
瑠
璃
殿
上

(碧
巖
第
十
入
則
)
の
考
察

陸

川

堆

雲

一

緒

説

碧
巖
第
十
八
則
は
有
名
な
る
無
縫
塔
の
話
で
あ
る
。
そ
れ
は
慧
忠
國
師
と
粛
宗
皇
帝

(代
宗
が
正
し
い
と
云
は
れ
て
い
る
)
と
の
問
答

で
あ
る
が
、
慧
忠
國
師
は
奏
答
を
弟
子
の
耽
源
に
譲

つ
た
の
で
、
皇
帝
の
所
問
に
封
し
て
耽
源
は
左
の
偏
願
を
以
て
奏
樹
し
た
こ
と
に
な

つ
て
い
る
。

湘
之
南
潭

之
北
。
中
有
黄
金
充

一
國
。

無
影
樹
下
合
同
船
。
瑠
璃
殿
上
無
知
識
。

こ
の
偶
頬
は
古
來
よ
り
濟
下
に
於
て
は
公
案
と
し
て
用
い
、
参
暉
し
て
室
内
に
於
て
参
究
す
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
末
尾
の
瑠
璃
殿

上
と
云
ふ
語
句
に
つ
い
て
の
解
繹
は
、
古
來
曖
昧
で
信
を
置
き
難
く
、
何
や
ら
肪
に
落
ち
兼
ね
る
の
で
、
私
に
は
長
い
間
得
心
の
行
か
ざ

る
も
の
で
あ
つ
た
。
然
る
に
襲
き
頃
森
克
己
博
士
著

「遣
唐
使
」
を
讃
ん
だ
と
こ
ろ
偶
然
に
も
こ
の
疑
問
の
解
決
を
な
し
得
る
資
料
を
嚢

見
し
た
の
で
、
こ
こ
に
小
稿
を
草
し
て
同
好
の
批
剣
を
請
は
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

い
ま
順
序
と
し
て
古
來
の
解
繹
の

一
班
を
左
に
列
摯
し
て
見
る
こ
と
に
す
る
。

一
、
碧
巖
集
秘
抄

瑠
璃
殿
上

(碧
巖
第
十
八
則
)
の
考
察

四
三
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四
四

此
書
は
白
隙
和
爾
の
提
唱
の
筆
録
と
構
さ
る
～
も
の
で
あ
る
が
惜
し
い
か
な
第
十
六
則
よ
り
第
二
十
則
ま
で
欠
け
て
い
る
爲
め
に
、
昔

し
の
碧
巖
抄
を
轄
録
し
て
そ
の
欠
を
補
つ
て
あ
る
。
い
ま
此
の
第
十
八
則
の
解
繹
は
そ
れ
が
爲
め
生
憎
白
隠
和
爾
の
所
説
で
な
く
て
碧
巖

抄
の
所
読
で
あ
る
。

「
る
り
殿
も
愛
で
は
本
分
ぞ
。愛
に
至
て
は
知
識
の
沙
汰
は
な
き
ぞ
。知
解
情
識
の
誰
き
た
虜
を
瑠
璃
殿
と
云
た
。
そ
こ
こ
そ
無
縫
塔
よ
。」

と
云
つ
て
居
る
。

一
慮
筋
が
通
つ
た
様
な
通
ら
ぬ
様
な
云
ひ
方
で
あ
る
が
、
知
解
情
識
の
盤
き
た
慮
を
瑠
璃
殿
と
云
ふ
解
繹
は
少
し
コ
ジ

附
け
で
、
語
句
に
封
す
る
読
明
と
し
て
は
不
完
全
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
又
碧
嚴
圓
悟
の
評
唱
中
に
於
て
も
瑠
璃
殿
の
文
字
に
つ
い
て
更

に
鯛
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
見
れ
ば
、
此
の
時
分
既
に
不
分
明
で
あ
つ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。

二
、
繹
宗
演
著
、
碧
巖
録
講
話

「
瑠
璃
の
宮
殿
で
あ
る
か
ら
八
面
玲
魏
立
派
な
も
の
じ
や
。
此
の
宮
殿
に
は

一
切
の
差
別
を
沸
ひ
蓋
し
て

一
味
李
等
、
鬼
も
な
け
れ
ば

佛
も
な
い
、
衆
生
も
な
け
れ
ば
知
識
も
な
い
な
ど
と
云
ふ
ま
い
そ
。
是
れ
が
無
.縫
塔
の
下
圖
で
御
座
る
と
携

つ
ぎ
出
し
た
。」

と
な
つ
て
い
る
。
碧
巖
秘
抄
に
於
て
は
知
識
を
知
解
情
識
と
云
う
心
理
作
用
と
解
し
て
居
る
の
に
反
し
、
こ
＼
に
て
は
知
識
を
師
ち
坊
さ

ん
と
解
し
て
い
る
相
違
が
出
來
て
來
た
。
字
句
の
上
か
ら
は
後
者
の
方
が
正
し
い
解
繹
と
思
え
る
。
而
し
て
瑠
璃
殿
は
八
面
玲
瀧
の
立
派

な
御
殿
と
云
つ
て
い
る
が
、
架
空
の
も
の
か
實
在
の
も
の
か
を
明
確
に
し
て
は
い
な
い
。
併
し
語
意
か
ら
察
し
て
架
空
の
も
の
と
し
て
い

