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(1
㊤
Qo
O
)

は
、

臨

濟

下

の
輝

の
系

統

と

し
て

は
、

臨

濟

義

玄

(1
。。
①
①
)
ー

興

化

存
奨

(。。
ω
O
ー
。。。。。。
)
ー

南

院

慧

臨

と
承

け

た

人
で
、
そ
の
第
三
世
に
當
る
が
、
こ
の
人
に
関
す
る
從
來
の
資
料
は
極
め
て
史
實
的
信
懸
性
に
乏
し
い
。
但
だ
、
彼
の
下
に
出
た
風
穴
延
沼

(◎。⑬①
1
㊤お
)
及
び
首
山
省
念

(紹
①
1
8
ω)
の
時
に
臨
濟
輝
と
し
て
の
傳
統
的
基
礎
が
固
め
ら
れ
た
か
ら
、
琿
林
僧
寳
傳
巻
三
の
風
穴
延
沼

傳
に
よ
る
と
、
風
穴
が
始
め
て
南
院
に
参
じ
た
と
き
、
彼
は

汝
乗
願
力
來
荷
大
法
、
非
偶
然
也

と
云

つ
た
と
傳
え
、
又
首
山
省
念
傳
で
は

風
穴
毎
念
、
大
仰
有
識
、
臨
濟

一
宗
、
至
風
而
止

と
叙

べ
て
、
臨
濟
の
輝
が
彼

の
時
代
に
漸
く

一
宗
と
し
て
自
覧
さ
れ
始
め
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
從
つ
て
、
南
院

に
つ
い
て
從
來
の
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資
料
が
叙
べ
る
所
も
、
す
べ
て
こ
の
様
な
後
世
の
臨
濟
暉
の
傳
統
と
し
て
の
立
場
か
ら
に
と
ど
ま
つ
て
居
る
が
、

こ
れ
は

一
面
に
彼
の
出
生

時
代
が
恰
も
五
代
齪
離
の
際
に
當

つ
て
、
確
實
な
基
礎
資
料
が
失
い
去
ら
れ
た
結
果
に
よ
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

南
院

に
つ
い
て
の
資
料
の
現
存
最
古
の
も
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
景
徳
傳
燈
録
巻
十
三
の
汝
州
寳
鷹
暉
師
章
で
、

こ
れ
に
次
ぐ
も
の

が
天
聖
廣
燈
録
巻
十
四
の
汝
州
寳
鷹
暉
院
顯
暉
師
章
で
あ
り
、共
に
宋
初
の
も
の
で
あ
る
が
、す
べ
て
彼

の
示
衆
や
問
答

の
語
を
収
め
る
の
み

で
、
史
實
的
な
こ
と
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
而
も
後
述
す
る
様
に
、
繹
門
と
し
て
極
め
て
重
ん
ぜ
ら
る
べ
き
彼
と
興
化
と
の
嗣
法

の
關
係
す

ら
、
之

を
傳
え
る
確
實
な
資
料
が
な
か
つ
た
ら
し
く
、
右
の
二
書
共
に
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
何
も
傳
え
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
更

に
南

宋
に
入

つ
て
編
集
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
南
院
琿
師
語
要
に
於
て
も
同
様
で
あ
つ
て
、
こ
の
書
は
前
記
二
書
の
記
載
を
も

と
と
し
て
再
編
さ
れ

た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
か
く
て
、
南
院
慧
願
の
史
實
は
今
日
の
虜
、
全
く
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得
ず
、
又
彼
の
暉
に
關
す
る
資
料
も
す
べ
て

後
世
の
傳
統
の
立
場
か
ら
編
集
さ
れ
た
も
の
と
な
る
が
、
其
庭

に
又
臨
濟
暉
の
傳
統
と
し
て
、
こ
の
人
が
古
來
如
何
に
見
ら
れ
て
來
た
か
と

い
う

こ
と
が
明
か
に
さ
れ
て
來
る
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
以
下
、
そ
れ
ら
の
資
料
を
整
理
し
つ
つ
、
そ
の
問
題
と
な
る
べ
き
黙
を
指
摘
し

て
み
よ
う
。

二

先
ず

、
こ
の
人
の
名
を
傳
燈
録
は
、

汝
州
麗

和
蕩

館
灘

雌

 と
標
記

し
て
居
り
、
當
時
寳
鷹
和
尚
と
呼
ば
れ
た
ら
し
い
。
こ
れ
は
彼
自
身
が

一
信
に
向

つ
て
、

恰
遇
寳
慮
老
不
在

と
答

え
て
い
る
こ
と
に
よ
つ
て
も
知
ら
れ
る
が
、
寳
鷹
の
稻
は
彼
が
住
し
た
寺
名
に
よ
つ
た
も
の
で
あ
る
。

五
家
正
宗
賛
や
五
燈
會
元
の
著



83南 院 慧 顯

者
は
、

こ
れ
を
彼
の
諦
、
若
し
く
は
字
と
み
た
ら
し
い
が
、
廣
燈
録
で
は
明
白
に

汝
州
寳
鷹
暉
院
願
暉
師

と
記

し
、
建
中
靖
國
績
燈
録
巻

一
で
は
、
汝
州
寳
鷹
南
院
慧
願
輝
師
と
標
記
し
て
い
る
し
、
こ
の
寳
鷹
暉
院
に
は
後
に
首
山
省
念
が
住
し
て

寳
鷹
第

三
世
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
傳
燈
巻
十
三
の
首
山
章
に
見
え
て
い
る
か
ら
、
當
然
こ
の
古
傳
に
從
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
又
、
彼
の
誰
は

顧
で
、
古
傳
で
は
顯
と
だ
け
し
か
知
ら
れ
な
か
つ
た
ら
し
く
、
後
世

一
般
に
慧
顯
と
呼
ぶ
の
は
、
恐
ら
く
右
の
績
燈
録
と
、
古
尊
宿
語
録
所

収

の
汝
州
南
院
暉
師
語
要

に
、

師
諜

慧
顯
、
河
北
人
也

と
あ
る
の
に
基
ず
く
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
二
書
は
共
に
宋
代
の
編
集
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
こ
の
読
が
更
に
何
に
基
ず

い
て
書
か
れ
た

か
明
か
で
な
い
。
尤
も
、
後
代
で
は
、
寳
鷹
や
願
の
名
よ
り
も
寧
ろ

一
般
に
南
院
と
呼
ー8
れ
る
が
、
こ
の
南
院
の
構
は
、
前
記
の
傳
燈
録
の

爽
註
と
、
廣
燈
録
の
標
題
と
を
綜
合
し
て
考
え
る
と
、
恐
ら
く
彼
が
古
い
寳
鷹
暉
院
の
申
に
子
院
の
南
院
を
開
創
し
て
住
し
て
い
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
併
る
に
、
こ
の
南
院
の
構
は
實
は
多
少
の
問
題
を
含
む
も
の
で
、
傳
燈
録
巻
十
二
に
、
魏
府
大
覧
和
尚
の
嗣
四
人
を
墾
げ
て
三
人

を
立
傳

し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
、
汝
州
南
院
和
尚
な
る
も
の
が
あ
つ
て
、
五
則
の
問
答
を
傳
え
て
居
り
、
後
の
廣
燈
録
で
は
こ
の
汝
州
南

院
が
削
り
去
ら
れ
て
、
そ
の
同
答
の
三
則
が
、
興
化
存
奨
の
嗣
た
る
汝
州
寳
慮
、
印
ち
南
院
顯
の
章
中
に
収
め
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
傳
燈
録
に
後
れ
て
出
來
た
廣
燈
録
が
、
こ
の
爾
者
を
誤
つ
て
同

