羅
の
偶
が
順
中
論
、
入
大
乗
論
,
擁
…大
乗
論
繹
等
に
引
用
さ
れ
た
よ
り
し
て
も
、
龍
樹
思
想
の
織
承
者
ミ
し
て
阯
し
か
ら
ぬ
學
識
を
も
つ
て

居
つ
た
様
で
あ
る
。

己
上
の
論
述
は
順
中
論
に
直
接
交
渉
の
な
い
よ
う
に
思
は
る
る
が
、前
述
の
吾
人
の
論
断
に
封
し
て
は
、相
當
に
考

へ
さ
せ
ら
れ
る
。
な
ぜ
な

れ
ば
、
順
中
論
は
中
論
の
思
想
ば
か
り
で
な
く
,
提
婆
、
羅
侯
羅
の
思
想
を
引
用
し
て
ゐ
る
か
ら
、
古
來
か
ら
傳

へ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
龍
勝
造

と
は
推
功
瞬
本
の
形
式
で
あ
ら
う
ε
断
定
し
た
が
、
今
中
論
及
び
智
度
論

に
提
婆
、
羅
侯
羅
の
偶
を
引
用
し
て
あ
り
な
が
ら
、
而
も
そ
れ
ら
が

龍
樹
の
眞
作
、こ
し
て
異
論
か
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ミ
同
様
な
順
中
論
に
か
ぎ
り
推
功
蹄
本
で
あ
る
・こ
の
論
断
は
安
當
で
な
い
.、)云
ふ
こ
と
し

な
る
。
併
し
順
中
論
は
も
・こ
よ
り
中
論
の
思
想
に
立
脚
し
た
・こ
は
い
へ
、
中
論
の
逐
次
繹
で
な
く
、
ま
た
そ
の
目
的

は
、
四
論
の
大
綱
を
綜
合

し
て
般
若
波
羅
蜜
の
極
理
に
入
ら
し
む
る
に
あ
る
の
だ
か
ら
,
青
目
の
中
論
繹
な
ど
Σ
は
そ
の
趣
を
異
に
す
る
筈
で
あ
る

。前
述
の
論
断
の
通

り
に
こ
れ
を
龍
樹
の
眞
俗
作
問
題
.こ
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
考

へ
過
ぎ
の
感
が
あ
る
。

さ
て
、
當
の
問
題
で
あ
る
べ
き
順
中
論
の
内
容
を
窺
ふ
・こ
、
先
づ
中
論
の
八
不
偶
に
筆
を
起
し
、
こ
の
八
不
偶
は

一
論
の
根
本
思
想
で
あ
つ

て
、
般
若
波
羅
蜜
の
深
理
は
自
ら
こ
の
偶
中
に
蓋
し
得
る
も
の
で
あ
る
、こ
し
、
相
似
般
若
波
羅
蜜
-こ
眞
實
般
若
波
羅
蜜
-こ
を
比
較
し
て
、
取
着

の
問
題
に
つ
い
て
中
論
の
偶
を
引
き
、
更
に
鯨
師
と
し
て
羅
侯
羅
蹟
陀
羅
の
偶
を
引
用
し
た
。
羅
侯
羅
の
偶
文
は
智
度
論
十
八
巻
引
用
の
讃
般

若
掲
の
般
若
波
羅
蜜
、
磐
如
大
火
災
、
乃
至
過
無
所
依
止
、
誰
能
讃
其
徳
の
文
ε
同
意
で
あ
ら
う
。
次
に
経
中
の
偶
を
引
き
、
次
で
中
論
の
三
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偶
を
詳
繹
し
て
居
る
。
こ
れ
ま
で
は
、
明
か
に
経
説
,こ
龍
樹
、
羅
侯
羅
の
思
想
の

一般
を
総
じ
て
明
か
し
た
も
の
で
あ
る
。
蓋
し
龍
樹
の
中
論

哲
學
は
、
中
道
實
相
を
そ
の
根
本
思
想
-、bし
て
居
る
の
で
あ
る
。
中
道
實
相
論
は
も
・こ
よ
り
形
而
上
學
的
の
原
理

で
あ
る
が
、
こ
の
中
殖
實
相

に
達
す
る
た
め
に
は
、
先
づ
認
議
論
的
に
現
象
を
槍
剖
し
て
、
吾
人
の
認
識
維
験
に
封
し
て
嚴
蜜
な
る
批
判
を
加

