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私

は
こ
れ
か
ら
禅

の
語
録

に
つ
い
て
、
も

っ
ぱ
ら
そ
の
言
葉
と
文
体
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
と
思
う
。
し
か
も
、
も

っ
ぱ
ら
唐
代
の
語
録

を
中
心
資
料
と
し
て
述

べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
と
い
う
の
は
、
唐
代
の
禅
に
は
、
宋
以
後
の
禅
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
宗
派
の
別
に
よ
る
セ

ク
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
ほ
と
ん
ど
な
い
上
に
、
国
家
権
力
に
よ
る
統
制
と
か
、
ま
た
は
な
ん
ら
か
の
政
治
体
制

へ
の
附
和
と
い
っ
た
事
態
は

ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
か
ら
、
禅
家
は
文
字
通
り
自
由
に
、
お
の
れ
の
信
ず
る
が
ま
ま
に
語
り
、
か
つ
行
動
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
従

っ
て

そ
れ
ら

の
記
録
は
、
宋
代
以
後
の
も
の
に
比
べ
て
、
遙
か
に
個
性
色
が
豊
か
で
あ
り
、
溌
刺
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
禅
師
の

;
三

句
も
、

そ
の
人
な
ら
で
は
の
言
葉
と
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
人
の
全
人
格
に
よ

っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。
紋
切
り
型
の
、

あ
り
ふ
れ
た
常
套
句
を
使
う
こ
と
は
全
く
な
い
と
言

っ
て
よ
い
。

し
か
し
、
説
法
に
せ
よ
、
問
答
に
せ
よ
、
そ
れ
を
記
録
に
と
ど
あ
る
の
は
、
当

の
禅
師
で
は
な
く
て
、
そ
の
弟
子
た
ち
で
あ

っ
た
。
彼

ら
は
師

の
説
法
や
答
話
を
聴
い
た
あ
と
で
、
忘
れ
ぬ
う
ち
に
そ
れ
を
書
き
留
あ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
記
録
が
た
と
い
師

の
語

っ

た
言
葉
通
り
の
再
現
で
は
な
か

う
た
に
し
て
も
、
果
し
て
師
の
法
の
真
実
を
誤
り
な
く
、
か

つ
過
不
足
な
く
伝
え
た
も

の
に
な
り
得

て
い

た
か
ど
う
か
。
そ
れ
を
疑
い
始
め
た
ら
、
収
拾
が

つ
か
な
く
な
る
。

一
つ
は
、
記
録
者
そ
の
人
の
、
求
道
者
と
し
て
の
力
量
の
問
題
が
あ
り
、
第
二
に
は
、
そ
の
人
の
表
現
力
の
問
題
が
あ
る
。
さ
ら
に
第

三
に
は
、
師
の
説
き
か
た
そ
の
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る

「対
機
説
法
」
的
に
、
相
手
の
機
根
に
応
じ
て
の
親
切
な
解
説

で
あ

っ
た
か
、
或
は
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ま

こ

ほ
つ

そ
う
で
な
し
に
、

一
切
の
方
便
を
介
在
さ
せ
ぬ
真

っ
向
か
ら
の
第

一
義
の
開
示
で
あ

っ
た
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
特

に
こ
の
後
者

の
場

い

か

ん

合
l
I
例
え
ば
趙
州
禅
師
に
最
も
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
ー

そ
れ
の
受
け
手

・
聞
き
手

の
力
量

の
如
何
に
よ

っ
て
、

そ
れ
の
記
録

の
し
か
た
は
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
の
第

一
義
の
開
示
に
し
て
も
、
常

に
真

っ
向
か
ら
の
言
い
方
に
よ

っ
て
提
示
さ
れ
る
と

は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
問
題
は
更
に
複
雑
で
あ
る
。

更
に
も

っ
と
複
雑
な
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
平
た
く
言
え
ば
、
師
に
対
す
る
弟
子
の
思
い
入
れ
が
余
り
に
も
深
す
ぎ
る
た
め
、
師

　

　

が
実
は
そ
こ
ま
で
は
言

っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
に
、
彼
の
聞
き
取
り
か
た
の
方
が
、
内
的
な
増
幅
に
よ

っ
て
、
師
も
驚
く
で
あ
ろ
う

よ
う
な
言
葉
に
飛
躍
し
て
記
録
さ
れ
る
と
い
う
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
に
似
た
例
を
私
は
三
十
数
年
前
に
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は

西
洋
哲
学
を
学
ん
で
い
た
熱
心
な
友
人
で
あ

っ
た
が
、
彼
は
当
時
ス
ピ
ノ
ザ
に
深
く
打
ち
こ
ん
で
い
た
。
あ
る
と
き
、
彼
は
私
の
部
屋
に

は
い
っ
て
来
る
な
り
、
目
を
輝
か
せ
な
が
ら
言

っ
た
。
「
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
人
間
が
死
ぬ
こ
と
が
で
き
る
の
も
神
の
恩
寵

だ
、
と
言

っ
て
い

ま
す
よ
」
と
。
こ
れ
に
は
私
は
仰
天
し
て
し
ま

っ
た
。
私
の
知
る
限
り
で
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
に
そ
う
い
う
表
白
が
あ
ろ
う
と
は
、
お
よ
そ
考

え
ら
れ
な
い
こ
と
だ

っ
た
。
私
は
彼
に
そ
の
原
典
の
提
示
を
求
め
た
。
し
か
し
結
局
、
彼
は
そ
の
原
擦
を
探
し
当
て
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
そ
の
言
葉
は
、
実
は
彼
の
ス
ピ
ノ
ザ
へ
の
思
い
入
れ
が
肥
大
し
す
ぎ
た
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
、

つ
ま
り
は
彼
自
身
の
言
葉
だ

っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
も
ち
ろ
ん
彼
は
そ
の
こ
と
に
気
付
い
て
は
い
な
か

っ
た
。

求
道
の
心
が
深
ま
れ
ば
深
ま
る
ほ
ど
、
お
そ
ら
く
人
は
だ
れ
で
も
こ
う
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
そ
の
人
の
成
長
に
と
っ

て
貴
重
な
経
験
と
し
て
生
き

つ
づ
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
或
る
古
人
の

一
時
期
の
体
験
と
し
て
進
行
形
で
な
し
に
記
録

さ
れ
、
そ
の
後
の
歩
み
と
切
り
離
さ
れ
た
形
で
定
着
し
て
し
ま
う
と
、
後
世
の
読
者
は
真
実
を
見
失
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

も
う

一
つ
厄
介
な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
同
じ

一
人

の
禅
師
の
語
録
で
、
前
と
後
と
で
矛
盾
す
る
言
葉
が
出
て
く
る
場
合

で
あ
る
。

具
体
的
に

一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
『臨
済
録
』
に
三
回
出
て
く
る

「円
頓
」

の
教
え
に

つ
い
て
の
評
価

で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
二
例
は
、

伝
統
的
な
教
学
の
立
場
に
立

つ
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
な
位
置
づ
け
で
あ

っ
て
、
こ
れ
を
大
乗
最
高
の
境
地
と
し
て
定
位
す
る
。
し
か
し
他
の

】
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例
で
は
、
こ
れ
を

「禅
宗
」

の
立
場

の
対
極
に
据
え
、
根
本
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
た
低
次
元
の
も
の
で
し
か
な
い
と
し
て
斬

っ
て
捨

て
る
。

し
か
も
、
そ
の

「円
頓
」
捨
遣

の
言
葉
は
、
『
臨
済
録
』
の
始
め
の
部
分

に
最
初
に
現
れ
る
。
と
な
る
と
、
こ
の

『
臨
済
録
』

の
編
集

は

臨
済
自
身
の
円
頓
観
の
進
展
の
過
程
に
応
じ
た
編
集
に
は
な

っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
な
れ
ば
、
こ
の
不
統

一
の
責
任
は
、

も

っ
ぱ
ら
編
集
者
に
帰
せ
ら
る
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
果
し
て
そ
う
な
の
か
。
或
る
い
は
臨
済
自
身
の
説
法
そ
の
も
の
が
、
そ
の

ひ
き
し
め

ゆ

る

め

場
の
状
況
と
対
応
し
た
論
旨

の
運
び
の
な
か
で
、
把
住
と
放
縦
、
捨
遣
と
表
顕
の
両
様
の
ス
タ
イ
ル
を
使
い
分
け
た
の
で
あ

っ
た
の
か
も

知
れ
な

い
。
そ
の
ど
ち
ら
と
も
決
め
難
い
の
で
あ
る
。

さ
ら

に
注
意
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
『臨
済
録
』
に
収
め
ら
れ
た
多
く
の
説
法
は
、
そ
れ
ら
が
行
わ
れ
た
年
代
の
違
い
は
捨
象
さ
れ
て

い
る
も

の
の
、
そ
の
文
体
は
大
別
し
て
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

一
つ
は
、
も
と
の
語
り
く
ち
を
出
来
る
だ
け
忠
実
に

再
現
し

よ
う
と
し
て
口
語
を
豊
富

に
交
え
用
い
た
文
体
。
も
う

一
つ
は
、
文
語
体
を
基
調
に
し
て
修
辞
に
意
を
用
い
た
簡
潔
な
文
体
で
あ

る
。
編
集
者
は
お
そ
ら
く

一
人

で
は
あ
る
ま
い
。
こ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、
或
る
同
じ
趣
旨
が
語
ら
れ
て
い
る
右
の
よ
う
な
二
種
の
記
録

