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道
元
禅
師

の
大
慧
禅
師
批
判

に
つ
い
て

道

元
禅
師
に
は
、
代
表
作
と
も

い
う

べ
き
有
名
な
る
正
法
眼
蔵
九

十
五
巻
が
あ
る
。
そ
の
中
に

「
説
心
説
性
」
と

「
自
証
三
昧
」
と

い
う
二
章
が
あ
る
。
何
れ
も
大
慧
禅
師
に
対
す
る
非
難
攻
撃
で
あ

る
が
、
特
に

「
自
証
三
昧
」
に
は
、
痛
烈
な
る
言
語
を
用

い
た
非

難
攻
撃
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
た
め
世
上
に
て
は
こ
れ
を
根

拠
と
し
て
、

大
慧
の
宗
風
を

継
承
せ
る
我
国
の
臨
済
禅
に
対
す

る
、
非
難
攻
撃
の
有
力
な
る

一
因
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ

が
曹
洞
禅
と
臨
済
禅

の
本
質
的
相
違
で
あ
る
か
の
如
く
に
誤
認
せ

ら
れ
、
更
に
こ
れ
が
感
情
問
題
に
ま
で
発
展
し
、
時
に
は
表
面
上

は
兎
も
角
、
腹
の
中
で
は
両
宗
対
立
観
念
と
な

っ
て
い
る
実
情

で

あ
る
。
果
し
て
道
元
禅
師
の
大
慧
非
難
は
、
当
を
得
た
も
の
で
あ

る
や
否
や
は
、
大
い
に
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

先
ず
こ
れ
に
つ
い
て
の

一
方
法
と
し
て
、
無
着
道
忠
和
尚
の
著
な

る

「
永
平
正
法
眼
蔵
潜
評
」
を
借
り
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
著
は

陸

川

堆

曇買

 

道
忠
和
尚
が
、
正
法
眼
蔵
に
対
す
る
反
駁
論
が
記
さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
無
着
道
忠
和
尚
に
つ
い
て
は
、
今
さ
ら
い
う
ま
で
も

な
い
が
、
当
時
京
都
禅
界
の
代
表
者
と
も
い
う
べ
き
宗
匠
で
、
し

か
も
博
覧
強
記
の
篤
学
長
者
と
し
て
、

一
世

の
信
頼
を
受
け
た
人

で
、
九
十
二
歳
の
長
寿
者
で
あ

っ
た
。
そ
の
著
書
は
三
七
四
種
、

九

一
一
巻

(禅
文
化
研
究
所
刊
無
着
道
忠
和
尚
撰
述
目
録
)

と
い
わ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
中
に

「
永
平
正
法
眼
蔵
拮
鉾
」
と
い
う

一
巻
が

あ
り
、
別
称
を

「
永
平
正
法
眼
蔵
潜
評
」
と

い
っ
て
い
る
。
こ
の

著
は
和
尚
の
七
十
四
歳
頃
書
か
れ
た
も
の
ら

し
い
。

こ
の
潜
評
を
見
る
と
、
温
健
な
る
道
忠
和
尚
と
も
思
え
ぬ
よ
う

な
罵
言
を
、
道
元
禅
師
に
浴
び
せ
か
け
て

い
る
。
か
か
る
語
調
よ

り
見
れ
ば
、
道
忠
和
尚
は
相
当
腹
を
立
て
て
、
こ
の
暦
評
を
書
か

れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

一
面
道
元
禅
師
の

所
言
を
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
は
、
臨
済
宗
の
権
威
に
か
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か
る
も
の
と
し
て
、
自
宗
を
擁
護
せ
ん
と
す
る
、
護
法
精
神
よ
り

出

で
た
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
道
元
禅
師
の
事
実

誤

認
を
論
駁
せ
ん
と
す
る
公
憤
的
正
論
の
立
場
か
ら
で
あ
る
と
い

う
が
正
し
い
と
考
え
る
。
然
し
こ
の
激
語
の
た
め
に
、
曹
洞
宗
側

の
感
情
を
刺
激
し
、
互
に
喧
嘩
腰
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ

で
無
着
和
尚
は
、
曹
洞
宗
側

の
評
判
は
頗
る
悪

い
。
か
か
る
情
勢

よ
り
し
て
、
今
日
に
於
て
も
本
質
的
研
究
討
議
は
疎
外
さ
れ
、
こ

の
問
題
に
関
す
る
限
り

両
宗
は
、

喧
嘩
別
れ
の
形
に

な
っ
て
い

る
。前

記
の
通
り
無
着
道
忠
和
尚
の
僑
評
な
る
も
の
は
、
道
元
禅
師

の
正
法
眼
蔵
中
の
各
章

に
対
す
る
駁
論
集
で
あ
る
。
若
干
の
例
を

挙
げ
れ
ば
次

の
通
り
で
あ
る
。

一
、
永
平

ハ
達
磨
宗

ノ
見
性

ヲ
知
ラ
ズ
。

(説
心
説
性
章
)

二
、
永
平

ハ
実

二
可
憐
欄
者
ナ
リ
。
徒
ラ

ニ
ロ

ニ
妄
心
即
仏

ノ
道

理
ヲ
説
得
ル
ヲ
至
極
ト
思

ヘ
リ
。
大
慧
ノ
悟
得

ノ
境
界
ヲ
バ

夢

ニ
モ
知
ラ
ズ
。

(同
上
)

三
、
永
平
好
ミ
テ
他
家

二
於
テ
強
テ
疵
ヲ
求

ム
。

(仏
経
章
)

四
、
永
平
ノ
眼
前

ニ
ハ
禅
宗
ノ
正
伝

ハ
、
タ
ダ
洞
山
ト
思

ヘ
リ
。

(自
証
三
昧
章
)

五
、
永
平
美
語

ヲ
削
テ
私

二
睡
語
ヲ
加

フ
。

(同
上
)

六
、
永
平
自
ラ
ナ
キ
事
ヲ
偽
造
シ
テ
、
偽
造
事
迩
ノ
上

二
口
咀
々

地

二
過
失
ヲ
云
ヒ
カ
ケ
タ
リ
。

(同
上
)

な
ど
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
道
元
禅
師

の
言
説
の
過
激
な
る
に
、
対

抗
し
た
も
の
と
思
え
る
。
そ
れ
故
に
道
忠

和
尚
の
態
度
を
、
是
非

せ
ん
と
す
る
場
合
に
は
、
先
ず
道
元
禅
師

の
態
度
を
検
討
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。
道
忠
和
尚
の
暦
評
も
万
全
と
は
い
わ
れ
ぬ
が
、
自
証

三
昧
の
章
に
関
す
る
限
り
、
暦
評
の
方
が
正
鵠
を
得
て
い
る
と
思

う
。
そ
れ
で
道
元
禅
師
の
問
題
の
所
言
を
左
に
抄
録
し
て
み
る
。

一
、
大
宋
国
紹
興
の
な
か
に
、
径
山
の
大
慧
禅
師
宗
呆
と
い
ふ
あ

り
。
も
と
は
こ
れ
経
論
の
学
生
な
り
。
游
方

の
ち
な
み
に
、
宣

州
の
理
禅
師
に
し
た
が
い
て
、
雲
門

の
拮
古
、
お
よ
び
雪
寳
の

順
古
拮
古
を
挙
す
。
参
学
の
は
じ
め
な
り
。
雲
門

の
風
を
会
せ

ず
し
て
、

つ
ゐ
に
洞
山
微
和
尚
に
参
学

す
と
い
へ
ど
も
、
微

つ

ゐ
に
堂
奥
を
ゆ
る
さ
ず
。
微
和
尚
は
芙
蓉
和
尚
の
法
子
な
り
。

い
た
づ
ら
な
る
席
末
人
に
斉
肩
す
べ
か
ら
ず
。
果
禅
師
や
や
ひ

さ
し
く
参
学
す
と
い
へ
ど
も
、
微
の
皮
肉
骨
髄
を
摸
着
す
る
こ

と
あ
た
は
ず
。

い
は
ん
や

塵
中
の

眼
晴

あ
り
と
だ
に
も

し
ら

ず
。
あ
る
と
き
仏
祖
の
道
に
腎
香
嗣
書

の
法
あ
り
と
ば
か
り
き

き
て
、
し
き
り
に
嗣
書
を
微
和
尚
に
請
す
。
し
か
あ
れ
ど
も
、

微
和
尚
ゆ
る
さ
ず
、

つ
ゐ
に
い
は
く
、

な
ん
じ
嗣
法
を
要
せ
ば

倉
卒
な
る
こ
と
な
か
れ
、

(以
下
漢
文
和
訳
)
直
に
須
ら
く
功
夫

勤
学
す
べ
し
。
仏
祖
受
授
は
妄
り
に
付
授
せ
ぎ
る
な
り
。
吾
れ

付
授
を
惜
し
む
に
は
あ
ら
ず
、
只
だ
是

れ
爾
ぢ
未
だ
眼
を
具
せ

ぎ
る
在
り
。
と
き
に
宗
呆
い
は
く
、
本
具
正
眼
、
自
証
自
悟
、
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豊
に
付
授
せ
ぎ
る
こ
と
有
ら
ん
や
。
微
和
尚
笑