る
ら
し
い
。

三
、
菅
原
時
保
著
、
碧
巖
私
話

「
無
影
樹
下
の
合
同
船
が
彼
の
岸
に
到
着
す
る
と
、
そ
こ
に
は
極
楽
世
界
が
あ
り
、
内
外
玲
聴
の
玉
の
毫
が
あ
り
阿
彌
陀
如
來
が
ま
し

ま
す
。」

是
の
解
繹
は
宗
演
和
爾
の
解
繹
と
同
系
の
も
の
で
あ
る
が
、
更

に

一
歩

を
進
め
て
阿
彌
陀
如
來
が
出
て
來
る
な
ど
は
全
く
遣
り
き
れ
な



い
。
元
來
慧
忠
は
六
祀
大
師
の
直
門
で
あ
り
其
法
嗣
耽
源
も
共
に
機
鋒
峻
烈
で
あ
つ
て
第

一
義
に
絡
始
し
浮
土
的
の
思
想
な
ど
は
毛
頭
も

見
る
こ
と
の
出
來
な
い
の
は
爾
人
の
傳
記
を
見
れ
ば
到
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
様
な
と
こ
ろ
へ
阿
彌
陀
如
來
な
ど
の
出
て
來
る
筈
が

な
い
で
は
な
い
か
。

四

鋸
鵜
灘
叢

集
霧

「
大
悲
大
願
の
合
同
船
の
到
着
し
た
彼
岸
に
は
、
七
宝
合
成
の
内
外
玲
瀧
玉
の
如
き
壼
が
あ
つ
て
、
極
樂
浮
土
と
も
、
安
養
と
も
、
浬

葉
と
も
申
す
と
の
と
と
で
あ
る
が
、
そ
の
瑠
璃
殿
上
に
有
り
難
た
そ
う
な
金
ピ
カ
の
人
が
御
座
る
と
思
ふ
た
に
云
々
。」

と
あ
り
菅
原
時
保
和
尚
と
同
系
の
解
澤
で
あ
る
。
或
は
時
保
和
爾
の
所
説
は
こ
の
書
な
ど
を
出
擦
と
し
て
い
る
の
か
、
又
は
同
系
の
書
ぎ

入
れ
本
を
種
に
し
て
其
儘
講
じ
て
い
る
の
か
も
知
れ
ぬ
。

五
、
加
藤
咄
堂
著
、
碧
巖
録
大
講
座

「
サ
テ
合
同
船
に
乗

つ
て

一
路
準
安
、
彼
岸
の

「中
に
黄
金
有
つ
て

一
國
に
充
つ
」
て
う
極
樂
世
界
に
到
達
し
て
無
縫
塔
は
ど
ん
な
も

の
か
と
見
る
と
、
聞
き
し
に
勝
る
立
派
の
御
殿
、
中
に
は
ど
ん
な
尋
い
佛
が
在
は
す
か
と
、
覗
い
て
見
た
ら
知
識
な
し
云
々
。」

こ
～
で
は
知
識
を
人
物
と
見
て
い
る
。
而
し
て
瑠
璃
殿
を
一
種
の
思
想
上
の
所
在
、
架
空
上
の
金
ピ
カ
建
造
物

と
し
て
い
る
。

そ
の
他
の
著
書
の
所
読
も
大
抵
大
同
小
異
で
あ
る
が
何
れ
の
諸
説
も
そ
の
共
通
貼
は
瑠
璃
殿
を
實
在
の
も

の
と
せ
ず
、
架
空
理
想
の
所

在
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
瑠
璃
と
云
う
文
字
に
化
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
井
上
秀
夫
氏
だ
け
は
是
等
の
行
き
方
と
は
其
選

を
異
に
し
て
、
全
く
研
究
的
態
度
を
以
て
是
を
検
討
し
、
そ
の
所
読
は
断
然
群
を
抜
い
て
一
歩
を
進
め
て
い
る
。

六
、
井
上
秀
夫
著
、
碧
巖
録
の
現
代
的
解
論

「
瑠
璃
殿
上
と
は
、
か
の
迦
毘
羅
國
の
繹
迦
族
を
亡
ぼ
し
た
舎
衛
國
波
斯
匿
王
の
子
瑠
璃
王
(毘
盧
揮
迦

・
悪
生
王
)
の
故
事
か
ら
構
想

し
て
、

一
般
王
族
の
宮
殿
を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

「毘
奈
耶
雑
事
」
第
八
巻
、

「四
分
律
」
第
四
十

一
巻
、

「
瑠
璃
王
経
」
及
び

瑠
璃
殿
上

(碧
巖
第
十
八
則
)
の
老
察

四
五
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四
六

太
李
記
第
三
十
五
巻

(参
照
)
師
ち
、
王
族
の
宮
殿
な
ん
か
に
、
慧
忠
國
師
の
思
想
な
ん
か
了
解
出
來
る
者
が
居
る
も
の
か
、
と
云
つ

て
暗
に
代
宗
皇
帝
を
既
剥
し
た
も
の
で
あ
る
。
知
識
は
鑑
賞
者
、
共
鳴
者
、
知
己
な
ど
の
意
。」

と
あ
つ
て
全
く
新
論
で
あ
り
、
具
膣
的
に
一
つ
の
根
撮
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
眞
摯
な
る
研
究
に
封
し
て
は
敬
意
を
表
す
る
に
吝
さ

