
隠

漢
、暉

師

の
儒

佛

合

論

/

幅

島

俊

翁

、
文
化
十
三
年

(
二
四
七
六
)
原
念
齋

の
著
し
た
先
哲
叢
談
の
中
に
、
山
崎
闇
齋

(
塁
配

訊
1
)
は
嘗

て
畢
弟
子
を
集

め

て
、、

竃

方
今
彼

の
邦
、
孔
子
を
以
て
大
將
之
爲
し
、
孟
子
を
副
將
と
爲
し
、
騎
歎
萬
を
率
ゐ
來
つ
て
我
が
邦
を
攻
む
る
と

き
は
則
ち
吾
窯
孔
孟
の
遣
を
學

ぶ
者
、
之
を
如
何
と
な
す
や
と
日
ふ
。
弟
子
威
答

ふ
る
能
は
す
。
曰
く
、
小
子
爲

す
所
を
知
ら
す
。
願

く
は
其

の
説
を
聞
か
ん
と
。
曰
く
、
不
幸
若
し
此
の
厄

に
逢
は
ば
則
ち
吾
窯
は
、
身
堅
を
被

り
、
手
鏡
を
執

り
、
之
と

一
戦
し
、
孔
孟
を
檎

に
し
、
以
て
國
恩
に
報
ぜ
ん
。

此

れ

帥

ち

孔

孟

の

道

な

塾

(
巷

三
、
原
漢

丈
、
以
下
引
用
丈
は
便
宜
、
和
丈

に
換

ふ
、
之
に
倣

へ
)

と
教

へ
た
と
い
ふ
こ
と
が
見
え

て
ゐ
る
。

こ
の
こ
と
は
有
名
な
話
頭
で
、
闇
齋

の
國
家
思
想
を
絵
り

に
も
よ
く
顯

は

し
て
ゐ
る
と
思

ふ
。
が
か
う
し
た
闇
齋

の
國
家
的
思
想
の
由

つ
て
來
る
所

は
那
邊

に
在

つ
た
か
と
言

へ
ば
、
畢
覧
彼

が
極
め
て
忠
實
に
信
奉
し
、
宗
敷
的
だ
と
さ

へ
言
は
れ
る
程
に
心
酵
し
た
朱
子

の
學
問
精
紳
に
負

ふ
も
の
で
あ
る
と

隠
漢
輝
師
の
儒
佛
合
論

(
一
)

。
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隠
漢
輝
師
の
儒
佛
合
論

(
二
)

言
ひ
得

よ
う
。
言

ふ
ま
で
も
な

く
、
宋
學

こ
と
に
朱
子

一
派

の
儒
學
は

.
聖
賢

の
言
語
文
章
に
よ

つ
て
記
述
さ
れ
た

輕
典
の
訓
話
解
繹

に
重
勲
を
置

い
て
、
古
典

の
客
観
的
な
研
究

に
終
始
す

る
傾
向
の
多
い
漢
唐
時
代

の
所
謂
輕
學
に

懐
ら
す
、
直

に
進
ん
σ
孔
孟

の
精
繭
を
理
會
し
、
古
聖
賢

の
内
面
的
生
活
を
自
ら
膿
験

せ
な
け
れ
ば
止
ま

ぬ
と
い
ふ

主
義
で
あ

つ
た
。
故

に
孔
子
が
周
の
皇
室
の
興
隆
を
企
圖
し
、
そ
の
禮
樂
を
復
興
し
、
國
家
人
心
の
和
李
を
唱
道
し

孟
子
が
之
を
旭
述
し
て
王
道
仁
義
を
鼓
吹
し
た
精
瀞
か
ら
言
ふ
な
ら
ば
、
我
が
日
本
の
儒
家
が
皇
國
の
爲

に
最
大

の

犠
牲
を
彿

つ
て
當
面
の
外
敵
を
排
撃
し
、
邦
家
萬
年

の
洪
基
を
輩
固

に
す
る
の
は
蓋
し
當
然
の
こ
と
で
あ
ら
う
。

こ
の
山
崎
闇
齋
は
共

の
少
年
時
代

に
我
が
妙
心
寺
塔
頭
大
通
院

の
湘
南
和
樹
の
弟
子
と
な
り
絶
藏
圭
と
呼
ば
れ
た

人
で
あ
る
。
頴
脱
豪
蓬
不
羅
の
才
を
以
て
、
後
土
佐

の
吸
江
寺

に
行
き
、
同
寺

の
檀
頭
で
朱
子
學

者
で
あ
る
野
中
粂

山

に
鋤
め
ら
れ
て
專
ら
儒
典
を
研
究

し
、
朱
子
語
類
文
集
を
讃
ん
で
大
い
に
得
る
所
が
あ
り
、

「
嗣
異
」
と
名
く
る

一
巻
を
著
し
て
こ
こ
を
去

つ
た
。
(註
U
)

ー

「
吾
幼
年
に
し
て
四
書
を
護
み
成
童
に
し
て
佛
徒

た
り
。

二
十
二
三
に
し
て
塞
谷
の
書
に
本
つ

い
て
三
教

圃
致
の
胡

論
を
作
る
。

二
十
五
に
し

て
朱
子
の
書
を
讃

ん
で
佛
學
の
道

に
あ
ら
ざ
る
を
畳

る
。
則
ち
逃
れ

て
儒
に
蹄

す
。
今

＼

三
十
に
し
て
未
だ
立

つ
こ
と
能
は
す
、
深
く
吾

の
早
く
辮
ぜ
ざ
り
し
を
悔

い
、
叉
入

の
終

に
惑

ふ
べ
き
を
儂
る
。
」

2



(
註

二
)

と
自
ら
述
ぶ
る
所

に
よ
る
と
、
關
異

一
巻
は
逞
-く
と
も
彼

の
三
十
歳
の
頃
に
書
か
れ
た
も
の
と
思

ふ
。
(註
四
)
而
し

て
彼
は

予
既

に
此
篇
を
述
ぶ
る
に
、
佛
氏
泰
伯

の
述
を
引

い
て
、
以
て
程
子
　
断
の
言
を
難
じ
、
理
障
の
読
あ

つ
て
、
以

て
朱
子
宇
宙

の
章
を
難
じ
て
謂

へ
ら
く
、
程
朱
も
亦
佛
老
を
學
ん
で
而
し
て
共
身
儒
者
た
る
を
以
て
、
陰

に
之
を

用
ひ
、
陽

に
之
を
關
く
も
、
而
も
輕

々
し
く
信
じ

て
之
を
述

ぶ
る
な
り
と
。
或
ひ
と
以

て
告
ぐ
。
吾
之
に
謂

つ
て

曰
く
、
程
朱
の
門
、
千
言
萬
語
、
只
學
者
を
し
～
正
遣
を
守
り
、
異
端
を
開

ρ
し
め
ん
と
欲
す

る
の
み
ゴ

篇
に
之

を
歴
考
す
る
に
、
未
だ
迩
断
の
言

の
若
く
要
に
し
て
的
る
も
の
有
ら
ざ
る
な
り
。
未
だ
宇
宙
の
章
の
若
く
明
に
し

て
備

は
れ
る
者
有
ら
ざ
る
な
り
。
彼
能
く
三
復
、
思
を
致

さ
ば
、
則
ち
亦
以
て
戚
悟
興
起
す

べ
き
な
り
。
惜
し

い

か
な
、
然
る
能

は
ざ
る
や
。
今
且
に
之
を
辮
ぜ
ん
と
す
。
夫
れ
天
下
の
道
は
糎
有
り
、
権
有
り
。
経
は
萬
世

の
常

に
し

て
、
人
皆
以
て
守
る
可
き
な
り
。
椹

は

噌
時

の
用
に
し
て
、
聖
賢

に
非
ん
ば
用
ふ
る
能
は
ざ

る
な
り
。
朱

子

曰
く
、
湯

の
桀

を
放
ち
、
武
王
の
紺
を
伐
ち
、
伊
サ
の
太
甲
を
放
つ
が
如
き
、
此
是
れ
椹
有
り
。
若
し
日
日
時
時

な
に

之

を
用

ふ
れ
ば

、

則
ち
甚

の
世
界

を
成

し

了
ら

ん
。

泰
伯

の
逃

る
る

も
、
亦
椹

な

り
。

故

に
伊
タ

の

志
無

く

し

て

其

君
を
放

つ
は
い

是

れ

君
を
無

み
す

る
者
な

り
。

夫

の
理
障

の
説

、
程

子
、

人

の
此

の
問

ふ

に
答

へ
て
曰
く
、

程

隠
漢
輝
師
の
儒
佛
合
論

・

(訟こ

3



隠
灘
藤
師
の
儒
佛
合
論

.

(
四
)

氏

に
此
の
読
あ
り
。
謂

へ
ら
く
、
既

に
此
の
理
を
明
に
し
て
而
し
て
叉
是
の
理
を
執
持
す
、
故
に
障
と
爲
す
。
此

、れ
錯

つ
で
理
の
字
を
看
了
す
る
な
り
。
天
下
只

一
箇

の
理
あ
り
。
既

に
此
の
理
を
明

に
せ
ば
、
夫
れ
復

何
ぞ
障
せ

ん
。
若

し
理
を
以

て
障
と
爲
さ
ば
、
則
ち
是
れ
已
に
理
と

二
と
爲
る
。
朱
子
が
李
宗
思
に
答

ふ
る
書

に
日
ぐ
、
來

書

に
云
ふ
、
理
を
以
て
障
と
爲
す
者
は
、
特

に
其

の
私
意
小
智
を
去
ら
ん
と
欲
す
る
の
み
と
、
烹
謂

へ
ら
く
、
私

意
小
智
を
認
あ

て
理
字
と
作
す
は
、
正
に
是

れ
理
字
を
知
ら
ざ
る
な
り
と
。
來
書
に
叉
謂

ふ
、
上
察
云

ふ
、
佛
氏

は
肯

て
理
に
就
か
ざ
る
を
非
と
爲
す
と
。
烹
謂

ヘ
ム
く
、
若
し
理
字
を
識
ら
ざ
れ
は
則
ち
此
れ
亦
未
だ
口
舌
を
以

て
孚
ひ
易
か
ら
ざ

る
な
り
。
他
日
此
を
解
す
れ
ば
、
乃
ち
言

ふ
所

の
笑

ふ
可
き
を
知
略
ん
の
み
。
夫
れ
程
朱

の
學

始
め
未
だ
共

の
要
を
得
す
。
是
を
以
て
佛
老

に
出
入
す
。
其

の
反
り
求
め
て
こ
れ
を
六
経
に
得
る
に
及
ん
で
、
堂

佛
老
を
用
ひ
ん
や
。
其

の
之
を
關

く
や
、
綱
常
を
腰
す
る
の
罪
あ
れ
ば
な
り
。
若
し
用

ふ
可
き
の
實
あ
り
、
關
く

べ
き
の
罪
な
く
し
て
、
陰

に
用
ひ
陽
に
關

か
ば
、
何
を
以
て
程
朱
と
爲
さ
ん
。
(註
三
)