一
人
と
見
た
か
、
或
は
も
と
も
と
同

一
人
の
話
を
傳
燈
録
が
誤
つ
て

別
個
の
二
人
と
考
え
て
立
傳
し
た
の
か
、
そ
の
何
れ
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
私
は
結
論
的
に
見
て
之
を
傳
燈
録

の
誤
で
あ
ろ
う
と
考

え
た
い
。
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
、更
に
魏
府
汰
覧
和
尚
と
、興
化
存
漿
と
の
史
實
的
關
係
に
ま
で
遡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
す
で
に
前
稿

「
興
化
存
奨
の
史
傳
と
そ
の
語
録
」
に
於
て
考
謹
し
た
様
に
、
興
化
存
奨
が
も
と
大
覧
和
尚
と
呼
ば
れ
て
い
た
事
實
を
考

え
合
わ
す
と
き
、

こ
れ
が
傳
燈
録
の

一
人
で
も
多
く
の
租
師
を
列
傳
し
よ
う
と
す
る
故
意
の
誤
り
に
出
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
で
き
る
で
あ
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ろ
う
。

次

に
、
南
院
の
生
地
に
つ
い
て
、
南
院
語
要
が
河
北
の
人
と
な
す
以
外
、
何
ら
の
記
載
が
な
い
が
、

こ
れ
は
將
來
何
等
か
の
新
資
料
の
出

現
を
侯
つ
外
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
次
に
、
彼
の
生
没
年
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

景
徳
傳
燈
録
巻
十
三
風
穴
傳
に
よ
る
と
、
風
穴
は
嚢
州
で
守
廓
侍
者
と
運
遁
し
て
、

汝
州
に
臨
濟
の

輝
を
傳
え
る

南
院
あ
る
こ
と
を
知

り
、
守
廓
の
す
す
め
に
よ
つ
て
南
院
に
参
じ
、
そ
の
最
初
の
相
見
で
南
院
の
法
を
嗣
ぐ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
南
院
は
、

三
十
年
住
持
、
今
日
被
黄
面
漸
子
、
上
門
羅
織

と
答
え
て
居
り
、
當
時
汝
州
南
院
に
住
持
以
來
、
す
で
に
相
當
の
年
月
を
経
て
い
た
様
で
あ
る
。
こ
こ
に
言
う
三
十
年
は
、
云
う
ま
で
も

な
く
實
数
で
は
な
く
し
て

一
生
涯
の
意
で
あ
ろ
う
か
ら
、
南
院
は
興
化
の
没
後
間
も
な
く
魏
府
か
ら
こ
の
地
に
移
つ
て
い
た
こ
と
と
な
る
。

而
も
、
慧
洪
の
輝
林
曾
寳
傳
の
風
穴
傳
に
よ
る
と
、
風
穴
は
最
初
の
相
見
で
南
院
の
意
に
契
う
て
以
來
、
彼
に
随
侍
す

る
こ
と
六
年
、
後
唐

の
長
興
二
年

(ゆω
H)

に
至

つ
て
、
汝
州
風
穴
の
慶
寺
に
入
つ
た
と
云
い
、

風
穴
語
録
で
は
、

更
に
明
白
に
師
依
止
六
年
而
南
院
残
、
と
な

し
て

い
る
か
ら
、
こ
の
説
を
信
ず
る
限
り
南
院
の
示
寂
は
長
興
元
年
で
あ
つ
た
こ
と
と
な
る
。
な
お
、
清
の
紀
蔭
の
宗
統
編
年
春
十
八
に
、

風
穴
が
南
院
に
至
つ
た
の
を
龍
徳
二
年

(潟
卜。)

と
し
、
南
院
の
示
寂
を
長
興
元
年

(ΦωO)

と
な
し
て
い
る
の
は
、
右
の
所
傳
に
從

つ
た
も

の
で
、

比
較
的

信
を

措
く
に
贋
す
る
読
と

云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、

元
の
佛
租
通
載
や
我
が
宗
門
正
燈
録
が
、

之
を

後
周
の
廣
順
二
年

(Φ認
)
と
す
る
の
は
、
興
化

の
示
寂
を
同
光
三
年

(露
α)
に
お
い
た
上
に
南
院
の
住
持
三
十
年
を
加
算

し
た
る
臆
読
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

興
化

の

一
生
が
前
稿
に
考
謹
し
た
様
に
八
三
〇
i

八
八
八
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
以
上
は
、
南
院
の
示
寂
を
九
三
〇
年

と
す
る
こ
と
は
、
今

後
更

に
積
極
資
料
の
出
で
ぬ
限
り
、
極
め
て
安
當
の
説
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
風
穴
を
南
院
に
参
ぜ
し
め
た
守
廓
は
、
廣

燈
録
巻
十
四
に
よ
る

と
、
も
と
興
化
に
参
じ
て
侍
者
と
な
つ
て
い
た
人
で
あ
り
、
守
廓
が
南
院
を
推
し
た
の
は
、
南
院
が
曾
て
彼
と
共
に
興
化
に
参
じ
そ
の
宗
教

的
人
格
に
於
て
興
化
の
嗣
と
し
て
眞
に
す
ぐ
れ
た
人
物
と
認
め
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
或
は
年
長
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
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f

興
化

の
嗣
は
公
乗
億
の
塔
碑
で
は
、

藏
暉
、

行
簡
の
二
人
の
み
を
摯
げ
て
い
る
が
、

こ
れ
は

恐
ら
く
晩
年
ま
で
魏
府

に
随
侍
し
た
る
人
で

あ
ろ
う
か
ら
、
南
院
も
守
廓
も
、
或
は
興
化
の
生
前
の
或
る
時
期
に
参
じ
た
後
、
諸
方
に
遊
歴
し
て
い
た
人
で
あ
つ
た

の
か
も
知
れ
ぬ
。
何

れ
に
し
て
も
興
化
の
没
し
た
八
八
八
年
に
三
十
戯
に
は
達
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
大
中
末
、
若
し
く
は
戚
通
初

の
出
生
で
、
八
六
〇

1

九
三
〇
頃
の

一
生
と
見
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

三

 

庭

で
、
南
院
は
如
何
な
る
事
情
で
汝
州
の
地
に
至

つ
た
の
か
。
又
、
當
時
の
汝
州
の
地
が
肚
會
的
に
如
何
な
る
状
態

に
あ
つ
た
か
と
い
う

黙
が
、
南
院

の
琿
を
知
る
上
に
重
要
な
手
が
か
り
を
與
え
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
今
日
の
虞
未
だ
積
極
資
料
は
得
ら
れ

て
い
な
い
。
史
乗
に
よ
る
と
、當
時
の
汝
州
は
東
都
洛
陽
に
近
接
し
て
い
た
關
係
か
ら
、唐
室
の
末
期
的
な
疲
弊
に
乗
じ
て
政
灌
を
伺
わ
ん
と