か
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
こ
、
に
瑠
璃
王
の
故
事
を
持
つ
て
來
る
の
は
前
後
の
關
係
か
ら
見
て
如
何

に
も
唐
突
で
あ
つ
て
、
直

に
承
服
す
る
こ
と
は
困
難
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
私
は
先
き
に
述
べ
た
森
博
士
著

「遣
唐
使
」
(
一
六
八
頁
)
に
於
て
逢
着
し
た
個
所
を
抄
録
し
て
新
考
察
の
基
礎
を
提
示
す
る
。

そ
し
て
森
博
士
の
文
献
の
出
所
は
圓
仁
の
入
唐
求
法
巡
禮
行
記
に
よ
つ
た
も
の
で
あ
る
。

「
空
海
が
師
恵
果
の
許
し
に
よ
り
、
唐
代
佛
書
の
名
匠
李
眞
等
霞
家
十
絵
人
を
集
め
て
胎
藏
金
剛
界
の
大
曼
陀
羅
十
舖
を
畜
か
せ
(御
請

　

　

　

來
目
録
)
、
圓
仁
も
遣
唐
大
使
僚
從
粟
田
家
縫
を
し
て
揚
州
開
元
寺
法
花
道
場
瑠
璃
殿
南
廊
壁
上
に
掲
げ
た
梁
代
の
喬
家
韓
幹
(梁
代
随

一
の
巨
匠
、
そ
の
謁
い
た
禽
獣
に
眼
を
描
き
入
れ
＼
ば
飛
び
走
る
と
稽
さ
れ
た
)
の
筆
に
な
る
南
岳
、
天
台
爾
大
師
の
像
を
摸
篤
さ
せ

た
り
弐
々
。」

(入
唐
求
法
巡
禮
行
記
)

　

　

　

　

と
あ
つ
て
瑠
璃
殿
の
字
が
電
の
如
く
我
が
眼
を
撃
つ
た
。
併
し
こ
の
瑠
璃
殿
な
る
も
の
が

耽
源

の
瑠
璃
殿
上
と
如
何
な
る
關
係
に
あ
る

や
、
又
是
を
耽
源
の
瑠
璃
殿
上
と
關
係
づ
け
て
果
し
て
安
當
な
る
や
否
や
と
云
ふ
疑
問
が
出
來
る
の
で
あ
る
爲
め
に
、
更
に
検
討
を
加
え

る
必
要
が
生
ず
る
課
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
以
下

一
々
の
資
料
を
糺
し
て
最
後
に
安
當
な
り
と
の
結
論
を
出
す
こ
と
に
す
る
。
而
し
て
同
書

一
〇
六
頁
に
は
此
の
事
が
揚
州
龍
興
寺
の
こ
と
に
な
つ
て
重
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
何
れ
が
正
し
い
か
と
入
唐
求
法
巡
禮
行
記
の
本
文
に

封
比
し
た
る
と
こ
ろ
、
龍
興
寺
の
方
が
正
し
い
こ
と
が
到
明
し
た
。
因
に
開
元
寺
も
龍
興
寺
も
我
國
に
渡
來
し
た
鑑
眞
和
爾
に
深
い
關
係

の
あ
る
寺
で
あ
る
。



二

圓
仁
の
入
唐
求
法
巡
禮
行
記

圓
仁
は
後
に
慈
畳
大
師
と
追
詮
さ
れ
た
人
で
比
叡
山
の
最
澄
、
義
眞
の
後
を
つ
い
で
、
日
本
天
台
を
大
成

さ
れ
た
高
徳
で
あ
る
。
下
野

國
に
生
れ
年
十
五
に
し
て
叡
山
に
登
り
最
澄
に
師
事
し
た
が
、
更
に
入
唐
し
て
天
台
の
奥
儀
を
究
め
ん
と
欲

し
、
承
和
五
年
第
十
七
次
遣

唐
使
に
随
件
し
て
渡
唐
し
、
五
台
山
に
登
り
志
遠
に
つ
い
て
天
台
を
學
び
、
長
安
に
至
つ
て
大
興
善
寺
の
元
政
よ
り
金
剛
界
を
學
ぴ
、
青

龍
寺
に
て
胎
藏
界
を
修
め
、
南
天
竺
の
寳
月
に
つ
い
て
悉
曇
を
習

つ
た
。
長
安
に
留
る
こ
と
六
年
、
其
間
圓
仁
は
傍
ら
諸
経
典
其
他
を
書

爲
し
佛
道
の
研
鎖
に
専
心
し
た
の
で
あ
る
が
、偶
々
會
昌
の
排
佛
に
遭
つ
た
の
で
、途
に
承
和
十
四
年
に
胴
朝
し
た
。
圓
仁
は
彼
の
地
に
滞

留
の
間
遍
歴
中
の
苦
心
や
見
聞
の
あ
と
を
日
記
髄
の
旅
行
記
と
し
て
書
き
残
し
た
。

こ
れ
が

有

名

な
る
入
唐
求
法
巡
禮
行
記
四
巻
で
あ

る
。
そ
し
て
其
内
容
は
頗
る
具
膿
的
に
て
素
朴
堅
實
の
記
述
で
あ
り
信
慧
性
の
高
い
文
献
で
あ
る
爲
め
、
今
日
學
界
に
於
て
い
ろ
い
ろ
の