と
も
言

つ
て
ゐ
る
如
く
、
彼
が
開
異
を
書

い
た
圭
意
は
、
佛
教
が
特

に
人
倫
を
無
覗
し
、
人
遣
に
背
く
斯
が
あ
る
と

い
ふ
に
賜
す
る
の
で
あ

つ
て
、
此

の
鮎
を
朱
子

の
語
言
を
か
り
て
江
湖

に
喚
唱
し
、
大

い
に
儒
佛

の
相
違
を
聞
朋
し

よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
。

こ
の
闇
齋

の
開
異
は
崎
門
涙
帥
ち
闇
齋
學

の
.基
本
的
な
思
想

で
あ

る
が
、
後

に
彼
は
儒

よ
レ
紳
撹

に
入
つ
て
垂
加
流
を
唱
道
す
る
や
う

に
な

つ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と

に
属
す
る
。
而

し
て
其
の
當
時
朱
子

、

4



學

に
反
封
す
る
我
が
國
の
學
者
に
は
山
鹿
素
行
や
伊
藤
仁
齋
や
、
荻
生
租
侠

の
如
き
人

々
が
殆
ど
時
を
同
う
し

て
輩

出
し
て
は
ゐ
る
が
、
,特

に
儒
佛

の
關
係
を
中
心
と
し
て
朱
子
に
論
及
し
、
或
は
叉
直
接
に
闇
齋

の
開
異
に
向
つ
て
正

面
か
ら
辮
難
す
る
と

い
ふ
風
な
も

の
を
見
出

さ
な
い
様

駕
思

ふ
。

・

然

る
に
我
が
妙
心
寺
塔
頭
幡

桃
院

の
四
世
隙
漢
智
脱
和
尚

(
別

に
含
塞
子
ど
號
す
)
は
寛
文
八
年

(
二
三
二
八
)

に
儒
佛
合
論
九
雀
凡
そ
十
萬
言
を
著

し
て
出
版
し
、
(註
五
)
大

い
に
我
が
宗
門
の
爲

に
辮
ぜ
ん
と
し

て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
顧

ふ
に
此
書

の
出
來
た
の
は
闇
齋

の
關
異
が
書
か
れ
た
年
か
ら
凡
そ
二
十
年
後

で
あ
8
。

隠
漢

は
闇
齋
の
開
異
を
讃
み
、
共

の
中
か
ら
凡
そ

二
十
二
條
を
摘
記
し
、
朱
子

の
所
論

の

一
一
に
就

い
て
、
詳
細

に
槍
討
批
到
し
.
そ
の
根
本
的
な
誤
謬
を
論
断
し
よ
う
と
試
み
、
世
の
朱
子
學
者
達
が
我
が
佛
法
を
異
端
と
し
て
疾

て
ら

忌
す
る
こ
と
恰
も
冤
雌

の
如
く
し
、
自
己
の
功
を
張
ら
ん
と
し
て
、
他
人
の
徳
を
掩
ひ
、
心
を
昏
迷
し
て
自
ら
燭
す

所
を
知
ら
ざ

る
を
見
、
籍

口
黙
止
す
る
能
は
す
し
て
、
憤
を
暉
絵
に
螢
し
た
も

の
で
あ
る
と
自
ら
言
づ
て
ゐ
る
。

.
私

は
こ
～
に
こ
の
隙
漢
の
儒
佛
合
論
中
に
述
べ
て
ゐ
る
思
想
の

一
斑
を
略
記
し
、
此

の
種
の
交
献

に
乏
し
い
妙
心

寺
涙
先
徳
の
遺
芳
を
紹
介
し
た

い
と
思
ふ
。

隙
漢
は
こ
の
論

の
初

に
當

つ
て
、
大
道
の
本
論
を
叙
し
て
日
ふ
、
物
あ
り
天
地

に
先

つ
。
形
無
う
し
て
本
寂
蓼
。

隠
漢
輝
師
の
儒
佛
合
論

,

(
五
)

5



隠
悶潔
咽騨
師
の
儒
…佛
合
論

(
六
)

之
を
佛
敏
で
は
翼
室
と
い
ひ
、
儒
教
で
は
無
極
と

い
つ
て
ゐ
る
。
眞
塞
が
有

つ
て
妙
有
が
あ
り
、
妙
有
が
あ

つ
て
俗

諦
が
あ
る
。
又
無
極
が
有

つ
て
太
極
が
あ
り
、
太
極
が
有

つ
て
天
地
が
あ
り
、
天
地
有

つ
て
萬
物
が
あ
る
。
萬
物
が

あ

つ
て
品
類
が
あ
り
品
類
が
あ

つ
て
聖
人
が
あ

り
、
'
聖
人
が
あ

つ
て
言
教
が
あ
る
。
凡
て
言
教

の
設
け
は
、
儒
と
佛

と
述
を
異

に
し
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
聖
學

の
椹
要
は
唯
々
心
性
の

一
理
に
在

る
の
で
あ

る
。
孔
子
は

「
天
下
國
家
は

均
し
く
す
可
し
、
白

匁
は
躇
む

べ
く
、
中
庸
は
能
く
す
可
ら
す
」

と
日
ひ
、
吾
が
古
徳
は
、

「
富
貴
崇
高
の
勢
は
譲

.
る
べ
し
。
貧
賎
孤
随
の
極
は
樂
し
む

べ
し
。
飲
食
は
断

つ
べ
し
。
身
命
は
棄

つ
べ
し
」
と

日
つ
て
ゐ
る
。
這
の
理
を

審

に
ぜ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
萬
物

の
根
源
、
天
地
の
太
祀
、
死
も
生

も
之
に
本

つ
か
な

い
も
の
は
な
い
。
然
し
幽
遠

不
揚
、

退

い
て
密
に
藏
れ
て
ゐ
る
が
故
に
、
世

の
聖
賢
も

不
知
不
識
を
以

て
鑑
し
て
ゐ
る
。
吾
が
佛
敏
に
非
す
し
て
敦
が
之

を
明

に
知

る
も
の
が
あ
ら
う
か
。
知
る
所

の
心
法
を
推
し
て
普
く
群
類
を
引
導
す

る
の
で
あ
る
。
引
導
の
施

設
は
尺

も
短
し
と
す

る
所
が
あ
り
、
寸
8
長
し
と
す

る
所
が
あ
る
。
機
宜
に
鷹
す
る
の
故
を
以
て
頓
漸
権
實
の
読
が
あ

る
。

然
し

一
眞
の
妙
を
極
め
る
の
は
心
法
に
本
つ
か
ぬ
と

い
ふ
も
の
は
な

い
の
で
あ
る
。
あ
あ
心
法

の
設
敏
は
佛
敏
を
捨

て
て
何
く
に
求
め
ら
れ
や
う
。
(註
六
)

噌

右

の
様
な
圭
張
を
隠
漢
は
儒
佛
合
論

の
巻
頭

に
掲
げ
、
以
下
更

に
朱
子
や
韓
愈
や
歓
陽
修
等

の
排
佛
論
者
に
向

つ

て
痛
棒
を
加

へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
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先
づ
朱
子
が
呉
人
傑

に
答

へ
た
書
翰

に
就

い
て
見
る
と
、
朱

子
は
、
佛

と
儒
と
は
、
略

々
相
似
た
庭
は
あ
る
が
、

そ
れ
は
貌
丈
け
で
心
は
異

つ
て
ゐ
る
。
儒
の
方

で
い
ふ

「
道
」

は
君
臣
父
子

日
用
常
行
當
然

の
理
を
行

ふ
實
践
法
則

で
あ

る
。
'繹
氏
の
所
謂
舘
然
大
悟
、
通
身
汗
出
す
と

い
ふ
風
な
玄
妙
奇
特
に
し
て
測
り
知
る
べ
か
ら
ざ

る
底

の
も
の

が
あ
る
の
で
は
な
い
。
如
今
更

に
ヵ
を
別

の
庭

に
用

ふ
る
こ
と
を
求
め
す
、
敬
を
持
し
理
を
窮
め
る
の
み
で
あ
る
。

よ

言

へ
ば
必
ず
忠

信
、
行

へ
ば
必
す
篤
敬
、
念

々
忘
れ
す
、
到
る
庭
常
に
こ
の
言
行
に
つ
い
て
心
目
の
間
を
離
れ
な

い

事
を
論
く
の
み
で
、
尭
を
奨

に
見
、
箋
を
藩
に
見

る
と
言
ふ
が
如
く
す
る
の
で
、＼
我

の
心
を
以

て
還
た
我
が
心
を
見

て
、
別
に

噸
物
と
し
て
身

外
に
在
り
と
す
る
も
の
は
な

い
。
灘
家
の
悟
入
に
於
て
は
、

「
心
思
路
絶
、
天
理
蓋
見
」

と

い
ふ
事
を
言

ふ
け
れ
ど
も
、
心
思
の
正
が
便
ち
是
れ
天
理

で
あ
る
。
流
行
蓮
用
、
凡
て
天
理
の
贅
見

で
無
い
も
の

は
な
い
の
で
あ
る
。
豊
心
思
路
絶
を
待

つ
て
後
に
天
理
が
見
は
れ
る
で
あ
ら
う
か
。
一
膿

天
理
と
は
何
物

で
あ

る
か
。

仁
義
禮
智
で
あ

る
。
君
臣
父
子
兄
弟

夫
婦
朋
友
そ
れ
が
天
理
で
あ
る
。
叉
儒
は
下
學
し
て
上
達
す
る
の
學

で
漸
修
で

あ

る
。
佛
は
頓
悟
を
用
ひ

て
漸
修
を
か
ら
す
、
上
達
し
て
下
學
す
る
と
い
ふ
不
合
理
を
読
く
も

の
で
あ
る
。
程
子
も

巳
に
言

つ
て
ゐ

る
様

に
佛
家
で
は
父
を
逃
れ
、
家
を
出
で
、
人
倫
を
絶
ち
、
山
林

に
濁
慮
す
る
。
而
し

て
自
己
は
君

臣
父
子
夫
婦

の
道
を
爲

さ
す
し
て
、
他

人
は
か
く
の
如
く
す
る
能
は
す
と
し
、
人
は
之
を
爲
す

べ
き
も
、
己
は
之
を

爲

さ
す
し
て
別

に

一
等

の
人
と
倣
す
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
し
て
之
を
牽
ゆ
る
こ
と
は
類
を
絶
す
る
も
の
で
あ
乃