っ
て
而
し
て
休

す
。
の
ち
に
湛
堂
に
参
ず
。
湛
堂

一
日
宗
呆
に
問
ふ
て
云
く
、

爾
ぢ
鼻
孔
什
腰
に
因
て
今
日
半
辺
無
き
、
某
云
く
宝
峯
門
下
。

湛
堂
云
く
杜
撰
の
禅
和
。
某
看
経
す
る
次

で
、
湛
堂
問

ふ
、
什

慶
の
経
を
看
る
。
呆
云
く
金
剛
経
。
湛
堂
云
く
、
是
法
平
等
無

有
高
下
、
什
屡
と
し
て
か
雲
居
山
は
高
く
宝
峰
山
は
低
き
。
呆

云
く
、
是
法
平
等
無
有
高
下
。
湛
堂
云
く
爾
ぢ
箇

の
座
主
奴
と

作
り
得
た
り
。
又

一
日
湛
堂
十
王
を
粧

ふ
処
を
見

て
、
呆
上
座

に
問
ふ
て
云
く
、
此
の
官
人
姓
は
什
腰
ぞ
。
果
云
く
姓
は
梁
。

湛
堂
手
を
以
て
自
ら

頭
を
摸
し
て
云
く
、

争
奈
か
せ
ん
姓
は

梁
、
祇
だ
箇
の
僕
頭
を
欠
く
こ
と
を
。
呆
云
く
、
僕
頭
無
し
と

錐
も
鼻
孔
髪
髭
た
り
。
湛
堂
云
く
杜
撰
の
禅
和
。
湛
堂

一
日
宗

呆
に
問
ふ
て
云
く
、
某
上
座
我
が
這
裡
の
禅
、
禰
ぢ

一
時
に
理

会
し
得
た
り
、

爾
ぢ
を
し
て
説
か
し
む
る
も
也
た
説
き
得
た

り
、
禰
ぢ
を
し
て
参
得
せ
し
む
る
も
也
た
得
た
り
、
爾
ぢ
を
し

て
頬
古
、
拮
古
、
小
参
、
普
説
、
請
益
を
徹
さ
し
む
る
も
爾
ぢ

也
た
倣
し
得
、

祇
だ
是
れ
爾
ぢ

一
件
の
事
未
在
な
る
こ
と
あ

り
、

爾
ぢ
還

っ
て
知
る
や
否
や
。

呆
云
く

甚
腰
事
か
未
在
な

る
。

湛
堂
云
く
禰
ぢ

祇
だ
這
の

一
解
を

欠
く
こ
と
あ
り
、

因

と
。
若
し
禰
ぢ
這
の

一
解
を
得
ず
ん
ば
、
我
が
方
丈
に
爾
と
説

く
時
は
便
ち
禅
有
り
、
禰
ぢ
繊
か
に
方
丈
を
出
つ
れ
ば
便
ち
無

し
。
幌
怪
思
量
の
時
は
便
ち
有
り
。
縄
か
に
睡
着
す
れ
ば
便
ち

無
し
。
若
し
此
の
如
く
な
ら
ば
、
如
何
ん
が
生
死
に
敵
す
る
こ

と
を
得
ん
や
。
呆
云
く
正
に
是
れ
宗
呆
が
疑
処
な
り
。
後
に
梢

や
載

(と
し
)
を
経
て
湛
堂
疾
を
示
す
。

宗
呆
閥

ふ
て
云
く
、

和
尚
百
年
の
後
、
宗
某
阿
誰
に
か
依
付

し
て
以
て
此
の
大
事
を

了
す
可
き
。
湛
堂
嘱
し
て
云
く
、
箇
の
勤
巴
子
有
り
、
我
れ
亦

た
他
を
識
ら
ず
、
然
り
と
錐
も
禰
ぢ
若

し
他
に
見

へ
ば
、
必
ず

能
く
此
の
事
を
成
就
せ
ん
、
禰
ぢ
若
し
他
に
見

へ
了
ら
ば
、
更

に
他
遊
す
可
ら
ず
、
後
世
出
で
来
て
参
禅

せ
よ

(以
上
漢
文
)。

こ
の

一
段
の
因
縁
を
検
点
す
る
に
、
湛
堂

な
ほ
宗
某
を
ゆ
る
さ

ず
、
た
び
た
び
開
発
を
擬
す
と
い
へ
ど
も
、

つ
い
に
欠

一
件
事

な
り
、

補

一
件
事

あ
ら
ず
、
脱
落

一
件
事
せ
ず
、

微
和
尚
そ

の
か
み
嗣
書
を
ゆ
る
さ
ず
、
な
ん
ぢ
い
ま
だ
し
き
こ
と
あ
り
と

勧
励
す
る
微
和
尚
の
、
観
機
あ
き
ら
か

な
る
こ
と
を
信
仰
す
べ

し
。

正
に
是
れ
宗
呆
疑
処
を

参
究
せ
ず

、
脱
落
せ
ず
、

打
破

せ
ず
、
大
疑
せ
ず
、
被
疑
凝
な
し
。
そ

の
か
み
み
だ
り
に
嗣
書

を
請
す
る
、

参
学
の
倉
卒
な
り
、

無
道
心
の

い
た
り
な
り
、

無
稽
古
の
は
な
は
だ
し
き
な
り
、
無
遠
慮

な
り
と
い
ふ
べ
し
、

道
機
な
ら
ず
と
い
ふ
べ
し
、
疎
学

の
い
た
り
な
り
、
貧
名
愛
利

に
よ
り
て
仏
祖
の
堂
奥
を
お
か
さ
ん
と
す
、
あ
は
れ
む
べ
し
仏

、
祖
の
語
句
を

し
ら
ぎ
る

こ
と
を
。

稽
古
は

こ
れ
自
証
と
会
せ

ず
、
万
代
を
渉
猟
す
る
は
自
悟
と
き
か
ず
、
学

せ
ぎ
る
に
よ
り

て
、

か
く
の
如
く

不
是
な
り
。

か
く
の
如
く
自
錯
あ
り
。

か
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く
の
ご
と
く
な
る
に
よ
り
て
、
宗
呆
禅
師
門
下
に
、