ふ
べ
き
で
あ
る
。
中
論
の
破

邪
は
即
ち
認
…議
論
的
に
現
象
を
瞼
剖
し
た
形
式
で
あ
つ
て
、
遽
に
唯
象
論
に
達
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
過
程
に
あ
る
。
但
し
唯
象
論
は
や
が
て
形
而
上

學
的
の
諸
法
實
相
論
を
結
果
す
る
も
の
で
あ
る
。
所
謂
破
邪
即
顯
正
は
中
論

一
部
の
眼
目
で
あ
つ
て
、
こ
の
こ
ご
が

や
が
て
實
在
部
現
象
論
の

中
道
實
相
論
に
合
致
す
べ
き
で
あ
る
。
か
や
う
に
、

一
切
皆
室
、
諸
法
實
相
、
中
道
實
相
は
龍
樹
思
想
の
核
心
で
あ
る
。
こ
の
龍
樹
の
思
想
が

極
め
て
忠
實
に
順
中
論
に
よ
つ
て
解
明
せ
ら
れ
て
い
る
。
更
に
因
縁
生
に
つ
い
て
、
摩
醗
首
羅
、
時
節
、
微
塵
勝

、
自
性
、
断
滅
等
の
外
道
の

設
を
批
判
す
る
に
因
明
學
を
慮
用
し
た
こ
、こ
は
興
味
あ
る
説
明
で
あ
る
。
か
く
て
上
巻
最
後
に
四
種
の
所
得
に
よ
つ
て
戯
論
を
断
滅
す
る
こ
と

を
論
き
、
破
邪
の
極
理
を
高
調
し
た
。
下
巻
に
至
つ
て
、
更
に
八
不
、
二
諦
を
論
じ
、
般
若
婆
羅
蜜
の
深
義
を
開
演
し
て
、
或
は
阿
闇
梨
提
婆

の
偶
を
引
用
し
、
以
て
般
若
波
羅
蜜
経
意
を
詳
解
す
る
背
景
を
装
つ
て
居
る
。

要
は
上
下
二
巻
に
わ
た
り
三
十
八
偶
を
引
き
,
或
は
経
偶
に
ょ
り
、
或
は
龍
樹
、
羅
侯
羅
.
提
婆
の
掲
を
根
嫁
ミ
し
て
、
般
若
波
羅
蜜
の
深

理
に
達
す
る
道
程
を
詳
論
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
勿
論

一
切
皆
室
の
認
議
論
的
見
地
よ
り
諸
法
實
相
の
形
而
上
學
的
の
見
地

へ
、
更
に
中
道
實

相
の
原
理

へ
と
そ
の
思
想
を
す

あ
め
た
も
の
で
あ
つ
て
,
純
中
観
思
想
の
表
現
で
、
そ
の
間
に
は
喩
伽
思
想
に
ょ
つ
て
著
色
さ
れ
た
ε
こ
ろ
は

一
向
に
見
當
ら
な
い
。
吾
人
は
順
中
論
に
於
け
る
無
著
の
中
観
思
想
に
封
す
る
態
度
を
見
た
が
、
更
に
他
面
の
無
著
を
見
る
た
め
に
金
剛
般
若

論
を
見
た
い
ε
思
ふ
。

無
著
は
も
く」
よ
り
喩
伽
派
の
租
で
あ
つ
て
、
彌
勒
の
思
想
を
殆
ん
さ
す
べ
て
糧
承
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
,
彌
勒
は
そ
の
著
ε
し
て
傳
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へ
ら
る
る
も
の
か
ら
見
て
、
全
く
喩
伽
思
想
の
開
租
で
あ
つ
た
や
う
で
あ
る
。
彌
勒
の
史
上
人
物
で
あ
る
こ
ミ
は
、
且
つ
て
宇
井
伯
壽
氏
に
よ

つ
て
哲
墨
雑
誌
に
登
表
さ
れ
た
こ
ε
が
あ
る
が
、
氏
の
論
断
は
大
に
参
考
-こ
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ざ
こ
ろ
が
、
無
著
は
慈
恩
傳
、
西
域
記

等
に
傳
ふ
る
如
ん
ば
彌
沙
塞
部
に
出
家
し
江
・こ
い
ひ
、
世
親
傳
、
了
義
燈
で
は
薩
婆
多
部
に
出
家
し
た
ぐ」傳