隠
膿
藻
騨
蜥
凹の
儒
佛
△口論

(七
)
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隠
…漢
潤
…師
の
儒
…佛
合
論

(
八
)

と
言

つ
て
ゐ
る
。
之
に
封
し
隠

漢
は
朱
子
の
道
は
君
臣
父
子
日
用
常
行
當
然
の
理
と
い
ふ
読
を
論
駁
し
で
、
孔
子
が
内

朝

に
道
を
聞

い
て
夕

に
死
す
と
も
可
な
り
と
い
ふ
の
は
君
臣
父
子
を
以

て
道
と
す

る
ρ
、
常
行
當
然
を
以
て
道
と
す

る
か
。
道
が
若
し
日
用
當
然
底

に
あ
ら
ば
則
ち
黙
し
て
之
を
識
す
と
は
謂

ふ
ま
い
。
孟
子
が
我
能
く
浩
然

の
氣
を
養

ふ
と
云
う
た
が
、
君
臣
父
子
を
用

つ
て
氣
を
養

ふ
の
か
、
日
用
當
然
を
以

て
氣
を
養

ふ
の
で
あ

る
か
σ

道
若
し

日
用

當

然
底
に
あ
ら
ば
既

に
自
ら
曰
く
言
ひ
難
し
と
は
謂

ふ
ま

い
と
思

ふ
。
曾
子
の

一
以

て
之
を
貫

せ
b
と
言
ふ
の
も
君

臣
父
子
を
貫
す

る
か
、
常
行
當
然
を
貫
す
る
か
。
既

に
唯
と
し
て
自
得
し
た
所
を
見

る
と
、
日
用
常
行
と
は
言
ひ
難

い
。
子
貢

の
夫
子
の
文
章
は
得
て
聞

曳
べ
し
。
性
と
天
道
と
は
得
て
聞
く
可
ら
す
と
い

つ
て
ゐ
る
の
を
見
て
も
孔
子

の
道

に
も
幽
遠
不
揚
常
行
當
然
を
以
て
求
む
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
、あ
る
こ
と
は
必
然

で
あ

る
。
(註
七
)

朱
子
は
繹
氏
の
敢
が
玄
妙
奇
特
云

々
と
い

つ
て
ゐ
る
が
眞

の
佛
道
は
名

の
名
つ
く

べ
き
無

き
も
の
で
、
義
學
を
以

て
は
測

る
可
ら
す
、
世
知
を
以

て
は
究
む

べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
。
其

の
無
を
無
と
す
れ
ど
も
鑑
す
こ
と
能

は
す
、

其
の
空
を
空
す
れ
ど
も
了
す
る
こ
と
能
は
ざ

る
も
の
は
灘

の

一
法

で
あ
る
。

此
の

一
法
は
我
が
門
で
は
敷
外
別
傳

の

宗
旨
と
い
ひ
、
十
年
五
歳
自
ら
心
を
止
め
、
慮
を
絶
し
、
禮
究
す
る
に
非
れ
ば
、
共

の
旨

に
達
す
る
こ
と
は
出
來
な

い
ρ
魚

に
非
れ
ば
魚

の
樂
を
知
る
可
ら
す
。
吾
に
非
れ
ば
吾
の
樂

し
む
所
を
識
り
得
な

い
の
で
あ

る
。
(註
八
)

六
祀
大
師
は

「
外
に

一
物
無
く
し

て
能
く
建
立
す
」
と
い
び
、
景
峯
輝
師
は

「
鑑
十
方
世
界
は
自
己
の
光
明
裏

に

＼



噺

あ

レ
L
と
日
つ
て
ゐ
る
屠
隆
居
士
は

一
物
を
諭
し

て
云
ふ
、

「
心
は

一
の
み
、

巳
に
二
あ
る
に
非
す
。
側
融
無
磯
な

る
を
以
て
の
故

に
、
外
百
物
を
観

じ
、
内

一
心
を
観
す
。
只
此
の

一
心
、
外
百
物
を
観
る
、
之
を
放
光
と
謂
ひ
、
内

一
心
を
観
す
、
之
を
返
照
と
謂

ふ
。
能
く
放
光
し
能
く
返
照
す
る
は
此
の
心
の
霞
明

た
る
所
以
な
り
」
と
言

つ
て
ゐ

る
。
が
朱
子

の

「
我

の
心
を
以
て
還
た
我
心
を
見
る
、
別
に

一
物
と
し
て
身
外

に
在
り
と
な
さ
ん
や
」
と

い
ふ

一
物

は
何
れ
の
腱

に
あ

る
の
で
あ
ら
う
か
。
(註
九
)

、朱
子
は
心
思
路
絶
を

云
爲

せ
ぬ
と
言

つ
て
ゐ
・る
が
、
或
人
が
程
子

に
、「
中
を
喜
怒
哀
樂
未
磯

の
前

に
求
め
ん
か
」

と
問
う
た
時

に
、
程
子
は
、

「
求
む
る
時
は
是
れ
思
ふ
こ
と
あ
り
。
思

へ
ば
是
れ
巳
登
な
b
」
と
答

へ
て
ゐ
る
。
此

の
意
味
は
心
思
路
絶

で
は
な
か

ら
う
か
。
周
茂
叔
は
、

「
無
欲
な

る
が
故
に
静
な
り
、
喜
怒
哀
樂

の
未
だ
登
せ
ざ
る

之
を
無
欲
と
謂

ふ
」
と
言

つ
て
ゐ
る
の
も
心
思
路
絶
と

い
は
ね
ば
な
る
ま

い
(
註
哺
o
)と
て
隠
漢
は
他
の
幾
多
の
宋
儒

の
言
を
墨
げ
τ
朱
子
の
矛
盾
を
論
謹
し
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。

、

9

朱
子
の
李
宗
思
に
答

へ
た
書

に
、

嚇

繹
氏
は
死
生

に
本

つ
く
ρ
悟
る
者
は
須
ら
く
徹
底
に
悟
り
去
る
べ
し
と
。
故

に
租
師
以
來
此
に
由
つ
て
道
を
得
る

者
多
し
と
。
烹
謂

へ
ら
く
、
徹
底
に
悟
り
去

る
の
人
は
、
知
ら
す
本
末
内
外
是
れ

一
か
、
是
れ

二
か
。
二
な
ら
ば

際
灘

輝
蜥
㎜
の
儒

佛
合
論

(
九
)

'



隅
聞漢
㎝脚
師
の
儒
佛
合
論

(
嘱
0
)

則
ち
道
年
二
致
あ
ら
ん
。

一
な
ら
ば
則
ち
死
生
人
事

一
以
て
之
を
貫
し
て
了
ら
ざ
る
所
無
し
。
知
ら
す
傳
燈
録

の

中
、
許
多
の
祀
師
幾
人
か
鑑
舜
禺
穫
を
倣
し
得
た
る
。
幾

人
か
丈
武
周
公
を
倣
し
得
肥
る
か
を
。
須
ポ
く
徴
験
の

庭
有
る
べ
し

と
。

之
に
封
し
陰
漢
は
佛
師

の
徴
験
は
大
道
に
在
る
。
妙
用
を
以
て
之
を
擬
す
る
こ
と
ば
出
來
な
い
が
、
妙
用
は
道

徳
の
神
験

で
ポの
る
。
大
凡
賢
傳

に
載

つ
て
ゐ
る
神
僧
異
僧
の
事
蹟
を
考

へ
る
と
、
生
き
て
心
行
を
施

せ
ば
戚
鷹

の
指

撫
、
天
地
を
胸
裏
に
呑
み
、
神
通

の
妙
用
、
造
化
を
掌
中
に
環
ら
す
者
が
あ

る
。
諸
天
奉
行
し
て
鬼
紳
擁
護
し
、
百

鳥
花
を
卿
み
、
虎
狼
役
を
執

る
者
が
あ
る
。
滅
し
て
寂
光
に
入
る
時
は
、
身
形
朽
ち
す
、
舎
利
光
を
襲
す
る
者
が
あ

り
、
,鳥
獣
哀
鳴

し
て
月
を
愈
え
、
異
香
芳
郁
と
し
て
旬
を
経
る
も
の
が
あ
り
、
山
林
自

に
愛
じ
、
漢
澗
流
を
絶

つ
者

が
あ
り
、
白
虹
岩
墾
を
貫
き
、
神
旛
山
藪
を
遠

る
者
が
あ
る
。
其
の
徳

の
及

ぶ
所
、
呆
日
天
に
麗
き
、
陽
和
の
物
を

煎
る
が
如
く
、
其

の
紳
力
と
徳
化
と
は
徴
験

に
由

つ
て
之
を
論
す
れ
ば
則
ち
世

の
聖
人
、
何
を
以
て
か
之
に
配
す
る

こ
と
が
出
來
よ
う
。
世
を
同
う
し
て
語
る
こ
と
は
出

來
ぬ
。
(註
二

)