が
あ

る
場
合
、
趣
旨
は
両
者
同
じ
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
文
体
が
異
な
る
か
ら
に
は
、
述
べ
か
た
の
違
い
は
内
容
の
理
解

の
し
か
た
に
大
な

り
小
な
り
影
響
す
る
は
ず
だ
と
い
う
点

で
あ
る
。
論
旨
の
流
れ
の
中
で
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
強
弱
や
、
主
要
な
各
術
語
が
提
示
さ
れ
る
時
の

語
気

の
緩
急
や
、
屈
折
し
た
言

い
廻
し
の
際
の
陰
騎
の
移
ろ
い
か
た
な
ど
が
、
実
は
論
旨
そ
の
も
の
の
把
え
か
た
を
大
き
く
左
右
す
る
こ

と
は
、
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
事
例
は
別
に

『臨
済
録
』
に
限

っ
た
こ
と
で
は
な
く
て
、
ほ
と
ん
ど
す
べ

て
の
語
録
に

一
般
的
に
見
ら
れ
る
通
例

で
あ
る
。

は
い
き
ゆ
う

そ
れ

の
唯

一
の
例
外
は
、
黄
漿
禅
師
の

『伝
心
法
要

・
宛
陵
録
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
篤
実
な
弟
子
で
あ
り
居
士
で
あ

っ
た
嚢
休

が
、
親
し
く
聴
聞
し
た
師

の
説
法
を
、
あ
と
で

「家

へ
引
き
と

っ
て
か
ら
書
き
留
め
た
」
も
の
で
あ

っ
た
。
さ
す
が
に
教
養
の
豊
か
な
こ

の
人

の
手
に
成
る
も
の
だ
け
に
、
黄
藁
の
こ
の
語
録
は
、
精
審
な
論
旨
の
運
び
が
注
意
深
く
再
現
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
修
辞
を
整
え
る
こ

き

と
に
過
度
に
傾
か
な
い
よ
う
、
抑
制
を
効
か
せ
た
叙
述
に
な

っ
て
い
て
、
そ
れ
で
い
な
が
ら
語
り
手
そ
の
人
の
語
り
く
ち
の
特
徴
を
可
能
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な
限
り
再
現
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
。
全
く
申
し
分
の
な
い
記
録
で
あ
る
。
こ
う
い
う
見
事
な
も
の
が
出
来
た
わ
け
は
、
逆
説

で
は
な
し

に
、
彼
が
プ

ロ
の
禅
者

で
は
な
く
て
文
学
者
だ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

唐

の
李
商
隠
の
作
と
伝
え
ら
れ
る

『義
山
雑
纂
』
を
宋
代
の
王
君
玉
が
続
作
し
た

『続
雑
纂
』

の
な
か
に
、
「少
道
理
」
(筋

の
通
ら
ぬ

も
の
)
と
い
う
項
目
が
あ

っ
て
、
そ
れ
の
五

つ
の
例
が
挙
げ
て
あ
る
。
そ
の

一
つ
に

「和
尚
が
撰
し
た
碑
記
」

(僧
侶
が
作

っ
た
碑
文
)

た
た

と
い
う
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
通
例
、
或
る
高
僧
の

一
代
記
と
、
そ
の
徳
を
頒
え
言
葉
か
ら
成
る
が
、

そ
れ
が

一
般

の
人
か
ら
見
る
と
、

「
筋

の
通
ら
ぬ
も
の
」
の

一
典
型
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
僧
侶
の
世
界
で
は
通
じ
て
も
、

一
般
の
世
間
で
は
理
解

さ
れ

に
く

い
内
容

と
言

い
廻
し
に
終
始
し
て
い
て
は
、
こ
れ
は
広
く
人
に
読
み
伝
え
ら
れ
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
中
国
古
来
の
通
念

で
は
、
広
く
万
人
に

読
ま
れ
永
く
後
世
に
伝
わ
る
作
品
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
内
容
が
立
派
で
あ
る
と
と
も
に
文
章
も
立
派
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ど
ち
ら

な

か

一
方
が
不
十
分
で
あ

っ
て
は
、
そ
れ
は
名
作
と
し
て
の
値
打
は
な
い
。
従

っ
て
、
い
ま

「道
理
少
し
」
と
さ
れ
た
僧
侶
の
碑
文
も
、
甘

な

か

み

く
採
点
す
れ
ば

「
そ
の
内
容
は
と
も
か
く
、
ま
ず
文
章
が
悪
い
」
と
い
う
批
判
か
、
厳
し
く
採
点
す
れ
ば

「中
味
も
文
章
も
ど
ち
ら
も
頂

け
な
い
」
と
い
う
批
判
か
の
ど
ち
ら
か
に
な
る
。
お
そ
ら
く
後
者

で
あ
ろ
う
。
ち

ゃ
ん
と
し
た
道
理
は
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
文
章
で
表
明
さ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
斐
休
は
そ
の
両
方
で
見
事
だ

っ
た
。

唐
代

の
末
期
、
九
世
紀
後
半
に
、
福
建
を
基
盤
と
し
て
大
教
団
を
作
り
上
げ
た
雪
峰
禅
師
に
も
、
『
雪
峰
語
録
』
が
残

っ
て
い
る
。
現

し
よ
う

存

の
テ
ク
ス
ト
は
明
代
の
改
編
本
で
あ
る
が
、
そ
の
巻
下
の
冒
頭
に
、
「大
王
が
師
と
玄
沙
を
請
じ
て
、
内

(宮
中
)

に
入
り

て
仏
心
印

を
論

ぜ
し
め
し
録
」
と
い
う
二
千
字
余
り
の
記
録
が
載

っ
て
い
る
。
大
王
と
は
、

こ
の
と
き
独
立
政
権
を
建
て
て
閾
王
を
称
し
て
い
た
王

審
知

で
あ
る
。
彼
は
雪
峰
の
熱
心
な
帰
依
者
で
あ

っ
た
が
、
光
化
元
年

(八
九
八
)
に
禅
師
と
そ
の
高
弟
の
玄
沙
と
を
宮
中
に
招
請
し
て
、

と
ば
り

禅

の
根
本
義

に
つ
い
て
の
法
話
を
聴
い
た
。
そ
の
と
き
、
王
の
命
に
よ

っ
て
三
人

の
内
尚
書

(王
の
秘
書
官
)
が
帳

の
う
し
ろ
に
控

え
、

禅
師
と
玄
沙

の
説
法
を

「言
に
随

っ
て
之
を
録
し
た
」
と
い
う
。

つ
ま
り
こ
の
三
人
が
速
記
し
た
の
で
あ
る
。
同
じ
記
録
は

『玄
沙
広
録
』

巻
下

に
も
載

っ
て
い
る
が
、
『
雪
峰
語
録
』

に
は
、
上
記
の
標
題

の
あ
と
に

「妙
徳
編
」
と
い
う
付
記
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
上
述
の
三
人
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に
よ
る
速
記
録
を
雪
峰
の
弟
子

(お
そ
ら
く
記
室
と
い
う
役
の
文
書
係
)
妙
徳
が
整
理
し
リ
ラ
イ
ト
し
て
文
章
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
た
め
、
こ
の
法
話
は
ほ
と
ん
ど
完
全
に
文
語
体
に
仕
立

て
直
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
当
然
の
結
果
と
し
て
、
も
と
の
語

り
く
ち
の
肉
声
は

そ削
ぎ
落
と
さ
れ
、
全
体
と
し
て

〈禅
学
概
説
〉
的
な
講
義
調
に
な

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
た
と
い
王
を
前
に
し
て
の
進
講
と
い
う
状
況
を

考
慮
し

て
も
、
あ
の
斐
休
の
筆
録
の
し
か
た
と
比

べ
て
、
な
ん
と
味
気
な
い
文
章
で
あ
ろ
う
。

も
し
わ
れ
わ
れ
が
雪
峰
や
玄
沙
の
禅
を
語
ろ
う
と
す
る
時
、
右
の
進
講
の
記
録
を
、
そ
れ
が
本
人
自
身
に
よ

っ
て
要
約
さ
れ
た
綱
要
と

し
て
の
形
を
具
え
て
い
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
こ
れ
を
第

一
資
料
と
し
て
用
い
た
な
ら
ば
、

こ
の
両
禅
師
の
禅
を
そ
の
あ
る
が
ま
ま
に

語
り
明
か
し
た
こ
と
に
は
な
り
に
く
い
で
あ
ろ
う
。

　

　

す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
禅
の
語
録
に
限
ら
ず
、
お
よ
そ
古
人
の
語
を
読
む
と
き
は
、
そ
こ
に
何
が
語
ら
れ
て
い
る
か
を
読
み
取
る
だ

　

　

け
で
な
く
、
そ
れ
が
ど
う
語
ら
れ
て
い
る
か
を
併
せ
て
読
み
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
じ

一
つ
の
理
念
で
も
、
取
り
上
げ
る
人
ひ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
表
明
の
仕
方
に
微
妙
な
、
時
に
は
格
段
の
違
い
が
あ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

一
例
を
唐
の
薬
山
禅
師

(七
五

一
-
八
三

四
)
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
に
取
ろ
う
。
ま
ず
最
も
古
い

『祖
堂
集
』
巻
四
の
記
録
に
よ
る
と
、
薬
山
が
或
る
と
き
経
を
読
ん

で
い
た
と
こ
ろ
、

僧
が
問

い
か
け
た
、

「和
尚
は
日
ご
ろ
か
ら
、
経
を
読
む
こ
と
を
禁
じ
て
お
ら
れ
る
の
に
、
な
ぜ
ご
自
分
が
経
を
お
読
み
に
な
る
の
で
す
」
。