一
箇
半
箇

の
真
巴
鼻
あ
ら
ず
、
お
ほ
く
こ
れ
仮
定
な
り
。
仏
法
を
会
せ
ざ

る
は
、
か
く
の
ご
と
く
な
り
。
而
今
の
雲
水
か
な
ら
ず
審
細
の

参
学
す
べ
し
。
疎
慢
な
る
こ
と
な
か
れ
。

宗
果
湛
堂
の
嘱
に
因
て
湛
堂
順
寂
の
後
、
円
悟
禅
師
に
京
師
の

天
寧
に
参
ず
。
円

一
日
陞
坐
、
宗
呆
神
悟
有
り
。
悟
を
以
て
円

悟
に
先
呈
す
。
悟
云
く
未
だ
し
と
。
子
ぢ
此
の
如
く
な
り
と
錐

も
、
大
法
故
と
未
だ
明
ら
め
ず
。
又

一
日
円
悟
上
堂
し
て
五
祖

演
和
尚
の
有
句
無
句
の
語
を
挙
す
。
宗
呆
聞
て
言
下
に
大
安
楽

の
法
を
得
。
又
解
を
円
悟
に
呈
す
。
円
悟
笑
て
云
く
、
吾
れ
汝

を
欺
か
ぎ
ら
ん
や
と
。

こ
れ
宗
呆
禅
師
、
の
ち
に
円
悟
に
参
ず
る
因
縁
な
り
。
円
悟
の

会
に
し
て
書
記
に
充
つ
。
し
か
あ
れ
ど
も
、
前
後

い
ま
だ
あ
ら

た
な
る
得
処
み
ゑ
ず
、
み
ず
か
ら
普
説
陞
座
の
と
き
も
、
得
処

を
挙
せ
ず
、
し
る
べ
し
記
録
者
は
神
悟
せ
る
と
い
ひ
、
得
大
安

楽
法
と
記
せ
り
と
い
へ
ど
も
、
さ
せ
る
こ
と
な
き
な
り
。
お
も

く
お
も
ふ
こ
と
な
か
れ
、
た
だ
参
学
の
生
な
り
。

円
悟
禅
師
は
古
仏
な
り
。
十
方
中
の
至
尊
な
り
。
黄
桀
よ
り
の

ち
は
、
円
悟
の
ご
と
く
な
る
尊
宿
い
ま
だ
あ
ら
ぎ
る
な
り
。
他

界
に
も
ま
れ
な
る
べ
き
古
仏
な
り
。
し
か
あ
れ
ど
も
、
こ
れ
を

し
れ
る
人
天
ま
れ
な
り
。
あ
は
れ
む
べ
き
娑
婆
国
土
な
り
。
い

ま
円
悟
古
仏
の
説
法
を
挙
し
て
、
宗
果
上
座
を
検
点
す
る
に
、

師

に

お

よ

べ

る
智

、

い
ま

だ

あ

ら
ず

。

師

に
斉

し

き
智

い
ま
だ

あ

ら
ず

、

い
か

に

い
は

ん

や
師

よ
り

も

す

ぐ

れ

た

る
智

、

ゆ

め

に

も

い
ま
だ

み
ぎ

る
が

ご

と

し
。

し

か

あ

れ
ば

し

る

べ
し
、

宗

果
禅

師

は
、

減

帝

半

徳

の
才

に

お

よ
ぼ

ぎ

る
な

り

。

た

だ

わ
ず

か

に

華
厳

、

榜

厳

等

の
文

句

を
暗

請

し

て
、
伝

説

す

る

の
み

な

り

。

い
ま

だ

仏
祖

の
骨

髄

あ

ら
ず

、

宗

呆

お
も

は
く

は

、

大
小

の
隠

倫

わ
ず

か

に
依

草
附

木

の
精

霊

に

ひ

か
れ

て
、

保

任

せ

る

と

こ
ろ

の
見

解

こ

れ

を
仏

法

と

お

も

へ
り

。

こ

れ

を
仏

法

と

計

せ

る
を

も

て

、

は

か

り

し

り

ぬ
仏

祖

の
大

道

い
ま

だ

参

究

せ
ず

と

い

ふ

こ
と

を

、

円

悟

よ

り

さ

ら

に
他

遊

せ
ず

、

智

識

を

と

ぶ

ら

は

ず

、

み
だ

り

に
大

刹

の
主

と

し

て
、

雲

水

の
参

頭

な
り

。

の

こ
れ

る
語

句

、

い
ま

だ

大

法

の

ほ

と
り

に

お

よ
ば

ず

。

し

か

あ

る
を

、

し

ら

ぎ

る
と

も

が

ら

、

お

も

は

く

は
、

宗

果

禅

師

む

か

し

に
も

、

は

ち

ぎ

る
と

お

も

ふ
。

み

し

れ

る
も

の

は
、

あ

き

ら

め
ぎ

る
と

決

定

せ
り

。

い
た

づ

ら

に
口

肥

々
地

の

み

な
り

、

し

か
あ

れ
ば

し

り

ぬ
、

洞

山

の
微

和

尚

ま

こ

と

に
後

鑑

あ

き
ら

か

に
、

あ

や
ま

ら

ぎ

り

け

り

と

い

ふ

こ
と

を
。

宗

呆
禅

師

に
参

学

せ

る

と
も

が

ら

は
、

そ

れ

す

ゑ

ま

で

も
微

和

尚

を

そ

ね

み
、

ね

た

む

こ

と
、

い
ま

に

た
え

ぎ

る
な

り

。

微
和

尚

は

た
だ

ゆ

る

さ
ぎ

る

の

み

な
り

。

準

和

尚

の

ゆ

る
さ

ぎ

る

こ
と

は

、
微

よ

り

は

な

は
だ

し
。

ま

み

ゆ

る

こ

と

に

は
勘

過

す

る

の

み
な

り

。

し

か

あ

れ

ど

も

準

和

尚

を

ね

た
ま
ず

、

而

今

お

よ

び

こ
し

か

た
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の
、
ね
た
む
と
も
が
ら
、
い
く
ば
く
の
瞳
擁
な
り
と
か
せ
ん
。

お
ほ
よ
そ

大
宋
国
に
仏
祖
の
児
孫
と
自
称

す
る
お
ほ
か
れ
ど

も
、
ま
こ
と
学

せ
る
、
す
く
な
き
ゆ
ゑ
に
、
ま
こ
と
を
お
し
ふ

る
す
く
な
し
。
そ
の
む
ね
こ
の
因
縁
に
て
も
、
は
か
り
し
り

ぬ

べ
し
。
紹
興
の
こ
ろ
す
ら
、
な
ほ
か
く
の
ご
と
し
。

い
ま
は
そ

の
こ
ろ
よ
り
も
を
と
れ
り
。
た
と
ふ
る
に
も
お
よ
ば
ず
。

い
ま

は
仏
祖
の
大
道
な
に
と
あ
る
し
と
だ
に
も
、
し
ら
ぎ
る
と
も
が

ら
、
雲
水
の
主
人
と
な
れ
り
。
し
る
べ
し
仏
仏
祖
祖
、
西
天
東

土
、
嗣
書
正
伝
は
、
青
原
山
下
こ
れ
正
伝
な
り
。
青
原
山
下
よ

り
の
ち
、
洞
山
お
の
つ
か
ら
正
伝
せ
り
。
自
余
の
十
方
か
つ
て

し
ら
ぎ
る
と
こ
ろ
な
り
。
し
る
も
の
は
み
な
こ
れ
洞
山
の
児
孫

な
り
。
雲
水
に
声
名
を
ほ
と
こ
す
宗
果
禅
師
な
ほ
生
前
に
自
性

自
悟
の
言
句
を
し
ら
ず
、
い
は
ん
や
自
余
の
公
案
を
参
徹
せ
ん

や
。
い
は
ん
や
宗
呆
禅
老
よ
り
も
晩
進
の
も
の
、
た
れ
か
自
証

の
言
を
し
ら
ん
。
し
か
あ
れ
ば
、
す
な
は
ち
仏
祖
道
の
道
自
道

他
、
か
な
ら
ず
仏
祖
の
身
心
あ
り
、
仏
祖

の
眼
晴
あ
り
。
仏
祖

の
骨
髄
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
庸
者
の
得
皮
に
あ
ら
ず
。

以
上
が
道
元
禅
師
の
自
証
三
昧
の
章
に
記
さ
れ
た
本
文
で
あ
る
。

こ
れ
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

一
、
大
慧
は
始
め
宣
州
の
理
禅
師
に
参
じ
、
後
に
洞
山
の
微
和
尚

に
参
じ
た
が
、
契
悟
は
出
来
な
か

っ
た
。

二
、
次
に
湛
堂
準
和
尚
に
参
じ
、

問
答
往
来

い
ろ
い
ろ

あ

っ
た

が
、
遂
に
許
さ
れ
な
か

っ
た
。

三
、
そ
の
う
ち
に
湛
堂
は
重
病
に
罹

っ
た

の
で
、
そ
の
指
示
に
従

っ
て
円
悟
禅
師
に
参
じ
た
。
そ
こ
で
自
ら
は
神
悟
せ
り
と
か
、

大
安
楽
を
得
た
り
な
ど
と
言

っ
て
い
る
が
、
実
際
は
そ
の
よ
う

な
あ
と
は
見
え
な
い
。

四
、
要
す
る
に
大
慧
は
、
疑
処
を
参
究
せ
ず
、
心
身
脱
落
せ
ず
、

大
疑
も
せ
ず
、
打
破
す
る
と
こ
ろ
も
な

い
。
そ
れ
だ
の
に
洞
山

微
に
対
し
て
嗣
書
を
要
求
し
た
り
す
る
な
ど
は
、
無
遠
慮
な
る

者
、
参
学
倉
卒
無
稽
の
甚
だ
し
き
者
、
無
道
心
の
至
り
な
る
者

で
あ
る
。
又
道
機
も
な
く
、
疎
学
で
、
貧
名
愛
利
に
よ
り
仏
祖

の
堂
奥
を
犯
さ
ん
と
す
る
憐
れ
む
べ
き
者
で
あ
る
。
こ
れ
は
参

学
不
足
の
来
た
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
で
大
慧
門
下
に
は
、

一
人
も
半
人
も
真
の
禅
者
は
い
な
い
。

五
、
円
悟
禅
師
は
古
仏
と
い
っ
て
よ
く
、
十
方
申
の
至
尊
で
、
黄

業
以
後
そ
の
右
に
出
る
も
の
は
な
い
。

こ
の
円
悟
に
対
し
、
大

慧
な
ど
は
師
に
半
徳
を
減
ず
と
い
う
程
に
も
ゆ
か
ぬ
者
で
、
た

だ
僅
か
に
華
厳
や
榜
厳
の
文
句
を
、
暗
請
し
て
伝
説
す
る
の
み

で
、
仏
祖
の
骨
髄
な
ど
あ

っ
た
も
の
で
な
く
、
依
草
附
木
の
精

霊
に
ひ
か
れ
て
、
こ
れ
を
仏
法
と
思
う

の
で
、
大
道
の
辺
際
に

も
近
よ
っ
て
お
ら
ぬ
者
で
あ
る
。

六
、
大
慧
は
円
悟
の
許
に
行

っ
た
け
れ
ど
、
そ
の
後
他
遊
し
て
、

他
の
知
識
を
訪
わ
ず
、
直
に
大
寺
に
住
し
、
雲
水
の
指
導
を
し



61道 元禅師の大慧禅師批判について

て
い
る
の
で
、
大
法
な
ど
と
は
程
遠

い
も
の
で
、
徒
ら
に
口
舌

を
弄
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
然
る
に
こ
れ
ら
の
こ
と
を
知
ら
ざ
る

参
徒
等
は
、
大
慧
の
会
下
と
な
り
て
、
洞
山
微
和
尚
を
嫉
み
て

悪
口
を
し
て
い
る
。
洞
山
微
和
尚
は
た
だ
許
さ
な
か

っ
た
の
み

で
あ
る
が
、
湛
堂
和
尚
の
方
は
、
洞
山
微
和
尚
よ
り
も

一
層
大

慧
を
認
め
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
洞
山
微
和
尚
に
対
し

て
は
、
そ
ね
み
嫉
む
こ
と
の
深
い
の
は
、
ど
う
し
た
こ
と
か
、

わ
か
ら
な
い
話
だ
。

道
元
禅
師
の
言
は
以
上
の
如
く
で
、

大
慧
を
全
く

認
め
ぬ
の
み

か
、
罵
言
を
以
て
口
を
極
め
て
疑
斥
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