と
煙

に
雀
き
、
更
に
朱
子
が
李
宗
思

に
向

つ
て

來
書

に
曰
く
、
儒
佛

の
見
威
、
既
に
ご
理
な
し
と
。
其
の
設
教
何
ぞ
異
る
や
。
蓋

し
儒
敏
は
入
事
に
本
づ
き
、
繹

教

は
死
生

に
本
つ
く
。
人
事
に
本
つ
く
が
故

に
見
性

に
緩
な
り
。
死
生
に
本
つ
く
が
故
に
見
性

に
急
な
り
と
。
喜
…
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謂

へ
ら

く
、

既

に
之
を

本

と
謂

へ
ば

、
則

ち

此
上
復

物
有

る
こ
と
な

し
。
、
今

既

に
本

を

二
に
す

。

知

ら
す

、
同

じ

き

所

の
者

は
何
事
ぞ

、

而

る

に
所

謂
儒

は
人

事

に
本
つ

い
て
性
を

見

る

に
緩

な

り
と

は
、
亦

殊

に

理
な

し
。

三
聖

易

を
作

る
。
首

に
曰

く
、

乾

元
亨
利
貞

と

。

子
思

中
庸

を
作

つ
て
首

に
、

天
命

之
を
性

と
謂

ふ
と

日
ふ
。
孔

子
性

と

天
道
と

を
言

ふ
。
而

し

て
孟
子
性

善
を

遣

ふ
。

此
れ
人

事

に
本

つ
く

と
す

る
か
。

天
道

に
本

つ

く
と

す

る
か
。

'

性

に
緩
な

る
か
。
性

に
急
な
る
か
。
…
…
…
直

に
是
れ
性
を
書
し
て
命
に
至
る
こ
と
方
に
是
れ
極
る
。
則
ち
見
性

の
説
、

一
見
し
て
逮
に
巳
む
が
如
き
に
非

る
也
。

と
言

つ
て
ゐ
る
に
封
し
、
隙
漢
は
、
儒
者
の
存
養
は
入
倫

人
物
の
上
に
在

つ
て
鮎
帯
着
實
を
菟
れ
ぬ
、
内

に
は
百
慮

節

な
く
、
外
に
は
萬
物
競
を
設
け
、
行
坐

に
は
思
想
し
、
優
臥
に
は
魂
夢
す
ろ
。
是
非

の
威
動

に
由
つ
て
分
段

の
形

器
を
煎
蒸
し
、
耽
淫

の
汚
欲
を
以
て
老
躯

の
筋
骸
を
使
役
し
、
名
は
利
の
鈎
と
な
り
、
利
は
名
の
餌
と
な

つ
て
方
寸

の
間

に
幡
り
、
手
足
羅
鎖
、
跳
躍
を
恣

に
す
る
を
得
す
、
痴
愛
を
進
退

に
設
け
、
貧
瞑
を
起
居

に
磯
し
、
…

…
:
天

理
道
源
を
究

め
る
こ
と
が
出
來
な
い
の
で
あ
る
。
孔
子
も

「
遁

の
明
か
な
ら
ざ
る
や
、
我
之
を
知
れ
り
。
物
の
累
に

由

る
な

り
」
と
日
ひ
、
沈
休
文
も
「
人
、
道
を
得
ざ
る
所
以
は
心
脚
の
昏
惑

に
由

る
。
心
紳
の
昏
惑

す
る
所
以
は
外
物

の
之
を
擾
る
に
由

る
」
と
日
つ
て
ゐ
る
。
然

る
に
出
家

の
存
養
は
世
事

の
爲

に
縛
ら
れ
す
、
物
欲
の
爲

に
累
ば
さ
れ

O

す

、
姪
桔

を
脱

去
し

て
四
支
宣

轄
、

動
ぱ
雲

と

無

心

に
、
静

は
石

と
何

の
機

あ
ら

ん
。

物
我

一
致

し

て
端
邪
裡

塞
、

謄
㎜漢
輝
師
の
儒
佛
合
論四

(
一
一
)
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隠
…漢
㎜脚
師

の
儀
…佛
合
論

(
一
二
)

行
も
叉
暉
、
坐
も

又
暉
、
語
獣
動
静
、
膿

安
然
、
適

く
と
し

て
理

に
順
ぜ
す
と
い
ふ
こ
と
な
く
、
循

ふ
と
し
て
性

に

由
ら
す
と

い
ふ
こ
と
が
な
い
。
大
寂
静

の
境

に
入

つ
て
速

に
流
浪

の
難
を
免
れ
、
無
絵
浬
榮

の
樂
を
得
て
、
永
く
生

死
の
苦
患
を
脱
し
、
道
の
明
ら
む
可
き
無
く
、
理
の
悟
る
可
き
無
け
れ
ば
則
ち
已
む
も
の
で
あ
る
。
(註
=
一
)

と
い
ひ
、
朱
子
が
心
と
が

念
と
か
言

つ
て
ゐ
る
も
の
も
具
性

の
邪

で
あ

つ
て
、
¥生
死
流
轄

の
本
源
で
あ

る
。
佛
教

で

は
本
性
に
本
つ

い
て
敷
を
設
け
、
人
天
を
引
導
し
、
心
を
本
性

に
蹄

せ
し
め
る
の
で
あ

る
。

心
を
本
性

に
蹄

せ
し
め

る
と
い

ふ
こ
と
は
、
塞
寂
に
よ

つ
て
塞
寂
の
想
を
作
さ
ず
、
紛
擾

に
よ

つ
て
紛
擾

の
想
を
作

さ
す
、
敷
喜

に
由

つ
て

敷
喜
の
想
を
作
さ
す
、
苦
衡

に
由

つ
て
苦
拶

の
想
を
作
さ
す
、
設

へ
ば
明
鏡

の
皇
に
當

つ
て
萬
象
畢
く
呈
す
と
錐
も
、

光
性
累
な
き
が
如
き
で
あ
る
。
如
何
と
な
れ
ば
経
に
所
謂

「
無
ゾ
所
ゾ
住
而
生
二
其
心
一」
が
故

で
あ

る
。

こ
の
所
住
な

く
し
て
其
の
心
を
生
す

る
時
は
、
喜
怒
哀
樂
は
寂
然

の
中
に
威
通
し
て
、
自
然
に
節

に
中

る
の
で
あ
る
。
虚
心
に
し

て
事
に
鷹
す
ろ
な
ら
ば
、
喜
怒
し
て
も
喜
怒
な
ら
す
、
哀
樂
し
て
む
哀
樂
な
ら
す
、
慈
地

に
和
を
爲
す

の
で
あ
る
。

和
は
理
に
逆
は
す
、
事

に
戻
ら
す
、
自
然

に
道
と

一
と
な
る
。
之
を
儒
激
で
は
寂
然
威
通
と
い
ひ
佛
敏
で
は
寂
而
常

照
と

い
ふ
の
で
あ
る
。
蘇
子
由
も

外

に
物
無
く
、
内

に
我
無
し
。
物
我
既

に
審
れ
ば
、
心
全
う
し
て
齪
れ
す
、
物
至
れ
ば
可
否
を
知
る
。
可
な
れ
ば

作
し
、
不
可
な
る
は
止
む
。
其

の
自
然

に
因

つ
て
な
し
て
、
吾
は
未
だ
嘗

て
思
は
す
、
未
だ
嘗

て
爲
さ
す
。

此
れ

●12



所

謂

思

ふ
も
無

く
爲

す

も
無

き
な

り

。

と
言

つ
て

ゐ

る
。

か

く

の
如

き
無

思
無

爲

こ

そ
眞

性

で
あ

る
。

其

の

心
を
墨

し

て
喜

怒
を

行

じ
、
其

の
念

を
動

じ

て

愛

悪

を

駿

し

た
な

ら
ば

人
欲

を
免

れ
な

い
。
縄

で
は

不
基

心
動

念

と

い
ひ

、

孟
子

は
不
動

心

と
謂

つ

て
ゐ

る
。

こ

の

灘

の

不
基

心
動
念

と

い
ふ
こ
と
を

異

端
と

呼

ぶ
な
ら

ば

、
そ

の
前

に
先

づ
孟

子
か

ら
擾
斥

し

て
掛
ら

ね
ば

な
ら

ぬ
。

若

し

孟
子

を
除

い
て
暉

を
攻

め

る
な

ら

ば
、

そ
れ

は
舜

犬
嘉

に
吠

ゆ

る
の
謂

で
あ

る
。
(註
一
三
)

朱

子

の
學

説

で

は
理
を

以

て
宇
宙

の
本

膿

と
見

、

之
を
窮

め

る
こ
と

を
主

張
す

る
。

然

し
隠

漢

は

其

の
妄
を
論

じ

て
曰

く
、

世

に
は

事
障

と
理
障

と

が
あ

る
。

特

り
事
障

が

吾
心
を

障

る

の
み

で
な

く
理
も
亦
能

く
吾

心
を
障

へ
る
の

、

で
あ

る
。

圓
畳

経

に
も

、

,

'

若

諸
衆

生

先
除

昌事
障

}。

未
レ除

昌理
障

一。
但

能
悟
昌入
聲
聞

圓
畳

一。
未

レ能
レ顯

往

菩

薩

境
界

一。

'

と

言

つ
て

ゐ

る
。

若

し
學
佛

者
が

こ

の
理
を

明

に
せ
な
け

れ
ば

、

心
性

の
眞

を
識

る
こ
と

は
出

來
な

い
。

が
然

し
此

の
理

に
執

滞

す

る

こ
と
も
亦

心
性

の
爲

に
磯
げ

ら
れ

る
こ
と
を

菟

れ
な

い

の
で
あ

る
。
故

に
勉

強

し

て
此

の
理

を
研

究

し

、
中
道

に
從

容

し

て
後
、

此

の
理

に
執

滞

せ
な

い
様

に
せ
ね
ば

な

ら

ぬ
。

河
を

渡

る

に
は
筏

を

用

ふ
る
も

、
岸

に
到

っ
て
は
之

を

必
要
と

せ

ぬ
檬

な

澤

で
あ

つ
て
、
此
は
佛

教

丈

に
説

く
所

で
は
な

い
。
彼

の
顔

氏

が

怒

を
遷

さ
す
、

渦
を

試

せ
な

い

の
は
、
事

障
を
除

い

た

こ
と

で
、

愚
な

る
如

く
坐

忘

す
る

に
至

つ
た

の
は

理
障
を
除

い
た

こ
と

で
あ

総
㎜総
㎜隙
師
の
儒
佛
合
論

(
輌
三
)



隠
漢
騨
師
の
儒
佛
合
論

(
一
四
)

