
「臨

濟

正

宗
」
に

就

い

て

柴

山

全

慶

お
よ
そ
文
化
的
に
何
等
か
の
意
義
と
贋
値
と
を
も

つ
思
想
的
盤
系
の
歴
史
的
推
移
螢
展
は
、
求
心
的
な
傅
統
の
承
受
と
、
遠
心
的
な
個

性
の
螢
揮
と
の
、
矛
盾
的
渾

一
に
於
て
そ
の
生
命
の
健
全
性
を
見
る
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
輝
と
錐
も
、

一
つ
の
宗
教

文
化
罷
系
た
る
限
り

に
於

て
は
、
こ
の
必
然
の
法
則
を
外
れ
る
も

の
で
な
い
こ
と
は
云
ふ
迄
も
な
い
。

從

つ
て

一
つ
の
文
化
盤
系
の
思
想
皮
的
流
れ
に
於
て
、
そ
の

「
正

・
傍
」
を
言
纂
げ
せ
ん
と
す

る
時
は
、
上
述
の
如
き
健
全
安
當
な
る

の

必
然

の
法
則
を
立
場
と
し
、
こ
れ
を
基
準
と
し
て
試
み
ら
る
べ
き
も

の
で
あ
り
、
猫
断
的
又
は
感
情
的
論
議

の
混
入
を
極
力
い
ま
し
む
べ

き
こ
と
は
當
然
で
あ
る
。
印
ち
ま
つ
そ
の
傅
統
の
承
受
と
個
性
の
獲
揮
と
の
爾
面
を
深
く
考
察
し
、
そ
こ
に

「
正

・
傍
」
を
論
断
す

べ
き

安
當

の
立
…場
を
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、
近
世
以
來

「
臨
濟
正
宗
」
な
る
成
語
が
存
在
し
、
且
つ
随
虚
に
使
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
周
知

の
通
り

で
あ
る
が
、
こ
の
成
、

語
は
ど

こ
と
な
く

「
正

・
傍
」
を
豫
想
せ
し
む
る
示
唆
を
含
む
で
お
り
、
從
つ
て
ど
こ
と
な
く
宗
派
我
の
匂
ひ
を
も

つ
嫌
ひ
が
あ
る
と
考

'

へ
る

の
は
・
必
す
し
も
私
㊨
み
に
止
ま
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
故
に
し
の
成
語
の
當
否
を
、
上
述

の
如
き
尤
も
常
識
的
な
尤
も
安
當
な
立
場

よ
り

槍
討
し
、
そ
の
正
し
き
意
味
を
理
解
す
る
と
と
も
に
、
ひ
い
て
は
臨
濟
灘
の
傅
統
と
そ
の
性
絡
と
を
知
る
に
役

立
て
た
い
と
す
る
の

が
・
あ

小
文
を
草
し
た
圭
た
る
昌

で
あ
る
・
(都
この
講

襲

轍
雛

蕪

嘆

鑛

彙

辮

礁
蕪

蕩

聡

課

繍

難

幕

「
臨
濟
正
宗
」

に
就

い
て

一
五



暉

學

研

究

一
六

黎

・)