を
読
め
ば
無
着
道
忠
和
尚
な
ら
ず
と
も
腹
を
立
て
て
、
道
元
禅
師

に
対
し
喧
嘩
腰
に
な
ら
ぎ
る
を
得
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
然
し

て
最
も
甚
だ
し
き
こ
と
は
、
道
元
禅
師
は
事
実
を
誤
認
し
て
い
る

の
み
な
ら
ず
、

更
に
事
実
を
曲
げ
或
は

無
実

の
こ
と
を

捏
造
し

て
、
大
慧
攻
撃
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
と
し
て
も
理

解

に
苦
し
ま
ぎ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
再
論
す
る

が
、
無
着
道
忠
和
尚
は
備
評
に
於
て
次
の
論
駁
を
し
て
い
る
。
こ

れ
を
摘
記
し
て
批
判
の
資
料
と
す
る
。

一
、
永
平
は
自
証
三
昧
の
章
で
、
正
嫡
の
禅
宗
な
る
も
の
は
、
青

原
下
に
限
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
で
洞
山
下
の
も
の
の
み
が
、

正
し
い
禅
で
あ
る
と
い
う
。
然
る
に
円
悟
は
古
仏
で
、
十
方
中

の
至
尊
で
あ
る
、
黄
粟
以
後
円
悟
の
如
き
は
な
い
と
、
賞
讃
し

て
い
る
。
叉
阿
羅
漢
の
章
で
も
、
円
悟
は
正
伝
の
的
嗣
な
る
仏

祖
な
り
と
言

っ
て
、
自
家
撞
着
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

二
、
永
平
云
く
、

大
慧
宗
呆
は
本
と
は
経

論
の
学
生
で
あ
る
の

に
、
洞
山
微
和
尚
に
嗣
書
を
.要
求
し
た
と

い
う
が
、
大
慧
は
こ

の
時
は
未
だ
廿
歳
で
あ

っ
た
。
洞
山
微
が
許
可
し
な
か

っ
た
の

は
事
実
で
あ
る
が
、
嗣
書
な
ど
要
求
し
た
事
実
は
な
い
。
か
か

る
捏
造
の
記
述
を
何
故
に
す
る
の
か
。
妄
語
を
構
え
て
自
家
の

立
場
を
擁
護
せ
ん
と
す
る
の
は
、
誠
に
笑
う
べ
き
で
あ
る
。

三
h
永
平
は
大
慧
が
湛
堂
に
参
じ
て
、
許
可

の
な
か

っ
た
こ
と
を

挙
げ
て
攻
撃
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
大
慧
未
悟
の
時
代
で
あ
る

か
ら
、
湛
堂
の
許
可
の
な
か
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
大
慧

に
於
て
も
何
等
攻
撃
を
受
く
る
筋
合
で
は
な
い
。
未
悟
の
時
代

は
誰
れ
に
於
て
も
、
同
じ
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
故
に

大
慧
は
後
に
円
悟
に
参
じ
た
の
で
は
な
い
か
。

四
、

永
平
は
大
慧
に
つ
き
、

参
究
せ
ず
、

脱
落
せ
ず
、

打
破
せ

ず
、
大
疑
せ
ず
、
倉
卒
、
無
道
心
、
無
稽
古
、
無
遠
慮
、
無
道

機
、
疎
学
、
貧
名
愛
利
、
仏
祖
の
語
句
を
知
ら
ず
な
ど
、
い
ろ

い
ろ
の
悪
口
を
並
ら
べ
、
又
事
遊
を
捏
造

し
て
攻
撃
し
て
い
る

が
、
大
慧
は
斯
か
る
誹
諺
を
受
く
る
筋
合

は
な
い
。
又
永
平
は

斯
か
る
大
慧
な
れ
ば
、
門
下
に
は
真
の
禅
者
は

一
人
も
半
人
も

な
い
な
ど
と
、
攻
撃
し
て
い
る
が
、
続
伝
灯
録
を
見
れ
ば
、
そ

の
嗣
は
六
十
四
人
記
さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
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五
、
永
平
は
円
悟
を
古
仏
な
り
と
称
讃
し
て
い
る
が
、
そ
の
円
悟

が
大
慧
を
特
に
証
明
し
て
法
嗣
と
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
即

ち
円
悟
は
法
語
の
中
に
於
て
、
た
だ
門
人
と
し
て
の
大
慧
を
喜

ぶ
の
で
は
な
い
。
大
慧
は
正
法
眼
蔵
の
透
得
底
の
者
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
を
喜

ぶ
の
で
あ
る
と
言

っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
大

慧
の
器
量
は
抜
群

で
あ

っ
て
、
永
平
が
ね
た
み
諺
る
が
如
き
人

物
と
は
大
違

い
で
あ
る
ぞ
。

六
、
永
平
は
大
慧
が
円
悟
に
随
侍
し
た
以
後
は
、
他

へ
遊
歴
参
問

せ
ぬ
と
非
難
し
て
い
る
が
、
円
悟
の
許
で
あ
れ
だ
け
に
大
事
了

畢
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
更
に
師
を
求
め
て
、
歴
遊
す
る
必
要

が
な
ぜ
あ
る
と
い
う
の
か
。
そ
の
よ
う
な
道
理
が
ど
こ
に
あ
る

か
。

七
、
大
慧
は
大
法
を
明
ら
め
ず
、
口
肥
肥
地
の
者
だ
か
ら
、
そ
れ

で
洞
山
微
和
尚
は
許
さ
ぬ
と
判
断
し
た
こ
と
は
、
後
日
に
至

っ

て
も
誤
り
で
は
な
か

っ
た
と
永
平
は
言
う
が
、
こ
れ
は
大
慧
未

悟
の
時

で
あ
る
か
ら
、
何
等
大
慧
の
病
と
す
る
こ
と
は
な
い
。

こ
ん
な
こ
と
す
ら
永
平
の
徒
輩
に
は
解
せ
な
い
と
は
、
憐
れ
む

べ
き
だ
と
の
語
勢
で
、
道
忠
和
尚
は
書
い
て
い
る
。

八
、
永
平
は
大
慧
が
、
湛
堂
和
尚
に
あ
れ
ほ
ど
厳
し
く
や
ら
れ
た

が
、
湛
堂
和
尚
に
対
し
て
は
、
そ
れ
程
の
こ
と
は
な
い
の
に
、

洞
山
微
和
尚
は
た
だ
大
慧
を
許
さ
ぬ
と
言

っ
た
だ
け
で
あ
る
の

に
係
わ
ら
ず
、
微
和
尚
を
嫉
む
こ
と
甚
だ
し
い
の
は
、
訳
の
解

ら
ぬ
こ
と
だ
と
言

っ
て
い
る
。
然
し
大
慧
は
そ
の
よ
う
に
、
微

和
尚
を
嫉
ん
だ
こ
と
は
ど
こ
に
も
見
当
ら
な
い
。
こ
れ
は
永
平

が
事
実
を
偽
造
し
て
、
大
慧
攻
撃
を
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
永

平
は
他
に
含
む
と
こ
ろ
の
あ

っ
て
の
こ
と
に
相
違
な
い
。

以
上
が
無
着
道
忠
和
尚
の
暦
評
に
於
け
る
論
駁
の
概
要
で
あ
る
。

い
ま
自
証
三
昧
の
章
に
局
限
し
て
道
元
無
着

の
両
者
の
所
説
を
対

判
す
る
と
、
暦
評
の
所
説
に
は
合
理
性
が
あ
り
肯
繁
に
当

っ
て
い

る
が
、
こ
れ
に
反
し
道
元
禅
師
の
所
見
は
、
訳
の
解
ら
ぬ
頗
る
的

外
ず
れ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
証
す
る
た
め
、
暦
評
の
言

い
足

ら
ぬ
処
を
補
説
し
、
道
元
禅
師
の
謬
見
を
更

に
追
究
し
て
、
徹
底

的
に
こ
れ
を
論
駁
す
る
こ
と
に
す
る
。

元
来
道
元
禅
師
の
大
慧
攻
撃
は
、
何
を
資
料
と
し
て
い
る
か
で

あ
る
。
自
証
三
昧
の
文
意
か
ら
察
す
れ
ぼ
、
大
慧
年
譜
を
資
料
と

し
た
も
の
と
推
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
年
譜
と
殆
ど
同

一
の
文
を
引

用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
道
元
禅
師
は
道
忠
和
尚
の
言
う
如

く
、
大
慧
年
譜
を
悪
用
し
て
い
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
捏
造
を

も
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
証
す
る
た
め
大
慧
年
譜
の
必

要
と
思
わ
る
る
処
を
左
に
摘
抄
す
る
。

七
歳
。
哲
宗
、
紹
聖
二
年

(西
暦

一
〇
九
五
)

気
宇
神
の
如
し
。
…
…
僧
其
の
家
に
至
れ
ば
、
父
の
側
に
侍
し
、

客
去
ら
ば
其
の
談
論
を
記
し
、
片
言
も
遺
さ
ず
云
々
。

十
歳
。
哲
宗
、
元
符
一70
年

(
一
〇
九
八
)
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華
厳
経
の
入
法
界
品
を
読
み
、
覚