へ
て
あ

る
。
そ
の
敦
れ
に
し
て
も

彼
れ
の
出
家
は
本
來
の
念
願
で
あ
る
大
集
室
論
に
憧
憬
し
た
に
始
ま
る
も
の
で
あ
る
。
・こ
こ
ろ
が
小
乗
諸
部
の
思
想
は
彼
れ
の
理
想
を
裏
切
つ

た
た
め
に
、
更
に
龍
樹
の
思
想
を
鞍
め
、
彌
勒
の
思
想
を
究
め
弛
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
彼
の
著
¶こ
し
て
傳

へ
ら
る
る
も
の
の
中
、
搬
天
乗

論
、
顯
揚
聖
教
論
等
は
彌
勒
思
想
の
綴
承
で
あ
る
が
、
順
中
論
と
金
剛
般
若
論
ご
は
正
に
龍
樹
思
想
の
縫
承
で
あ
り
ま
た
批
制
で
あ

つ
た
。
そ

こ
で
吾
人
は
鍮
伽
思
想
に
關
す
る
著
述
の
研
究
は
他
日
の
登
表
に
ゆ
づ
り
、
中
観
思
想
に
封
す
る
彼
れ
の
態
度
を
見

る
た
め
に
、
前
に
は
順
中

論
を
概
観
し
た
が
、
更
に
彼
の
中
観
思
想
批
判
と
も
な
る
べ
き
金
剛
般
若
論
を

一
瞥
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
『
金
剛
般
若
論
」
に
つ
い
て
は
、
往
軟
第

六
巻
に
(
一
)
金
剛
般
若
論
二
巻
、
無
著
述
。
階
逞
磨
笈
多
課
,こ
(
二
)
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
論
三
巻
,
無
著
造
、
晴
蓬
磨
笈
多
繹
.、し、
(三
)能
断

金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
論
碩

一
巻
,
無
著
造
、
義
浮
繹
・こ
、
(
四
)金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
論
三
巻
、
天
親
造
、
菩
提
流
支
鐸
く馳
、
(
五
レ能
断
金
剛
般

若
羅
蜜
多
維
論
繹
三
巻
、
無
著
造
碩
、
世
親
繹
、
義
課
澤
と
更
に
義
諄
の
略
明
般
若
未
後

一
碩
讃
述
、こ
を
あ
げ
て
居

る
。
こ
れ
ら
を
見
る
と
碩

繹
皿ハに
無
著
の
も
の

・
や
う
に
見
ゆ
る
が
、
義
浮
の
略
明
般
若
未
後

一
碩
讃
述
及
菩
提
流
支
の
金
剛
仙
論
を
見
る
と
碩
は
彌
勒
の
も
の
で
あ
る

ら
し
い
。
こ
れ
よ
り
す
れ
ば
喩
伽
系
の
彌
勒
、
無
著
、
世
親
の
三
人
が
各
自
金
剛
般
若
経
に
關
し
て
碩
、
論
、
繹
を
作
つ
た
こ
・こ
は
吾
人
に
と

つ
て
は
意
義
深
い
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
論
の
内
容
に
つ
い
て
は
先
づ
義
浄
の
略
明
般
若
未
後

一
碩
讃
述
を
見
る
ε
、
無
著
は
観
史
多
天
慈
氏
の
虜
で
親
し
く
こ

の
八
十
頚
を
受
け
て
、
そ
れ
に
よ
つ
て
彼
れ
は
般
若
の
法
門
を
開
き
、
鍮
伽
宗
の
理
に
順
じ
て
唯
識
の
義
を
明
し
て
當
時
の
思
想
界
に
非
常
に
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注
目
さ
れ
た
と
い
ふ
て
居
る
。
蓋
し
、
こ
の
論
は
順
中
論
と
そ
の
趣
を
異
に
し
て
、
喩
伽
思
想
を
も
つ
て
中
観
思
想
を
解
繹
し
た
も
の
で
あ
る

だ
か
ら
、
論
の
初
め
に
種
性
不
断
、
襲
起
行
相
、
行
所
佳
慮
,
封
治
、
不
失
、
地
、
立
名
の
七
種
義
句
が
此
経
に
よ
つ
て
成
立
す
る
も
の
ざ
見

て
、
漸
次
に
議
論
を
す

}
め
て
、
…逐
に
は
菩
薩
有
七
種
大
に
つ
い
て
は
全
く
喩
伽
思
想
的
に
解
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
邊
は
大
に
辮
中
邊