薬
山
、
「
わ
し
は
目
の
相
手
を
さ
せ
て
お
る
の
だ
よ
」
。

な
ら

「私
も
和
尚
に
倣

っ
て
経
を
読
ん
で
よ
い
で
し
ょ
う
か
」。

薬
山
、
「
君
が
も
し
わ
し
に
倣

っ
て
経
を
読
ん
だ
ら
、
き

っ
と
牛
の
革
さ
え
穴
が
あ
く
だ
ろ
う
」
。

こ
の
問
答
の
な
か
で
、
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
言
葉

の
第

一
は
、
薬
山
の
最
初
の
答
え

「目
の
相
手
を
さ
せ
て
お
る
」

で
あ
る
。
そ
の
原

さ
え
ぎ

文

は

「
遮

眼

」

で
あ

る

が
、

こ
れ

は

「
目

を
遮

る
」

「
目

を

ふ

さ

ぐ

」

と

い
う
意

で
は

な

い
。

薬

山

に
代

わ

っ
て

パ

ラ

フ
レ

ー
ズ

す

れ

ば

、

「
せ

っ
か

く
目

が
あ

る

の
だ

か

ら

、

経

巻

に

そ

の
お

相

手

を

さ

せ

て
お

る

の
だ
」

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
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注
意
す
べ
き
第
二
の
言
葉
は
、
薬
山
の
最
後
の
答
え

「き

っ
と
牛
の
革
さ
え
穴
が
あ
く
だ
ろ
う
」
で
あ
る
。
そ
の
原
文
は

「牛
皮
也
須

　

　

　

穿
過
」。
し
か
し

『景
徳
伝
灯
録
』
巻
十
四
で
は

「牛
皮
也
須
看
透
」
と
な

っ
て
い
て
、
「経
を
読
む
」
の
原
文

「看
経
」
と
照
応
さ
せ
た

表
現

に
変
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
言
葉
は
従
来
、
「経
を
読
む
な
ら
、
牛
の
革
を
も
貫
く
ほ
ど
の
眼
光
で
読
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と

誤
解
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
問
答
は
、
右
の

『伝
灯
録
』
よ
り
も
古
い

『宗
録
鏡
』
巻

一
に
も
記
録
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
書
き
出
し
は
、

「
薬
山
和
尚
は

一
生

よ

は
な

よ

す
べ
か

『
大
浬
薬
経
』
を
看
み
て
、
手
よ
り
巻
を
釈
さ
ざ
り
き
」
と
あ
り
、
そ
の
僧
に
対
す
る
答
え
は
、
「汝
も
し
看
ま
ば
、
牛
皮
を
も
須
ら
く
穿

つ
べ
し
」
と
な

っ
て
い
る

(『五
灯
会
元
』
巻
五
も
同
じ
)
。
こ
こ
で
、
も
う

一
つ
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
上
記
の

『祖
堂
集
』
『宗
鏡
録
』

と

『五
灯
会
元
』
に
見
ら
れ
る

「須
」
は
、
当
為

・
命
令
を
表
す

「す
べ
か
ら
く
…
…
べ
し
」
で
は
な
く
て
、
「
き

っ
と

・
ま
ち
が
い
な

く
」

の
意
の
副
詞
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「須
」
に
は
こ
の
両
様

の
用
法
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が

『伝
灯
録
』
の
文

で
は
、
指
摘
し
た
よ

　

う
に
、
最
後
の
薬
山
の
決
め

つ
け
の

一
句
を

「牛
皮
也
須
看
透
」
と
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
文
脈
で
は
、
「須
」
は
当
為
を
表
わ
す

こ
と

に
な
り
、
「牛

の
革
を
も
貫
く
ほ
ど
に
眼
光
紙
背
に
徹
し
て
読
め
」
と
命
じ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
薬
山
そ
の
人

の
禅
の
体
質
か
ら

し
て
も
、
こ
う
い
う
指
示
が
出
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
点
に
は
深
入
り
し
な
い
。
要
す

る
に
、

『伝
灯
録
』

よ

い
か
ん

の
改
悪
が
後
世
の
人
を
誤
ら
せ
る
因
を
作

っ
た
の
で
あ

っ
て
、
例
え
ば

『従
容
録
』
第
三
則
の
天
童
の
頒
に
、
「
経
を
看
む
に
那
ぞ
牛
皮

う
が

を
透

つ
に
到
ら
ん
」
と
い
う
の
は
、
明
ら
か
に
右
の
よ
う
な
誤
解
を
前
提
し
た

コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。

さ
す
が
に
明
代
の
代
表
的
な
書
家
董
其
昌
は
、
そ
の

『画
禅
室
随
筆
』
に
こ
の
薬
山
の
語
を
引
い
て
、
『伝
灯
録
』

の
文
を
採
ら
ず
に
、

古
い
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て

『牛
皮
也
須
穿
」
と
し
、
そ
し
て
こ
う
続
け
る
、
「
今
人
の
古
帖
を
看
る
は
、
み
な
牛
皮
を

も
穿

つ
の
喩
え
な

り
」
と
。
当
世
の
人
た
ち
に
見
ら
れ
る
古
い
法
帖
の
鑑
賞
態
度
は
、
全
く
こ
の
喩
え
ど
お
り
の
愚
か
な
や
り
方
で
あ

っ
て
、
「
古
人

の
神

気
」
が
現
前
し
て
い
る

「妙
処
」
を
見
て
取
ろ
う
と
し
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

董
其
昌
と
い
う
人
は
、
そ
の
生
き
た
万
暦
時
代
の
文
人

の
例
に
漏
れ
ず
、
禅
の
熱
心
な
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
で
あ

っ
た
。
ま
さ
に
そ
の
こ



と
の
た
め
に
、
後
世
の
書
論
や
画
論
の
専
門
家
や
、
プ
ロ
の
禅
家
か
ら
、
そ
の
禅

の
誇
示
癖
の
浅
薄
さ
が
指
弾
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
し

か
し
、
右
に
挙
げ
た
例
に
関
す
る
限
り
、
そ
の
見
識
は
正
鵠
を
得
て
お
り
、
か
え

っ
て

一
般
の
禅
家
の
方
に
趣
旨
を
取
り
ち
が
え
た
者
が

多
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
と
も
う

一
つ
、
右
の
誤
解
例
か
ら
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
右

の
例
に
則
し
て
い
え
ば
、
「
眼
光
紙
背
に
徹
す

べ
し
」

と
い
う

命
題
が
初
め
か
ら
至
上
の
も
の
と
し
て
立
て
ら
れ
た
こ
と
が
、
あ
の
よ
う
な
誤
解
を
生
ん
だ
原
因
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

「須
」

の
意
味

を
あ
の
よ
う
に
取
り
ち
が
え
、
さ
ら
に
は
薬
山

の
禅
そ
の
も
の
か
ら
も
乖
離
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
も
そ
も
禅
は
、
い
か
に
至

高

の
理
念
で
あ
れ
、
そ
れ
を
振
り
か
ざ
し
、
そ
れ
を
金
科
玉
条
と
す
る
こ
と
を
嫌
う
は
ず
で
あ
る
。
薬
山
和
尚

の
教
え
は

「
眼
光
紙
背
に

徹
し
て
経
を
読
め
」
と
い
う
こ
と
で
は
全
然
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
こ
で
話
題
を
転
じ
て
、
宋
代
の
禅
問
答

の
実
態
を
示
す

エ
ピ
ソ
ー
ド
ニ
つ
を
、
南
宋
の
曽
敏
行

(?
1

一
一
七
五
)
の
随
筆

『独
醒

雑
志
』
巻
十
か
ら
引
い
て
紹
介
し
よ
う
。
そ
の
第

一
は
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。

だ
じ
や
れ

禅
僧
の
問
答
の
言
葉
は
俳

に
近
い
。

こ
う
い
う
話
が
あ
る
。
或
る
禅
寺
で
、
新
任
の
住
職
が
就
任
式
で
説
法
を
行

う
た
び
に
、
い
つ

も

一
人
の
役
者
に

〔問
答
を
仕
掛
け
ら
れ
て
〕
困
ら
さ
れ
る
の
が
常
だ

っ
た
。
そ
れ
か
ら
は
住
職
が
替
わ
る
た
び

に
、
前
も

っ
て
彼

ま
い
な

い

に
賄

賂

を

送

っ
て
お

く

と
、

お
と

な

し

く

言

う

ま

ま

に
な

っ
て

い
た

。

と

い
う

の

は
、

就

任

式

に
参

列

し

た
人

た
ち

は
、

こ

の
人

物

ま
わ

の
問
答

の
や
り
と
り
で
新
住
職
の
力
量
を
判
定
し
た
か
ら
で
あ
る
。
の
ち
に
ま
た
住
職
の
交
替
が
あ

っ
た
。
そ
こ

で
周
り
の
者
が
、

て

例

の
手
を
打

っ
て
お
い
て
は
と
進
言
し
た
。
し
か
し
そ
の
僧
は
言

っ
た
、
「
そ
れ
が
何
の
役
に
立
と
う
。
彼
が
や

っ
て
き
た
ら
、
知

　
　
　
　

　
　　
　
　

ら
せ
て
く
れ
」
。
果
し
て
翌
日

(就
任
式

の
当
日
)
彼
が
や

っ
て
き
た
。
僧
は
そ
の
姿
を
見
る
や
否
や
、
「衣
冠
済

々
、
儀
貌
鋳
々
タ

　
　
ぽ
　

　