へ
ず
失
笑
す
。

十

六
歳

出
家
。
名
を
宗
呆
と
い
ふ
。

十
九
歳

瑞
竹
理
和
尚
に
依
る
。
理
曰
く
汝
は
雲
峯
悦
和
尚
の
再
来
な
り

と
称
す
。

二
+
歳

洞
山
微
和
尚
に
約
二
年
間
参
じ
、
曹
洞
の
宗
風
を

一
時
に
参
得

し
た
。
然
し
其
の
宗
旨
に
は
意
に
契
は
ぬ
も
の
が
あ

っ
た
。

二
十

一
歳
。
徽
宗
、
大
観
三
年

(
一
一
〇
九
)

静
州
に
行
き
海
会
従
禅
師
に
依
る
。
海
は
羅
漢
南
公
の
嗣
で
あ

る
。

二
十
四
歳
。
同
、
政
和
二
年

(
一
一
一
二
)

湛
堂
に
参
ず
。

二
十
五
歳
。
同
、
同
三
年

(
一
一
=
二
)

湛
堂
曰
く
、
此
の
子
他
日
必
ず
能
く
重
き
に
任
じ
、
遠
き
を
致

さ
ん
と
。

二
十
六
歳
。
同
、
同
三
年

(
=

一
四
)

湛
堂
聞
ふ
て
曰
く
、
果
上
座
我
が
這
裡
の
禅
禰
ぢ

一
時

に
理
会

し
得
た
り
。
禰
ぢ
を
し
て
説
か
し
む
る
も
也
た
説
き
得
た
り
。

＼

禰
ぢ
を
し
て
拮
古
、
頒
古
、
普
説
、
小
参
を
徹
さ
し
む
る
も
禰

ぢ
也
た
倣
し
得
た
り
。
只
だ

一
件
の
事
あ
り
て
不
是
な
り
。
禰

ぢ
是
を
知
る
か
。
対

へ
て
日
く
某
甲
知
ら
ず
。
湛
堂
曰
く
圃
。

禰
ぢ
這
の

一
解
を
欠
く
こ
と
在
り
。

二
十
七
歳
。
同
、
同
四
年

(
=

一
五
)

是
の
年
夏
湛
堂
病
に
罹
る
。
大
慧
曰
く
、
和
尚
の
疾
起
た
ず
ん

ば
、
某
甲
を
し
て
誰
に
か
依
附
せ
し
め
て
、
以
て
大
事
を
了
す

べ
き
。

湛
堂
良
久
し
て
曰
く
、

箇
の
川
勤

(円
悟
)
有
り
。
我

れ
亦
た
他
を
識
ら
ず
。
彌
ぢ
若
し
他
に
見

へ
ば
、
必
ず
よ
く
此

の
事
を
成
就
せ
ん
と
。

湛
堂
遷
化
す
。

二
十
八
歳
。
同
、
同
六
年

(
一
一
一
六
)

兜
率
照
禅
師
の
書
を
得
て
紹
介
と
な
し
、
丞
相
張
無
覚

(無
尽

居
士
)
に
湛
堂
の
…塔
銘
を
求
む
。

無
尽
門
庭
高
く
し
て
、

天
下
許
可
す
る

こ

と
少
れ
な
り
。

師

(大
慧
)
を
見
て

一
言
に
し
て
契
し
、

楊

を
下
て
朝
夕
与
も
に

語
る
。
号
を
妙
喜
、
字
を
曇
晦
と
改
む
〇

二
十
九
歳
。
同
、
同
七
年

(
一
一
一
七
)

大
寧
和
尚
の
語
録
の
序
を
洪
覚
範
に
求
む
。

三
十
歳
。
同
、
重
和
元
年

(
一
=

八
)

潜
庵
源
禅
師
に
予
章
の
章
江
に
参
じ
、
之
を
久
う
す
。

三
十

一
{歳
。
同
、
同

二
年

(
一
一
一
九
)

兜
率
照
禅
師
に
依
る
。
又
黄
竜
草
堂
和
尚
を
訪
ひ
、
又
霊
源
和

尚
と
語

て
倦
ま
ず
。
霊
源
語

っ
て
曰
く
、
宣
州
の
呆
兄

(大
慧
)
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見
地
明
白
、
語
を
出
す
こ
と
超
湛
、
乃
ち
我
が
家
の
千
里
の
駒

の
み
と
。
又
洪
覚
範
を
訪
ふ
。

三
十
二
歳
。
同
、
宣
和

二
年

(
=

二
〇
)

春
、
再
び
無
尽
居
士
を
荊
渚
に
訪
ふ
。
問
答
往
来
あ
り
。
無
尽

師
に
嘱
し
て
曰
く
、
子
ぢ
必
ず
円
悟
に
見

へ
よ
。
子
の
行
を
助

け
ん
と
。

十

一
月
無
尽
亮
ず
。

(
一
般
に
は
宣
和
四
年
と
さ
れ
て
い
る
)

三
十
三
歳
。
同
、
同
三
年

(
一
=
二

)

天
寧
に
登
る
。
華
厳
、
宝
積
の
二
経
を
見
る
。

三
十
四
歳
。
同
、
同
四
年

(
一
=
一二
)

円
悟
和
尚
蒋
山
に
居
す
。
大
慧
寛
ひ
に
行
か
ん
と
欲
す
、
同
志

之
を
す
す
め
て
曰
く
、
円
悟
は
必
ず
閾
に
来
ら
ん
と
。

三
十
五
歳
。
同
、
同
五
年

(
一
=
一三
)
.

太
宰
蕎
に
居
す
。
閣
府
敬
事
す
。
太
宰
は
師
と
談
論
す
る
こ
と

を
喜
ぶ
。
乃
ち
府
第
の
後
の
花
圃
を
以
て
奄
に
易

へ
、
師
を
遷

し
て
之
に
居
ら
し
む
。

三
十
六
歳
。
同
、
同
六
年

(
一
=
一四
)

九
月
円
悟
天
寧
に
住
す
る
の
詔
あ
り
。
大
慧
之
を
聞

い
て
私
か

に
自
ら
慶
し
て
日
く
、
此
の
老
は
実
に
天
が
我
に
賜
ふ
も
の
な

り
と
。
預
じ
め
天
寧
に
至
て
円
悟
の
来
る
を
待
た
ん
と
す
。
太

宰
蕎
の
も
の
篤
く
大
慧
を
留
め
ん
と
す
。
大
慧
密
か
に
遁
れ
て

天
寧
に
行
く
。
乃
ち
自
ら
曰
く
、
若
し
円
悟
の
禅
他
方
と
異
る

こ
と
無
く
自
分
を
許
可
せ
ば
、
無
禅
論
を
著
は
さ
ん
と
。
清
涼

華
厳
の
疏
砂

一
部
を
持
し
て
天
寧
に
至
る
。

三
十
七
歳
。
同
、
宣
和
七
年

(
一
一
二
五
)

大
慧
四
月
天
寧
に
抵
た
る
。
円
悟
陞
座
、
如
何
な
る
か
是
れ
諸

仏
出
身
の
処
、
薫
風
自
南
来
、
殿
閣
生
微
涼
と
。
這
裏
に
向

っ

て
忽
然
と
し
て
前
後
際
断
す
。
然
り
と
錐
も
動
相
生
せ
ず
、
却

て
浄
傑
傑
の
処
に
坐
在
す
。
入
室
の
次
で
円
悟
曰
く
也
た
易
す

か
ら
ず
、
禰
ぢ
這
箇
の
田
地
に
到
り
得
て
惜
し
む
べ
し
死
し
了

っ
て
活
す
る
こ
と
を
得
ぎ
る
こ
と
を
、
語
句
を
疑
は
ぎ
る
是
を

大
病
と
為
す
、
道
ふ
こ
と
を
見
ず
や
懸
崖

に
手
を
撒
し
て
自
肯

承
当
す
、
絶
後
再
び
蘇
て
君
を
欺
く
こ
と
得
ず
、
須
ら
く
信
ず

べ
し
這
箇
の
道
理
あ
る
こ

と

を

と
。

大
慧
不
董
務
侍
者
と
な

り
、
択
木
堂
に
居
し
、
毎
日
士
大
夫
と
同
じ
く
入
室
。
只
だ
有

句
無
句
…
の
語
を
挙
す
。
僅
か
に
口
を
開
け
ば
便
ち
道
ふ
不
是

と
。

一
日
趙
表
之
と
同
じ
く
薬
石
の
次
で
、
筋
を
把

っ
て
手
に

在
り
、
食
を
喫
す
る
こ
と
を
忘
了
す
。
円
悟
師
を
顧
み
て
表
之

に
語
て
曰
く
、
這
の
漢
黄
楊
木
の
禅
に
参
得
す
と
。
居
…
…
る

こ
と
幾
ば
く
も
な
く
し
て
円
悟
を
打
い
て
曰
く
、
聞
く
和
尚
嘗

て
五
祖
に
此
の
話
を
問
ふ
と
、

知
ら
ず

其

の
答
を

記
す
や
否

や
。
円
悟
笑
ふ
の
み
。
師
曰
く
若
し
人
天
衆
前

に
対
し
て
問
は

ば
、
今
豊
に
知
る
者
無
か
ら
ん
や
と
。
円
悟
乃
ち
曰
く
、
向
き

に
問
ふ
有
句
無
句
は
藤
の
樹
に
碕
る
が
如
き
時
如
何
。
祖
曰
く

'
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描
す
れ
ど
も
描
き
成
さ
ず
画
け
ど
も
也
た
画
き
就
さ
ず
。
叉
問