る
。
彼

の
朱
子
は
此
庭
ま
で
解

つ
て
ゐ
な
い
爲
に
、
此
の
理
に
執
滞
し
、
佛
家

で
此
の
理
を
厭
悪
す
る
と
し
て
實
見

の
差
を
言

ふ
け
れ
共
、
識
者
が
ら
見

る
な
ら
ば
却

つ
て
朱
子
の
方
が
謬

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
(註
回
四
)

と
明
辮

し
て
居
り
、

叉
關
異
の
中

か
ら
、
衣
の

一
條

を
取
り
來

つ
て
、
仔
細

に
槍
討

し
て
ゐ
る
。

或
ひ
と
問
う
て
曰
く
、
昔

一
灘
僑
あ
り
。
毎

に
自
ら
喚
ん
で
圭
人
翁
促
渥
著
と
日

ふ
。
大
學
の
或
問

に
も
亦
謝
氏

常

に
幌
幌
す
る
法
の
語
を
取
る
。
知
ら
す
、
是
れ
同
か
是
れ
異
か
と
。
朱
子
曰
く
、
謝
氏

の
読
は
地
歩
闊

に
し

て

身
心
事
物
の
上
に
於

て
皆

工
夫
あ
り
。
若
し
灘
者
の
見
る
所

の
如
き
は
、
只
箇

の
圭
人
翁

を
看
得
し
て
便
ち
了
す
。

其

の
動
じ
て
理
に
中
ら
ざ
る
者
は
、
都

て
管

せ
す
。
且
父
子
の
如
き
は
天
性
な
り
。
父
他
人
に
無
禮
を
被
ら
ば
、

、
子
は
須
ら
く
當
に
去
て
救

ふ
べ
し
。
他
は
却

つ
て
然
ら
す
。
子
若
し
之
を
救

ふ
の
心
あ
ら
ば
、
便
ち
是
れ
愛
に
牽

な
に

か
れ
て
心
を
動
了
す
と
。
便
ち
是
れ
圭
人
翁
を
昏
了
す
る
庭
な

り
。
若
し
此
の
如
く
渥
幌

せ
ば
甚
の
道
理
を
か
成

さ
ん
。
向

に
曾
て
四
家
録
を
覧
し
に
此
の
読
話
あ
り
。
極
め
て
好
笑
亦
骸
く
可
き
の
読
な
り
。
父
母
、
人

の
爲

に

殺
さ
れ
し
に

一
も
心
を
基
し
念
を
動
す

る
こ
と
無
き
が
若
き
を
方
に
始
め
で
名
け
て
初
登
心
の
菩
薩
と
爲
す
と
。

他

の
圭
人
翁
怪
幌
著

と
喚

ぶ
所
以
は
正
に
此
の
如
く
な
ら
ん
こ
と
を
要
す
。
怪
怪

の
字
は
則
ち
同
じ
。
作
す
所

の

工
夫
は
則
ち
異
な
り
。
堂
日
を
同
う
し
て
語
る
可
け
ん
や
。

,

か
く
の
如
き
朱
子
の
説
に
封
し
て
隙
漢
は
之
を
反
駁
し
て
い
ふ
。
四
家
録
を

再
三
野
巻
し
た
が
か
う

い
ふ
言
句
は
見

ρ
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當
ら
な

い
。
蓋
し
朱

子
は
漸
章
取
義

の
意
か
ら
暉
を
謡
諺
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
且
謝
上
察
は
程
子
門
下

の
高
弟

で
灘

に
溺
れ
た
と
評
せ
ら
る
る
人

で
、
朱

チ
も
自
ら

「
伊
川

の
門
、
上
察
は
暉
門
よ
り
來
b
學

ぶ
」

と
言

つ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
繹
門
か
ら
來
り
學

ん
で
瑞
岩
の
喚

ぶ
圭
人

公
と
共

の
蹄
を
殊
に
す
る
理
が
あ
ら
う
か
。
瑞
岩
の

場
合
と
上
察
と
の
問

に
狭
潤
の
差
を

立
ウ
べ
き
所
以
が
解
ら
な
い
。
矧

ん
や
叉
圭
人
公
た
る
も

の
は
、
清
浮
妙
湛
圓

ノ

明
虚

窪
で
あ

つ
て
、
過
不
及

の
名
つ
く
可
き
な
く
、
僑
偏

の
資

つ
て
比
す

べ
き
な
く
、
杳
然
と
七
て
端
侃
を
離
れ
、

漠
然
と
し
て
形
相
を
絶
し
た
も

の
な

る
に
於
て
を
や
で
あ
る
。
狭
澗
に
よ
つ
て
之
を
管
す

る

こ

と

は
出
來
な
い
。

是
れ
蚕

を
以

て
海
を
測
る
が
如
き
も
の
で
、
建

に
測
る
者
の
葱

で
あ
る
。
(註
一
五
)叉
朱

子
は
動
じ
て
理
に
當
ら
ざ
る

も

の
は
都

て
管

せ
す
と
言

つ
て
ゐ
る
が
㍉

暉
門
で
は
六
祀
以
來
多
く
灘
理
を
談
じ
て
灘

行
を
談
す
る
こ
と
は
少
れ
で

あ

る
。
且

つ
道
を
見

る
こ
と
頭
然
を
救

ふ
如
く
な
ら

し
む

る
の
で
あ
る
。
彼
の
黄

山
谷
の
所
謂

「
深
く
輝
悦
を
求
め

む

　

て
、
生
死
の
根
を
照
破
す
れ
ば
、
則
ち
憂
畏
淫
怒
、
庭
と
し
て
脚
を
着
も
る
所
な
し
、
但

々
其

の
根
を
枯
せ
ば
枝
葉

つ

自

ら

　埣
る
」

と

い

へ
る
が

如
き

も

の

で
あ

る
。

動

じ

て
理

に
中

ら
ざ

る
も

の
は
都

て
管

せ
す

な
ど

と

謂

ひ

得
る
筈

は

な

い

の
で
あ

る
。
(註

=
ハ
)

●

以
上
の
様
な
隠
漢

の
朱
子

に
封
す
る
痛
烈
な
反
駁

に

つ
い
て

隠
陣漢
薩
見帥
の
一儒
佛
合
輪
脚

(
一
五
)
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隙
漢
諏牌
師
「の
儒
佛
合
論
叩

(
一
六
)