方
面
か
ら
珍
重
せ
ら
れ
研
究
の
封
照
と
な
っ
て
い
る
。
此
書
は
今
、
大
日
本
佛
教
全
書
遊
方
傳
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
が
、
先
年

ハ
ー
バ
ー

ド
大
學
ラ
イ
シ
ュ
ア
ワ
ー
敢
授
に
よ
り
英
課
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
精
細
な
る
脚
註
と
別
巻
は
非
常
の
勢
作
で
参
照
の
便
値
大
な
る
も
の
が

あ
る
。

而
し
て
瑠
璃
殿
の
記
事
は
巡
禮
行
記
第

一
巻
の
開
成
四
年

(日
本
承
和
六
年
)
正
月
三
日
の
條
に
あ
る
の
で
そ
の
關
係
部
分
を
抄
出
引

用
し
て
見
る
。

開
成
四
年
巳
未
、
本
國
の
承
和
六
年
巳
未
に
當
る
。
正
月

一
日
甲
寅
、
此
の
年
日
や
官
俗
休
暇
、
當
時
三
日
の
齋
あ
り
、
早
朝
相
公
寺

に
入
つ
て
佛
を
禮
し
て
即
ち
錦
り
去
る
。
三
日
始
め
て
南
岳

・
天
台
雨
大
師
の
像
爾
舖
各
三
副
を
薔
く
。
昔
し
梁
代
韓
幹
な
る
も
の
あ

り
、
是
の
人
梁
朝
に
當
つ
て
謁
手
の
第

一
と
な
す
、
若
し
禽
獣
の
像
を
趨
け
ば
其
の
眼
を
著
す
る
に
及
ん
で
は
則
ち
能
く
飛
走
す
と
。

　

　

　

南
岳
大
師
の
顔
影
に
尋
い
で
揚
州
龍
興
寺
に
於
て
窟
著
す
、
勅
し
て
法
花
道
場
瑠
璃
殿
南
廊
壁
上
に
安
置
す
。
乃
ち
大
使
僚
從
粟
田
家

瑠
璃
殿
上

(碧
巌
第
十
八
則
)
の
考
察

四
七
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四
八

綴
に
寓
取
せ
し
め
一
の
戯
蓼

な
し
。
途
に
開
元
寺
に
於
て
其
の
家
縫
を
し
て
絹
上
の
容
貌
衣
服
の
躰
を
圖
す
る
な
り
、

一
に
韓
幹
の
様

に
依
る
。
又
彼
の
院
の
同
廊
壁
上
に
請
法
花
経
を
画
窟
し
、
数
し
ば
異
感
を
致
さ
ん
と
し
、
和
尚
等
の
影
敷
廿
來
に
及
び
具
窟
す
る
能

の

　

　

は
ず
、
瑠
璃
殿
の
東
に
普
賢
廻
風
の
堂
あ
り
、
昔
し
火
の
起
る
有
り
、
書
く
彼
の
寺
を
焼
く
、
焼
い
て
法
花
堂
に
至
れ
ば
論
経
師
璽
砧

な
る
も
の
あ
り
、
此
の
普
賢
堂
内
に
於
て
法
花
経
を
諦
す
、
忽
然
大
風
起
り
院
裏
よ
り
吹
き
其
の
火
を
却
ぞ
く
、
彼
の
堂
焼
け
ず
、
時

の
人
因
み
に
普
賢
廻
風
の
堂
と
號
す
云
々
。

(原
漢
文
)

と
あ
る
が
、
こ
の
瑠
璃
殿
こ
そ
は
耽
源
の
偶
頒
の
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
後
に
詳
述
す
る
。

三

龍
興
寺
に
つ
い
て

瑠
璃
殿
の
あ
る
龍
興
寺
は
唐
の
國
家
政
策
に
よ
つ
て
建
て
ら
れ
た
代
表
的
官
寺
で
あ
る
。
大
雲
寺
、
開
元
寺
も
同
様
で
あ
る
が
、
龍

興
寺
は
大
雲
寺
が
後
に
改
構
さ
れ
た
も
の
と
も
云
は
れ
て
い
る
。
唐
朝
佛
数
の
大
保
護
者
で
あ
つ
た
則
天
武
后
は
印
位
の
理
論
づ
け
と
な

っ
た
大
雲
経
に
因
み
各
地
の
政
治
中
心
地
に
官
寺
を
建
て
是
を
大
雲
寺
と
稻
し
た
。
而
し
て
そ
れ
は
遠
く
西
域
の
安
西
(亀
弦
國
)怯
勒
に

ま
で
及
ん
だ
と
云
は
れ
る
。
後
に
是
と
同
じ
意
圖
を
以
て
龍
興
寺
が
建
て
ら
れ
た
(唐
大
和
上
東
征
傳
)
。
又
玄
宗
は
同
様
の
意
圖
を
以
て