リ
、

彼

ハ
何

人

ゾ

斯

」

と

言

っ
た

。

そ

の
男

は

、

こ

の

一
言

で
自

分

の
素

性

を

ば

ら

さ
れ

て
し

ま

っ
た

の
が

恥

ず

か

し

く

、

そ

こ
で

袖

か

ら

白

い
石

を

一
つ
取

り

出

し

て
、

「
薬

石

(
お

茶

う

け

)

を

進

ぜ

ま

し

ょ
う

」

と

問

い

か

け

た
。

す

る

と
僧

は
答

え

た
、

「
わ
し
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こ
な

は
年

を
取

っ
て
な
。
歯
が
ぐ
ら
つ
い
て
、
そ
ん
な
の
は
食
べ
ら
れ
ぬ
。
ど
う
か
そ
な
た
、
そ
い
つ
を
粉
に
し
て
下
さ
れ
」
。
見
物
人
は
み

ん
な
大
笑
い
。
そ
の
男
は
恥
じ
入

っ
て
降
参
し
た
。

こ
こ
で

「
役
者
」
と
訳
し
た
原
文
は

「伶
官
」。
当
時
の

「雑
劇
」
と
い
う
芝
居
の
俳
優
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
の
雑
劇
は
、
簡

単
な
醗
儒
を
交
え
た
、
わ
が
国
の
狂
言
に
似
た
演
出
で
あ

っ
た
が
、
し
か
し
そ
の
俳
優
た
ち
は
、
身
分
は
賎
民
で
は
あ
る
も
の
の
、
な
か

な
か

の
博
識
で
機
智
に
富
み
、
し
ば
し
ば
時
世
を
鋭
く
調
刺
し
た
り
、
権
力
者
を
椰
楡
し
た
り
し
た
。
宋
代
の
記
録
に
は
、
そ
う
し
た
彼

ら
の
警
抜
な
弁
舌
と
頓
智
を
痛
快
が

っ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
な
ま
や
さ
し
い
禅
僧
で
は
太
刀
打
ち
で
き
な
い
相
手
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
最
後
に
登
場
し
た
新
任
の
住
職
は
、
相
手
の
身
分
を
逆
手
に
取

っ
て
利
用
し
た
。
「
衣
冠
済
々
」

云
々
は
、
す

べ
て

ま

ね

『詩
経
』

の
句
を
交
え
用
い
た
古
典
的
言
い
廻
し
で
、
実
は
雑
劇
役
者
が
好
ん
で
や
ら
か
す
、
ふ
ざ
け
た
街
学
ぶ
り

の
口
真
似

に
ほ
か
な

ら
な

い
。
こ
の
男
が

「
こ
の

一
言
で
お
れ
の
素
性
を
ば
ら
さ
れ
て
し
ま

っ
た
」
と
思

っ
た
の
は
、

つ
ま
り
見
事
に
そ
の
僧
に
お
株
を
奪
わ

れ
て
し
ま

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ら
ん
た
り

つ
ぎ
に
、
か
ね
て
用
意
の
白
い
石
を
薬
石
に
と
差
し
出
し
た
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
古
詩
の

「白
石
燗
分
」
の
イ

メ
ー
ジ
を
裏
打
ち

し
た
所
作
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
奥
の
手
も
、
こ
の
僧
に
軽
く
い
な
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。
こ
の
巧
妙
な

「下
げ
」
も
、
実
は
当
時

の
役
者
の
得
意
と
し
た
お
家
芸
だ

っ
た
の
で
あ
り
、

つ
ま
り
は
こ
の
僧
の
方
が
役
者
が

一
枚
上
だ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
「わ
し
は
年
を
取

っ

し
た
た

て
な
」

と

は
言

っ
て

い

る
も

の

の
、

そ

れ

も

一
つ
の
演

出

な

の

で
あ

っ
て
、

こ

の
僧

な

か

な

か

の
強

か

も

の
、

芝

居

に
も

け

っ
こ
う

通

じ

て
い

た

と
見

受

け

る
。

こ

て
い

こ
う

「
そ

の
石

を

粉

に
し

て
く

れ

、

そ

し

た

ら

お
茶

う

け

に
頂

こ
う
」

と

い

う
切

り
返

し

は
、

実

は

こ
れ

も

一
つ
の
型

で
あ

る

。

胡

釘

鋏

と

い

か

け

し

い
う
鋳
掛
師

の
名
人
が
、
宝
寿
和
尚

(唐
末
の
禅
僧
)
に
参
見
し
た
時
、
「お
前
さ
ん
は

〔世
間
で
評
判
の
〕
胡
釘
鋏

だ
な
」

と
言
わ
れ

こ

く

のつ

て

「
ど
う
致
し
ま
し
て
」
と
答
え
る
と
、
和
尚
が
訊
ね
た
、
「
さ
て
虚
空
を
鋳
掛
け
ら
れ
る
か
な
」。
彼
は
答
え
た
、
「
ひ
と

つ
虚
空
を
打

ち
割

っ
て
下
さ
い
。
そ
し
た
ら
鋳
掛
け
て
見
せ
ま
す
よ
」
(『
伝
灯
録
』
巻
十
二

・

『趙
州
録
』
)。
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第
二
の
挿
話
は
次
の
よ
う
な
お
笑
い
で
あ
る
。

或
る
僧
は
、
も
と
は
屠
家

(肉
屋
)

の
生
ま
れ
だ

っ
た
が
、
僧
に
な

っ
て
か
ら
は
、
禅
学

(原
文
の
ま
ま
)
を
鼻

に
掛
け
て
い
た
。

或
る
人
が
そ
の
鼻
を
折

っ
て
や
ろ
う
と
考
え
、
そ
の
説
法
の
時
を
ね
ら

っ
て
、
仲
間
の

一
人
を
出
向
か
せ
て
、

こ
う
質
問
さ
せ
た
、

ば
ん
だ
い

「肉
屋
の
板
台
に
も
禅
あ
り
」。
即
座
に
そ
の
僧
は
答
え
た
、
「精
肉
を
二
斤
切

っ
て
く
れ
」。
そ
の
人
は
、
次
の
句
を
教
え
て
も
ら

っ

て
い
な
か

っ
た
の
で
、
と

っ
さ
に
二
の
句
が
出
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
笑
い
な
が
ら
僧

に
言

っ
た
、
「あ
ん
た
食

い
た

い
の
か
ね
」
。

そ
れ
を
聞
い
た
人
た
ち
は
笑
い
こ
ろ
げ
た
。

こ
の
質
問

「肉
屋
の
板
台
に
も
禅
あ
り
」
(売
肉
淋
頭
也
有
禅
)
も
、
や
は
り
モ
デ
ル
が
あ

っ
て
、
雲
門
禅
師

(八
六
四
ー
九

四
九
)

ば
ん
だ
い

は

の

『雲
門
広
録
』
巻
上
に
、
「
羊
肉
を
売
買
す
る
案
頭
に
、
還
た
超
仏
越
祖

の
道
理
あ
り
や
」
と
い
う
問
い
か
け
が
あ

り
、
巻
下

に
も

ぶ
た
に
く

「猪
肉

の
案
頭
に
還
た
超
仏
越
祖
の
談
あ
り
や
」
と
問
い
か
け
て
い
る
。
唐
末
の
禅
界
に
は
や

っ
た
、
仏
祖
を
も
乗
り
超
え
よ
う
と
す
る

禅
、

い
わ
ゆ
る

「仏
向
上
」
・
「法
身
向
上
」
の

霞
導
。。8
巳
Φ暮
㊤
一一のヨ

一
辺
倒
に
対
す
る
、
こ
れ
は
雲
門
の
痛
烈
な
反
問
な
の
で
あ

っ

た
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
あ
の
男
の
問
い
は
定
型
の
ク
リ
シ
ェ
に
過
ぎ
な
か

っ
た
に
し
て
も
、
相
手
の
僧
が
屠
殺
を
も
兼
ね
る
肉
屋
の
出

で
あ

る
こ
と

へ
引

っ
か
け
た
意
地
わ
る
い
問
い
で
あ

っ
た
。
こ
の

「禅
学
」
自
慢
の
僧
の
内
実
が
ど
う
で
あ

っ
た
か
は
さ
て
置
き
、
出
身

　

　

　

が
肉
屋
と
か
蝋
師
と
か
漁
師
と
か
だ

っ
た
禅
僧
に
は
、
な
み
の
禅
僧
と
は
違

っ
た
、

一
筋
縄
で
は
ゆ
か
ぬ
く
せ
者
が
多

か
っ
た
。
こ
の
僧

き

じ

の
答
え

「精
肉
を
二
斤
切

っ
て
く
れ
」
(精
底
研
二
斤
来
)
も
、
い
き
な
り
主
客
を
転
換
し
た
形
で
、
ま
さ
に
彼
の

〈本

色
〉
ま
る
出
し

の
ま
ま
、
ご
く
自
然
に
す

っ
と
出

て
き
た
答
え
だ

っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
前
に
し
て
は
、
あ
の
紋
切
り
型
の
常
套
句

は
、
と
た
ん
に
色

槌
せ
る
ほ
か
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
肉
屋
の
喩
え
で
思
い
出
し
た
の
で
、
も
う