或
人
は
朱
文
公
は
千
歳

の
賢
良
偉
才
、
博
達

に
し
て
廣
く
古
今
に
亘

つ
て
詩
書
易
春
秋
を
訓
繹
し
、
聖
人

の
心
胸

お
も

を
振
起
し
、
後
世
の
學
者
を
し
て
悉
く
蹄

く
所
を
知
ら
し
む
。
是

の
故
に
其

の
功
、
儒
門

に
標
表
す
。
臆
、
知
る

γ
や
知
ら
す
や
。
子
は
叉
維
徒

の

一
藪

の
み
。
縫
ひ
議
論

の
蘇
る
所
あ
り
と
錐
も
、
諺
を
朱

予
に
加
ふ
る
こ
と
我
文

士

の
爲

に
之
を
差
づ

ゑ
　

と
日

ふ
も
の
が
あ
る
。
然
し
古
人
も

「
筍
く
も
理
に
當
ら
ば
婦
人
儒
子
の
言
と
錐
も
棄

て
ざ
る
所

で
あ

る
」
と
言

つ

て
ゐ
る
。
設
ひ
天
下
の
豪
英
と
難
も
、
其

の
言
が
公
正
で
な

い
な
ら
ば
、
一誰
が
敢
て
そ
の
言
を

口
に
す
る
で
あ
ら
う

天
下
は
唯

々
道
徳

の

一
理
あ

る
の
み
で
め
る
。
理
に
戻
乖
す
る
麗
が
あ
れ
ば
、
如
何
な

る
博
達
偉
才
も
我
は
屑
し
と

せ
な

い
の
で
あ
る
。
昔
孔
門

に
於

て
子
貢

は
聰
明
才
辮
を
具

へ
、
子
游
子
夏
は
文
章
に
長

じ
た
け
れ
共
、
今
爾
以

て

顔
子

の
絡

日
愚
な
る
が
如

く
、
曾
子
の

一
生
魯

に
似

た
の
に
は
及
ば
な

い
と
し
て
ゐ
る
。
況
ん
や
世
智
辮
聰

の
輩
を

や
。
叉
詩
書
春
秋
の
訓
繹
を
以
て
朱
子

一
人
の
功
と
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。
儒
道
を
事
と
す

る
も
の
は
古
今
枚
墨
し

難

い
。
其

の
作

つ
た
註

解
も
亦
幾
千
萬
言
と
言

ふ
こ
と
を
知
ら
ぬ
程
で
あ
る
。
朱
子
は
其

の
言
を
乗
頼
し
、
共

の
意

を
剰
掠

し
、
之
か
爲

に
修
飾

を
加

へ
潤
色
を
添

へ
て
、
後
世
に
垂
れ
た
ま

で
で
あ
る
。
然

し
共

の
書
が
後
生

に
便
利

な
爲
に
用
ひ
ら
れ
た
事
は
彼
に
も
儒
門

に
功
が
無
い
と
は
言
は
れ
な

い
。
只
恨
む
ら

く
は
私
粋
を
胸
襟

に
絵
し
て
、

飽
ま
で
人
天
の
眼
目
を
確
ま
し
て
し
ま

つ
た
の
で
あ
る
。
誰
か
其

の
功
を
言
ふ
可
き
で
あ
ら
う
(謎
一
七
)と
言

つ
て
隙
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漢
は
幕

地
に
朱
子
に
突
撃

し
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
思

ふ
に
朱
子
學
は
鎌
倉
時
代
の
初
期
に
我
が
隙
信
に
よ

つ
て

移

入
さ
れ
て
五
山
の
縄
侶

に
弄
ば
れ
、
中
世
文
化
を
彩

つ
た
學
術

で
あ
つ
た
の
み
な
ら
す
、
徳
川
時
代

の
學
問
は
何

と
言

つ
て
も
朱
子
學
が
中
心
で
幕
府

の
御
用
學

で
あ

つ
て
、
朱
子
學

に
異
読
を
唱

ふ
る
も
の
は
、

一
種
の
危
瞼
思
想

家
と
さ

へ
目
さ
る
る
時
も
あ

つ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
隠
漢
が
か
の
如
き
態
度

に
出

て
、
朱
子
學
読
に
於
け
る
矛
盾

を
暴
露
し
、
佛

者
の
爲

に
蒙
を
辮
じ
た
こ
と
の
大
膿
且

つ
博
識

に
は
敬
服
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
が
あ

る
。
然
し
琿

る
と
こ
ろ
無

く
吾
人
を
し
て
言
は
し
む
れ
ば
、
隠
漢

に
於
け
る
儒
學
観
も
宋
儒
的
で
あ

つ
て
孔
孟
の
原
始
に
復

つ
た

も
の
で
は
な
く
、
経
典
の
理
解

も
朱
子
と
同

一
轍
に
在

る
こ
と
は
其
の
醇
儒

で
な

い
と

い
ふ
條
件
を
許
す
と
し
て
も

菟
れ
な

い
事
實

で
あ
る
と
思
ふ
。
隠
漢
の
合
論

に
は
飴

り
論
及
し
て
ゐ
な

い
け
れ
共
、
朱
子
は
そ
の
十
五
六
歳

の
頃

か
ら
四
十
二
三
歳
ま
で
の
前
後

二
十
五
六
年
間
に
亘

つ
て
、
我
が
灘
宗

に
學
び
大
慧
宗
呆
や
開
善

の
道
謙
灘
師

に
参

得
し
、

叉
彼

の
師
で
あ

る
延
卒
の
李
個

の
指
導

の
下
に
藤
の
眞
髄
が
卒
生

心
に
在
る
・い
と
を
自
畳
し
た
と
い
ふ
修
暉

人
で
あ

つ
た
こ
と
は
、
我
が
畏
友
横
田
宗
直
師
が
往
年
史
學
雑
誌

に
其

の
歴
吏
的
考
謹
を
登
表
し
て
ゐ
る
こ
と

で
も

明
か
で
あ

る
。

の
み
な
ら
す
朱
子
の
先
輩
た
る
周
張
二
程
の
諸
儒
も
、
皆
暉

に
よ

つ
て
見
識
を
作
り
而
し
て
孔
孟
の

古
典
を
自
家
藥
籠

中
の
も
の
と
し
て
解
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
朱
子
は
是
等
先
輩

の
業
績

の
集
大
成
者
で

・

あ

る
。
孔
孟
の
思
想

に
無
か

つ
た
所

の
老
荘

的
な
哲
學
や
、
麗
的
工
夫

に
よ

つ
て
得
た
所
を
以
て
自
己
の
思
想
を
裏

隠
燃
繍輝
師
の
儒
佛
合
論

(
】
七
)
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隠
漢
潔
師
の
儒
佛
合
諭

(
一
八
)

づ
け
更

に
孔
孟
の
経
典
を
も
読
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
其

の
間

に
は
當
然
許
す
可
ら
ざ
る
矛
盾
が
あ
る

の
は
巳
む
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
朱
子
は
内
に
灘
的
な
根
底

に
養
は
れ
、
佛
敷
的
な
思
想

に
培
は
れ
乍
ら
、
外

に
之

を
排
除
し
て
醇
儒
た
る
立
場
を
守
ら
う
と
し
て
ゐ
る
腱

に
己
に
避
け
難

い
無
理
が
存

す
る
の
で
あ
る
。

隠
漢
の
儒
佛
合
論
を
讃

ん
で
吾
人

は
如
何
に
其

の
博
覧
で
あ
り
能
文
で
あ
る
か
に
敬
服
す
る
も

の
で
あ
る
。
然
し

朱
子

に
甥
す
る
批
到
に
就

て
は
今

一
つ
の
徹
底
を
歓

い
て
ゐ
る
か
の
恨
を
禁

じ
得
な

い
。
そ
の
佛
書
傳
説
を
信
頼
し

過
ぎ

る
の
限
り
に
於
て
は
、
叉
頗
る
怪
誰
と
さ

へ
考

へ
ら

る
る
非
學
問
的
所
論
を
も
無
雑
作
に
述

べ
て
ゐ
る
こ
と
も

注
意
し
て
置
き
た
い
と
思
ふ
。

＼

要
す
る
に
隠
漢
の
勢
作
は
朱
子

一
涙

の
排
佛

に
野
す
る
是
'正
で
あ

つ
て
、
同
時
に
闇
齋

一
涙
帥
ち
崎
門
涙

へ
の
挑

戦

で
も
あ
る
し
、
更

に
當
時
の
儒
家

一.
般
の
排
佛
的
思
想

へ
の
辮
駁

で
あ

る
。
故

に
儒
佛
合
論

の
最
後
の
巷
に
は
韓

愈

の
佛
骨
表
に
論
及
し
極
力
其

の
非
を
鳴
ら

し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
隙
漢
は
我
が
佛
敏

の
他
教
に
勝
れ

る
黙

を
墨
げ
て
、

い
づ
れ

抽
も
巳
に
恕
に
し
て
物
を
及
ぼ
す
は
佛

の
弘
き
に
軌
與
ぞ
。
末
を
観

て
本
を
知
る
は
佛

の
遠
き

に
軌
與
ぞ
。
善
を

勧
め
悪
を
懲
す
は
佛

の
法
に
耽
與
ぞ
。
塞
を
破
り
有
を
折

く
は
佛

の
敏
に
敦
與
ぞ
。
死
生
無
窮

の
縁
を
論
じ
報
鷹

し

不
朽
の
旨
を
明
す
何
れ
の
教
か
之

に
如
か
ん
。
何
れ
の
道
か
之
に
加

へ
ん
。
甚
深
微
妙
の
法
理
五
戒
十
善

の
言
敏
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は
、
先
王
の
道
、
古
今
の
宜
、
聖
人
の
設
と
錐
も
、
何
を
以
て
か
此

に
及
ば
ん
。
(註
一
八
)

と
言
ひ
、
唐
の
韓
愈

の
佛
骨
表

の
如
き
は
、
國
の
爲
に
謀

つ
て
忠
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ

る
と

て
、
其

の
非
を
鳴
し
、

別
に
佛
骨
表
論
と

い
ふ

一
篇

を
も

の
し

て
之
を
詳
論
し
て
ゐ
る
。

又
欧
陽
修
の
新
唐
書

に
就

い
て
論
す

る
所
を
見
る
と
、

欧
陽
子
が
新
唐
書

に
、
太
宗
の
徳
義
を
貴
ん

で
三
代
の
聖
王

に
比
す
る
所
以
は
宜
な
り
。
而
も
太
宗

の
浮
圖
を
禦

ぶ
こ
と
を
嫌
ひ
、
賢

臣
の
正
法
を
信
す

る
こ
と
を
嫉
ん
で
、
元
首
の
明
を
掩
ひ
、
賢
臣
の
述
を
藏
め
、
威
く
佛
事

を
創
り
、
私
意
臆
読
、
妄

に
褒
既
を
行
ひ
、
己
が
欲
す
る
所
の
百

一
を
存
し
、
後
世

の
者
を
し

て
彼

の
事
蹟
を
知

つ
く

げ

ら
ざ
ら
し
む
。
是
豊
更
を
爲

る
者

の
法
な
ら
ん
や

.

と
難
じ
、
呂
東
莱
は
、
史
官
は
萬
世
是
非
の
構
衡

で
あ
る
。
禺
も
縣
の
こ
と
を
褒
め
る
事
は
出
來
す
、
管
察
も
周
公

を
既
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
趙
盾
も
董
狐
の
書
を
改
め
得
す
、
崔
氏
も
南
史
の
簡
を
奪

ふ
繹
に
は
行
か
な
か

つ
た

の
で
あ
る
。
公
是
公
非
、
天
下
を
基
げ

て
之
を
移
す
こ
と
は
出
來
ぬ
と
言

つ
て
ゐ
る
。
李
翔
も
、
勧
善
懲
悪
正
言
直

筆
し
て
聖
明

の
功
徳
を
紀
し
、
忠
臣
賢
士
の
事
業
を
述

べ
て
、
無
窮
に
傳

へ
る
者
は
、
史
官

の
職

で
あ

る
と
言

つ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
又
劉
向
の
戦
國
策
の
序
に
も
、
史
氏
の
法
は
具
に

一
時
の
事
僻
を
記
し
、
善
悪
は
必
す
書
し
て
私

に
決
繹
の
無

い
こ
と
が
、
春
秋
の
意

に
悼

ら
な

い
鐸
で
あ
る
と
記
し
て
ゐ
る
。
彼
の
萢
曄
が
後
漢
書
を
著
し
、
太
宗

隠
漢
灘
師
の
儒
佛
合
論

.

(
噸
九
)
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隠
渓
輝
師
の
儒
佛
合
論

(
二
〇
)