論
に
類
似
す
る
や
う
で
あ
る
。

已
上
の
資
料
に
よ
れ
ば
無
著
の
思
想
内
容
は
、
鍮
伽
系
の
彌
勒
思
想
、こ
、
中
観
系
の
龍
樹
思
想
・こ
を
極
め
て
自
然

に
繊
承
し
た
や
う
で
あ
る

そ
こ
で
彼
れ
の
思
想
中
に
は
、
室
有
雨
教
が
何
等
の
矛
盾
な
し
に
並
行
し
た
や
う
で
あ
る
。
更
に
、
世
親
に
至

つ
て
は
、
倶
舎
論
疏
及
び
華
嚴

玄
談
等
に
見
る
様
に
、
小
乗
教
時
代
、
般
若
時
代
、
唯
識
時
代
、
法
華
時
代
、
華
嚴
時
代
、
と
豊
富
な
思
想
の
持
主
で
あ
つ
た
た
め
に
、
無
著

の
様
に
中
観
、鍮
伽
の
爾
思
想
を
以
て
彼
れ
の
思
想
内
容
と
し
た
ば
か
り
で
な
く
、更
に
そ
の
思
想
上
に
幾
段
の
光
彩
を
そ

へ
た
も
の
で
あ
る
。

帥
ち

一
面
に
於
て
、
金
剛
般
若
の
註
繹
の
如
き
、
ま
た
十
地
論
中
に
明
か
に
中
論
を
引
用
す
る
が
如
き
、
さ
て
は
佛
性
論
に
於
て
眞
如
線
起
論

を
高
調
し
た
や
う
に
中
観
思
想
を
忠
實
に
糧
承
し
,
他
に
於
て
、
唯
識
三
ナ
類
等
に
よ
つ
て
喩
伽
思
想
の
宣
傳
に
つ
と
め
、
更
に
支
那

一
乗
佛

教
の
基
礎
を
與

へ
た
も
の
で
あ
る
。

か
や
う
に
、
無
著
世
親
の
思
想
上
で
は
、
後
世
那
燗
陀
寺
中
心
の
室
有
の
論
浮
な
ど
の
や
う
な
思
想
上
の
戴
然
た
る
匠
別
が
な
か
つ
た
や
う

で
あ
る
。

之
れ
に
封
し
て
、
中
観
系
に
於
て
は
、
龍
樹
、
羅
侯
羅
の
二
人
は
、
中
酒
實
相
を
中
心
問
題
・こ
し
た
か
ら
別
に
異
論
が
な
い
。
中
論
疏
に
よ

れ
ば
、
羅
侯
羅
は
八
不
を
繹
す
る
に
つ
い
て
も
智
度
論
の
思
想
を
受
け
て
積
極
的
に
中
道
實
相
論
を
弘
宣
し
た
や
う
で
あ
る
。
然
る
に
提
婆
に

至
つ
て
は
、
稻
や
龍
樹
、
羅
侯
羅

、こ
そ
の
風
格
を
異
に
し
た
。
も
ーこ
よ
り
提
婆
に
於
て
も
中
道
實
相
論
に
そ
の
思
想

の
根
底
を
置
い
た
こ
と
は
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言
を
俣
た
な
い
が
、

一
切
皆
室
論
よ
り
諸
法
實
相
論
の
宣
傳
に
彼
れ
の
生
涯
を
さ
さ
け
た
た
め
に
、
自
然
縁
起
論
的
の
論
明
は
不
完
全
で
あ
つ

て
、
中
道
實
相
論
の
解
明
に
幾
分
の
飽
き
足
ら
な
さ
を
見
出
す
や
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
ミ
は
、
付
法
藏
傳
に
傳
ふ
る
彼
れ
の
生
涯
に
於
て
も
よ

く
物
語
つ
て
い
る
。
か
く
提
婆
の
思
想
に

一
面
の
映
階
が
あ
り
、
そ
の
後
櫃
者
に
よ
つ
て
更
に
色
彩
を
濃
厚
に
せ
ら
れ
ん
ーこ
し
た
時
分
に
、
喩

伽
系
に
属
す
る
安
慧
の
中
観
繹
論
、
護
法
の
廣
百
論
繹
の
嚢
表
が
大
い
に
提
婆
系
の
中
観
師
の
問
題
の
種
ε
な
つ
て
、
二
こ
に
所
謂
印
度
大
乗