一
つ
、
実
際
の
肉
屋
に
つ
い
て
の
話
を
紹
介
し
よ
う
。
そ
れ
は
、
馬
祖
の
法
を
嗣
い
だ

盤
山
宝
釈
に
ま

つ
わ
る
逸
話
で
、
『
聯
灯
会
要
』
巻
四
と

『宗
門
統
要
集
』
巻
三
な
ど
に
載

っ
て
い
る
。
こ
の
禅
師
が
或

る
と
き
町
な
か

を
歩
い

て
い
る
と
、
肉
屋
で

一
人
の
客
が
豚
肉
を
買
お
う
と
し
て
、
「精
肉
を

一
斤
切

っ
て
く
れ
」
(精
底
割

一
斤
来
)
と
注
文
し
た
。
す
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せ
い

る
と

、

肉

屋

の
お

や

じ

は
包

丁

を
下

に
置

き

、

会

釈

し

て
言

っ
た

、

「
旦

那
、

ど

れ

が
精

で
な

い
も

の

で
し

ょ
う

か

」
。

こ
の

一
言

を

耳

に

し

て
、

禅

師

は

ハ

ッ
と

気

づ

い
た

と

い

う
。

せ
い

ど
う
気
づ
い
た
の
か
、
注
釈
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、

つ
ま
り
は
聖
な
る
も
の

・
清
浄
な
る
も
の
の
み

へ
の

一
辺
倒
が
、
凡
な

る
も

の

・
汚
濁
し
た
も
の
を
対
置
し
て
そ
れ
を
拒
否
す
る
と
い
う
形
で
、
実
は
み
ず
か
ら
を
硬
直
さ
せ
枯
槁
さ
せ
て
い
た
こ
と

い
わ

ば
求
道
者
が

"聖
職
者
"
に
堕
ち
こ
ん
で
い
た
こ
と
の
無
自
覚
さ

に
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
禅
師
は
初
心
を
喚
び
醒
ま
さ
れ
て

標
然
と
し
た
に
相
違
な
い
。

だ
じ
や
れ

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の

『独
醒
雑
志
』

の
著
者
が
始
め
に
言
う
よ
う
に
、
「禅
僧

の
問
答
の
言
葉
は
俳
に
近
い
」
と

一
見
思
わ
れ
る
も

の
が
多
い
。

一
義
的
に
型
に
は
ま
る
こ
と
を
嫌
う
禅
は
、
と
か
く
型
破
り
な
発
言
を
し
た
が
る
。
そ
し
て
、
そ
の
型
破

り
方
式
が
ま
た
新

た
な
型
と
な

っ
て
、

一
種
特
有
の
禅
臭
を
発
散
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
そ
う
し
た
禅
臭
を
ま
ず
固
着
さ
せ
る
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
言

葉
で
あ

っ
た
。
世
に
い
う
と
こ
ろ
の

「禅
語
」
な
る
も
の
に
は
、

一
読
し
て
そ
の
臭
み
の
匂

っ
て
く
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
俳
に
似
て

ひ
ん

実
は
然
ら
ざ
る
も
の
を
読
み
分
け
る
た
め
に
は
、
ま
ず
こ
う
し
た
匂
い
を
消
し
去
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
は
な
は
だ
品
の
な
い
禅
語
で

は
あ

る
が
、
「自
尿
は
臭
き
を
覚
え
ず
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
自
分
の
垂
れ
た
糞

の
臭
み
を
最
も
敏
感
に
嗅
ぎ
と
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、

ま
さ
に
禅
僧
そ
の
人
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
は
ず
な
の
だ
が
…
…
。

　
　
　
　

禅
臭
と
い
う
も
の
は
、
な
ん
ら
か
の
型

・
図
式
に
は
ま
り
切

っ
て
、
し
か
も
そ
の
こ
と
の
自
覚
な
し
に
、
そ
の
枠

の
な
か
で
自
己
完
結

し
た
と
こ
ろ
か
ら
匂
い
出
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

「雲
門
花
薬
欄
」
を
例
に
取
ろ
う
。
僧
が

「清
浄
法
身
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
す
か
」

と
問

う
た
と
こ
ろ
、
雲
門
は

「花
薬
欄
だ
」
と
答
え
た
。
柵
で
囲
わ
れ
て
燦
燗
と
咲
き
ほ
こ
っ
て
い
る
庭
前
の
荷
薬
を
指
ざ
し
て
、

「あ

れ
だ
」
と
答
え
た
の
で
あ
る
。
清
浄
法
身
と
い
え
ば
、
あ
ま
ね
く
世
界
を
照
ら
し
て
燦
然
と
輝
く
毘
盧
舎
那
仏

の
イ

メ
ー
ジ
で
あ

る
が
、

こ
こ
で
は
同
時
に
雲
門
そ
の
人
の
法
身
が
問
わ
れ
て
も
い
る
。
そ
れ
を
彼
は
即
座
に
眼
前
の
筍
薬
と
等
置
し
た
。
正
面
切

っ
た
堂
々
た
る

　

　

自
己
顕
示
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の

『
雲
門
広
録
』
巻
上
に
出
て
い
る
か
ら
、
そ
の
編
集
の
体
例
か
ら
見
て
、
雲
門
の
初
期
に
属
す
る
風
格
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で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
雲
門
の
先
輩
に
当
た
る
玄
沙
の
語
録

に
、
や
は
り
同
じ
問
い
を
受
け
た
玄
沙
は
、
「膿
滴
々
地
」
と
答
え

て
い
る
。

そ
の

う
み

法
身
か

ら
は
膿
が
タ
ラ
タ
ラ
垂
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
も
そ
も
法
身
に

〈清
浄
〉
と
い
う
修
飾
を
施
す
こ
と

自
体
が
余
計
な
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、

一
旦
そ
う
い
う
修
飾
語
が
固
着
し
て
し
ま
う
と
、
言
葉
と
い
う
も
の
の
宿
命
と
し

て
、
不
清
浄
な

つ

も
の
と
の
相
対
関
係
に
引
き
こ
ま
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
、
〈清
浄
〉
そ
の
も
の
さ
え
色
槌
せ
て
く
る
。
そ
こ
を
玄
沙
は
衝

い
て
、
敢

え
て

よ
だ
れ

法
身
を
腐
燗
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
、
ひ
た
す
ら

〈清
浄
法
身
〉
を
の
み
希
求
し
て
流
し

つ
づ
け
る
相
手
の
誕
を
ウ
ミ
に
転
化

し
て
や

っ
た
の
で
も
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
大
慧
の
編
ん
だ

『正
法
眼
蔵
』
巻
上
に
、
同
じ
玄
沙
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
逸
話
を
載
せ
て
い
る
。

の

た
だ

玄
沙
が
誤

っ
て
薬
を
服
ん
だ
た
め
、
全
身
が
赤
く
燗
れ
て
し
ま

っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
と
き
僧
が
皮
肉
な
質
問
を
発
し
た
、

「堅
固
法
身
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
」。

答

え
、
「膿
滴
々
地
」。

　
　
　
そ
　
　

「金
剛
に
も
喩
え
ら
れ
る
堅
固
法
身
と
や
ら
も
、
そ
れ
、
見
て
の
通
り
ウ
ミ
が
た
ら
た
ら
だ
。
『
証
道
歌
』
に

〈幻
化

の
空
身
は
即
法

身
〉
と
あ
る
が
、
実
は
こ
の
不
浄
と
も
見
え
る
我
が
肉
身

こ
そ
は
法
身
を
離
れ
て
あ
る
の
で
は
な
い
の
だ
」
と
い
う
示
唆

で
あ
ろ
う
。

さ
き
の
雲
門
に
お
け
る
花
薬
欄
は
、
日
本
で
の
従
来

の
解
釈

で
は
、
便
所
の
ま
わ
り
に
臭
気
を
消
す
た
め
に
植
え
こ
ま
れ
た
モ
ク
セ
イ

な
ど
の
生
け
垣
だ
と
さ
れ
、

つ
ま
り

「清
浄
」
な
も
の
に
つ
い
て
の
問
い
に

「不
浄
」
な
も
の
で
答
え
た
と
こ
ろ
が
見
事

な
の
だ
と
説
か

れ
て
き
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
逆
措
定
と
い
う
型
の
愛
用
癖
を
生
む
に
至

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
さ
き
に
紹
介
し
た
玄
沙

の
例

で
も
、
い
か

に
も

「
不
浄
」
で
も

っ
て
答
え
て
は
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
決
し
て
正
に
対
す
る
反
と
い
っ
た
紋
切
り
型
の
反
措
定

で
は
な

い
こ
と
、

す
で
に
見
た
通
り
で
あ
る
。

し
か
し
次
の
例
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
雲
門

の
法
を
嗣
い
だ
洞
山
守
初

(九

一
〇
1
九
九
〇
)
の
場
合
で
あ
る
が
、
や
は
り
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み
そ
が
め

な
か

う
じ
む
し

同
じ
清
浄
法
身
に

つ
い
て
の
問
い
に
対
し
て
、
「醤
甕
の
裡
の
蛆
児
」
と
答
え
て
い
る

(『古
尊
宿
語
要
』
巻
四
)。
ど

う
見

て
も
、

こ
れ

は
雲
門
の

「薦
垢
の
瓢
の
虫
玉
」
の
パ
ロ
デ
ィ
に
過
ぎ
ず
、
上
に
述
べ
た
型
の
踏
襲
を
す
で
に
示
し
て
い
る
。
「嘆

に
聖
量
を
存
す
る
な

か
れ
」
と
は
禅

の
基
本
的
な
教
え
で
あ
る
。
い
か
に
も
、
聖
な
る
も
の

・
有
り
が
た
い
も
の
・
絶
対
な
る
も
の
と
い
っ
た
至
高
価
値
意
識

を
先
立
て
て
し
ま

っ
て
は
、
求
道
は
成
就
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
う
い
う
も
の
の
対
極
を
す
ぐ
さ
ま
推
し
立
て
る
こ