す
る
も
の
が
頻
出
し
、
先
に
藥
州
城
に
壕

つ
た
呉
元
濟

(ー
。。
ド刈)
や
、
次
で
黄
巣

(i
。。。。切)
、
秦
宗
槽

(1
。。。。Φ)
等
の
徒
が
相
つ
い
で
こ
の

地
を
剰
掠
し
た
が
ら
、
連
年
兵
齪
の
紹
え
る
暇
も
な
い
状
態
で
あ
つ
た
様
で
あ
り
、
そ
の
後
、

一
時
は
黄
巣

の
部
將
と
な
つ
て
い
た
李
牢
之

(○。鳴
ー
Qoゆゆ)
、
張
全
義

(c。認
-
露
①)
等
が
こ
の
地
を
掌
握
す
る
に
及
ん
で
、

比
較
的
安
定
を
恢
復
し
た
様
で
あ
る
。

殊
に
張
全
義
の
如
き

は
、
文
徳
元
年

(。。。。。。)
に
河
南
の
節
度
使
と
な
つ
て
か
ら
、

五
代
の
梁
よ
り
唐
に
及
ぶ
四
十
年
に
近
い
期
間
に
亘
つ
て
、
こ
の
地
を
領
し
、

史
書

に
も
、

住
サ
正
河
洛
、
凡
四
十
年
、
.位
極
人
臣
、
善
保
終
吉
者
、
蓋

一
人
而
已
。
全
義
僕
厚
大
度
、敦
本
務
實
、起
戦
士
而
忘
功
名
、
尊
儒
業
而
樂

善
道
、
家
非
士
族
而
漿
愛
衣
冠
、
開
幕
府
辟
士
必
求
望
實
、
厨
邑
補
奏
不
任
吏
人
、
位
極
公
王
不
衣
羅
綺
、
心
奉
繹
老
而
不
溺
左
道

(奮

五
代
史
巻
六
十
三
)

と
云

い
、
叉
、洛
陽
摺
紳
蕾
聞
記
に
は
、
民
の
た
め
に
龍
門
廣
化
寺

の
無
畏
師
の
塔
に
雨
を
所

つ
た
と
も
云
う
か
ら
、
當
時
と
し
て
は
極
め
て
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善
政

の
人
で
あ
つ
た
如
く
で
あ
る
。
南
院
の
汝
州
住
院
は
恰
も
こ
の
期
間
に
相
當
し
、
張
全
義
が
繹
老
を
奉
じ
た
と
云
う
の
と
符
節
を
合
す

る
黙
が
あ
り
、
又
彼
は
後
に
後
唐
の
荘
宗
と
な
つ
た
李
存
易

(。。。。
駅!
露
①)
と
も
通
じ
て
い
た
と
云
わ
れ
る
か
ら
、
荘
宗
が
興
化
存
漿
に
蹄
依

し
た
と
す
る

一
般
の
読
が
史
実
に
合
し
な
い
こ
と
が
明
か
と
な
つ
た
以
上
、
或
は
南
院
そ
の
人
が
李
存
島
と
關
係
す
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
の

か
も
知
れ
な
い
。
又
後
述
す
る
様
に
、南
院
と
風
穴
の
爾
者
に
問
答
し
た
防
禦
使
が
、當
時
東
都
畿
汝
防
禦
観
察
使
で
あ

つ
た
張
全
義
そ
の
人

で
な
か
つ
た
か
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
更
に
後
に
こ
の
地
を
領
し
た
宋
彦
笏

(ー
Φ盟
)

が
風
穴
延
沼
の
た
め
に
廣
慧
寺
を
開
創
し
た
有
力

な
檀
越
で
あ
つ
た
ら
し
い
こ
と
を
考
え
合
わ
す
な
ら
ば
、
恐
ら
く
当
時
の
地
方
灌
力
者
た
ち
が
何
ら
か
の
黙
で
輝
曾
に
關
心
を
寄
せ
て
い
た

こ
と
は
十
分
に
想
像
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
彼
等
の
中
の
何
人
か
が
積
極
的
に
輝
宗
外
護
の
政
策
に
出
で
た
も
の
が
あ

つ
た
の
で
あ
ろ
う
。

何
れ

に
し
て
も
、
南
院
の
汝
州
住
院
以
來
、
風
穴
、
首
山
に
至
る
三
代
を
連
ね
る
前
後
凡
そ
百
年
に
近
い
間
に
亘
つ
て
、
當
時
草
創
期
に
あ

つ
た
臨
濟
輝
の
中
心
の
襟
鮎
が
長
く
こ
の
地
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
何
ら
か
の
歴
史
的
肚
會
的
理
由
が
あ
つ
た
に
相
違
な
い
と
思

わ
れ
る
。
而
も
當
時
の
江
南
や
輻
州
を
中
心
と
し
て
盛
で
あ
つ
た
南

方
暉
と
、
鎭
州
の
臨
濟
や
趙
州
に
源
を
獲
す
る
北
地
の
輝
と
が
、
性
格

的
に
鮮
か
な
相
違
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
極
め
て
注
目
す
べ
き
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ら
が
多
分
に
之
を
支
え
る
南
北
祉
會
の
構
造
に
起
因
す

る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
の
考
讃
は
更
に
他
日
に
ゆ
ず
る
こ
と
と
す
る
。

四

慮

で
次
に
南
院
の
暉
の
内
容
、若
し
く
は
特
質
と
言
う
如
き
黙
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

一
禮
、暉
宗
の
傳
統
と
し
て
は
師
資
相
契
の
機

縁
が
最
も
重
要
で
あ
る
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
南
院
と
興
化
と
の
相
契
を
示
す
語
は
今
日
全
く
知
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
後
の
風
穴
と
南

院
と
の
場
合
か
ら
考
え
て
、
南
院
自
身
に
臨
濟
の
暉
を
傳
え
ん
と
す
る
自
覚
が
す
で
に
相
當
に
強
く
出
て
い
た
こ
と
は
想
像
で
き
る
し
・
又

そ
こ
に
臨
濟
下
第
三
世
と
し
て
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
前
稿
に
考
澄
し
た
様
に
興
化
存
漿
の
語
と
傳
え
ら
れ
て
い
る
も
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の
の
中
に
は
、
臨
濟
の
暉
、
若
し
く
は
今
日
臨
濟
録
と
し
て
傳
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
直
接
影
響
は
何
ら
認
め
ら
れ
な

い
が
、
南
院
の
場
合

に
は
そ
の
兆
が
す
で
に
表
わ
れ
、
風
穴
、
首
山
に
至

つ
て
、
積
極
的
に
臨
濟
の
琿
を
傳
え
、
臨
濟
録
中
の
機
縁
や
語
句
を
宣
揚
し
よ
う
と
す

る
意
図
が
明
白
に
伺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

先
ず
、
景
徳
傳
燈
録
の
南
院
章
に
傳
え
ら
れ
る
左
の
上
堂
に
注
意
し
よ
う
。

上
堂
示
衆
日
、
赤
肉
團
上
壁
立
千
四
。
時
有
儒
問
、
赤
肉
團
上
壁
立
千
偲
、
量
不
是
和
尚
語
。
師
日
是
。
其
僧
乃
撒
縄
床
。
師
日
、
遮
曙

騨
b
便
棒
。

南
院

の
語
は
、
明
か
に
臨
濟
の
無
位
眞
人
の
話
を
承
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
元
來
、
臨
濟
の
赤
肉
團
上
の
話
は
彼

の
當
時
か
ら
す
で
に
諸
方

で
評
剣
さ
れ
た
ら
し
い
。
後
に
碧
岩
三
十
二
則
に
傳
え
ら
れ
る
定
上
座
と
欽
山
岩
頭
、
雪
峯

の
機
縁
は
、
史
實
的
に
は
問
題
が
あ
る
と
し
て

も
、
租
堂
集
十
九
に
よ
る
と
、
雪
峯
が
、

林
際
太
似
好
手

と
評

し
て
い
る
し
、
傳
燈
録
巻
十
に
よ
る
と
、
南
泉
下
の
長
沙
景
琴
が
こ
の
話
に
つ
い
て
、

萬
法

一
如
不
用
棟
、

一
如
誰
棟
誰
不
棟
、
師
今
生
死
本
菩
提
、
三
世
如
來
同
箇
眼

と
頒
し
て
い
る
か
ら
、
臨
濟
下
の
系
統
の
人
々
の
間
に
も
種
々
に
評
唱
す
る
人
が
あ
つ
た
で
あ
ろ
う
。
併
し
文
献
に
表
わ
れ
た
限
り
で
は
、