ふ
忽
ち
樹
倒
れ
藤
枯
る
る
に
遇
は
ん
時
如
何
。
祖
曰
く
相
随
来

也
と
。
師
挙
を
聞
い
て
乃
ち
声
を
抗
げ
て
曰
く
、
某
会
せ
り
。

円
悟
曰
く
只
だ
恐
ら
く
は
爾
ぢ
公
案
を
透
る
こ
と
を
得
ぎ
る
こ

と
を
と
。
云
く
請
ふ
和
尚
挙
せ
よ
。
円
悟
遂
に
挙
す
。
師
語
を

出
す
こ
と
滞
る
こ
と
な
し
。
円
悟
曰
く
今
日
方
さ
に
知
る
吾
れ

汝
を
欺
か
ぎ
る
こ
と
を
と
。
遂
に
臨
済
正
宗
記
を
著
は
し
て
以

て
之
を
付
し
、
記
室
を
掌
ら
し
め
、
座
を
分

っ
て
徒
に
訓
ゆ
。

師
乃
ち
香
を
蛙
き
誓
を
為
し
て
曰
く
、
寧
ろ
此
の
身
を
以
て
衆

に
代

っ
て
地
獄
の
苦
を
受
く
と
も
、
仏
法
を
以
て
人
情
に
当
て

ず
と
。
乃
ち
竹
箆
を
握
り
、
応
機
の
器
と
為
す
。
是
に
於
て
声

誉
藷
著
、
叢
林
威
く
之
に
帰
重
す
。
円
悟
は
師
に
示
す
法
語
の

後
に
賊
し
て
云
く
、

呆
首
座
昔
し
叢
林
に
遊
び
、
偏
ね
く
大
有
道
の
士
に
見
ゆ
。
軒

昂
騰
踏
羅
摩
す
べ
か
ら
ず
、
曽
て
渚
宮
に
於
て
無
尽
居
士
と
投

も

契

す
。
公
雅
と
よ
り
其
の
器
を
重
ん
ず
、

毎
ね

に
嘱
し
て
曰

く
、

応
さ
に
須
ら
く
仏
果
に

見
ゆ
べ
し
と
。

宣
和
中
会

た
ま

余
、
旨
を
被

っ
て
天
寧
を
領
す
、
渠
れ
即
ち
先
ん
ず
る
こ
と

一

日
。
入
堂
已

っ
て
而
し
て
室
中
に
造
た
る
。
語
を
発
す
る
に
果

し
て
異
な
り
、
嘗
て
陞
座
諸
仏
出
身
の
処
、
薫
風
自
南
来
を
挙

す
。
即
ち
大
い
に
瞥
然
た
り
。
爾
し
て
よ
り
方
丈
の
側
に
命
じ

て
寅
夕
之
を
鍛
錬
す
。
白
雲
老
師
の
昔
示
す
所
の
有
句
無
句
を

以
て
す
。
渠
れ
伎
禰
を
尽
く
し
て
百
種
展
開
す
。
悉
く
列
下
幾

ん
ど
以
為
心
倖
移
換
。
初
め
実
地
無
し
、
志
誠
に
因
て
之
を
語

る
。
昔
し
仏
鑑
余
と
正
に
是
の
諦
を
興
こ
す
。
更
に
意
を
絶
し

て
願
き
を
探
ぐ
る
、
当
さ
に
多
き
に
較
べ
ざ
る
べ
し
。
後
来
藩

然
と
し
て
猛
省
し
て
、
尽
と
く
機
簿
知
見
玄
妙
を
脱
去
す
。
因

に
渠
れ
が
為
め
に
曰
く
、
正
に
好
し
禅
に
参
ず
る
に
と
。
即
ち

踵
躍
向
前
、
従
頭

一
一
に
針
錐
を
加
ふ
。
始
め
て
浩
然
と
し
て

大
徹
す
。
予
人
を
得
る
こ
と
を
喜
ば
ず
、

但
だ
此
の
正
法
眼
蔵

朗
得
透
底
有
る
こ
と
を

喜
ぶ
。

以
て
臨
済
の
正
宗
を

起
す
べ

し
。
遂
に
稠
人
の
中
に
於
て
座
を
分
ち
て
徒
に
訓

へ
し
む
。
之

を
久
ふ
し
て
都
下
に
会
す
る
多
し
、
故
に
瓶
錫
を
理
し
て
沐
を

出
ず
。
分
れ
に
臨
ん
で
此
を
書
し
て
以
て
別
と
作
す
。
年
余
を

間
て
て
平
江
の
虎
丘
よ
り
得
々
と
し
て
欧
阜
に
上
る
。
再
び
集

め
て
山
に
至
る
の
次
の
日
、
首
座
寮
に
入
る
。
闊
山
数
百
の
柄

子
甕
動
す
。
屡
ば
師
子
吼
を
な
し
、
室
中
金
圏
栗
蓬
の
大
鉗
鎚

を

掲
示
す
。

本
色
久
参
の
流
ひ
、

欽
服

せ
ず
と

云
ふ
こ
と
靡

し
。
而
て
徳
性
愈
よ
悟
と
し
て
穏
洪
、
無
諄
の
風
、
恰
拮
と
し

て
勝
負
に
較
た
ら
ず
、
只
だ
深
く
山
谷
に
蔵
く
れ
、
古
老
の
火

種
刀
耕
に
微
ひ
、
鍵
頭
辺
に
向
て
攻
苦
食
淡
の
兄
弟
を
収
拾
せ

ん
と
欲
し
、
草
衣
茅
舎
世
を
避
け
時
の
晴
平
を
待

っ
。
即
ち
悲

願
を
発
し
、

真
の

大
夫
慷
慨
の
英
霊
奇
傑

の
人
、

跡
歩
す
る

所
、
因
み
に
再
び
細
書
と
な
し
価
て
是
の
賊
を
作
る
。
又
師
を
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送
る
持
鉢
の
頒
の
後
に
書
す
。

呆
公
妙
喜
宣
和
の
末
、
誠
を
天
寧
の
密
室
に
投
ず
る
こ
と
四
十

二
朝
昏
。
而
し
て

一
言
の
下
に
於
て
領
略
す
。
尋
い
で
孟
を
掌

に
し
て
屡
中
に
入
る
。
意
を
発
す
る
こ
と
甚
だ
鋭
し
。
行
に
臨

ん
で
偶
を
作
て
以
て
之
を
饒
す
。
惟
だ

一
期
の
小
縁
を
以
て
の

要
な
ら
ず
、
万
人
の
志
を
結
ば
ん
と
欲
す
。
此
の
千
二
百
斤
の

担
子
を
洪
荷
し
、
既
に
已
に
能
事
を
了
す
。
即
ち
記
室
に
入
り

、
椎
払
の
下
に
徒
に
訓
ゆ
。
四
方
の
雲
柄
駐
藤
し
て
遽
か
に
舎

人
の
盟
に
楡
ゆ
る
に
遭
ふ
。
彼
彼
と
し
て
衣
を
払

っ
て
沐
を
出

づ
。
相
分
れ
て
歳
華
章
に
雲
居
に
居
す
。
首
衆
即
ち
旧
語
を
持

し
て
之
を
書
せ
し
む
。

此
の
二
祓
を
按
ず
る
に
、
師
は
乃
ち
是
の
四
月
初

一
日
桂
塔
。

円
悟
初

二
日
入
院
。
五
月
十
三
日
悟
道
。
四
月
初

一
日
よ
り
五

月
十
三
日
に
至
て
、
乃
ち
四
十
二
。
悟
道
の
後
、
持
鉢
化
縁
し

畢
て
、
書
記
寮
に
入
る
こ
と
明
ら
け
し
　
。

三
十
八
歳
。
欽
宗
、
靖
康
元
年

(
一
=
一六
)

天
寧
の
記
室
に
居
す
。
分
座
徒
に
訓
ゆ
。

円
悟
師
を
挙
す
立
僧
上
堂
を
按
ず
る
に
曰
く
、
鵤
児
未
だ
案
を

出
で
ざ
る
に
已
で
に
摩
容
の
志
有
り
、
虎
子
未
だ
乳
を
絶
た
ざ

る
に
已
で
に
牛
を
食
ふ
の
気
有
り
。
況
や
羽
翼
成
る
を
や
。
況

や
復
た
爪
牙
備
は
る
を
や
。
奮
迅
す
れ
ば
即
ち
群
を
驚
か
し
、

八
面
清
風
起
る
。

一
条
の
脊
梁
骨
硬
き
こ
と
鉄
に
似
た
り
。
白

棒
天
地
を
撚
か
ぐ
、
相
ひ
与
も
に
法
瞳
を
建
て
、
柄
僧
の
巴
鼻

を
展
ぶ
。

以
下
年
譜
を
必
要
と
せ
ぬ
の
で
省
略
す
る
。

こ
の
年
譜
に
よ
れ
ば
、
道
元
禅
師
の
大
慧
攻
撃
は
大
慧
の
廿
歳

よ
り
廿
七
歳
ま
で
の
間
を
攻
撃
材
料
に
使
用

し
て
い
る

の

で

あ

る
。
こ
の
間
に
洞
山
微
和
尚
の
こ
と
も
、
湛
堂
和
尚
の
こ
と
も
あ

る
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
れ
以
後
の
材
料
に
は
、
殆
ど
触
れ
て
い