と
で
事
を
処
理
す
る
の
も
、
こ
れ
ま
た
実
は
裏
返
さ
れ
た
至
高

へ
の
価
値
意
識
の
定
立
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
を
己
に
課
せ
ら
れ

た
痛
切
な
ジ
レ
ン
マ
と
し
て
先
ず
自
ら
に
背
負
い
こ
む
こ
と
か
ら
禅
の
修
行
は
始
ま
る
は
ず
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
苦
渋
の
軌
跡
を
語
り

明
か
し
て
い
る
禅
僧
は
案
外
に
多
く
は
な
い
の
で
あ
る
。

右

に
挙
げ
た
例
で
は
、
聖
量
を
反
価
値
に
転
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
の
束
縛

(理
障
)
を
断
ち
切
ろ
う
と
す
る
行
き
方
に
見

ら
れ

る

一
つ
の

「
型
」
を
指
摘
し
た
。

次

に
挙
げ
る
例
は
、
ま
だ
そ
の
理
障

(ま
た
は
法
執
)
に
縛
ら
れ
た
ま
ま
で
い
る
人
の
、
心
の
貧
し
さ
を
物
語
る
。

し
か
も
、
間
接
的

な
が
ら
言
葉
に
関
わ
る
問
題
を
含
む
。
原
文
は

『碧
嚴
録
』
第
四
十
則
に
見
え
る
次
の
よ
う
な
問
答
で
あ
る
。

陸
亘
大
夫
が
南
泉
禅
師

(七
四
八
-
八
三
四
)
と
語
り
あ

っ
て
い
た
時
、
彼
は
言

っ
た
、
「肇
法
師
は

『天
地
は
我
れ
と
同
根
、

万

き

つ
か
い

物
は
我
れ
と

一
体
』
と
言
い
ま
し
た
が
、
な
ん
と
奇
怪
な
こ
と
を
言

っ
た
も
の
で
す
ね
」。
す
る
と
南
泉
は
庭
前

の
花
を
指
ざ
し

て

言

っ
た
、
「大
夫
よ
、
今
の
世
の
人
は
、
あ
の

〔見
事
な
〕

一
株
の
花
を
見
て
も
、
夢
の
中
の
よ
う
な
も
の
と
し
か
見
て
い
な
い
」
。

「今
の
世
の
人
」
と
は
遠
廻
し
な
言
い
か
た
で
、
「あ
な
た
も
そ
う
だ
ろ
う
」
と
い
う
語
気

で
あ
る
。
あ
な
た
は
そ

の
肇
法
師

の
テ
ー

ゼ
に
違
和
を
覚
え
な
が
ら
も
実
は
目
を
く
ら
ま
さ
れ
て
い
て
、
せ

っ
か
く
の
あ
の
美
し
い
花
を
見
て
取
れ
な
い
で
い
る

の
だ
、
と
い
う
の

で
あ
る
。
僧
肇
は
四
-
五
世
紀
こ
ろ
の
代
表
的
な
仏
教
学
者
。

こ
の
言
葉
は
、
そ
の

『浬
薬
無
名
論
』
に
見
え
る
。
そ

の
意
味
す
る
と
こ

ろ
を
現
代
風
に
言
い
直
せ
ば
、
か

つ
て
安
藤
孝
行
氏

(故
人
)
が

「自
我
と
超
越
存
在
」
に
つ
い
て
述
べ
た
次
の

一
句

に
要
約
さ
れ
る
で
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あ
ろ
う
。

超
越
論
的
還
元
に
よ
っ
て
、
世
界
を
自
己
の
中
に
内
在
化
し
た
超
越
論
的
意
識
が
世
界
を
再
構
成
す
る
。
(『存
在

の
忘
却
』
二

一
四

ペ
ー
ジ
。
白
雲
山
房
、

一
九
八
六
年
)

よ
ぎ

う
ち

王
維
の

「青
竜
寺
を
過
り
て
操
禅
師
に
謁
す
」
と
題
す
る
詩
に
、
「山
河
は
天
眼
の
裏
、
世
界
は
法
身
の
中
」
と
い
う

の
は
、

こ
の
操

禅
師

が

「
三
千
世
界
は
す
べ
て
我
が
自
己
」
(い
ま
黄
藁
の
語
を
借
り
る
)
と
い
う
達
観
を
得
て
い
る
こ
と
を
讃
え
た
の

で
あ
る
が
、

ま

さ
に

「世
界
を
自
己
の
中
に
内
在
化
し
た
」
天
地
万
物
と
の

一
体
化
の
消
息
で
あ
る
。
し
か
し
陸
亘
は
こ
れ
に
違
和
感
を
示
し
た
。
そ
こ

に
見
ら
れ
る
超
越
志
向
が
鼻
に
つ
い
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
陸
亘
と
い
う
イ
ン
テ
リ
の
居
士
は
、
こ
う
い
う
乾
い
た
潔
癖
感
の
持
主
で
あ

っ

さ

た
。

そ
れ
に
対
し
て
南
泉
が
指
し
示
し
た

「庭
前
の
花
」
は
、
『伝
灯
録
』
で
は
牡
丹
の
花
と
な

っ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
満
開
の
燦
燗
た

る

一
株
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に

〈万
物
〉
を

一
つ
に
収
敏
し
て
、
完
壁
な
実
在
の
め
で
た
さ
を
開
示
し
て
い
る
。
そ
こ
が
見
て
取
れ

く

う

げ

ず
に
、
あ
れ
を
夢
ま
ぼ
ろ
し
の
空
華
と
の
み
見
流
し
て
し
ま
う
と
は
、
な
ん
と
情
け
な
い
君
か
。
「
我
れ
の
天
地
万
物
と

の
同
根

一
体
」

く

　つ

に
違
和
を
覚
え
る
よ
り
前
に
、
君
自
身
の
そ
の

「
我
れ
」
を
豊
か
な
ら
し
め
よ
。
で
な
け
れ
ば
、
君
は
何
を
見
て
も
、

「
な

べ
て
は
空
な

り
幻
な
り
」
と
い
う
お
定
ま
り
の
理
念
の
中
で
酔
生
夢
死
す
る
だ
け
だ
。
杜
甫
の
晩
年
の
詩
に

「老
年

花
は
霧
中

に
看
る
の
み
」
と
あ

る
。

そ
れ
は
老
年
の
霞
み
目
の
せ
い
な
の
だ
が
、
君
の
心
眼
は
、
そ
ん
な
こ
と
で
は
、
い
つ
ま
で
た

っ
て
も
霞
ん
だ
ま
ま
で
終
わ

っ
て
し

ま
う
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
、
陸
亘
に
向
け
ら
れ
た
南
泉

の
痛
烈
な
批
判
で
あ

っ
た
。

　

　

と

こ
ろ
で
、
『伝
灯
録
』
巻
八
で
は
、
右
の
肇
法
師
の
二
句
を

「万
物
は
同
根
、
是
非
は

一
体
」
と
変
え
て
し
ま
い
、

「
我
れ
と
」

(与

我
)
と
い
う
大
事
な
言
葉
を
取
り
払

っ
て
い
る
。

こ
れ
で
は
も
と
の
問
答
の
趣
旨
か
ら
全
く
か
け
離
れ
た
言
葉

に
な

っ
て
し
ま
う
。
鎌
田

茂
雄
氏
の

『中
国
の
禅
』
(講
談
社
学
術
文
庫

・
一
九
八
〇
年
)
に
は
、
「夢
幻
の
如
し
」
と
い
う
標
題
を
立

て
て
こ
の
問
答
を
取
り
上
げ

あ

て
い
る
が
、
肝
心
の
右
の
二
句
を

『伝
灯
録
』
の
悪
し
き
本
文
に
擦

っ
た
た
め
、
南
泉
の
趣
旨
と
は
乖
離
し
た
解
説
に
な

っ
て
い
る
の
は

残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
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わ
ざ
わ

悪
い
テ
キ
ス
ト
に
従

っ
て
安
易
に
読
み
流
す
と
、
た

っ
た

一
字
の
誤
り
に
禍
い
さ
れ
て
、
と
ん
で
も
な
い
誤
解
に
陥
る
こ
と
が
決
し
て

少
な
く
は
な
い
。
こ
れ
は
仏
典
や
禅
録
に
限

っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
特
に
禅
の
問
答
で
は
、
問
う
者
と
答
え
る
者

と
の
終
始
緊
迫
し
た

応
酬
に
あ

っ
て
は
、

一
字

一
句
が
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
言
葉
と
し
て
火
花
を
散
ら
せ
る
。
そ
れ
を
取
り
ち
が
え
る
と
、
火
花
は
散
る
こ
と
は

な
い
。
そ
の

一
例
を
、
や
は
り
馬
祖
の
法
嗣
で
あ
る
百
丈
と
、
そ
の
同
門
の
南
泉
に
参
じ
て
い
た
趙
州
と
の
問
答
に
見
よ
う
。

百
丈
が
趙
州
に
問
う
た
、
「
ど
こ
か
ら
来
た
か
」。

「南
泉
か
ら
で
す
」。

ご

ん

く

「南
泉
に
は
ど
う
い
う
言
句
が
あ
る
か
」。

　

　

ひ
つ
そ
り

「
ま
だ
、
そ
れ
を

つ
か
ん
で
お
ら
ぬ
者
は
、
情
然
と
し
て
お
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