南
院
が
最
初
で
あ
つ
て
、

こ
れ
は
特
に
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

か
く
て
、
南
院
自
身
が
臨
濟
の
潤
を
嗣
ぎ
、
そ
の
宗
風
を
積
極
的
に
墾
揚

せ
ん
と
し
た
人
で
あ
つ
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
の
で
あ
る
が
、

後
代

に
な
る
と
こ
の
傾
向
が
更

に
傳
統
と
し
て
の
立
場
か
ら
、

一
層
強
く
彼
に
要
請
せ
ら
れ
て
來
た
様
で
、
例
え
ば
南
院
語
要
に
収
め
ら
れ

る
左

の
問
答

に
つ
い
て
見
よ
う
。

問
、
如
何
是
佛
法
大
意
。
師
便
喝
。
櫓
云
、
老
和
省
莫
探
頭
。
師
又
喝
。
曾
便
禮
舞
。
師
云
、
放
過
印
不
可
。
便
打
。
問
、
如
何
是
佛
法
大
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意
。師
便
喝
。信
便
禮
葬
。
師
云
、
今
夜
爾
箇
倶
是
作
家
暉
客
、
與
寳
磨
老
構
提
臨
濟
正
法
眼
藏
。
若
要

一
喝
下
辮
賓
主
、
問
取
二
輝
客
。

こ
の
問
答
は
、
後
述
す
る
様
に
、
傳
燈
に
も
廣
燈
に
も
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
明
か
に
臨
濟
録
中
の
上
堂
の
部
に
収
め
ら
れ
る
賓
主

の
喝

の

一
段
を
豫
想
す
る
も
の
で
あ
る
。

而
も
、

こ
の

一
段
は
臨
濟
録
自
膣
に
あ
つ
て
も
、

後
代
に
は
種
々
に
異

つ
て
傳
え
ら
れ
た
ち
し

く
、
明
版
古
尊
宿
語
録
巻
五
所
収
の
行
録
の
部
に
次
の
如
き
も
の
が
あ
る
。

師
會
下
有
同
學
二
人
相
問
、
離
却
中
下
二
機
、
請
兄
道

一
句
。

一
人
云
、
擬
問
印
失
。

一
人
云
、
慈
腰
則
禮
舞
老
兄
去
也
。

前
人
云
、
賊
。
師
聞
得
陞
堂
云
、
要
會
臨
濟
主
句
、
問
取
堂
中
二
暉
客
。
便
下
座
。

師
鷹
機
多
用
喝
。
會
下
参
徒
亦
學
師
喝
。
師
日
、
汝
等
総
學
我
喝
。
我
今
問
汝
、
有

一
人
從
東
堂
出
、

一
人
從
西
堂
出
、爾
人
齊
喝

一
聲
、

這
裏
分
得
賓
主
麿
。
汝
且
作
慶
生
分
。
若
分
不
得
、
已
後
不
得
學
老
曾
喝
。

こ
れ
ら
の
異

つ
た
傳
承
の
事
實
は
、
喝
に
よ
つ
て
臨
濟
の
宗
風
を
特
色
あ
る
も
の
と
見
よ
う
と
す
る
宗
派
的
な
傳
統
の
立
場
か
ら
こ
の
公
案

が
問
題
と
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
殊
に
、
も
と
も
と
臨
濟
録
の
上
堂
の
部
に
見
え
る
も
の
す
ら
、
廣
燈
録
春
十
で
は
、

上
堂
、
有
僧
出
禮
葬
。
師
便
喝
。
檜
云
、
老
和
街
莫
探
頭
好
。
師
云
、
爾
道
落
在
什
腰
虞
。
櫓
便
喝
。
又
曾
問
、
如
何
是
佛
法
大
意
。
師

便
喝
。
櫓
禮
葬
。
師
云
、
爾
道
、
好
也
無
。
檜
云
、
草
賊
大
敗
。
師
云
、
過
在
什
塵
庭
。
檜
云
、
再
犯
不
容
。
師
云
、
大
衆
、
要
會
臨
濟

賓
主
句
、
問
取
堂
中
二
暉
客
。
便
下
座
。

と
な

つ
て
い
て
、
流
布
本
に
見
ら
れ
る
如
き
是
日
爾
堂
首
座
云
々
の
句
が
存
せ
ず
、
こ
の
方
が
寧
ろ
こ
の
問
答
の
原
型
を
示
す
も
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
從
つ
て
、
先
の
南
院
語
要
に
見
ら
れ
る
機
縁
も
、
果
し
て
南
院
自
身
の
も
の
か
疑
わ
し
く
、
或

は
宋
代
に
至
つ
て
臨
濟

の
暉

を
賓
主
の
喝
と
い
う
公
案
に
よ
つ
て
宗
風
づ
け
ん
と
す
る
意
圖

の
下
に
加
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
も
考

え
ら
れ
よ
う
。
周
知
の

様
に
、
石
霜
楚
圓

(⑩Qo
N-
HO心O)
に

「
古
人
云
く
、

一
喝
に
賓
主
を
分
ち
、
照
用

一
時
に
行
ず
」
と
い
う
語
が
あ
り
、

こ
れ
が

一
般
に
臨
濟

を
指
す
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
臨
濟
録
中
に
こ
れ
に
相
當
す
る
句
は
な
い
の
で
、
今
の
箇
所
が
こ
れ
と
關
係

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
が
、
や
か
ま
し
い
照
用
の
公
案
そ
の
も
の
も
、
阜
く
と
も
風
穴
、
正
確
に
は
首
山
の
と
き
に
始
め
て
と
り
上
ら
げ
れ
た
機
縁
で
あ

る
ら

し
い
こ
と
を
考
え
合
わ
す
な
ら
ば
、
賓
主
の
喝
の
問
題
も
、
之
を
南
院

の
も
の
と
す
る
こ
と
は
、
大

い
に
疑
あ
り

と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
又
、
殊
に
、
南
院
が
與
寳
鷹
老
構
提
臨
濟
正
法
眼
藏
と
云
つ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
臨
濟
末
後
の
三
聖
と
の
問
答
を
前

提
し
、
延
い
て
は
臨
濟
録
の
成
立
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
南
院

の
當
時
す
で
に
か
か
る
形
で
の
臨
濟
輝
の
傳
統

の
自
覧
が
あ
つ
た
か

ど
う
か
、
や
は
り
問
題
で
あ
ろ
う
。

尤
も
、
正
法
眼
藏
の
語
は
す
で
に
寳
林
傳
に
用

い
ら
れ
て
、
南
宗
祖
師
暉
の
根
本
精
柿
を
示
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

を
臨
濟
の
正
法
眼
藏
と
な
し
て
臨
濟
暉
の
濁
自
な
基
本
精
紳
を
表
わ
そ
う
と
す
る
主
張
は
、
臨
濟
自
身

に
存
し
な
か
つ
た
こ
と
は
勿
論
、
興

化
、
南
院
の
当
時
に
も
亦
た
未
だ
表
わ
れ
て
い
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
臨
濟
の
喝
や
賓
主
の
句
を
臨
濟
の
正
法
眼
藏
と
見
て
、

之
を
強
く
學
揚
し
、
傳
統
せ
ん
と
す
る
主
張
は
、
臨
濟

の
系
統
の
人
々
に
よ
つ
て
、
彼

の
語
録
が
編
集
さ
れ
傳
持
さ
れ
て
、
そ
の
末
段
に
三

聖

と
の
問
答
が
と
り
入
れ
ら
れ
た
の
と
密
接
な
關
係
を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五