な
い
こ
と
は
、
全
く
不
思
議

で
あ
り
、
不
可
解
で
あ
る
。
然
し
て

大
慧
は
湛
堂
を
去

っ
て
直
に
円
悟

に
参
じ
た
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
が
、
大
慧
は
湛
堂
を
去

っ
て
よ
り
諸
処
を
歴
遊
し
、
約
十
年
を

経
過
し
た
後
、
三
十
七
歳

に
至

っ
て
、
始
め
て
円
悟
に
謁
し
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
円
悟
の
鉗
鎚
に
よ
り
大
成

を
見
た
の
で
あ
る
。

若
し
道
元
禅
師
が
大
慧
攻
撃
を
す
る
な
ら
、
大
慧
大
成
以
後
な
る

三
十
七
歳
を
基
点
と
し
て
、

そ
の
後

の
資
料
に
よ
る
で

な

け

れ

ば
、
攻
撃
の
意
味
を
な
さ
な
い
。
道
元
禅
師

は
こ
の
意
味
の
な
い

と
こ
ろ
に
対
し
て
力
説
懸
命
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
道
元
禅

師
の
大
慧
攻
撃
は
的
外
ず
れ
で
あ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
昔
し
雪

峯
和
尚
が
三
度
び
投
子
に
登
り
、
九
度
び
洞
山
に
到

っ
て
相
契
せ

ず
、
遂
に
徳
山
の
室
に
入
り
始
め
て
箇
事
を
了
し
た
と
聞
く
。
世

に
雪
峯
の
三
登
九
到
を
以
て
、
雪
峰
未
悟
の
非
を
誰
れ
か
攻
撃
す

る
で
あ
ろ
う
か
。
否
な
こ
れ
を
禅
林
の
佳
話
、
芳
燭
と
し
て
讃
仰

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
道
元
禅
師
が
大
慧
の
雪
峰
の
こ
の
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時
代
に
比
す
べ
き
、
洞
山
微
及
び
湛
堂
時
代
を
以
て
、
攻
撃
し
て

い
る
の
は
、
道
元
禅
師
の
禅
眼
い
ず
く
に
あ
る
や
と
い
う
外
は
な

い
。更

に
道
元
禅
師
は
、
円
悟
禅
師
を
古
仏
と
し
て
称
讃
す
る
が
、

そ
の
円
悟
が
三
十
七
歳
の
時
の
大
慧
を
大

い
に
許
可
し
、
臨
済
正

宗
記
を
作

っ
て
大
慧
に
附
嘱
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
何
故
に
眼

を
覆
う
の
で
あ
る
か
、
叉
は
こ
れ
を
看
過
し
て
い
る
の
か
、
道
元

禅
師
の
心
境
を
疑
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
若
し
道
元
禅
師
が
勘

違

い
を
し
て
い
る
な
ら
、
勘
違
い
も
甚
だ
し
き
も
の
で
、
た
め
に

天

下
の
禅
思
想
を
混
乱
さ
せ
た
罪
は
償
う
べ
く
も
な
い
。
又
大
慧

を
非
と
し
、
円
悟
を
是
と
す
る
こ
と
は
、
勘
違
い
と
は
異
る
も
の

で
、
理
論
の
矛
盾
で
あ
る
。

又
大
慧
武
庫
上
巻
を
見
る

と
、

大
慧
が
宣
州
の
理
禅
師
に
参

じ
、
後
に
洞
山
微
和
尚
及
び
湛
堂
に
参
じ
た
こ
と
は
、
年
譜
そ
の

ま

ま
の
転
用
と
思
わ
る
る
の
で
あ
る
が
、
道
元
禅
師
の
所
見
と
は

反
対
に
、
寧
ろ
大
慧
の
逸
事
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
大
慧
武
庫

の
性
質
上
、
大
慧
非
難
に
資
す
こ
と
を
載
せ
る
筈
は
な
い
。
こ
れ

を
非
難
す
る
の
は
道
元
禅
師
の
偏
見
な
る

一
証
と
し
て
よ
い
。

抑
も
道
元
禅
師
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
の
著
述
に
正
法
眼
蔵

と
い
う

題
名
を
附
し
て
い
る
。

道
元
流
行
の

今
日
の
我
が
国

に

て
、
正
法
眼
蔵
と
い
え
ば
直
ち
に
道
元
禅
師
と
思
わ
る
る
程
に
な

っ
て
い
る
。
然
る
に
こ
の
正
法
眼
蔵
と
い
う
書
名
は
、
禅
師
が
最

も
厭
い
の
攻
撃
相
手

で
あ
る
大
慧
の
著
書

の
書
名
で
あ
る
。
大
慧

の
正
法
眼
蔵
は
、

三
巻
三
冊
及
び
、

三
巻

六
冊
の
宋
版
本
が
あ

り
、

同
六
冊
本
は
我
が
国
に
て
も
寛
永
年
間
に
刊
行
さ
れ
て
お

り
、
又
卍
続
蔵
中
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
古
来
よ
り
の
有
名
な
る

本
に
て
、
従
前

は
正
法
眼
蔵
と
い
え
ば
、
大

慧
の
も
の
と
定
ま

っ

て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
道
元
禅
師
が
大
慧
の
後
塵
を
拝
し

て
、
自
己
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
の
題
名
に
し
た
こ
と
は
、
ど
ん
な
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
道
元
禅
師
は
霊
山
会
上
拮
華
微
笑
の
語
に
因
ん
＼

で
、
附
け
た
書
名
で
あ
ろ
う
が
、
大
慧
も
ま

た
同
様
で
あ

っ
た
に

相
違
な
い
。
書
名
は
何
と
題
す
る
と
も
著
者

の
勝
手
で
あ
る
が
、

か
か
る
同
名
異
書
は
誠
に
紛
ら
わ
し
い
。
世

に
同
名
異
人
が
あ

っ

て
、
世
入
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が

、
何
と
か
外
に
題
名
も
考
え
ら
れ
そ
う
な
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
は

本
質
的
の
こ
と
で
は
な
い
が
、
皮
肉
の
こ
と

で
は
な
い
か
と
思
わ

る
る
の
で
あ
る
。

惟
う
に
自
証
三
昧
の
章
は
、
或
は
後
人

の
偽
作
で
は
な
い
か
と

も
、
思
い
直
し
て
み
る
こ
と
が
あ
る
。
道
元
禅
師
ほ
ど
の
人
が
、

斯
か
る

罵
言

で
大
慧
攻
撃
を
す
る

筈
は
な

い
と

思
う
こ
と
で
あ

る
。
或
は
又
道
元
禅
師
は
後
論
す
る
如
き
、
不
完
全
な
る
写
本
又

は
初
刊
年
譜
に
よ
っ
て
、
こ
の
攻
撃
文
を
書
か
れ
た
も
の
で
は
な

い
か
と
も
考
え
た
。
然
し
そ
れ
が
仮
り
に
不
完
全
な
も
の
な
り
と

し
て
も
、
円
悟
と
大
慧
と
の
関
係
は
明
か
に
書

い
て
あ
る
と
思
わ
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れ
る
の
で
、
そ
の
た
め
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
然
ら
ば
自
証

三
昧
の
章
は
、
何
と
し
て
も
道
元
禅
師
の
黒
星
と
断
ぜ
ざ
る
を
得

な

い
。

弦
に
別
の
観
点
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
が

一
つ
あ
る
。
そ
れ
は

道
元
禅
師
入
宋
の
当
時
は
、
彼
の
地
に
於
て
臨
済
曹
洞
間
に
、
宗

派
的
抗
争
が
深
刻
で
、
場
合
に
よ

っ
て
は
同
宗
派
間
に
於
て
も
、

か
か
る
対
立
抗
争
の
悪
風
が
禰
漫
し
て
お
り
、
醜
態
を
極
め
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
大
慧
派
下
な
ど
は
こ
の
中
心
を
成
し
て

い
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
曹
洞
宗
系
の
洞
山
微
和
尚
に

対
し
て
は
、
理
由
な
き
悪
感
情
が
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

れ
で
臨
済
系
の
湛
堂
和
尚
に
対
す
る
よ
り
も
風
当
り
が
強
か

っ
た

か
と
考
え
ら
れ
る
。
道
元
禅
師
も
彼
の
地
に
於
け
る
時
流
中
に
生

活
し
た
の
で
、
自
然
こ
れ
に
捲
き
込
ま
れ
た
結
果
、
大
慧
攻
撃
に

も
微
和
尚
な
ど
の
こ
と
を
問
題
に
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

例
を
以
て
言
え
ば
大
東
亜
戦
争
前
の
文
章
は
、
鬼
畜
米
英
と
言
わ

ね
ば
国
賊
視
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
戦
後
よ
り
見
れ
ば
隔
世
の

観
が
あ
る
と
い
う
類
で
は
な
か
ろ
う
か
。
斯
か
る
こ
と
は
、
何
れ

も
禅
の

本
質
と
は

無
関
係
な
る

枝
葉
末
節
な
る
こ
と
に
拘
わ
ら

ず
、
恰
か
も
禅
の
本
質
な
る
如
く
に
誤
認
し
、
蝸
牛
角
上
に
争
う

は
、

一
種
の
猿
芝
居
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
そ
れ
が
尾
を
曳
い
て