(未
得
之
人
、
直
須
情
然
)
〔と
申

さ
れ
ま
し
た
〕」
。

す
る
と
、
百
丈
は
大
喝
し
た
。
趙
州
は
ギ

ョ
ッ
と
し
た
。

百
丈
、
「う
む
、
見
事
な
情
然
ぶ
り
だ
な
」
。

趙
州
は
舞
を
舞
い
な
が
ら
出
て
い
っ
た
。

右
の
本
文
は
、
大
慧
の

『正
法
眼
蔵
』
巻
上
に
載
せ
る
も
の
に
従
う
。

こ
れ
は

『趙
州
録
』
に
も
載

っ
て
い
る
が
、
し
か
し
重
要
な
語

　

　

句

の
違
い
が
あ

っ
て
、

こ
の
問
答
全
体
の
趣
旨
に
関
わ

っ
て
く
る
。
そ
の
違

い
は
、
南
泉
の

〈言
句
〉
と
し
て
呈
示

さ
れ
た

「ま
だ
そ
れ

　

　

を

つ
か
ん
で
お
ら
ぬ
者
は
…
」
の
下
の
句
が
、
『趙
州
録
』
で
は

「亦
須
哨
然
去
」
と
な

っ
て
い
る
点
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
「ま
だ
道
を

　

　

　

得

て
い
な
い
者
も
、
厳
然
と
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
誤
訳
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な

っ
た

(秋
月
竜
理
氏

『趙
州
録
』
四
〇

〇

ペ
ー
ジ
。
筑
摩
書
房
、

一
九
七
二
年
)
。

ま
ず

「亦
」
(…
で
も
)
で
は
駄
目
で
、
「直
」
と
い
う
強
辞
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「直
須
」
は
強
い
当
為
ま
た
は
命
令
を
表
わ
す
。

「蛸
然
」
は
実
は

「情
然
」
と
同
じ
で
、
哨
と
情
の
通
用
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
こ
の

「情
」
は
文
語

で
は
な
く

て
口

語

で
あ
り
、
物
音
ひ
と

つ
な
く
静
ま
り
か
え
っ
て
い
る
さ
ま
を
い
う
。
「情
々
」
と
も
い
い
、
白
居
易
の
詩
な
ど
に
例

は
多

い
。

こ
こ
に
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い

う

「
情

然

」

と

は
、

道

を

得

よ
う

と

し

て

ア
タ

フ
タ

・
ア
ク

セ

ク

す

る

の

で

は
な

く

、

ひ

っ
そ

り

と

心

を
静

め

て
、

ひ
そ

と
も

動

か

ぬ

う
べ
な

こ
と
を
い
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
の
百
丈
の
大
喝
は
実
は
南
泉
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
南
泉
の
そ
の
言
葉

を
肯

っ
た
上
で
趙

州
が

そ
れ
を
ど
う
解

っ
て
い
る
か
を
検
証
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
の

「情
然
」
を

一
気
に
打
ち
砕
い
た
百
丈

の
大
音
声
に
趙
州

は
ギ

ョ
ッ
と
な

っ
た
こ
と
で
ハ
ッ
と
南
泉
の
意
旨
を
悟

っ
た
。
そ
れ
を
見
て
取

っ
た
百
丈
は
、
「見
事
な
情
然
ぶ
り
だ
。

そ
れ
で
こ
そ
南

泉
の
子
だ
」
と
嘉
賞
し
た
の
で
あ
る
。
彼
が
舞
い
な
が
ら
引
き
上
げ
た
の
は
、
そ
の
う
れ
し
さ
の
端
的
な
表
現
な
の
で
あ

っ
た
。

あ
た
ふ
た

「
情
然
」
の
逆
が

「忙
然
」
で
あ
る
。
石
臼
和
尚
が
初
め
て
馬
祖
に
参
見
し
た
と
き
、
馬
祖
は
問
う
た
、

「ど
か
ら
来
た
」。

う
き
ゆ
う

「烏
臼
か
ら
来
ま
し
た
」。

「烏
臼
に
は
近
ご
ろ
ど
う
い
う
言
句
が
あ
る
か
」
。

い
く
に
ん

こ
れ

　

　

「幾
人
か
此
に
於
て
荘
然
た
る
在
ら
ん

〔と
申
さ
れ
ま
し
た
〕
」。

　

　

「　
然
は
さ
て
置
き
、
愴
然
の

一
句
は
ど
う
な
の
だ
」
。
(『
馬
祖
語
録
』
・
『伝
灯
録
』
巻
八
、
石
臼
章
)

　

　

こ
こ
に
い
う

「荘
然
」
は
実
は

「忙
然
」
と
同
じ
で
、
荘
と
忙
の
通
用
は
、

『臨
済
録
』
に
も
数
例
見
ら
れ
る
よ
う

に
普
通
の
用
法
で

あ

っ
た
ー

浄

・
静
や
亡

・
忘
な
ど
の
通
用
と
同
じ
よ
う
に
。
こ
こ
で
馬
祖
は
明
ら
か
に
烏
臼
の

「忙
然
」
に

「情
然
」
を
対
置
さ
せ
て

こ
れ

お
り
、
烏
臼
が

「此

(
一
大
事
因
縁
)
の
究
明
に
つ
い
て
忙
然

(
い
た
た
ま
れ
ぬ
思
い
)
を
し
て
い
る
者
が
果
し
て
世

に
何
人
い
よ
う
か
)

と
嘆
じ
た

(そ
こ
で
は

「忙
然
」
は
勝
義
)
の
に
対
し
て
、
い
さ
さ
か
意
地
わ
る
な
反
措
定
を
や

っ
た
の
で
あ
る
。

放
り
捨
て
た
瓦
礫
が
竹
に
当
た

っ
て
立
て
た
音
を
耳
に
し
て
悟
り
を
開
い
た
と
い
う
香
厳
智
閑

(?
ー
八
九
八
)
は
、
そ
の
と
き
、
そ

の
開
悟
を
偶
に
詠
ん
だ
。
そ
の
初
め
の
四
句
は

ぼ
う

一
撃
所
知
を
忘

(亡
)
じ
、

か

更
に
修
治
を
仮
ら
ず
。
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動
容
は
古
路
に
揚
が
り
、

　

　

情
然
の
機
に
堕
ち
ず
。

と
い
う
の
で
あ
る
が
、

こ
の
第
四
句
が
、
い
わ
ば
馬
祖
の

「情
然
」

へ
の
反
措
定
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
こ
に

「
動
」
「揚
」
と
い
う
ヴ

ァ

じ
や
く
ね
ん

イ
タ
リ
テ
ィ
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。
そ
の

「愴
然
の
機
」
と
は
、
寂
然
と
し
た
安
禅
静
慮
の
境
涯
の
こ

す
こ

お
い

あ

と
。
徳
山
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「少
し
き
を
得
て
足
れ
り
と
な
し
て
、
静
処
に
向
て
立
ち
、
肯
え
て
進
前
せ
ざ
る
」

(大
慧

コ
止
法
眼
蔵
』

　

　
　

　

　

　

巻
上
)、

一
種
の
寂
静
主
義
で
あ
る
。
そ
れ
に
堕
ち
こ
む
こ
と
を
こ
の

一
撃
に
よ

っ
て
脱
し
得
た
と
香
厳
は
宣
言
し
た
わ
け
で
あ

っ
た
。

以
上
を
要
す
る
に
、
あ
の

『趙
州
録
』
の
改
変
さ
れ
た
本
文
は
、
全
く
救
い
よ
う
は
な
い
。
後
人
に
よ
る
本
文
改
変
も
、
ま
た
そ
れ
な

り
の
意
味
を
も

つ
こ
と
も
少
な
く
は
な
い
が
、
し
か
し
右
の
例
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も

「哨
然
」
と
い
う
術
語
は
存
在
し
な

い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に

「厳
然
」
と
い
う
意
味
を
当
て
る
こ
と
自
体
、
揮
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
「
ま
だ
道
を
得

　

て
い
な
い
者
も
厳
然
と
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
は
、
南
泉
の
禅
の
ど
こ
を
突

っ
つ
い
て
も
出

て
く
る
は
ず
も
な
い
言
葉
で
あ
る
。

一
般
的
に
い

っ
て
、
禅
の
言
葉
と
文
体
と
い
っ
て
も
、
も
と
も
と
中
国
語

(漢
語
)
な
の
で
あ
る
か
ら
、
造
語
法
や
修
辞
法
の
基
本
は
、

】
般

の
中
国
語
の
そ
れ
と
違

っ
た
何
か
特
別
な
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
特
に
問
答
の
言
葉
に
用
い
ら
れ
た
当
時
通
用
の
口

そ

も

さ

ん

い

ん

も

語
、
例
え
ば
作
歴
生
と
か
任
心塵
な
ど
と
い
う
語
彙
が
、
本
来
は
普
通
の
話
し
言
葉
だ

っ
た
の
に
、
後
世
そ
れ
が
禅
の
世
界
で
愛
用
さ
れ
る

　

　

　

　

し
き
た
り
に
な
る
と
、
あ
た
か
も
禅
専
用
の
タ
ー
ム
で
あ
る
か
の
よ
う
に
世
間
で
は
受
け
取
ら
れ
、
禅
僧
の
方
も
そ
の
錯
覚
に
乗

っ
か

っ

て
、
あ
る
い
は
自
ら
そ
う
錯
覚
し
て
、
安
易
に
こ
れ
を
濫
用
す
る
と
い
う
風
習
が
生
ま
れ
た
。
こ
う
い
う
悪
し
き
風
習
は
、
言
葉
そ
の
も