が
晋
書
を
修
し
、
魏
牧
が
北
史
を
作
り
、
李

延
が
南
史
を
編
し
江
時
も
,
凡
そ
帝
王
公
卿

の
事
　
は
、
佛
教
や
老
荘

を
殿
讃
す

る
に
逮

ぶ
ま
で
悉
く
載
せ
な

い
黙
は
無
か

つ
た
の
で
あ

る
。
然
る
に
今
歓
陽
修

の
新
唐
書

と
奮
唐
書
と
を

封
校
し
て
見
る
と
、
奮
史

に
載

せ
た
所
を
新
史
の
方
で
削
り
取

つ
た
鮎
が
凡
そ
千
有
飴
條

に
及
ん
で
ゐ
る
。

そ
し
て

共

の
削

る
所
を
槍

べ
て
見
る
と
、
皆
佛
法
を
崇
ん
だ
と

い
ふ
事
蹟

に
属

す
る
の
で
あ
る
。
假
令
、
佛
法
を
崇
ん
だ
所

の
事
蹟
と
錐
も
、
私
に
之
を
創

つ
て
其

の
事
實
を
浸
す

る
こ
と
が
出
來
る
筈

の
も
の
で
あ
ら
う
か
。
之
は
只
同
を
好

み
異
を
悪
む

の
辟
か
ら
出
た
も

の
で
あ

つ
て
、
所
謂
治
齪
成
敗
の
實
を
漫
滅
す
る
者
と
謂
は
ね
ば
な
ら

ぬ
。
今
日
新

唐
書

が
唐
時
代
の
正
史
と
爲

つ
て
ゐ
る
こ
と
は
實

に
嘆
す

べ
き
こ
と
で
あ
る
。
(註
↓
九
)或
は
、
孔
子
が
怪
力
齪
神
を

語
ら
す
と
言

つ
た
事
か
ら
孔
門

の
學
徒
と
は
怪
異
を
言

ふ
こ
と
を
避
け
る
の
で
あ

る
。
然

る
に
佛
敏

で
は
神
怪

に
渉

る
こ
と
が
多

い
、
そ
れ
で
欧
陽
修
は
、
之
を
捌

つ
た
の
で
あ

る
と
辮
護

す
る
も
の
が
あ
ら
う
。
然
し
孔
子
は
名
教

の

祀
と
し
て
訓
を
世
に
垂
れ
、
凡
庸

の
も
の
が
こ
の
怪
力
齪
紳
の
四

つ
の
事

に
溺
れ
る
で
適
ら
う
こ
と
を
思
う
て
、
豫

め
疑
誕
を
避
け
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
君
子
は
能

く
之
を
蜘
じ
之
を
明

に
す

る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
欧
陽
修
の

如
き
は
此
の
孔
子
の
意
を
明
に
認
識
す
る
こ
と

の
出
來
な

い
偏
識
者

で
し
か
な

い
と
思
ふ
。
古
人
も
已
に
辮
じ
て
ゐ

る
様

に
、
怪
力
齪
神

の
四
事
は
昧
き
者
の
溺
乃
る
所

で
は
あ
る
が
、
孔
子
も
絶
封
に
之
を
記
さ
な

い
と
い
ふ
繹

で
は

嫁

い
。
易

に
も
、

「
紳
は
萬
物
に
妙

に
し
て
言
を
爲
す
也
」
と
あ
る
。
之
は
紳

の
事
を
言

つ
た
の
で
あ
る
。
春
秋

二



萬
言
は
皆
衰
周
の
諸
侯
が
擾
奪
の
事
を
書
い
た
も
の
で
あ

る
。
是
は
齪

の
事

に
及
ば
ぬ
と
言

へ
る
で
あ
ら
う
か
。
孔

子
の
勤
、
能
く
國
門

の
關
を
拉
げ

た
,と

い
ふ
事
が
あ

る
、
之
は
口
で
言

ふ
の
み
で
無
く
身
自
ら
之
を
爲
し

た
の
で
あ

つ
て
力

に
つ
い
て
語

つ
て
ゐ
る
の
で
は
な

い
か
。
季
桓
子
が
井
を
穿

つ
て
土
羊
を
得
た
こ
と
を
、
孔
子
は
木
石
水
土

の
怪
を
以
て
辮
じ
て
ゐ
る
。
之
は
怪

の
事
を
言

つ
た
例
で
あ
ら
う
と
思

ふ
。
凡
そ
纏
傳
の
中

に
は
孔
子
が
怪
力
齪
紳

の
四
事
に
言
及
し
た
鮎
は
縷
暴
す
る
に
暇
な

い
く
ら

い
あ

る
。
然

る
に
欧
陽
子
は
何
故
に
之
を
知
ら
な

い
の
で
あ
ら

　

を

ぬ
ご

ひ

う
か
。
縦
使
語
る
可
ら
ざ
る
事
蹟
と
錐
も
、
時
君
が
之
を
好
ん
だ
な
ら
ば
吏
を
作
る
者
は
、
並
び
書
し
て
後
世

に
垂

れ
て
可
な
り

で
あ
る
。
欧
陽
子
の
如
く
、
例
し
て
之
を
捌
去
す
る
の
は
、
偏
識

に
非
ん
ば
私
溌

の
致
す
所

で
あ

る
。

(註
二
〇
)按

す
る
に
欧
陽
子
が
新
唐
書
に
於
て
佛
教
的
な
事
件
を
多

く
創

つ
た
爲
に
後
の
史
を
作
る
も
の
も
佛
事
を
削

る
の
を
法
と
す
る
様
に
な

つ
て
來
て
ゐ
る
。
然
し
ま
ま
佛
を
尊

ぷ
所

の
悪
君
姦
臣
が
あ

つ
て
其
身
を
滅
ぼ
し
た
様
な

場
合
は
略

々
佛

に
奉
じ
た
事
蹟

を
記
し
て
其

の
各
を
佛

に
託
し
、
明
君
賢
臣
の
佛

に
遵

つ
て
治
化
を
施
し
た
と
い
ふ

事
蹟
の
有
る
時
は

一
向

に
之
を
削

つ
て
共

の
徳
を
孔
子
に
蹄
し
て
ゐ
る
。
若
し
紳
を
語
ら
な

い
と
い
ふ
縦
を
師
と
し

て
、
常

に
佛
事
を
避

け
ね
ば
な
ら

ぬ
な
ら
ば
、
悪
君
姦

臣
の
事
蹟
と
錐
も
審

く
之
を
創

つ
て
よ
い
。
若
し
紳
を
避
け

な
く
て
更
傳
を
施
す
と

い
ふ
な
ら
ば
縦
使
明
君
賢

臣
の
佛
を
崇

ぶ
事
蹟
と
て
も
記
さ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
筈

で
あ
る
。

あ
あ
史
氏

に
於
て
吾
何
を
か

責
め
ん
、
只
後
の
更
を
讃

ま
ん
者

の
史
氏
の
偏
識
を
察

せ
す
し
て
却
つ
て
佛
を
慢
せ
ん

階
悶漢

'…騨
師

の
儒
佛

合
論

(
二

唱
)
,
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懸
漢
商
師
の
儒
佛
合
論

-

(
ニ
ニ
Y

と
す
る

を
哀
し
む
の
み
で
あ
る
。
(謎
一=
)と
言

ふ
如
き
陰
漢
の
更
眼

に
は
吾
人
と
錐
も
首
肯
す

べ
き
理
由
が
あ
る
と

思

ふ
。

又
欧
陽
修
は
新
唐
書
の
中

で
韓
退
之
の
佛
老
を
排
撃
し
た
功
を
稻
し
て
、
孟
子
が
揚
墨
を
拒

い
だ
功
績

に
比
し
て

ほ

ゐ
る
け
れ
ど
も
、
其
は
世
を
同
う
し
て
語

る
可
ら
ざ
る
所

の
も
の
で
あ
る
。
排
佛
家
の
韓
退
之
も
潮
洲
の
調
居

で
大

ぞ

顛
和
爾
と
會
ひ
、
共

の
聰
明

に
し
て
遁
理
を
識

り
、
能
く
形
骸
を
外

に
し
、
理
を
以

て
自
ら
勝
ち
、
事
物

の
爲

に
侵

齪

せ
ら
れ
な

い
所

の
入
格
に
鯛
れ
る
こ
と
が
出
來
た
の
で
、

「
之
と
語

つ
て
鑑
く
解
せ
す
と
錐
も
、
胸
中

に
滞
磯
無

し
」
と
告
白
す
る
に
至
つ
た

の
で
あ
る
。
或
人
は
韓
退
之
が
孟
簡

に
與

へ
た
書
に

『
愈
、
近

ご
ろ
少
し
く
繹
氏
を
奉

す
と
は
、
傳

者
の
妄
な
り
L

と
い
ひ
、
又

「
其
法
を
崇
信
し
て
輻
田
利
盆
を
求
む

る
に
非
す
」

と
書
い
て
ゐ
る
黙
を

取
り
上
げ
て
、
韓
退
之
は
明
か
に
佛
遣
を
信
じ
な
か

つ
た
人
と
断
定
す
る
の
で
あ

る
が
、
古
人
も
興
顧
の
事
理
を
論

じ
て
、

「
夫
れ
理
…臓
を
修
す
る
や
、
淡
慮

に
し
て
心
を
観
じ
、
心
に
所
生
な
く
、
生

に
所
住
無
し
、
そ
の
臨
に
當

つ

て
、
順
違
無
相
な
り
、
無
湘
な
れ
ば
則
ち
罪
滅
し
て
禰
生
す
る
の
地
な
り
」
と
日

つ
て
ゐ
る

し
、
崇
大
師
は
、
佛
敬

で
幅
田
利
盆
を
至
論
す
る
時
は
、
正
に
理
に
從

ふ
を
ば
輻
と
し
、
性

を
得
る
こ
と
法
の
如
く
に
し
て
、
外
物

の
爲
め

に
惑
は
さ
れ
無

い
の
を
最
大
の
利
盆
と
な
す
と
言

つ
て
ゐ
る
。
是

の
故

に
韓
退
之
が
如
何
に
自
ら
掩
は
ん
と
し
て
も

「
胸
中
に
滞
磯
な
し
」
と

い
つ
た
事
は
無
所
住

の
謂

に
違
ひ
な

い
。
矧
ん
や
、
理
を
以
て
勝

つ
と
言
ふ
四
字
に
は
之
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に
加
ふ
べ
き
何
も