二

元
來

「
籍

正
宗
し
な
農

語
は
、
稟

の
始
め
(醗
淡
‡

謂

)
碧
巖
録
の
著
者
で
あ
る
圓
悟
離

(与

ユ
竃

が
、
そ
の
門
下

な
る
大
諜

師
(
一
〇
八
九
ー

ー
一
一
山ハ
一二
)
に
、
宗
風
の
高
揚
を
依
囑
せ
ら
れ
た
丈
豪

あ
り
、

そ
の
標
禦

「撫

正
宗
記
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
り

使
用
し
始
め
ら
れ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。

後

、
元
代
塁

り
、
成
宗
帝
藷

濟
下
の
西
雲
大
師
緯

依
し
、
元
貞
元
年

(葦

「
臨
濟

票

の
妻

管
芒

め
」
て

玉
印
を
下
賜

し
、

毒

に

「
瞬

正
宗
之
印
」
と
文
せ
ら
墾

あ
り
、
更
に
武
宗
帝
は
美

二
年

(
一
三
〇
九
ー

大
癒
國

翻即
一ボ
寂
の
塑
池年
に
膵団
る
)
薦

濟

正
宗
碑
」
を
建
立
し

 て
ゐ

る
Q

察
す

る
に
成
宗
帝
の
玉
印
下
賜
以
來

「
臨
濟
正
宗
」
の
語
は
、
臨
濟
下
の
宗
匠
達
に
親
し
く
用
ひ
ら

る
エ
に
至
つ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ

る
つ

我
國
に
於
て
も
近
代
の
宗
匠
達
は
多
く
そ
の
不
素
用
ふ
る
冠
傍
印
に

「
臨
臨
正
宗
」

の
丈
を
刻
し
て
使
用
す

る
を

一
種
の
慣
習
と
す

る
程

の
普
及
ぶ
り
を
示
し
て
ゐ
る
。
然
し
、
い
つ
れ
も
何
故
に

「
臨
濟
正
宗
」
な
る
か
に
就
い
て
は
、
何
等
十
分
の
反
省
が
な
さ
れ
て
ゐ

な

い
様
に
思
は
れ
る
。

圓
悟
騨
師
は
そ
の
正
宗
記
の
冒
頭
に

「
臨
濟

の
正
宗
、
馬
師
黄
奨
よ
り
大
機
を
關
き
大
用
を
獲
し
、
擁
羅
を
脱
し
案
臼
を
出
つ
る
庭
、

龍
馳

せ
星
飛
び
電
激
す
。
巻
斜
檎
縦
皆
な
本
分
に
擦
る
。
綿

汝
的
汝
、
興
化
風
穴
に
到
つ
て
唱

へ
愈
よ
高
く
、
機
愈
よ
俊
な
り
。
云
々
」

と
述

べ
ら
れ
て
は
あ
る
が
、
麟
す
る
と
こ
ろ

「
須
ら
く
是
れ
頂
き
に
透
り
、
底
に
透
り
徹
骨
徹
随
粗
織
に
渉
ら
す
、
遍
然
猫
脆
、
然
る
後

的

女
相
承
し
、
以
て
此
の
大
法
橦
を
起
し
、
此
の
大
法
炬
を
然
や
す

べ
し
」
と
云
ふ
に
あ
り
、
自
己
の
法
系
た
る
臨
濟
繹
の
墾
揚
と
そ
の

法
燈
を
護
ら
ん
と
す
る
赤
心
の
披
渥
で
あ
ゆ
、

一
鷹
こ
れ
を
狭
義
に
と
り
内
容
上

「
臨
濟
正
宗
」
た
る
理
由
は
無
難
と
云
ふ
べ
き
で
あ
ら

う
o

,



次

に
、
武
宗
帝

の
勅
命
に
よ
つ
て
趙
孟
額
の
撰
し
た

「
臨
濟
正
宗
碑
」

の
碑
文
に
は

「
能
よ
り
後
、
暉
分
れ
て
五
と
な
る
。
唯
師
の
所

傳
の
み
號
し
て
正
宗
と
な
す
」
の

一
句
が
あ
り
、
こ
玉
で
は
明
か
に
廣
義
の
臨
濟
は
正
宗
た
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。

然
し
、

何

故

に

「
臨

濟
の
所
傳
の
み
正
宗
」
た
る
か
の
理
由
は
少
し
も
明
示
さ
れ
て
ゐ
な
い
b
故
に
そ

の
限
り

に
於
て
皮
相
の
猫
断
た

る
を
冤
れ
な
い
憾

み
が
残
る
と
云
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
o

近
世
日
本
の
輝
傑
白
隙
灘
師
の
門
下
に
名
高
い
東
嶺
輝
師
は
、
そ
の
著

「
五
家
参
詳
要
路
門
」
に
於
て

コ
兀
帝
臨
濟
院
の
現
佳
に
賜
ふ

に
臨
濟
正
宗
之
印
を
以
て
す
、
こ
れ
乃
ち
冠
傍

の
始
め
な
り
、
い
は
ゆ
る
臨
濟
は
こ
れ
正
宗
基
源
の
義
な
り
し
と
評
し
、

そ
の
理

由

を

「
臨
濟
慧
照
暉
師
は
、
最
初

に
入
虚
痛
快
、
悟
後

の
参
輝
瞥
脆
。
五
家
各

汝
宗
旨
を
立
す
る
こ
と
あ
り
と
難
も
、
初
中
後
の
事
、
頭
め
正

し
く
尾
り
.正
し
く
、

如
來
の
正
法
眼
藏
を
中
興
し
、

祀
師
西
來
の
密
旨
を
明
了
す
る
者
は
、

只
こ
の
臨
濟

一
宗
を
最
も
至
當
と

爲
す
の

み
し
と
述

べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
至
極
尤
も
の
論
で
は
あ
る
が
、
た
虻
こ
れ
丈
け
の
論
旨
を
以
て
し
て
は
や
工
明
瞭
を
訣
き
、
我
田
引
水
の
所