庭

で
、
南
院
を
し
て
臨
濟
輝
の
傳
統

の
宣
揚
者
た
ら
し
め
す
と
す
る
考
え
は
、
彼
に
三
句
の
説
法
日が
あ
つ
た
と
い
う

主
張
に
も

表
わ
れ

る
。
師
ち
石
霜
楚
圓
の
道
吾
録
に

先
寳
懸
和
尚
道
、
第

一
句
薦
得
、
堪
與
租
佛
爲
師
。
第

二
句
薦
得
、
堪
與
人
天
爲
師
。
第
三
句
薦
得
、
自
救
不
了
。
若
是
道
吾
師
不
然
、

第

一
句
薦
得
、
和
泥
合
水
。
第
二
旬
薦
得
、
無
縄
自
縛
。
第
三
句
薦
得
、
四
稜
著
地
。
所
以
道
、
起
也
海
曇
河
清
、
行
人
避
路
。
住
也
乾

坤
賠
黒
、日
月
無
光
。
汝
等
諸
人
、何
塵
出
氣
。
如
今
還
有
出
氣
者
腰
。
有
師
出
來
封
衆
出
氣
看
。
若
無
道
衆
出
吾
今

日
與
爾
出
氣
去
也
。乃

嘘

一
聲
、
卓
控
杖
下
座
。
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と
あ

る
も
の
で
、
先
寳
鷹
が
南
院
を
指
す
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
が
彼
が
三
句
を
學
し
た
こ
と
は
現
存
の
資
料
の
何
れ
に
も
見
ら
れ
な
い
か

ら
右

の
慈
明
の
語
に
よ
つ
て
始
め
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

デ
禮
、
臨
濟
の
三
句
は
臨
濟
録
の
示
衆
第
十

一
則
に
、

問
、
如
何
是
眞
佛
、
眞
法
、
眞
道
。
乞
垂
開
示
。
師
云
、
佛
者
心
清
澤
是
。
法
者
心
光
明
是
。
道
者
庭
虞
無
硬
浄
光
是
。
三
邸

一
。
皆
是

空
名
而
無
實
有
。
如
眞
正
道
人
、
念
念
心
不
問
断
。
自
達
磨
大
師
從
西
土
來
、
祇
是
覚
箇
不
受
人
惑
底
人
。
後
遇
二
租
、

一
言
便
了
、
始

知
從
前
盧
用
功
夫
。
山
信
今
日
見
庭
、
與
祀
佛
不
別
。
若
第

一
句
中
得
、

與
祀
佛
爲
師
。
口若
第
二
句
中
得
、

與
人
天
爲
師
。

若
第
三
句

中
得
。
自
救
不
了
。

と
あ
り
、
も
と
眞
佛
眞
法
眞
道
の
垂
示
に
績

い
て
學
揚
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
三
句
が
如
何
な
る
意
味
か

こ
れ
だ
け
で
は
明
か
で

な
い
。
後
世
で
は
之
を
更
に
上
堂
の
部
の
三
要
印
開
朱
黙
側
以
下

の
三
句
の
問
答
と
結
合
せ
し
め
て
、
或
は
理
知
用

に
配
し
、
或
は
法
報
化

の
三
身
に
當
て
る
な
ど
種
々
の
解
繹
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
結
局
は
臆
説
た
る
を
出
で
な
い
か
ら
、
こ
こ
で
は
臨
濟

の
垂
示
に
あ
る
様
に
、

一
切

の
人
惑
を
受
け
ぬ
、租
佛
の
師
と
な
る
に
贋
す
る
底
の
上
根
の
機
の
用
庭
を
第

一
句
と
し
、
第
二
、三
句
を
中
下

の
根
と
み
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
而
も
南
院
の
三
句
が
臨
濟
の
三
句
を
承
け
て
い
る
こ
と
、
少
く
と
も
然
か
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、第

一
句
を
臨
濟
と
同
句
と
し
、
第

二
、
第
三
句
に
自
家
の
見
解
を
示
し
て
い
る
鮎
に
明
か
で
あ
る
が
、
楚
圓
が
濁
自
の
立
場

か
ら
之
に
全
く
別
箇
の
解
繹

を
與
え
て
い
る
こ
と

は
注
目
す
べ
き
で
、
彼
は
こ
れ
に
よ
つ
て
臨
濟
暉
の
傳
統
的
宗
風
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
此
は
言
わ
ゆ
る

一
句
語

に
三
玄
門

を
具

し
、

一
玄
門
に
三
要
を
且
ハす
云
々
と
い
う
考
え
を
、
三
句
に
關
係
せ
し
め
る
も
の
で
、
嚢
展
的
解
繹
た
る
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

其
庭

に
何
ら
か
臨
濟
録
中
の
所
説
を
禮
系
的
な
も
の
と
見
よ
う
と
す
る
意
圖
が
示
さ
れ
て
い
る
様
で
あ
る
。
然
る
に
、
先
寳
鷹
邸
ち
南
院
の

學
揚

は
、

あ
く
ま
で
臨
濟
の
三
句
と
同

一
の
場
に
立
つ
て
、

臨
濟
の
原
意
に
印
し
つ
つ
之
を
進
展
せ
し
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら

れ
、
歴
史
的
に
も
南
院
の
も
の
と
し
て
相
懸
し
い
様
に
思
わ
れ
る
。

庭

で
、
右
の
慈
明
の
所
説
は
、
臨
濟
の
暉
を
承
け
た
人
々
に
よ
つ
て
、臨
濟
の
宗
風
な
る
も
の
が
意
識
さ
れ
、
次
第

に
農
系
的
な
綱
要
と
し
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て
主
張
さ
れ
、
傳
持
さ
れ
る
様
に
な
つ
た
過
程
を
考
え
る
上
に
、
極
め
て
重
要
な
手
が
か
り
を
與
え
、
そ
れ
が
歴
史
的

に
は
大
よ
そ
南
院
の

時
代

を
起
黙
と
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
様
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
す
で
に
臨
濟
録
の
始
め
に
、

一檜

が
師
唱
誰
家
曲
。
宗
風
嗣
阿
誰

と
問

い
、

臨
濟
が
我
在
黄
乗
慮
、

三
度
嚢
問
三
度
被
打
と
答
え
て
い
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、

こ
こ
に
、

誰
家
曲
と
云

い
、

宗
風
と
言
う
語
が
後
世
謂
わ
れ
る
如
き
意
味
で
の
臨
濟
の
宗
風
、
若
し
く
は
五
家
の

一
と
し
て
の
家
風
を
指
す
も
の
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
當
時
未
だ
五
家
は
存
し
な
か
つ
た
し
、
臨
濟
自
身
が
新
し
く
臨
濟
宗
を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
も
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
か

ら
、

こ
こ
に
宗
風
と
い
う
の
は
寧
ろ
臨
濟
の
暉
そ
の
も
の
の
意
で
あ
つ
た
筈
で
あ
る
。
併
る
に
、
南
院
の
時
代
に
な
る
と
、
こ
の
間

の
意
味

は

一
攣
す
る
。
師
ち
、
廣
燈
録
巻
十
四
の
南
院
章
に
、

問

、
師
唱
誰
家
曲
、
宗
風
嗣
阿
誰

師
云
、
掌
塔
戴
鵬
冠
、
口
中
更
河
海
。

と
あ

る
が
、
こ
れ
は
明
か
に
上
記
の
臨
濟
録
の
問
答
を
前
提
し
、
そ
の
前
提
な
し
に
は
嚢
せ
ら
れ
ぬ
問
で
あ
る
、

一
艦
、
宗
風
を
問
う
傾
向

は
、
後
代
に
な
る
と

一
般
化
さ
れ
定
型
化
さ
れ
て
來
る
が
、
そ
れ
は
臨
濟
下
の
暉
を
傳
え
る
人
々
の
間
で
先
ず
始
め
ら
れ
た
の
で
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。