開
元
二
十
六
年
に
各
地
に
開
元
寺
を
建
て
た

(佛
租
統
紀
巻
五
)
。
開
元
は
玄
宗
の
年
號
で
あ
る
。

是
等
の
唐
制
を
模
倣
し
て
我
國
の
國

分
寺
が
出
來
た
も
の
と
云
は
れ
て
い
る
。
而
し
て
今
こ
～
に
問
題
と
し
て
學
げ
る
龍
興
寺
は
揚
州
所
在
の
も

の
で
あ
る
。
こ
の
龍
興
寺
の

こ
と
を
重
修
揚
州
府
志
(巻
二
八

寺
観
志
に
よ
つ
て
調
べ
て
見
る
と
唐
代
の
記
事
は
意
外
に
少
な
く
宋
代
の
記
事
の
み
が
多
く
、
唐
代
の

建
築
そ
の
他
に
つ
い
て
細
か
い
こ
と
を
知
ら
ん
と
す
る
所
期
の
目
的
の
達
し
難
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
王
安
石
の
揚
州
龍
興
院
記
な
ど
も

載
つ
て
い
る
。
猫
こ
の
寺
観
志
に
は
大
雲
寺
、
開
元
寺
の
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
が

「此
の
間
数
息
の
諸
観
あ
り
、
以
て
齪
意
を
掻
す
是

れ
蓋
し
潤
那
の
濫
筋
な
り
」
と
記
し
て
あ
る
の
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
、
當
時
の
天
台
道
場
に
於
け
る
修
道
の

一
班
が
窺
わ
れ
る
。
而
し



て

「龍
興
寺
壁
は
則
ち
唐
時
已
で
に
有
り
、
慧
禮
重
建
し
王
安
石
記
を
作
る
と
爲
す
、
故
に
奮
志
皆
な
宋
時

の
所
建
と
な
す
は
其
の
實
は

誤
り
な
り
」
と
あ
る
記
事
よ
り
見
れ
ば
龍
興
寺
の
壁
と
云
う
は
古
來
よ
り
有
名
の
も
の
で
こ
れ
が
瑠
璃
殿
に
あ

つ
た
と
見
え
る
。

そ
の
東
廊
の
壁
上
に
謁
か
れ
た
も
の
は
多
く
の
聖
賢
で
あ
つ
た
が
、
南
岳
と
天
台
の
二
祀
な
ど
が
中
心
で
あ

つ
た
ら
し
い
。
南
岳
と
云

ふ
の
は
天
台
第
三
租
南
岳
慧
思
の
こ
と
で
あ
り
、
天
台
と
は
天
台
第
四
租
智
者
大
師
智
頻
の
こ
と
で
あ
る
。
而
し
て
龍
興
寺
の
こ
と
に
つ

い
て
は
唐
朝
に
於
け
る

一
般
沸
教
史
を

一
讃
せ
ば
如
何
に
此
の
時
代
に
於
け
る
佛
数
背
景
の
盛
大
で
あ
つ
た
か
を
知
る
こ
と
が
出
來
、
瑠

璃
殿
問
題
も
納
得
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

い
ま
龍
興
寺
の
法
華
道
場
た
る
瑠
璃
殿
の
詳
細
を
記
す
直
接
の
資
料
で
は
な
い
が
、
當
時
内
道
場
と
構
し
て
禁
中
に
道
場
を
設
け
て
、

常
に
僧
尼
を
出
入
せ
し
め
國
家
の
斬
濤
、
或
は
帝
の
誕
節
其
他
の
爲
め
に
轄
経
行
道
せ
し
め
た
も
の
で
、
こ
れ
は
則
天
武
后
の
頃
よ
り
盛

ん
と
な
り
、
玄
宗
の
朝
に
至

つ
て
不
空
の
如
き
は
こ
の
内
道
場
を
申
心
と
し
て
内
外
に
威
を
振
い
、
粛
宗
の
頃

に
は
内
道
場
の
供
奉
僧
数

百
人
、
農
夜
念
佛
讃
経
の
聲
は
禁
外
ま
で
聞
え
た
。
代
宗
の
頃
は
内
道
場
の
極
盛
時
で
あ
り
、
毎
年
降
聖
節
に
は
名
僧
を
召
し
て
飯
嘲
せ

し
め
之
を
内
齋
と
構
し
た
。
内
道
場
に
は
常
に
百
絵
人
を
住
せ
し
め
、
そ
の
禁
庭
出
入
の
儀
も
亦
王
公
以
上
で
あ
つ
た
と
の
事
で
あ
る
か

ら
、
唐
朝
の
一
大
官
寺
た
る
龍
興
寺
の
法
華
道
場
瑠
璃
殿
上
の
大
規
模
な
る
盛
儀
は
蓋
し
想
像
以
上
で
あ
つ
た
ろ
う
。

又
成
尋
の
有
名
な
る
参
天
五
台
五
墓
山
記
に
よ
れ
ば
龍
興
寺
に
つ
き
湘
寧
六
年

(
一
〇
七
三
)
五
月
四
日
の
條
に
次
の
様
に
記
し
て
い

る
。

「齋
後
即
ち
出
で
龍
興
寺
に
参
ず
。
嬰
眞
和
尚
本
住
の
寺
に
依
る
な
り
。先
づ
大
佛
殿
の
後
壁
攻
面
の
圖
檜
を
禮
す
。
摩
騰
三
藏
の
影
、