の
も
な
い
。
た
と
ひ
周
公
孔
子
が
再
び
後
世

に
現
は
れ
て
、
千
言
萬
語
是
非

の
門
を
開
か
う
と
も

理
を
棄
て
て
言
を
立
て
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ

る
以
上
、
此

の
四
字

に
於
て
更

に
何
を
か
加

へ
得
る
も
の
が
あ
ら
う

〆

(註
ニ
ニ
)韓

退
之
も
大
顛
輝
師

に
よ
つ
て
改
む

る
所
が
あ

つ
た
と
考

ふ

べ
き
で
あ
る
。
之
と
共
に
歓
陽
修
も
自
ら

「
溜

や
ひ

州

に
左
遷

せ
ら
れ
、
明
年
將

に
歴
陵
に
蹄
ら
ん
と
す
。
舟
九
江
に
次
る
。
因

に
意
を
盧
山
に
託
し
、
東
林

の
圓
通
に

入
り
祀
印
暉
師
に
謁
し

て
、
儒
佛
楊
墨
の
論
を
窮
め
て
、
胸
中
己
に
繹
然
た
り
」
と
い
ひ
、
又
晩

年
に
及
ん
で
、
彼

。
は
居
を
頴
上
に
ト
し
、
酒
肉
を
掲
て
、
聲
色
を
徹
ち
、
自
ら
六

一
居

士
と
號
し
、
將

に
終
ら
ん
と
す

る
や
、
華
嚴
経

を
借
り
て
讃

み
、
讃
ん
で
八
巻

に
至
つ
て
卒
し
た
の
で
あ

つ
た
。
か
く
の
如
く
に
し
て
韓
退
之
も
欧
陽
修
も
共
に
佛

教
の
信
者
と
な

つ
た
形
迩
が
あ
り
、
叉
其
の
外
護
と
日

へ
る
の
で
あ
る
。
然

る
に
後
人
は
前
時
の
触
排

の
み
を
見
て
、

後
來
の
信
服
を
察
せ
ず
、
羅

に
殿
吻
を
鼓
し

て
佛

の
奪

ぶ
べ
き

こ
と
を
知
ら
な

い
の
は
悲
し
む

べ
き
こ
と

で
あ
る
、

(註
二
三
)と
、
言
ひ
、
更
に
儒
佛
合
論

の
最
後

に
、

「
佛
法
金
湯
」
と

い
ふ

一
篇

を
も

の
し

て
、

夫
れ
異
道
の
我
と
競

ふ
や
、
西
天
に
九
十
五
種
の
婆
羅
門
あ
り
。
震
旦
に
儒
墨
老
荘

の
者
流
あ
り
。
時
に
乗
じ
て

佛

者
を
凌
く
こ
と
少
な
か
ら
す
。
而
も
俄
が
日
域
は
醇

淑
大
乗
の
彊

に
當

つ
て
、
紳
道
の

一
流
、
名
分
を

立
て
、

こ
の
い　　

大
聖

の
鷹
用
同
膿
分
身

の
故
を
以
て
、
我
が
法
を
尊
ば
ざ
る
者
は
あ
ら
ざ

る
な
り
。
鳴
呼
時
か
運
か
。
頃
ろ
宋
儒

　

の
縦

を
師

と

し

て
佛

氏
を
排

る
者
甚

だ

霧

し
。

是

れ
蓋

し
教

季

の
効
か

。
然

り

と
錐

も
,

明

の
明

た

る
や

、
暗

に

隠
漢
暉
師
の
儒
佛
合
論

(
二
三
)
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隠
漢
輝
師
の
儒
佛
合
論

・

.

(
二
四
)
、

由

つ
て
名
を
立

っ
。
若
し
暗

の
暗
た
る
無
く
ん
ば
則
ち
安
ぞ
能
く
明
の
明
た
る
を
知
ら
ん
。
如
今
佛
法
嚢
慶

の
時

に
臨
ん
で
、
若
し
儒

の
我
を
攻
め
て
起
す
こ
と
無
く
ん
ば
則
ち
安
ぞ
能
く
腰

の
塵
た
る
を
知
ら
ん
や
。
怠
堕
多
き

は
佛
門

の
光
輝
を
失
し
て
宗
風
地
に
落
ち
ん
。
然
ら
ば
則
も
聖
教

の
序
も
金
城
た
り
。
佛
骨
表
も
亦
金
城
た
り
。

護
法
論
も
湯
池
た
り
。
無
佛
論
も
亦
湯
池

た
b
。
是
れ
實

に
魔

々
民
と
錐
も
佛
乗
を
護
る
の
謂
か
(註
二
四
)

と
結
ん

で
ゐ
る
こ
と
は
洵
に
至
言
と

い
は
ね
ば
な
る
ま

い
。
叉
陰
漢
は
張
商
英
の
読
に

儒
者
は
性
を
言
ひ
、
佛
者
は
性
を
見
る
。
儒
者
は
心
を
勢
し
、
佛
者
は
心
を
安
ん
す
。
儒
者
は
貧
著
。
佛
者
は
解

脱
b
儒

者
は
喧
嘩
。
佛
者
は
純
静
。
儒
者
は
勢
を
爾
び
、
佛
者
は
懐
を
忘
る
。
儒
者
は
権

を
孚
ひ
、
佛
者
は
縁

に

随

ふ
。
儒
者
は
有
爲
、
佛
者
は
無
爲
。
儒
者
は
分
別
。
佛
者
は
卒
等
。
儒
者
は
好
悪
。
佛
者
は
圓
融
。
儒
者
は
望

　

み
重

く
、
佛
者

は
念

輕

し
。
儒

者

は
名
を

求

め
、
佛

者

は
道
を

求
む

。
儒

者

は
散

齪

、
佛

者

は
観

照

。
儒

者

は
外

を
治

め
、

佛

者

は
内

を
治

む
。
儒

者

は
該
博

、
佛

者

は
簡
易

。
儒

者

は
進
求

、
佛

者

は
休
歌

。

(
註
二
五
)

と

言

ふ
こ
と

を
提
げ

來

つ
て
、
是

れ
皆
儒

佛

の
道

を
究
蓋

し

て
其

の
意

を
鑑

し
た
言

で
、
其

の
心

苗
は
虚

設

で
な

い

と

肯

定
し

て
ゐ

る

の
で
あ

る
。

吾
人
亦
護

ん
で
是

に

至
ら
ば

蓋

し
思
牛

ば

に
過
ぐ

る
も

の
が

有

る

の
で
は
な

か

ら
う

か

。隠
漢
の
儒
佛
合
論
は
、
大
髄
か
ら
言
へ
ば
、
儒
と
佛
と
に
關
す
る
雑
纂
的
の
著
作
で
あ
る
。
散
に
其
の
内
容
は
該
博
江
洋
極
り
な
く
上
來
紹
介
し
た
箏
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項

以
外

に
、
繹
氏

の
孝
溢

帝

王
君

臣
の
崇
佛
、
或

は
鬼

紳
、
肉
食
犠

牲
、
殺

生
の
論
、
佛
経

の
感
瞼
、
感
格
、
舎
利

の
説
等
等
幾
多

の
問
題

に
筆

を
騙

獅
、
時

に
は

一
種

の
稗
史
野
乗
、
紳
話
傳

記
忍
繕
く

の
感
を
す
ら
抱

か
し
む
る
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
に
多

く
記
蓮

し
能

は
な
か

つ
た
こ
と
は
余

の
逡
憾

と
す
る
所

で
あ
る
o

・

註

輔
、
大
高
坂
芝
山
、
南

學
傳

下
巷
、
稻
葉

正
信
、
先
達
遺
事
、

(
日
本
儒
林
叢
書
第

三
班
、
史
傳
部
所
輯
)

川
上
孤
山
、
妙
心
寺
史
下
答
、

一
一
八
頁

、

,

註

二
、
山
崎
闇
齋

、
開
異

(
日
本
倫
理
彙
篇
巻
之

七
、

三
七
四
頁
及
び

三
七
認
}頁

)

.

＼

蟻

註

●
三
、

同
上

註

四
、
開
異

の
著

作
を
闘
齋

ε
十
歳

の
時
と

せ
ば
正
保

四
年

(
二
三
〇
七
)
に
當

る
、

註

五
、
儒
佛
合
論

に
は
巻
首

に
、
寛
丈

八
年
伸
春

日

に
書

か
れ
た
隠
渓
の
自

序
が
あ
り
、
巻
末

に
隠
漢

の
蹟
丈
を
載
せ
、

、

寛
交

八
年
戊
申
載
孟
夏
良
辰
新
刊

書

隷

二
條
通
松

屋
町

・、
田

申

長

左

衛

門

同

鶴
屋
町

由

中

仁

左

衛

門

と

い
ふ
刊
記
が
あ
る
。

今
戯
の
全
巻

の
板
木

は
妙

心
寺
塔
頭
、
幡
桃
院

に
藏

さ
れ
て
ゐ
る

註

六
、
儒
佛
合
論
巻

一
転
大
遣
之
本
論

の
條

註

七
、
僑
佛

合
論
巻

一
、
論

謂
這
只
是
君
臣
父
子

日
用
常
行
當
然
之
理
、

の
條
、

註

凡
、
儒
佛
合
論
釜

、
論
謂
非
有
玄
妙
奇
特
不
可
測
知
如
崔

所
云
、
の
條

へ

の

隙
漢

輝
師

の
儒
佛
合
論

(
二
五
)

α

お



隙
漢
暉
師
か

儒
佛

合
論

、

'

(
二
六
)

註

九
、
儒
佛

合
論
巻

一
,
論
謂
貴
是
以
我
之
心
還
見
我
心
溺
爲

嫡
物
而
在
身
外
、

の
條

祐

註

一
〇

、
儒
佛
合
論

巻

唱
、
論
謂

心
思
路
絶

こ
の
像

註

一
一
、
儒
佛
合
論
巻
天
、
謂
徴
瞼

二
の
,條

註

一
『

儒
佛
合
論
巻
六
、
見
性
緩
急
之
論

の
條

…識
、哨
三
、
…儒
融㈱
合
論
巻

五
、
暴
心
動
念
鈴鵬
の
條

註

唱
四
、
儒
佛
合
論
巻
七
、
調
厭
悪
理
之
論

の
條

註

一
五
b
儒
佛
合
論

巷
五
、
論
主
人
公

の
條

註

一
六
、

儒
佛

合
論
巻

五
、
論
謂
動
而
不
當
理
者
都

不
管

の
條

…註

一
七
、
儒
佛

合
論
巷

一
、
朱
丈
公

二
の
條

'

註

哨
八
、
儒
佛
合
論
巻
九
、
論
謂
當
時
群
臣
識

見
不
遠

不
能
深

知
先
王
之
這
古

今
之
宜
、
推
閾
聖
明
以
救
其
弊

の
條

註

↓
九
、
儒
佛

合
論
巻

九
、
唐
史

の
條
.

註
二
〇
、
儒
佛
合
艦
巻

九
、
怪
力
齪
紳

の
傑

註

二

一
、
儒
佛

合
論
巻

九
、
元
魯
山

の
悠
嘩

謎

ニ
ニ
、
儒
佛
合
論
巻
九
、
退
之
四

の
條

・

註

二
三
、
儒
佛

合
論
巻

九
、
歓
陽
子

の
條

註

二
四
、
儒
佛
合
論
巻
九
、
佛
法

金
湯

の
條

註

二
五
、
儒
佛
合
論
巻

六
、,
謂
徴
験

六
の
條

〔
昭
和

唱
七
、

二
、
四
、
稿

)

、

、
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