廣
燈
録
巻
十
三
に
よ
る
と
、
臨
濟
下
の
齊
甕
、
雲
山
、
智
異
等
の
人
々
に
す
で
に
皆

こ
の
宗
風
問
答
が
録
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
此
等
は
傳

燈
十
二
で
は
す
べ
て
機
縁
の
語
句
な
し
と
し
て
目
録
に
の
み
そ
の
名
を
列
記
す
る
に
と
ど
め
ら
れ
た
人
々
で
あ
り
、
そ
れ
を
廣
燈
録
が
特
に

新
た
に
と
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
。
興
化
存
漿
の
語
録
に
か
か
る
宗
風
問
答
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す

で
に
前
稿
で
指
摘
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
廣
燈
録
と
い
う
書
自
農
が
、臨
濟
系
の
人
々
の
機
縁
を

一
人
で
も
多
く
記
録
し
よ
う
と
努
力
し

た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
、廣
燈
録
の
編
者
が
臨
濟
系
の
人
々
の
機
縁
の
中
で
、特
に
か

か
る
宗
風
問
答
を
集
め
よ
う
と
し
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
し
て
も
、
こ
の
様
な
臨
濟
録
を
前
提
と
す
る
臨
濟
の
宗
風
が
自
覧
さ
れ
始
め

●
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σ

た
上
限
を
、
や
は
り
南
院
の
時
代
に
求
め
る
こ
と
は
あ
な
が
ち
に
無
理
で
は
な
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

一
艦
、
臨
濟
宗
第
二
世
と
し
て
の
興

化
存
漿
に
、
臨
濟
的
な
も
の
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
は

一
見
極
め
て
奇
で
あ
り
、
史
實
的
に
は
彼
が
臨
濟
の
晩
年
に
侍
し
た
有
力
な
弟
子
の

一

人
で
あ
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、後
世
彼
を
臨
濟
滅
後
の
嗣
法
と
す
る
説
さ
え
生
じ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、彼
と
の
嗣
法
が
史
實
的
に
は
明

確
で
な
い
南
院
に
、
臨
濟
の
琿
を
承
け
、
特
に
臨
濟
録
の
傳
承
を
前
提
と
す
る
如
き
傾
向
の
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
よ
り

一
層
奇

で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
畢
寛
興
化
と
南
院
と
の
史
實
的
な
嗣
法
關
係
を
疑
わ
し
め
る

一
因
で
あ
る
と
共
に
、
後
世

の
所
謂
臨
濟
揮
の
傳

統
の
基
礎
が
、
・
二
世
興
化
に
よ
つ
て
で
は
な
く
し
て
、
三
世
南
院
に
よ
つ
て
築
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
し
て
、
大
光
明
藏
の
著
者
が
こ
の
間
の
事
情
を
、
君
子
抱
孫
不
抱
子
と
評
し
て
い
る
こ
と
は

甚
だ

興
味
深

い
も
の
と

言
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。

占
ノ、

 

以
上
、
南
院
の
輝
の
基
盤
が
興
化
か
ら
の
史
實
的
な
嗣
法
に
よ
つ
て
と
い
う
よ
り
も
、
寧
ろ
彼
自
身
に
於
け
る
臨
濟

の
暉
の
形
成
的
自
覧

に
よ

つ
て
始
ま
る
と
共
に
、
何
ら
か
の
形
で
す
で
に
臨
濟
録

の
原
型
の
成
立
を
豫
想
せ
し
め
る
こ
と
を
考
詮
し
來

つ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
φ

こ
と
は
後
代
に
な
つ
て
彼
が
そ
の
嗣
風
穴
延
沼
を
囑
し
て
臨
濟
暉
の
再
興
者
と
し
て
の
使
命
を
負
わ
し
め
た
と
す
る
主
張
と
全
く
別
の
こ
と

で
あ
る
。

古
尊
宿
語
録
巻
七
所
収
の
風
穴
暉
師
語
録
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
左
の
如
く
に
言
わ
れ
て
い
る
。

師
在
南
院
作
園
頭
。

一
日
南
院
到
園
問
云
、
南
方

一
棒
作
慶
生
商
量
。
師
日
、
作
奇
特
商
量
。
良
久
、
師
却
問
、和
尚
此
間
作
腰
生
商
量
。

南
院
拮
棒
云
、
棒
下
無
生
忍
、
臨
機
不
譲
師
。
師
於
是
諮
然
大
悟
。
南
院
云
、
汝
乗
願
力
來
荷
大
法
、
非
偶
然
也
。
汝
聞
臨
濟
將
終
時
語

不
。
日
、
聞
之
。
南
院
云
、
臨
濟
道
、
誰
知
吾
正
法
眼
藏
、
向
這
曙
騙
邊
滅
却
。
渠
卒
生
如
師
子
逢
人
印
殺
。
及
其
將
死
、
何
故
屈
膝
安
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尾
如
此
。
封
日
、
密
付
將
終
、
全
主
即
滅
。
又
間
、
三
聖
如
何
亦
無
語
乎
。
封
日
、親
承
入
室
之
眞
子
、不
同
門
外
之
遊
人
。
南
院
頷
之
。

叉
問
、
汝
道
、
四
種
料
簡
語
、
料
簡
何
法
。
封
日
、
凡
語
不
滞
凡
情
、
師
堕
聖
解
、
學
者
大
病
。
先
聖
哀
之
、
爲
施
方
便
、
如
懊
出
襖
。

云
、
如
何
是
奪
人
不
奪
境
。
日
、
新
出
紅
櫨
金
暉
子
、
縦造
破
閣
黎
鐵
面
門
。
又
問
、
如
何
是
奪
境
不
奪
人
。
日
、
萄
草
乍
分
頭
拶
裂
、
齪

雲
初
綻
影
猫
存
。
又
問
、
如
何
是
人
境
倶
奪
。
日
、
蹄
足
進
前
須
急
急
、
促
鞭
當
鞍
莫
遅
遅
。
叉
問
、
如
何
是
人
境
倶
不
奪
。
日
、
常
憶

江
南
三
月
裏
、
鵬
嶋
哺
庭
百
花
香
。
又
問
、
臨
濟
有
三
句
、
當
日
有
問
、
如
何
是
第

一
句
。
臨
濟
云
、
三
要
印
開
朱
黙
窄
、
未
容
擬
議
主

賓
分
。
師
随
聲
便
咽
。
又
問
、
如
何
是
第
二
句
。
臨
濟
云
、
妙
解
量
容
無
著
問
、
温
和
孚
赴
戴
流
機
。
師
日
、
未
問
已
前
錯
。
叉
問
、
如

何
是
第
三
旬
。
臨
濟
云
、
但
看
棚
頭
弄
偲
編
、
抽
牽
全
籍
裏
頭
人
。
師
日
、
明
破
印
不
堪
。
於
是
南
院
以
爲
可
以
支

臨
濟
、
不
裏
負
興
化

先
師
、
所
以
付
託
之
意
。

　

　

右
の
中
、
最
初
の
南
方

一
棒
の
部
は
廣
燈
餅
、
語
要
鵬
と
同

一
で
あ
る
が
、
南
院
の
汝
乗
願
力
來
以
下
は
全
く
新
し
い
資
料
で
あ
り
、
こ
れ

に
よ
る
と

一
般
に
臨
濟
繹
の
綱
要
と
目
さ
れ
る
正
法
眼
藏
、
四
料
簡
、
三
句
等
が
す
べ
て
興
化
先
師
付
託
の
意
と
さ
れ
て
、
そ
れ
ら
が
絵
す