色
は
黒
、
手
に
梵
策
を
持
す
。
竺
法
蘭
の
色
は
黒
、
手
に
朱
軸
青
標
紙
、
四
十
二
章
経

一
巻
を
持
す
。
羅
什
、
玄
弊
、
恵
遠
、
道
安
、

道
宣
、
慈
恩
等
の
影
、
長
さ
八
尺
ば
か
り
、
丈
六
の
金
色
大
佛
三
躰
井
に
脇
仕
有
り
、
堂
内
の
荘
嚴
甚
だ
妙
な
り
。
次
に
管
内
僧
正
賜

紫
恵
禮
院
に
参
ず
。
黙
茶
爾
度
、
湯

一
度
、丁
寧
に
禮
拝
し
答
禮
し
了
る
。
五
將
軍
安
石
大
碑
を
立
っ
。
新
堂
内
に
等
身
の
繹
迦
有
り
、

瑠
璃
殿
上

(碧
巖
第
十
八
則
)
の
考
察

四
九
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五
〇

文
殊
の
立
像
、
右
雲
上
に
獅
子
、
背
上
に
蓮
華
有
り
、
普
賢
左
雲
上
に
口
立
つ
。
背
に
経
筥
有
り
、
十
六
羅
漢
最
も
甚
だ
妙
な
り
、
僧

正
門
を
出
で
之
を
迭
る
。
輪
に
乗
る
の
庭
切
に
返
り
了
る
。
大
佛
殿
、
西
大
殿
、
五
百
羅
漢
の
等
身
の
像
最
も
妙
な
り
。
大
佛
殿
後
、

東
廊
十
三
間
に
法
華
経

一
部
、
維
摩
経
、
金
剛
般
若
等
の
文
を
刻
み
立
て
了
る
。
云
々
」

と
あ
る
、
是
は
宋
代
の
こ
と
で
圓
仁
よ
り
後
代
で
其
間
會
目
排
佛
や
政
攣
な
ど
あ
つ
て
昔
の
ま
～
の
建
物
か
不
明
で
あ
る
が
兎
に
角
龍
興

寺
の
盛
大
な
有
り
様
が
わ
か
る
、
其
背
景
を
な
す
瑠
璃
殿
に
つ
い
て
も
想
像
が
つ
く
と
思
う
。

四

瑠

璃

に

つ
い

て

瑠
璃
と
云
ふ
は
元
來

一
種
の
寳
石
の
こ
と
で
あ
り
、
七
寳
の
一
と
云
は
れ
青
色
の
も
の
で
又
後
に
な
つ
て

一
種
の
ガ
ラ
ス
も
瑠
璃
の
稽

が
出
來
た
と
も
云
わ
れ
て
い
る
が
、
諸
経
典
中
に
見
え
る
文
字
で
あ
る
か
ら
印
度
よ
り
中
國
へ
と
流
轄
し
た
費
石
で
あ
る
と
思
う
。
そ
れ

故
に
瑠
璃
殿
と
云
え
ば
そ
の
寳
石
を
ち
り
ば
め
て
造
つ
た
櫻
閣
の
様
に
思
は
る
、
の
で
あ
る
が
、
常

盤

博

士

の
支
那
佛
敏
史
蹟
踏
査
記

(
一
六
〇
頁
)
に
よ
れ
ば
長
干
寺
の
條
に

「
下
つ
て
宋
の
代
に
至
り
、
天
禧
寺
と
稻
さ
れ
、
元
代
に
綴
け
た
が
、
明
の
永
樂
十
年
に
勅
し
て
重
建
し
二
十
九
年
の
長
月
日
を
以
て

九
級
の
瑠
璃
塔
を
建
て
た

(申
略
)
瑠
璃
塔
と
云
う
の
は
磁
器
の
塔
の
謂
で
あ
る
。」

と
あ
る
こ
と
か
ら
類
推
す
る
と
、
寺
院
建
築
に
磁
器
を
用
い
て
佛
殿
を
荘
嚴
し
美
観
を
添
え
た
も
の
、
様
で
あ
る
。
さ
れ
ば
龍
興
寺
の
瑠

璃
殿
も
或
る
程
度
磁
器
を
使
用
し
た
建
築
で
、そ
れ
に
因
ん
で
殿
名
を
つ
け
た
も
の
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、瑠
璃
殿
と
云
う
字
面
の
み
に

幻
惑
さ
れ
て
、
直
に
是
を
西
方
澤
土
な
ど
と
印
解
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
併
し
乍
ら
佛
殿
建
築
に
磁
器
が
用
い
ら
れ
た

と
云
つ
て
も
、
中
國
に
於
て
は
磁
器
に
優
秀
な
る
特
技
を
有
し
頗
る
精
巧
華
麗
な
る
資
材
と
し
て
殿
宇
の
装
飾

に
利
用
し
得
た
の
で
、
眞

に
瑠
璃
殿
の
名
に
負
か
ざ
る
立
派
な
殿
閣
を
磁
器
を
以
て
造
つ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。
或

は
叉

瑠
璃
の
寳
石
を
以
て
荘
嚴
し
た
か
も
知
れ



ぬ
。
唐
朝
の
力
を
以
て
す
れ
ば
相
當
程
度
の
事
は
出
來
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
併
し
金
閣
寺
、
銀
閣
寺
と
云
つ
て
も
土
壷
か
ら
屋
根
裏
ま
で