論
た

る
を
冤
れ
な
い
様
に
思
は
れ
る
o

、

元
帝
が

「
臨
濟
正
宗
之
印
し
を
賜
ふ
た
る
こ
と
は
、
稀
有
の
出
來
事
と
云
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
然
し
こ
れ
を
宗
教
上
よ
り
見
れ
ば

一
種

の
俗
謬

過
享

、
何
等

「
正
宗
」
の
基
源
と
な
る
理
史

な
ら
験

事
は
云
ふ
迄
も
験

。
(麟

航
齪

欝

瑠

眼

麟

蕪

懸

飢

麗

舞

課

盤

雛

灘

鰺

審

欄
疇

よ
)
董

謳

票

正
宗
の
醤

と
せ
ら
る
瓦
項
目
を
見
る
に
、

こ
墾

豪

の
祀
師
た
る
方

π
は
、
執
れ
劣
ら
ず
入
虞
痛
快
の
輝
匠
で
あ
り
、
悟
後

の
参
揮
瞥
脆
、
叉
各
汝
西
來
の
密
旨
を
明
了
し
て
ゐ
ら
る
エ
こ
と
は
云
ふ
迄
も
な

い
か
ら
で
あ
る
。

往
昔
、
六
祀
下
の
紳
會
灘
師
が
、
北
宗
の
排
撃
を
宣
言
せ
ら
れ
た
事
犀
封
し
て
、
近
頃
あ
る
學
者
は

「
謂
れ
な
き
神
會
の
排
撃
」
と
こ

れ
を
芒

て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
紳
會
鶴

は
自
か
ら

「
顯
宗
記
」
薯

は
し

(天
實
四
年

七
四
五

)
は
つ
き
り

「
票

は
こ
れ
傍
、
喬

は
こ
れ

漸
」

と
去
ひ
、
暗
に
六
祀
系
の

「
師
承
は
こ
れ
正
、
法
門
は
こ
れ
頓
」
に
封
比
す
る
含
み
を
示
し
、
北
宗
を
排
撃
す

る
論
擦
を
明
示
し
て

ゐ

る

謹

(
こ
の
明
示

の
論
機
…が
如
何
な
る
内
奪

の
も

の
で
あ

つ
た
か
、
叉

こ
の
排
撃
が
如
何
な

る
成
心悟
…を
内
面
に
湛

え
て
ゐ
た

の
で
あ
る
か
、
等

の
研
究
は
暫
く
別

の
問
題

と
し
て
)
謂

は

れ

馨

ど

こ

ろ

か
、

分

明

に
蕎

・
の
査

を

「
臨
濟

正
宗
」

に
就

い
て

一
七



輝

學

研

究

一
八

批
判
す
る
自
己
の
立
場
を
呈
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
輩
な
る
道
徳
論
や
感
情
論

の
み
に
よ
つ
て
見
る
べ
き
で
な
く

、
そ

の
限
り
に
於

て
瑳

た

る
態

度

で

あ
り

、

何

等

非

讐

誉

な

い
意

ふ
。

(
掌
・
井
隅傅
・士
、
響騨
唐不
史

の
研
究
、
二
二
九
頁
。
柴
剛野
師
、
法比
摩
、

一
七

一
頁
。

胡
適

博
士
、
樗
伽
宗
考

、

一
〇

四
頁
。
等
参
照
を
)

こ
れ
に
比
し
て
、
正
宗
碑
の
臨
濟
正
宗
た
る
圭
張
は
、
何
故
に

「
師
の
所
傳
の
み
號
し
て
正
宗
と
爲
す
」
か
、
そ

の
論
擦
の
明
示
が
な

さ
れ

て
ゐ
な
い
。
軍
に
か
エ
る
断
定
の
み
で
は
我
田
引
水
の
所
論
た
る
嫌
ひ
が
な
い
と
は
云

へ
な
い
で
あ
ら
う
。
何
と
な
れ
ば

「
能
よ
り

後
、
暉
分
れ
て
五
と
な
る
1

何
れ
も
六
祀
下
の
見
孫
で
あ
り
、
共
に
正
宗
と
云
ふ
べ
き
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

・
惟

ふ
に
、
元
來
輝
の
依
つ
て
立
つ
所
は

「
直
指
人
心
、
見
性
成
佛
」

の

一
法
の
み
で
は
な
か
つ
た

の
か
。

已
撲

糧

師
(状

琶

は
そ
の
葦

宗
門
+
規
論
」
に

「
祀
師
西
來
、
法
の
傅
ふ
べ
き
で
あ
つ
て
以
て
砦

到
る
と
爲
す
に
非
す
・

た
爵
直
指
人
心
見
幾

佛
、
崖

門
風
の
荷
ぶ
べ
き
も
の
あ
ら
ん
や
。
(
F略
)
あ
森

に
智

す
、
大
道
方
な
く
法
流
味
を
同
じ
う
す
る

こ
と

を

。

虚

室

に
向

つ
て
彩

を

布

き

、

鐡

石

に
於

て
以

て
鍼

を

投

す

・
:

:

・
」

と

い
ま

し

め

圓
緯

師
(
一
〇
六
三
ー

i

一
=
二
五
)
は
そ
の
語
馨

+
二
に

「
佛
法
本
彼
此
な
し
、
諸
家
灌

こ
れ
六
狙
下
の
見
孫
な
り
。
絡

に
我
は
こ
れ
臨
濟

下
の
人
、
須
ら
く
我
家
の
宗
派
猫
り
盛
に
傅
ふ
る
こ
と
を
得
べ
し
と
醗
か
す
、
粉
骨
碑
身
す

べ
く
と
も
終
に
こ
の
見
解

を
な
さ
璽
れ
」
と

い
ま

し
め
て
ゐ
る
。
然
ら
ば
圓
悟
灘
師
の

「
臨
濟
正
宗
記
」
な
る
も
の
は
何
を
中
心
と
し
て
も
の
せ
ら
れ
た
か
自
か
ら
想
像
し
得
る
と
思

ふ
。道

元
欝

(
=
一〇
〇
1

ー
=
一五
三
)
は
誘

葦

正
法
眼
覆

道
の
巻
」
三

し
か
あ
れ
ば
知
ミ

し
、
佛
法
の
正
命
を
正
命
と
せ
ざ
る
胆
師
は
、

五
家

の
宗
門
あ
る
と
嘗
て
云
は
ざ
る
な
り
。
佛
道
に
五
宗
あ
り
と
學
す
る
は
七
佛
の
正
嗣
に
あ
ら
す
。
先
師
示
衆
に
曰
く
、
近
年
組
道
慶

れ
、
魔
窯
蓄
生
多
し
、
頻
汝
と
し
て
五
家
の
門
風
を
畢
ぐ
、
苦
哉
汝
汝
」
と
言
葉
を
極
め
て
誠
め
て
ゐ
ら
れ
る
で
は
な

い
か
。

勿
論

こ
れ
ら
は
五
家
の
宗
風
に
就
い
て
の
評
語
で
あ
り
、
宗
風
に
關
す
る
限
り
、
「
人
」
に
帥
す
る
受
用
の
妙
と
し

て
、

異
別
の

可
能

を
論
じ
得
る
立
場
も
あ
る
が
、
同
じ
く
六
祀
下
の
灘
に
於
て

「
唯
師
の
所
傅
の
み
號
し
て
正
宗
と
爲
す
」
と
は
無
條
件

に
受
取
り
難
い
と

云
ふ

べ
き

で
あ
ら
う
。



忽
滑
谷
博
士
は
そ
の
著

「
暉
學
思
想
史
」
に
於
い
て

「
正
畳
の
漱
照
灘
は
達
磨
の
眞
訣
な
り
。
か
く
し
て
大
慧
は
黙
照
灘
を
曲
解
し
て

枯
木
寒
次
の
輝
と
し
、
黙
照
冷
座
の
灘
と
し
、
二
乗
の
そ
れ
と
同
覗
す
。
然
れ
ど
も
正
畳
の
人
に
敏
ふ
る
所
は
、
鄙

ち
大
い
に
之
に
異
る

(
中略
)
ー

達
磨
の
所
謂
心
藩

讐

は
響

婁

り
、
二
祀
の
所
謂
了
蕃

知
と
は
印
ち
照
馨

。
獣
照
蓬

磨
の
眞
訣
馨

こ
と
誰
か

疑
は
ん
」
(
三
八
ご
買
)
と
馨

、
瞳

曹
洞
正
宗
を
圭
張
せ
ん
と
す
る
意
圖
を
示
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
習

で
あ
る
。

印
ち
、
以
上
を
要
約
す
る
に
、
若
し

「
臨
濟
正
宗
」
を
圭
張
し
得
る
な
ら
ば
、
曹
洞
も
雲
門
も
、
儒
仰
も
法
眼
も

、
ま
た
正
宗
を
圭
張

し
得
る
こ
と
は
理
の
當
然
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

㌧

か
く
観
じ
來
る
時
、
臨
濟
正
宗
碑

の
如
き
、
た
黛
歴
史
的
傅
燈
の
事
實
を
中
心
と
す
る
読
、
東
嶺
弾
師
の
如
き
、

頑
師
そ
の
人
の
宗
教

的
人
格
の
偉
大
さ
を
中
心
と
す
る
説
等
の
如
き
は
、
各
宗
各
派
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
て
、
必
ず
し
も