と
こ
ろ
な
く
南
院
よ
り
風
穴
に
傳
え
ら
れ
た
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
あ
れ
だ
け
臨
濟
下
の
琿
の
傳
統
の
事
實
を
集
録
せ
ん
と
努
め
た
天

聖
廣
燈
録
の
編
者
が
こ
の
こ
と
に
全
く
鯛
れ
て
い
な
い
黙
を
考
え
合
わ
す
と
、
右
の
風
穴
語
録
の
記
載
に
は
大
い
に
疑
黙
あ
り
と
し
な
け
れ

ぼ
な
ら
な
い
。

一
禮
、
こ
の
風
穴
と
南
院
の
問
答
は
、
縄
林
信
寳
傳
の
風
穴
傳
に
始
め
て
表
わ
れ
る
も
の
で
、
古
傳

で
は
大

い
に
相
違
し
て

居
り
、
こ
の
間
に
臨
濟
暉
の
傳
統
的
な
立
場
が
す
で
に
確
立
さ
れ
て
い
る
事
實
を
示
す
も
の
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
尤
も
、
上
來
見
來

つ
た

様
に
南
院
自
身

に
臨
濟
の
輝
を
塞
揚
せ
ん
と
す
る
自
覧
が
存
し
た
以
上
、
そ
れ
を
興
化
の
意
に
基
ず
く
も
の
と
す
る
こ
と
も
、
傳
統
的
な
立

場
と
し
て
は
寧
ろ
當
然
で
あ
り
、
而
も
、
風
穴
は
南
院
に
参
ず
る
前
に
す
で
に
守
廓
と
相
知
り
、
守
廓
を
通
し
て
興
化

の
輝
を
得
て
い
た
こ

と
は
、
天
聖
廣
燈
録
の
主
張
す
る
如

く
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
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興
化
-

南
院

風
穴

/

＼

/
守
廓
＼

の
傳
統
を
我
々
は
事
實
と
し
て
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
此
の
黙
に
こ
そ
、
所
謂

「
遇
大
風
師
止
」
と
い
う
濡
仰
の
懸
記
な
る
も
の
の
意

味
が
存
す
る
こ
と
を
理
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
併
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
以
上
立
ち
入
る
こ
と
を
と
ど
め
、
更
め
て
風
穴
の

暉
を
論
ず

る
と
き
に
ゆ
ず
ろ
う
。

七

最
後

に
、
南
院

の
語
録
に
つ
い
て
少
し
く
考
察
を
加
え
て
お
こ
う
。
前
述
し
た
様

に
こ
の
書
は
、
明
版

の
古
尊
宿
語
録
巻
七
の
中
に
現
存

す
る
が
、

こ
の
書
が
何
時
何
人
に
よ
つ
て
編
集
さ
れ
た
か
は
明
か
で
な
い
。

南
宋
の
紹
興

(ロ
ω旨1
)
の
始
め
に
、

鼓
山
の
蹟
藏
主
が

刊
行

し
た
四
巻
本
の
古
尊
宿
語
要

二
十
二
家
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
、
道
忠
の
幅
州
鼓
山
寺
本
古
尊
宿
語
要
全
部
目
録
に
よ
つ
て
知
ら
れ

る
し
、
こ
の
書
が
池
州
南
泉
普
願
暉
師
語
要

(明
版
古
尊
宿
語
録
巻
十
二
)
や
、
野
州
法
華
山
摯
和
尚
語
要

(同
じ
く
巻
二
十
六
)
等
と
共

に
語
要
の
名
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
に
よ
つ
て

一
層
確
か
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
從

つ
て
、
現
存
の
古
尊
宿
語
録
中

の
他

の
も
の
に

較
べ

て
、

こ
の
書
が
古
い
時
代
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑

い
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
果
し
て
南
院
そ
の
人
の
時
代
、
若
し
く
は
直

接
の
弟
子
た
ち
の
頃
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
い
な
き
を
得
な
い
。
こ
の
問
題
を
解
く
手
が
か
り
は
云
う
ま

で
も
な
く
天
聖
廣
燈
録
の
所
載
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
が
、
今
そ
れ
を
他
の
文
獄
と
共
に
圖
示
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
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654321 傳

陣 思 近 師 近 赤 燈
啄 明 離 學 離 肉
同 和 裏 佛 長 國 録
時 尚 州 子 水 上 (1004)

(

1110987654321初 廣
開

栴 日 凡 金 丹 龍 廻 薄 如 佛 宗堂 燈
檀 出 聖 膀 香 獣 旋 地 何 法 風)3683798616
諺 扶 同 題 濁 相 空 無 是 大 嗣 録
密 桑 居 名 歩 交 中 龍 佛 意 誰

(1036)
一

師 南
諺 院
慧 輝

49474812111094663282928384871 顯
云 璽

口口

々 要
(1131)

聯
燈

112391 會
要

一

(1183)

拮

頒
61

集

(1226)
一

五
燈

118654321 會
一

兀

(1252)
『
師
河 正

28714383324952541

北
人
也
云

燈

録
々 (1501)
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3130292827262524232221201918171615141312

大
震
虹
電

黄
藁
過
時

寳
創
出
厘

十
方
通
暢

楊
朱
泣
路

人
逢
碧
眼

龍
躍
江
湖

問
解
脱
漿

問
乾
坤
主

大
擬
孚
槽

近
不
得
時

萬
偲
龍
門

濁
遊
槍
海

運
足
不
知

中
間
不
會

投
機
不
遇

大
用
不
逢

金
錆
噺
時

然
燈
前
後

4 15ユ413404143 5 17165857 3 56555453

1716

222425 5τ915

 

429

■
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汝
州
南
院
章

5150494847464544434241403938373635343332

萬
里
無
雲

從
上
古
人

從
上
諸
聖

問
第

一
句

南
方
一
棒

濁
歩
青
警

寂
寂
無
聲

鳳
飛
不
到

鶴
宗
事
理

日
輪
正
午

濁
歩
山
頂

久
在
貧
申

自
在
師
子

奔
流
度
匁

戴
鐡
鎮
螂

匹
馬
軍
槍

是
汝
諸
人

無
相
浬
葉

萬
里
無
雲

87661313035276226242523222120191886

4

289

 

4

1829

 

910

83632353411 9



南 院 慧 顯98

汝
州
南
院
章

7170696867666564636261605958575655545352

古
殿
重
興

二
王
相
見

無
相
道
場

問
蒼
萄
林

問
不
動
尊

擬
碁
要
津

凌
閣
圖
形

金
剛
不
壊

南
宗
北
祀

不
施
寸
匁

悉
宗
乗
護

上
上
根
器

如
何
是
道

過
去
租
徳

祀
意
教
意

問
寳
慮
剣

祀
師
西
來

擬
伸

一
問

解
問
話
底

萬
代
留
名

7768737475766552666459454442383736343332

1214

711

19 7202122232524

13231237362726444218173146391640
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898887868584838281807978777675747372

近
離
龍
興

近
離
五
台

是
什
慶
物

師
見
信
來

講
何
経
論

瓠
子
開
華

櫓
云
普
参

防
禦
使
問

和
尚
家
風

學
人
有
問

寳
磨
正
主

問
寳
鷹
水

牛
頭
四
祀

本
色
納
櫓

把
住
櫓
問

39

百
了949293
千
當

918882968590817271707奪)69

86

28 27 1514 26

56585755515953 50211020・
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汝
州
南
院
章

汝
州
南
院
章

60

聞
無
縫
塔

67

我
不
曽
知

78

佛
法
大
意

80

如
何
是
佛

(
待
有
印
道
)

89

把
住

一
檜

95

夏
在
什
腹

13

 

710

 