金
や
銀
で
造
つ
た
も
の
で
な
い
か
ら
瑠
璃
殿
と
云
つ
て
も
、
全
腱
が
瑠
璃
費
石
造
り
と
は
思
え
ぬ
が
何
れ
に
し
て
も
美
観
肚
麗
、
眼
を
驚

か
す
に
足
る
建
築
物
で
あ
つ
た
こ
と
は
疑
を
容
れ
な
い
。

五

年
代
の
照
慮
と
そ
の
検
討

圓
仁
の
入
唐
求
法
巡
禮
行
記
に
よ
る
龍
興
寺
の
瑠
璃
殿
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
そ
の
東
廊
壁
上
に
書
け
る
書
像
は
梁
代
韓
幹
と
云
う
名
匠

の
筆
に
な
つ
た
も
の
と
な
つ
て
居
る
が
そ
れ
は
圓
仁
の
誤
り
で
、
韓
幹
は
唐
玄
宗
天
寳
初
年
王
維
の
推
薦
に
よ
つ
て
玄
宗
に
供
奉
し
て
そ

の
璽
筆
を
揮
つ
た
の
で
あ
る
。
楓
文
齋
書
謁
譜

(第
四
七
巻
)

に
よ

れ
ば
、
酉
陽
雑
姐
、

歴
代
名
藩
記
、

唐
朝
名
謁
録
、

京
洛
寺
塔

記
、
圖
畜
見
聞
志
、
米
帯
謁
史
等
の
資
料
に
よ
り
種
々
記
し
て
い
る
が
、
支
那
書
謁
名
家
詳
傳
に
は
次
の
様
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
韓
幹
は
藍
田
の
人
、
王
維

一
た
び
其
書
を
見
、
途
に
之
を
推
奨
す
。
天
寳
の
初
め
入
り
て
供
奉
と
な
る
。
時
に
陳
閾
馬
を
趨
き

一
時

に
榮
遇
す
。
明
皇
之
を
師
と
せ
し
む
。
韓
詔
を
奉
ぜ
し
め
て
曰
く
、
臣
自
ら
師
有
り
、
陛
下
内
厩
の
馬
、
皆

な
臣
の
師
な
り
と
、
明
皇

盆
々
之
を
奇
と
す
、
初
め
曹
覇
を
師
と
し
後
自
ら
濁
り
檀
に
す
、
馬
を
薔
き
骨
肉
停
句
の
法
を
得
た
り
、
傳
染
縁
素
に
入
る
、
弟
子
孔

榮
頗
る
其
の
法
を
得
た
り
。」

唐
書
藝
文
志
に
は
大
梁
の
人
、
大
府
寺
亟
と
な
つ
て
い
る
が
大
梁
は
地
名
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
師
曹
覇
は
魏
の
曹
髭
の
後
で
、
髭
は
醤
を

以
て
魏
に
稻
せ
ら
れ
た
、
覇
は
開
元
中
、
濁
名
を
得
、
天
費
の
末
に
召
さ
れ
て
御
馬
及
び
功
臣
の
像
を
篤
し
た
。
筆
墨
沈
著
、
紳
采
生
動

す
。
杜
甫
爲
め
に
丹
青
引
を
作
つ
て
之
に
贈
つ
た
と
あ
る
か
ら
韓
幹
は
唐
の
玄
宗
時
代
で
あ
る
こ
と
は
疑
の
蝕
地
は
な
い
。
趙
子
昂
の
松

雪
齋
集
に
よ
れ
ば
、
唐
人
善
く
馬
を
謁
く
者
甚
だ
多
し
、
而
し
て
韓
曹
之
を
最
と
す
と
あ
る
か
ら
馬
を
書
く
名
手
で
あ
つ
た
が
禽
獣
が
謁

よ
り
出
て
走
る
と
云
ふ
程
の
名
匠
で
あ
つ
た
か
ら
佛
租
の
畜
像
に
も
神
技
を
揮
つ
た
も
の
と
思
は
る
㌧
。
即
ち
寳
慮
寺
三
門
、
紳
西
院
北

瑠
璃
殿
上

(碧
巖
第
十
八
則
)
の
考
察

五
一
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五
二

方
天
王
佛
殿
前
面
、
菩
薩
及
深
土
壁
、
資
聖
寺
北
門
二
十
四
聖
、
資
聖
寺
観
音
院
西
廊
四
十
二
聖
賢
等
を
書
い
た
と
傳
え
ら
れ
る
。

て
以
上
の
諸
資
料
に
よ
り
本
論
の
骨
子
を
年
代
順
に
記
す
と
次
の
通
り
に
な
る
。

中

國

年

代

唐
中
宗

嗣
聖
七
年
(武
后
天
授
元
年
)

〃
玄
宗

開
元
二
十
六
年

〃
〃

天
寳
元
年

〃
代
宗

太
暦
十
年

〃
〃

太
暦
十

一
年
(?
)

〃
敬
宗

開
成
四
年

記

事

大
雲
寺
建
つ
(後
に
龍
興
寺
と
改
む
)

開
元
寺
建
つ

韓
幹
玄
宗
の
供
奉
と
な
る
(瑠
璃
殿
に
書
く
)