「
臨
濟

正
宗
」
主
張
の
安
當

な
る
理
由
と
な
ら
な
い
こ
と
は
云
ふ
迄
も
な
い
。

三

然
ら
ば
、
果
し
て
こ
の

「
臨
濟
正
宗
」
な
る
成
語
の
内
容
は
如
何
に
見
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
か
。
云
ふ
ま
で
も
な
く
こ
の
問
ひ
へ
の

答

へ
は
、
ま
つ

「
初
組
達
磨
の
弾
し
が
如
何
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
つ
た
か
を
見
、
更
に
そ
の
傳
統
を
見
極
め
、
且

つ
そ
の
思
想
皮
的
展

開
の
事
實

の
上
に
、
何
等
か
安
當
の
一
路
を
探
る
べ
き
が
當
然
で
あ
る
と
思
ふ
。

初

祀
達
磨
大
師
の
灘
が
如
何
な
る
も

の
で
あ
つ
た
か
に
就
い
て
は
、
究
極
の
と
こ
ろ
弟
子
曇
琳
序
と
し
て
「
二
入
四
行
観
」
に
添

へ
ら
れ

て
ゐ
る
混

是
大
萎

心
之
法
、
令
無
錯
謬
、
如
婁

心
議

観
…

・」
の
句
援

る
こ
と
が
磐

安
當
で
あ
る
と
受

。
(縢

蒲

難

ど

爺

犠

謀

)
帥
ち
弟
子
曇
琳
は
藤

大
師
の
暉
風
を

「
大
萎

心
の
法
」
と
云
ひ
、
更
に
「
窓

と
縫

饗

り
し
と
示
し
て
ゐ
る
。

ま
た
宗
譲

師
(扶

響

は
そ
の
著

轟

源
諸
詮
集
都
序
」
上
健

「
達
磨
、
壁
響

以
て
人
を
し
て
安
心
芒

む
」
と
述
べ
て
ゐ

 る
。

「
臨
濟
正
宗
」

に
就

い
て

一
九

蚕



輝

學

研

究

、

雌
○

國
即
ち
達
磨
輝
の
核
心
は

「
壁
観
安
心
」
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
梢
長
く
別
の
言
葉
を
以
て
云
へ
ば
、
…盟
的
に
壁
観
灘
、

用
的

に
安
心
輝
で
あ
り
、
修
的
に
壁
観
、
輝
諮
的
に
安
心
禅
で
あ
る
、
と
云
ふ
こ
と
は
何
人
も
異
論
の
な
い
所
で
あ
ら
う
。
元
來
入
格
的

具
髄
性
を
も
ち
盤
験
的
な
る
も

の
は
、

當
然
こ
の
爾
面
の
要
素
…を
渾
有
す
る
こ
と
は

云
ふ
迄
も
な
い
。
(達
磨
の
初
瀧
た
る
患
想
的
根
嫁
は
ま

つ

「安
心
」
に
あ
る
と
云
ふ
説
が
あ
る
。
郎
ち
逮
磨
輝
は

「識
心
・
見
心
・
明
心
・
無
心
・
一
心
」
叉
は
軍
に

「
心
」

の
思
想
を
巾
心
と
し
て
そ
の
傳
燈
を

獲
展
せ
し
め
て
ゐ
る
こ
と
は
、
輝
宗
初
期
以
來
の
澗
師
の
語
録
が
明
か
に
示
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
淫
磨
系
の
輝
は

「
心
輝
」
.の
傳
統
と
云

ひ
得
る
も
の
が
あ
る
。)
(鈴
木
大
拙
博
士
、
ダ
ル
マ
の
暉

法
と
そ
の
思
想
、
五
七
頁
参
照
)

こ

の
達
磨
輝
は
、
徐

汝
に
多
く
の
法
孫
達
に
承
け
縫
が
れ
て
行
く
と
共
に
、
そ
の
内
容
を
豊
富
に
し
、
且
つ
漸
次
に
印
度
的
教
意
的
性

格
を
脆
却
し
て
、
支
那
的
實
践
的
性
格
を
形
成
す
る
方
向
に
螢
展
し
て
行
つ
た

の
で
あ
る
⑩

印
ち

初
狙
よ
り
,六
祀
ま

で
の
約
二
百
年
間

は
、
支
那
膵
確
立
の
準
備
時
代
で
あ
つ
た
と
云
ぴ
得
る
で
あ
ら
う
。

こ
の
嚢
展

の
渦
程
に
於
て
、
五
狙
下
に
南
北
爾
宗
の
分
派
を
生
じ
、
北
宗

の
神
秀
暉
が
修
的
に
漸
悟
と
云
は
れ
内
容
.的

に
定
先
慧
後
と

云
は

る
玉
の
に
封
し
、
南
宗

の
慧
能
脚
が
修
的
に
頓
悟
と
云
は
れ
内
容
的
に
定
慧
等

汝
の
暉
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。

勿
論
暉
が
盤
験
を
必
須
と
す
る
限
り
、
盤
験
は
人
格
的
で
あ
レ
生
命
的
で
あ
つ
て
、
等
汝
髭
る
べ
匙
こ
と
が
當
然
で
あ
り
、
先
後
の
あ