今

日
に
及
び
、
禅
宗
思
想
を
歪
曲
せ
し
め
て
い
る
の
は
、
遣
憾
な

こ
と
で
、
沙
汰
の
限
り
と
言

っ
て
よ
い
。
今
日
は
進
歩
し
た
る
禅

宗
史
観
に
立

っ
て
、
か
か
る
思
想
を
打
破
し
て
、
真
禅

に
帰
せ
し

め
ね
ば
な
ら
な
い
。

猶
こ
こ
に
不
可
解
な
る
こ
と
は
、
道
元
禅

師
は
大
慧
を
眼
中

に

な
く
、

殆
ど
認
め
ぬ
如
く
に
見
ゆ
る
に
、

何
故
か
く
も

大
慧
を

問
題
に
し
て
攻
撃
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
即

ち
、
元
来
問
題
に
な
ら
ぬ
大
慧
を
、
何
故

に
自
証
三
昧

の
章

の
大

半
を
大
慧
の
た
め
に
費
す
の
か
理
解

に
苦

し
む
と
い
う
こ
と
で
あ

る
Q更

に
理
解
に
苦
し
む
こ
と
は
、
道
元
禅
師

は
か
く
大
慧
攻
撃
を

し
て
い
る
に
拘
わ
ら
ず
、
正
法
眼
蔵
随
聞
記
第
五
に
於

て
、

二
個

所
も
大
慧
禅
師
を
禅
徒
の
模
範
的
の
人
と
し
て
扱

っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の

一
は
、
大

慧
禅
師
が
或
る
時

に
智
部
に
腫
れ
物
が
出
来

た
が
、
そ
れ
で
も
坐

禅
を
し
た
と
い
う
話
。
他
の

一
つ
は
、
或

る
時
大
慧
禅
師
が
、
会

下
の
者
に
対
し
て
訓
ゆ
る
に
、
人
が
借
金

で
窮
す
る
時
に
、
何
と

か
し
て
こ
れ
を
返
済
し
よ
う
と
日
タ
工
夫

を
す
る
よ
う
に
、
参
究

し
た
と
い
っ
た
語
が
あ
る
が
、
道
元
禅
師
は
こ
れ
を
引
用
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
斯
か
る
話
な
ら
ば
大
慧
な
ら
ず
と
も
、
他
者
に

於
て
範
を
取
り
得
る
こ
と
は
、
禅
門
内

に
於

て
乏
し
く
は
な
い
筈

で
あ
る
。
然
る
に
糞
味
噌
に
攻
撃
し
て
い
る
大
慧
を
、
模
範

の
人

と
し
て
取
り
入
れ
た
こ
と
は
、

一
貫
せ
ぬ
態
度
で
、
実
に
狐
に
つ

ま
ま
れ
た
よ
う
で
、
何
が
何
や
ら
解
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
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元
来
道
元
禅
師
の
大
慧
攻
撃
は
、
大
慧
年
譜
に
よ
る
と
思
わ
る

る
が
、
こ
の
年
譜
は
如
何
に
し
て
成
立
し
た
も
の
な
る
か
を
明
ら

か

に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
大
慧
年
譜

一
巻
は
、
張
倫
の
書
い
た
序
文

に
よ

る
と
、
祖
詠
が
南
宋
孝
淳
帝
撫
癸
卯
十
三
年

(
=

八
六
)
に

編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
慧
寂
後
約
二
十
年
を
経
た
時

で
あ
る
。

而

し
て
そ
の
賊
文
は
、
大
慧
の
門
人
た
る
華
蔵
比
丘
、
円
覚
宗

演

が
書

い
て
い
る
。
こ
れ
は
更
に
十
八
年
後
の
南
宋
寧
宗
開
禧
元

年

(
=
一〇
五
)
で
あ
る
。
華
蔵
宗
演
は
篤
学
の
人
で
、
臨
済
録
の

刊
行

及
び
そ
の
他
の
禅
籍
を
刊
行
し
た
人
で
、
大
慧
の
そ
の
他
の

著

書
も
こ
の
人
に
よ
り
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
華
蔵
宗
演
の
祓
文

に
よ
る
と
、
初
刊
の
年
譜
に
は
重
大
な
る
錯
誤
が
甚
だ
多
い
。
そ

れ
で
非
常
に
遺
憾
と
し
て
い
た
折
柄
、
矢
張
り
大
慧
下
の
法
友
た

る
江
西
の
螢
雲
臥
か
ら
、
細
々
と
年
譜
の
誤
り
を
指
摘
し
て
よ
こ

し
た
。
今
年
は
幸
に
余
暇
が
あ

っ
た
の
で
、
そ
れ
を
本
と
し
て
校

訂
を
し
た
が
、
六
十
余
個
所
に
及
ん
だ
。
こ
れ
で
大
体
整
備
さ
れ

た
と
思
う
と
言

っ
て
い
る
。
こ
の
螢
雲
臥
と
い
う
人
は
、
文
筆
に

堪
能
と
し
て
有
名
な
る
仲
温
暁
螢
で
、
雲
臥
紀
談
及
び
羅
湖
野
録

の
著
者
で
あ
る
。
こ
の
人
の
言
は
大
慧
が
衡
梅
に
流
居
中
左
右
に

侍

し
て
、
親
し
く
見
聞
し
た
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
ま
た

自
分
の
見
聞
と
も

符
契
す
る
の
で
、

こ
れ
で
間
違
い
な
か
ら
ん

と
、
改
訂
の
次
第
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

而
し
て
更
に
降
る
こ
と
、
四
十
八
年
後
の
南
宋
理
宗
宝
祐
元
年

(
一
二
五
三
)
に
、
天
台
比
丘
徳
溶
と
い
う
人
が
、
こ
の
年
譜
を
重

刊
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
年
は
我
国
の
後
深
草
天
皇
建
長
五

年
で
、
道
元
禅
師
示
寂
の
年
で
あ
る
か
ら
、
禅
師
は
こ
の
書
を
見

る
筈
は
な
い
。
禅
師
の
大
慧
攻
撃
は
、
大
慧
年
譜
に
よ
る
も
の
と

し
た
が
、
宗
演
の
改
訂
版
に
よ

っ
て
攻
撃
し
た
と
す
れ
ば
、
無
着

道
忠
和
尚
の
言
う
こ
と
に
道
理
が
あ
り
、
道
元
禅
師
に
悪
意
が
あ

っ
た
と
い
っ
て
も
、
弁
解
の
余
地
は
な
い
。
道
忠
和
尚
自
身
は
、

改
訂
版
の
年
譜
に
よ

っ
て
い
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。

私
の
論
文
は
、
道
元
禅
師
が
大
慧
年
譜
を
基
と
し
て
攻
撃
し
た

も
の
と
し
て
書

い
た
の
で
あ
る
が
、
仮
令
年
譜
に
よ
ら
ず
し
て
書

か
れ
た
と
し
て
も
、

論
断
の
結
果
に
於
て
は
、

何
等
変
更
は
な

い
。
そ
れ
は
大
慧
の
晋
七
歳
ま
で
の
こ
と
は
、
年
譜
に
よ

っ
て
明

ら
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

猶
お
大
明
高
僧
伝
に
天
台
沙
門
景
元
の
伝
が
あ
る
が
、
そ
の
系

語
の
中
に
大
慧
禅
師
の
こ
と
が
左
の
如
く
記

さ
れ
て
い
る
。

大
慧
は
既
で
に
雲
峰
悦
の
再
来
な
り
と
。
謂

つ
べ
し
大
根
器
を

具
す
る
者
と
。
尚
ほ
湛
堂
の
痛
拶
を
受
け
て
入
ら
ず
、
三
十
余

に
し
て
方
さ
に
円
悟
の
鉗
鎚
に
触
れ
、
始

め
て
大
悟
を
得
と
。

こ
れ
に
よ
る
も
大
慧
の
人
物
は
、
道
元
禅
師

の
非
難
す
る
が
如
き

に
あ
ら
ず
。
又
大
成
は
円
悟
の
室
に
入

っ
て
以
後
な
る
こ
と
は
、

此
処
に
も
証
明
さ
れ
て
い
る
。
道
元
禅
師
の
所
言
と
は
相
反
す
る
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の
で
あ
る
。
雲
峰
悦
と
は
雲
峰
文
悦
禅
師
の
こ
と
で
、
大
愚
守
芝

に
嗣
ぎ
、
大
愚
守
芝
は
実
に
沿
陽
善
昭
に
嗣
ぎ
慈
明
楚
円
と
は
法

兄
弟
で
あ
る
。

以
上
い
ろ
い
ろ
述
べ
た
が
、
こ
れ
を
以
て
道
元
禅
師
の
所
論
の

誤

り
な
る
こ
と
を
明
か
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
論
文
は
そ
の

た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
正
法
眼
蔵
の
全
面
否
認
論
で
な
い
。
又

道
元
禅
師
を
軽
侮
す
る
た
め
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な

い
。
飽
く
ま
で
理
論
の
上
に
立

っ
て
真
禅
を
高
揚
せ
ん
と
す
る

に
外
な
ら
な
い
。
私
は
も
と
よ
り
道
元
禅
師
を
讃
仰
す
る

一
人
で

あ
る
。

(こ
の
論
文
は
拙
稿
真
禅
論
の
一
章
で
す
)
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