教
の
分
裂
か
始
ま
つ
た
や
う
で
あ
る
。
安
慧
は
そ
の
著
中
観
繹
論
に
於
て
唯
識
學
的
に
般
若
を
解
繹
せ
ん
ーこ
し
た
あ

ーこ
が
歴
然
と
見

へ
る
。
但

し
護
法
の
學
風
と
安
慧
の
學
風
、こ
に
多
少
の
相
違
が
見
出
さ
る
る
が
、
兎
に
角
安
慧
の
弟
子
徳
慧
は
清
辮
に
封
抗
し
て
中
論
の
註
を
作
つ
た
と

い
ふ
ミ
こ
ろ
か
ら
見
て
も
、
既
に
安
慧
の
周
園
が
、
提
婆
系
の
中
心
人
物
で
あ
つ
た
清
辮
の
思
想
に
封
抗
し
た
も
の
で
あ
る
。
護
法
に
至
つ
て

は
、
更
に
明
了
に
喩
伽
風
に
中
観
の
思
想
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
玄
癸
に
よ
つ
て
糠
謬
さ
れ
た
成
唯
識
論
に
は
、
護
法
の
意
見
と
し
て

瘍
合
に
よ
つ
て
は
忌
揮
な
く
提
婆
系
の
中
観
思
想
を
批
判
し
て
居
る
。
ま
た

一
方
に
於
て
、
清
辮
は
そ
の
著
掌
珍
論
、
般
若
灯
論
に
於
て
、
相

慮
論
師
ま
た
は
十
七
地
論
者
の
名
の
も
と
に
鍮
伽
系
の
思
想
に
封
し
て
挑
戦
し
て
ゐ
る
。
か
く
て
爾
思
想
の
封
抗

は
漸
次
露
骨
に
な
り
巧
妙
に
、

な
つ
た
。
掌
珍
論
に
は
喩
伽
系
の
根
本
思
想
た
る
三
性
及
び
八
識
設
を
慮
用
し
、
ま
た
般
若
灯
論
に
於
て
は
種
子
論
蕪
習
論
を
利
用
し
て
喩
伽

系
の
護
法
、
徳
慧
等
に
逆
襲
し
て
ゐ
る
。
薙
に
塗
に
塞
有
を
唇
舌
の
間
に
静
な
底
の
思
想
諸
載
が
盆
々
盛
ん
に
な
つ
て
智
光
戒
賢
の
諄
を
績
け

た
わ
け
で
あ
る
。
塗
に
は
、
日
護
等
に
よ
つ
て
調
和
論
さ
へ
出
さ
る
る
に
至
つ
た
。

世
観
巳
下
の
諸
論
師
の
著
述
-、)
そ
の
思
想
に
つ
い
て
は
更
に
詳
論
す
べ
き
で
あ
る
が
、
今
は
た
だ
そ
の
梗
概
を
述

べ
て
問
題
の
中
心
に
鰯
れ

る
だ
け
に
止
め
る
こ
ε
に
す
る
。
要
は
、
賢
百
の
十
二
門
論
宗
致
義
記
及
び
五
教
章
に
い
ふ
や
う
こ
、
龍
樹
。
羅
侯
羅
系

.こ
、
彌
勒
、
無
薯
系

-し
は
實
は
湘
成
で
あ
つ
て
相
破
で
は
な
く
、
ま
た
義
浮
の
略
明
般
若
未
後

一
頚
讃
述
の
意
見
の
や
う
に
、
鍮
伽
は
眞
有
俗
無
で
三
姓
を
以
て
本
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ε
し
、
中
観
は
眞
無
俗
有
で
二
諦
を
先
¶こ
し
た
が
.
と
も
に
般
若
大
室
中
に
含
蓄
せ
ら
る
る
思
想
で
あ

つ
て
、
黒
白
相
反
す
る
や
う
な
思
想
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
時
代
思
潮
の
影
響
に
ょ
つ
て
、
不
知
不
識
の
間
に
互
に
思
想
上
の
執
着
が
出
來
て
、
室
有
爾
論
の
結
果
茄
惹
起
し

た
も
の
で
あ
る
。

(
本
丈
中
の
喉
活
宇
不
足
に
つ
き
侯
を
以
て
之
に
代
へ
ま
し
た
。
幾
重
に
も
筆
者
に
お
詫
び
致
し
ま
す
。)