る
こ
と
は
そ

の
概
念
化
固
定
化
に
外
な
ら
な
い
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
紳
會
輝
師
が
、
北
宗
輝
を

「
傍

・
漸
」
と
し
て
排
撃

し
、
南
宗
輝
を

「
正

・
頓
」
と
し
て
圭
張
せ
ら
れ
し
こ
と
は
、
傅
衣
問
題
は
し
ば
ら
く
別
と
し
て
も
、
肯
く

べ
き
も

の
が
あ
る
と
云
は
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

あ

稟

の
「
定
馨

こ

響

、
六
狙
は

雇

論
見
性
、
不
譲

舞

脆
」
(
六
猟
壇
経
、

宗
由
第
「

)
と
馨

、
盤
験
的
に
頗
る
駕

的
籍

を
含

む

つ
見
性
輝
」
と
し
て
墾
揚
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

か
く

て
こ
の
見
性
経
験
に
立
つ
六
組
の

「
定
慧
等

汝
暉
」
は
、
漸
く
支
那
的
性
格
を
完
備
し
、
再
び
新
し
い
歴
史
的
登
展
の

一
基
黙
と

な
つ
て
、憲

時
代
の
隆
盛
覧

る
塁

つ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
震

萬

響

系
の
興

噸
黎

劉

輩

②
青
原
系
の
興

議

野



翠

留

嶽
系
の
揮
(鱗

輝
釧

縷

と
凡
そ
一二
つ
の
袋

的
籍

を
示
す
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。

然
る
に
こ
の
六
組
騨
獲
展
の
流
れ
に
於
て
、
五
家
の
宗
風
の
榮
え
し
唐
末
五
代
を
経
て
、
宋
末
に
至
る
ま
で
そ
の
最
も
特
色
あ
る
性
格

を
集

し
得
た
る
も
の
が
、
青
原
系
に
現
れ
し
洞
趾

師
(給

竃

下
の
慧

と
、
南
繋

窺

れ
し
臨
緯

師
(暫

)
下
の
艦

と

で

あ

つ
た

。

こ
の
纏

風
の
比
整

つ
い
て
・
讐

の
云
ひ
分
が
立
て
ら
れ
得
る
こ
と
は
云
ふ
ま
冨

な
い
が
、
端
的
に
云
つ
て
洞
山
系
緯

(薦
洞
)

は
、
見
性
繹
の
髄
的
受
用
、
帥
ち
受
動
的
傾
向
を
特
徴
と
す
る
弾
風
な
る
こ
と
は
何
人
も
異
論
の
無
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
後
世
獣
照
暉
を

経
て
只
管
打
坐
に
ま
で
嚢
展
す
る
因
子
を
多
分
に
も

つ
こ
と
も
明
白
で
あ
り
、
本
畳
的
性
格
を
優
位
に
示
す

に
至
つ
て
ゐ
る
。

こ
れ
に
封
し
臨
濟
系
の
輝
は
、
見
性
輝
の
用
的
受
用
、
印
ち
能
動
的
傾
向
を
優
位
に
示
す
讃
風
な
る
こ
と
は

云
ふ

迄
も
な
く
、

常

に

「
悟
を
以
て
則
と
爲
す
」
立
場
に
立
ち
、
後
世
看
話
灘
を
確
立
し
無
作
の
妙
用
を
欄
境
と
す
る
輝
風
を
堅
持
し
、
自

か
ら
始
畳
的
性
格
を

宗
風

と
す
る
に
至
つ
て
ゐ
る
。

即
ち

「
盤

・
用
、
本
畳

・
始
畳
、
受
動

・
能
動
」
の
爾
面
を
内
包
す
る
六
祀
の
見
性
騨
は
、
そ
の
思
想
皮
的
螢
展

の
過
程
に
於
て
、
自

か
ら

そ
の
内
包
す
る
爾
性
格
の
い
つ
れ
か
の

一
方
を
優
位
に
示
す
繹
風
と
し
て
、
成
長
分
化
し
て
行
つ
た
と
云
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