慧
忠
國
師
寂
す

耽
源
奏
封
(瑠
璃
殿
上
)

圓
仁
入
唐
、
龍
興
寺
瑠
璃
殿
を
見
る

以
上
の
略
年
表
に
よ
れ
ば
、
年
代
順
の
検
討
に
於
て
無
理
の
な
い
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
來
る
。

西
暦

六
九
〇

七
三
八

七
四
二

七
七
五

七
七
六

八
三
九

而
し

六

む

す

び

吉
州
耽
源
山
慮
眞
暉
師
は
、
そ
の
傳
記
を
見
る
と
、
慧
忠
國
師
の
後
縫
者
と
し
て
國
師
①
依
頼
を
得
た
程
の
こ
と
だ
け
あ
つ
て
師
に
譲

ら
ぬ
機
鋒

の
敏
峻
で
あ
つ
た
こ
と
は
百
丈
懐
海
、
麻
谷
寳
徹
、仰
山
慧
寂
な
ど
と
の
間
に
於
け
る
問
答
商
量
に
於
て
知
ら
る
～
の
で
あ
る
。

從
つ
て
慧
忠
國
師
に
代

つ
て
代
宗
に
奏
封
し
た
の
も
こ
の
流
義
を
慣
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
而
し
て
瑠
璃
殿
上
に
知
識
な
し
、
と
云

わ
れ
た
の
は
唐
朝
の
代
表
的
寺
院
に
於
て
當
時
の
名
流
の
善
知
識
が
多
敷
こ
の
法
華
道
場
た
る
瑠
璃
殿
上
に
於

て
法
華
の
諸
行
事
を
嚴
修

し
、
又
此
の
殿
上
に
は
、南
岳
、天
台
雨
師
を
始
め
其
の
他
の
諸
聖
の
謁
像
な
ど
飾
ら
れ
て
唐
朝
の
代
表
的
盛
儀
が
常
に
行
わ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
を
代
宗
皇
帝
は
勿
論
の
こ
と
一
般
大
衆
と
共
に
常
に
見
聞
し
親
災
し
て
居
た
耽
源
が
假
用
し
て
是
を
偶
頒
申
に
取
り
入
れ
た
の



ば
自
然
で
あ
つ
た
も
の
と
考
え
る
.
か
く
て
名
僧
知
識
の
群
集
す
る
瑠
璃
殿
上
に

一
人
の
知
識
だ
も
な
い
、
否
な
人
の
子

一
人
も
無
い
と

坐
断
し
て
其

の
見
地
を
吐
露
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
坐
断
の
見
地
か
ら
云
え
ば
、
天
地
間

一
物

一
草
も
な
い
と
云
う
の
で
あ
る
。
天
あ
り

地
あ
り
、
日
月
星
辰
あ
り
、
山
あ
り
川
あ
り
、
清
季
世
界
に
閑
地
な
し
、車
馬
往
來
人
人
を
見
る
底
の
當
髄
を
、廓
然
無
聖
と
切
つ
て
放
つ

た
達
磨
の

一
旬
。
更
ら
に
日
月
も
照
臨
し
到
ら
ず
、
天
地
も
覆
藏
し
蓋
さ
ざ
る
底
を
不
識
と
切
つ
て
放
っ
た
見
地
と
、
瑠
璃
殿
上
に
知
識

な
し
と
云
ひ
切
つ
た
の
と
是
れ
同
軌
か
。
同
轍
か
。
果
し
て
什
慶
。
耽
源
は
こ
の
見
地
を
表
現
す
る
爲
め
に
具
髄
的
に
而
か
も
當
時
の
佛

教
界
の
一
大
象
徴
で
あ
る
目
前
の
瑠
璃
殿
上
を
用
い
た
の
は
當
を
得
た
表
現
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
是
を
現
代
的
に
し
て
云
へ
ば
、
東

京
騨
前
の
丸
ビ
ル
、
新
丸
ビ
ル
に
人
が

一
人
も
居
な
い
。
妙
心
寺
山
内
に
坊
さ
ん
が

一
人
も
居
な
い
と

一
切
を
奪
い
審
し
て
云
つ
た
ら
什

塵
。
無
縫
塔
と
云
う
も
の
は
天
下
の
工
匠
を
駆
使
し
て
設
計
築
造
す
る
様
な
小
ぼ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
人
の
眼
、
人
の
耳
に
鯛
る
る
森

羅
萬
象
、
否
な
耳
目
の
沙
汰
の
屈
か
ぬ
宇
宙
の
外
迄
是
れ

一
大
無
縫
塔
で
は
な
い
か
。
こ
れ
で
瑠
璃
殿
上
の
考
察
の
む
す
び
と
す
る
。

追
記

本
稿
を
草
す
る
に
際
し
御
助
援
と
御
好
意
を
頂
い
た
駒
澤
大
學
小
川
塞
道
先
生
、

森
克
已
博
士
及
び
日
本
留
學
米
人
テ
ー
リ
ー
學
士
に
深
謝
し
ま
す
。

東
洋
文
庫
岩
井
大
慧
先
生
、
都
立
大
學
敏
授

(
昭
三

二
、

九
、

一
〇
)

瑠
璃
殿
上

(碧
巖
第
十
八
則
)
の
者
察

五
三