5

曾
参
敗
也

10 53

日
月
迭
遷

百
會
來
謁

1213

434841304547

 

周
廣
順
二
年

右
の
封
照
に
よ
つ
て
、
語
要
が
全
く
廣
燈

の
語
を
承
け
た
も
の
で
、廣
燈
に
存
し
な
い
も
の
は
、宋
代
に
入

つ
て
臨
濟
暉

の
膿
系
的
な
綱
要
が

決
定

さ
れ
る
と
共
に
次
第

に
増
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
上
來
す
で
に
述
べ
來

つ
た
如
く
で
あ
る
か
ら
、

今
そ

の
他
の
二
三
の
問
答

に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
も

の
を
見
よ
う
。

先
ず
傳
燈

(5
)
の
み
に
見
ら
れ
る
大
行
思
明
和
尚
と
の
機
縁
が
注
目

せ
ら
れ
る
。

大
行
思
明
和
尚
、
未
住
西
院
時
、
到
参
禮
葬
後
、
白
日
、
別
無
好
物
人
事
、
從
許
州
買
得

一
口
江
西
剃
刀
、
來
献

和
尚
。
師
云
、
汝
從
許

州
來
、
什
腰
庭
得
江
西
剃
刀
。
明
把
師
手
稻

一
下
。
師
云
、
侍
者
収
取
。
明
梯
袖
而
去
。
師
云
、
阿
刺
刺
。

思
明
は
臨
濟
の
嗣
た
る
寳
壽
沼
の
法
嗣
で
、
後
に
汝
州
西
院
に
住
し
た
と
云
わ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
が
恐
ら
く
は
寳
鷹
院

の
西
院
で
、
南
院
と

共
に
こ
の
地
に
縢
濟
の
琿
を
墾
揚
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
許
州
で
江
西
の
剃
刀
を
得
た
と
い
う
事
實
が
何
を
指
す
か
は
知
ら
れ
な
い
が
、
後
に
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碧
岩
第

九
十
八
則
の
評
唱
で
、
圓
悟
が
こ
の
則
を
と
り
上
げ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
α
又
同
じ
く
、
碧
岩
十
六
則
の
評
唱
で
有

名
な
も
の
に
陣
啄
同
時

(傳
燈
6
)
の
上
堂
が
あ
る
。

師

上
堂
云
、
諸
方
只
具
陣
啄
同
時
眼
、
不
具
陣
啄
同
時
用
。
時
有
信
便
問
、
如
何
是
陣
啄
同
時
用
。
師
云
、
作
家
相
見
不
陣
啄
、
陣
啄
同

時
失

。
櫓
云
、
此
猫
未
是
某
甲
問
庭
。
師
云
、
汝
問
虞
又
作
腰
生
。
曾
云
、
失
。

師
乃
打
之
。

其
信
不
肯
。

其
信
後

於
雲
門
會
下
、

聞

二
曾
學
前
因
縁
。

一
信
云
、
當
時
南
院
棒
折
那
。
當
聞
此
語
、
忽
然
大
悟
、
方
見
南
院
答
話
威
。
其
信
却
來
汝
州
省
期
、
値
師
已
遷
化
、

乃
訪
風
穴
。
風
穴
認
得
便
問
、
上
座
是
当
時
問
南
院
、
陣
啄
同
時
底
話
慶
。
信
云
、
是
。
穴
云
、
會
也
末
。
儒
云
、
會
也
。
穴
云
、
爾
當

時
作
慶
生
會
。
檜
云
、
某
甲
當
時
如
在
燈
影
裏
行
相
似
。
穴
云
、
汝
會
也
。

陣
啄
同
時
の
語
は
、
も
と
畠
峯
の
嗣
た
る
鏡
清
道
億

(○。2
ぬ
轟
Q。1
㊤留
)
の
示
衆
の
語
と
し
て

知
ら
れ
て
居
り
、

風
穴
も
亦
た
曾
て
鏡
清
に

参
じ
た
の
で
、
風
穴
の
傳
え
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
南
院
が
特
に
こ
の
話
を
と
り
上
げ
、
南
方
⑦
暉
を
批
剣

し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
つ
た
か

も
知

れ
な
い
。
曾
が
某
甲
當
如
在
燈
影
裏
行
相
似
と
云
う
の
は
、
た
と
え
陣
啄
同
時
の
眼
を
具
し
て
も
そ
の
機
用
を
嚢

し
得
な
い
と
こ
ろ
に

氣
ず

い
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
、
宗
門
正
燈
録

の
著
者
は
こ
の
則
を
諸
方
に
號
令
す
る
の
旨
あ
り
と
評
し
て
い
る
。

　

な
お
、
廣
燈
録
に
見
え
な
い
で
、
語
要
の
み
に
存
す
る
も
の
の
中
で
注
意
す
べ
き
も
の
は
憾

の
佛
法
大
意
で
、
こ
れ
は
す
で
に
述
べ
た
様

　

に
臨
濟
賓
主
の
喝
と
關
係
す
る
も
の
で
あ
り
、
宋
代
に
至

つ
て
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
明
白
で
あ
る
が
、
逆
に
廣
燈
⑧

の
防
禦
使
問

の

一
段

の
如
く
、
語
要

に
至
つ
て
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
例
も
存
す
る
。

防
禦
使
問
、
大
善
知
識
、
還
具
見
聞
覧
知
否
。
師
便
掌
。
使
不
肯
。
來
到
風
穴
庭
、
再
問
云
、
大
善
知
識
、
還
具
見
聞
覧
知
否
。
穴
云
、

荊
棘
荒
榛
、
棄
來
久
　
。
進
云
、
妙
用
又
如
何
。
穴
云
、
王
子
帯
刀
全
意
氣
、
貧
人
檎
倒
語
聲
漸
。
使
深
肯
之
。
途
却
摯
先
閤
南
院
答
底

語
。
穴
云
、
南
院
深
是
相
爲
。
使
方
似
委
悉
。

語
要
が
削
去
し
た
の
は
、
使
不
肯
以
下
の
風
穴
と
の
機
縁
の
部
分
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
寧
ろ
風
穴
と
の

一
段
を
含
め
て
完
全
と
な
る
も
の
で



南 院 慧 願102

あ
り
、
史
實
的
に
は
恐
ら
く
當
時
東
都
畿
汝
防
禦
観
察
使
で
あ
つ
た
張
全
義
と
の
問
答
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
極

め
て
重
要
な
資
料

と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

更
に
廣
燈

47
に
(

問
、
藏
鐵
鎮
鉢
猫
是
鈍
、
當
鋒
超
鍛
事
如
何
。
師
云
、
載
師
死
。
僧
便
喝
。
師
以
手
拍
膝

一
下
。
檜
便
喝
。
師
拮
棒

。
學
云
、

和
尚
莫
盲
曙
棒
。
却
奪
棒
打
著
。
和
尚
莫
言
不
道
。
師
云
、
今
日
被
者
黄
面
漸
子
、
鈍
致
寳
鷹
老

一
場
。
曾
云
、
和
尚
莫
縛
揉
好
。

と
あ
る
の
は
、

一
曾
の
名
が
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
今
日
被
者
黄
面
漸
子
云
々
と
い
う
語
勢
よ
り
、
こ
れ
が
風
穴
を
指
す
こ
と
明
か
で
あ

つ
て
、
先
に
引
い
た
如
く
傳
燈
録
巻
十
三
の
風
穴
章
に
見
え
る
風
穴
と
南
院
と
が
出
遇
つ
た
と
き
の
話
と
符
節
を
合
す
る
も
の
が
あ
り
、
廣

燈
録
で
は
風
穴
の
章
に
再
び
録
し
て
い
る
こ
と
も
注
意
せ
ら
れ
る
。