こ
の
こ
と
を
達
磨
檸
に
就
い
て
見
る
時
、
帥
ち
達
磨
繹
を

「
壁
観
的
」
と
見
る
時
、
そ
の
正
系
的
傳
統
は
寧
ヶ
膿
的
性
格
を
も

つ
鰍
照

異

禰

)
に
あ
る
と
云
き

と
奮

來
、
達
膣

を

委

心
的
」
と
見
る
時
、

そ
の
正
系
的
傳
統
は
寧
ろ

智
用
的
籍

を
も

つ
看
話
灘

(臨
濟
系

)
に
あ
る
と
云
ふ
べ
き
論
旨
震

立
す
る
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。

・
,

爾

者
共

忙
、

達

磨

・
六

耐
系

の

「
正

宗

」

と

云

ふ

べ
き

で

あ

ら

う
。

一

四

さ
て
、
一
慮
以
上
の
如
く
安
當
に
結
論
づ
け
て
後
、更
に
詳
細
に
考
察
を
試
み
る
と
き
、次
の
如
き
論
旨
が
見
出
し
得
る
様
に
思
は
れ
る
。

「
臨
濟
正
宗
」
に
就
い
て

一二



暉

學

研

究

一=
一

惟
虐

、
禁

「
佛
敏
の
馨

」
轄

)
又
は

「
佛
法
の
全
道
」
(肇

と
し
て
佛
教
の
生
命
的
榎
心
で
あ
る
こ
と
は
、
名

源
泉
と

す
る

立
場
を

「
佛
心
」
に
お
く
た
め
で
あ
り
、
已
に
何
人
も
知
る
通
り
で
あ
る
。
然
し
、
こ
の
佛
心
と
は
、
髄
験
的
に

コ
ニ
菩
提
L
印
ち

「
正
畳
-

正
智
見

へ
の
め
ぎ
め
」
の
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
言
ひ
換
ふ
れ
ば
、
正
畳
鷺
験
を
中
心
と
し
て
展
開
す

る
宗
教
思
想
膿
系
が

佛
敏

で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
云
ふ
迄
も
な
い
こ
と
で
あ
ら
う
。

然

る
に
こ
の

「
正
畳
」
髄
験
は
、
原
始
佛
教
の
重
要
な
徳
目
で
あ
る
八
聖
道
の
第

一
が

「
正
見
」
で
あ
る
こ
と
エ
共

に
、

「
畳
」
と

か

「
智
」
と
か

「
見
」
と
か
云
ふ
、
文
字
そ
の
も
の
の
性
格
が
明
か
に
示
し
て
ゐ
る
如
く
、
「
め
ざ
め
」
で
あ
り

「
さ
ど
り
」

で
あ
り

「
曇

り
な
き
智
見
」
を
意
味
し
、
「
明
星

一
見
眼
皮
綻
ぶ
」
成
道

の
読
話
が
物
語
る
如
く
、
頗
る

「
始
畳
的
性
格
」
を
優
位

に
も
つ
て
ゐ
る
。

帥

ち
結
論
的
に
云
つ
て
絡

へ
ば
、
佛
敏
と
は
法

杁
眞
性

)
の
騰
験
を
、
知
的
始
畳
的
に
受
用
す
る
こ
と
を
性
格
的
特
質
と
す
る
宗
教

で

あ
る
。
ま
た
は
法
膿
験
の
始
畳
的
性
格
が

「
正
覧
」
で
あ
り
、

「
正
見
」
で
あ
り
、

佛
教
な
る
宗
教
思
想
髄
系
の
中
心
生
命
で
あ
る
と
も

云

ひ

得

る

で
あ

ら

う

。

(勿
諭
佛
教
が
、
ひ

い
て

は
輝
が
、
透
徹
し

た
法
譲

の
叢

で
あ
る
限

り
、
欝

否
定

を
そ
の
内

に
含

み
、
本
需

な
要
素
を

そ

の
傳
統

に
も

つ
こ
と
は
云

う
迄

吃
な

い
。
然
し
具
艦

的
に
は
そ

の
い
つ

れ
を
優

位
と
す

る
か
に
、
虚

心

の
眼
を
向
け
て
見

た

い
と
思

ふ
。
)

以

上

に

よ

つ

て
も

知

ら

る

る
如

く

、

元

來

佛

敏

そ

の
も

の

に

は

「
始

畳

的

性

格

」

が

そ

の
重

要

な

る
傅

統

と

し

て
優

位

に
存

在

し

て
ゐ

る

こ
と

は

明

白

で
あ

る
o

か
ー

て
目
姦

し
く
潭
の
懸

史
的
震

に
向
け
る
時
、
(詳
細
の
論
述
を

省
く
と
し
て

)
初
轟

婁

心
、
二
祀
の
了

奮

知
、
特
兵

祀
の
見
性
、
,

馬
祀

.
百
丈
の
大
機
、
臨
濟
の
猫
脆
無
依
ま
た
は
大
用
、
大
慧
の
圭
張
た
る
以
悟
爲
則
等
、
臨
濟
暉
系
の
受
用
は
、
始
畳
的
性
格
を
優
位

と
し

て
展
開
し
て
ゐ
る
こ
と
は
明
白
な
事
實
で
あ
る
。

帥
ち
、
暉
の
歴
皮
的
蛋
展

に
於
て
、
佛
教
本
來
の
特
質
た
る
、
始
畳
的
性
格
の
傅
統
を
優
位
に
保
持
し
受
用
せ
ん
と
す
る
宗
風
が
、
臨

濟
灘

で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ら
う
o

'鴎



さ
て
、
以
上
を
要
約
す
る
に
、
佛
教

の
核
心
た
る
正
畳
経
験
、
暉
の
生
命
た
る
見
性
経
験

(
ま
た
は
安
心
経
験

)
が
、
い
つ
れ
も
始
畳

剛
性
格
を
優
位
と
す

る
傅
統
た
る
意
味
に
於
て
、
そ
の
傅
統
が
、
臨
濟
暉
師
の
個
性
と
渾

一
し
て
猫
脆
無
依
の
大
用
輝
を
形
成
し
、
大
慧

牌
師
の
個
性
と
渾

一
し
て
以
悟
爲
則
の
看
話
揮
を
出
現
せ
し
め
、
白
隠
騨
師
の
個
性
と
揮

一
し
て
疑
情
の
激
登
を
中

心
と
す
る
新
し
き
看

訪
岬
を
完
成
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
騨
風
が
常
に
見
性
経
験
を
絶
封
と
し
、
始
畳
的
傅
統
を
優
位
に
保
持
し
つ
義
推
移
登
展
し
て
ゐ
る
こ

と
は
、
明
白
な
事
實
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

印
ち
そ
こ
に
、
臨
濟
系
の
騨
が
、
僅
か
乍
ら
そ
の

「
正
宗
」
た
る
安
當
性
を
、
そ
の
傳
統
保
持
の
優
位
さ
に
登
見

し
得
る
様
に
思
は
れ

る
。術

ほ
序
な
が
ら

一
言
云
ひ
添
え
る
な
ら
ば
、
揮
が
中
世
以
後
に
於
け
る
支
那
及
び
日
本
文
化
の
特
色
あ
る
成
長
に
、
深
い
内
面
的
影
響

を
輿

へ
た

こ
と
に
就
い
て
、
臨
濟
弾
が
よ
り
大
き
い
役
割
を
果
し
て
ゐ
る
理
由
も
、臨
濟
灘
が
特
に
還
相
的
に
現
實

肯
定
的
性
格
を
も
ち
、

從

つ
て
文
化
の
形
成
に
役
立
ち
易
い
始
畳
的
騨
風
な
る
が
爲
め
に
外
な
ら
な
い
と
と
は
明
白
な
事
實
で
あ
る
と
思
ふ
。

*

*

*

然
し
、
薮
に
云
ふ

「
正
宗
」

へ
の
考
察
は
、
南
北
爾
宗

の
論
璽
の
如
き

「
正

・
傍
」
と
か

「
眞

・
儒
」
と
か

「
深

・
淺
」
と
か
云
ふ
、
,

質

の
上
下
を
批
制
し
て
ゐ
る
も
の
と
し
て
考

へ
た
く
は
な
い
。
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も

「
表

.
裏
」
と
云
ふ
如
き
性
格

に
於
て
考

へ
た
い
。

即
ち
同

一
龍
験

内
容
に
於
て
そ
の
受
用
が
、
始
畳
,(表
)
を
優
位
と
す
る
か
、
本
畳

(裏
)
を
優
位
と
す
る
か
、

と
云
ふ
性
格
的
問
題
と
し

て
考

へ
た
い
の
で
あ
る
。

本
畳
に
立
つ
も
始
畳
に
立
つ
も
、
本
誰
に
立
つ
も
妙
用
に
立
つ
も
弾
が
眞
に
灘
た
る
限
り
、
深
い
宗
教
経
験

へ
の
撞
藩
、
即
ち
同
心
の

事
實
な
く
し
て
輝
た
り
得
る
筈
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
は
、
共
に

「
正
宗
」
た
る
こ
と
が
安
當
な
の
は
云
ふ
迄
も
な
炉
で
あ

ら
う
o

「
臨
濟

正
宗
」

に
就

い
て

二
三