の
の
誤
用
や
、
意
味
の
取
り
違
え
を
さ
え
も
た
ら
し
た
。
そ
の

一
例
を
、
上
述
の

「悠
塵
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

北
宋
の
睦
庵
善
卿
が

『
祖
庭
事
苑
』
八
巻
を
著
わ
し
た
の
は
、
当
時
の
参
禅
者
に
禅
の
基
本
的
な
術
語
に
習
熟
し
な
い
者
が
多

い
こ
と

を
嘆
い
て
の
こ
と
だ

っ
た
が
、
そ
の
言
葉
に

つ
い
て
の
詳
細
な
解
説
に
は
、
実
は
誤
り
が
相
当
に
多
い
。
右
の

「慈
塵
」
に

つ
い
て
の
解

説
を
見
る
と
、
二
様
の
解
を
与
え
て
い
る
。
第

一
は

「指
辞
」
(指
示
詞
)
と
す
る
。
あ
の
よ
う
に

・
こ
の
よ
う
に
の
意
で
、

こ
れ
は
正
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し
い
。
第
二
は

「審
辞
」
と
す
る
。

つ
ま
り
疑
問
詞
だ
と
い
う
の
で
あ
る
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
清
代
初
期

に
奮
瀬
が
著

わ
し
た
俗
語
辞
典

『通
俗
編
』
巻
三
十
三
で
は
、
「今
言
う
任
心慶
の
態
は

『之
を
疑
う
の
義
』
(何
か
に
疑
い
を
さ
し
は
さ
む
言
い
方
)
な

り
」
と
述

べ
て
い
て
、
同
じ
誤
り
を
襲

っ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
誤
り
は
我
が
国
の
辞
書
に
も
踏
襲
さ
れ
、
諸
橋

『
大
漢
和
辞
典
』
を
始

め
と
し

て
、
広
く
最
近
の
漢
和
辞
典
の
す
べ
て
に
及
ん
で
い
る
。
『仏
教
語
大
辞
典
』

や

『
広
辞
苑
』
も
例
外
で
は
な

い
。
と
こ
ろ
が

な

に

『祖
庭
事
苑
』
で
は
ま
た
、
「慧
塵
」
と
同
義
の

「与
塵
」
の
説
明
で
、
ご
丁
寧
に
も

「什
麿
と
も
書
く
。
正
し
く
は
甚
歴
と
書
く
べ
き
で
、

　

疑
問
詞

で
あ
る
。
ま
た
摺
塵
と
も
書
く
」
と
述
べ
て
い
る
。
「与
塵
」
は
古
く
は

「与
摩
」
ま
た
は

「
与
没
」
「異
没
」

と
表
記
し
、
「
急

歴
」
よ
り
も
古
く
文
献
に
現
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
指
示
詞
で
あ

っ
て
、
疑
問
詞
で
は
な
い
。
「摺
歴
」
は
ま
た

「摺
塵
」

と
も
書
き
、
唐

末
か
ら
文
献

に
現
れ
始
め
る
が
、
こ
れ
も
や
は
り
指
示
詞
で
あ
り
、
「什
麿
」
(甚
慶
)
と
は
全
く
別
で
あ
る
。
ど
う
し

て
こ
う
い
う
混
乱

し
た
誤
解
が
生
じ
た
の
か
、
そ
の
事
情
を
今
の
と
こ
ろ
適
確
に
説
き
明
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ひ
と

つ
考
え
ら
れ

る
こ
と
は
、
禅
問

た
る

答
じ
た

い
の
定
型
化

・
図
式
化
に
伴

っ
て
、
言
葉
の
使
い
か
た
に
対
す
る
厳
密
な
心
配
り
が
弛
ん
で
き
た
、
と
い
う
事
情
が
伏
在
し
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「作
慶
生
」
や

「怨
塵
」
な
ど
は
も
と
も
と
禅
語
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
そ
れ
の
本
来
の
意
味
ど
お
り
に
解
す
れ
ば

よ
い
。

「本
来
の
」
と
は
、
日
常
の
普
通
の
使
わ
れ
か
た
の
こ
と
で
あ
る
。
「
作
歴
生
」
は

「
ど
の
よ
う
に
」
の
意
、
「
慈
歴
」
は

「
こ
の

よ
う

に
」
ま
た
は

「
そ
の
よ
う
に
」
の
意
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
馬
祖
が

「
平
常
心
が
道
で
あ
る
」
と
言

っ
た
よ
う
に
、
日
常
性
が
そ
の

ま
ま
本
来
性
と
の
相
即
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
場
合
、
日
常
語
は
そ
の
ま
ま
で
禅
語
に
昇
華
す
る
。
大
陽
和
尚

(馬
祖

の
弟
子
)
の
言
葉

に
、

近

ご
ろ

一
般

の
禅
師
は
、
目
前
の
こ
と
を
目
前
で
指
し
示
し
て
解
ら
せ
る
と
い
う
教
え
か
た
を
す
る

(『
伝
灯
録
』
巻
八
)

と
あ

っ
て
、

こ
れ
が
禅
の
教
化
の

一
般
的

ス
タ
イ
ル
と
な

っ
て
い
た
こ
と
証
し
て
い
る
。
先
に
紹
介
し
た
雲
門
の

「
花
薬
欄
」
や

「庭

前

一
株

の
花
」
も
、
ま
さ
に
目
前
の
事
物
に
即
し
て
理
法
を
明
か
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
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南
嶽
懐
譲
が
初
め
て
六
祖
慧
能
に
参
見
し
た
と
き
、
六
祖
は
こ
う
問
い
か
け
た

(『伝
灯
録
』
巻
五
)、

什
歴
物
慈
塵
来

(な
に
も
の
が
、
そ
の
よ
う
に
来
た
の
か
)

な

に

び

と

「
悪
歴
」
は
、
『祖
堂
集
』
で
は
古
い
表
記
の

「与
摩
」
と
な

っ
て
い
る
。

「什
歴
物
」
は

「什
歴
人
」
で
は
な
い
。

こ
こ

へ
お
前
を

　

　

　

　

来
さ
せ
た
も
の
を
ど
う
主
体
的
に
把
え
て
い
る
か
、
目
前
の
そ
の
在
り
よ
う
を
そ
の
よ
う
に
在
ら
し
め
て
い
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
言

い
留
め
て
み
よ
、
と
い
う
問
い
か
け
で
あ

っ
た
。
そ
の

「任
心歴
」
は

「
そ
の
も
の
」

の
顕
現
に
ほ
か
な
ら
ぬ
以
上
、

そ
う
在
る
べ
く
し
て

お
の
ず
か
ら
に
そ
う
在
る
当
体
を
自
ら
言
い
留
め
て
み
よ
、
と
い
う
難
問
で
あ

っ
た
。

こ
こ
に
至

っ
て
、

「意
慶
」

と
い
う
日
常
語
は
、

言
語
や
論
理
を
超
え
た
深
奥
の
消
息
を
語
る
高
次
の
言
葉
に
昇
華
し
て
、

い
わ
ゆ
る

〈禅
語
〉
と
し
て
定
着
す
る
。

も

っ
と
も
、
上
文
で
紹
介
し
た
大
陽
和
尚
は
、
先
に
引
い
た
指
摘

「
目
前

で
指
し
示
し
て
解
ら
せ
る
と
い
う
教
え
か
た
」
を
批
判
し
て
、

も
ん
さ
い

き
ざ

こ
う
続
け
る

「
そ
う
い
う

一
般
の
禅
師
は
、
果
し
て

〈文
彩
の
未
だ
兆
さ
ざ
る
時
〉
を
会
得
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
」
と
。
文
彩

(紋

し

る

し

そ
の
よ
う

　

　

彩

)

と

は
、

そ

と

に
現

れ

出

て
、

そ
れ

と

見

て
取

ら

れ

る
徴

標

の

こ
と
。

つ
ま

り
、

「
怨

塵

」

に
そ

こ

に
現
前

し

た

そ

れ

の

サ

イ

ン

で

あえ
ぐ

る
。

そ
う
い
う
し
る
し
が
ま
だ
形
を
取

っ
て
兆
さ
な
い
、
原
初

の
玄
奥

の
消
息
を
会
得
す
る
こ
と
が
先
決
の
問
題
だ
、
と
大
陽
和
尚
は
挟

る
の

で
あ
る
。

な

の
こ

ご
こ
で
新
た
に

「文
彩
」
と
い
う
言
葉
が
禅
語
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば

「猶
お
這
箇
の
文
彩
の
在
れ
る
あ
り
」
と
か
、

の
こ

省
略

し
て

「猶
お
這
箇
の
在
れ
る
あ
り
」
と
か
、
「猶
お
紋
彩
の
在
れ
る
あ
り
」
な
ど
、
平
た
く
言
え
ば
、
「ま
だ
シ
ミ
が
の
こ
っ
て
い
る
」

「ま
だ
シ
ッ
ポ
が
ふ

っ
切
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
後
に
は

「な
お
躍
跡
を
存
す
」
と
も
言

い
換
え
ら
れ
る
。
幸
田
露
伴
の
句
に

あ

猶
ほ
這
箇
の
在
る
あ
り
残
る
暑
さ
か
な

と

い
う
の
は
、
天
道
が
ま
だ
夏

の
暑
さ
を
ふ
っ
切
れ
ず
に
残
暑
と
い
う
文
彩
を
引
き
ず

っ
て
い
る
と
い
う
、
椰
楡

の
気
分
を
こ
め
た
句

そ

れ

も
つ

で
あ

る
。
「
這
箇
」
が
ふ

っ
切
れ
ず
に
い
る
た
め
に

「任
心歴
」
(こ
れ
、
こ
の
と
お
り
)
が
露
呈
し
て
、
完
全
な

「
没
躍
跡
」
に
な
り
き
れ

な
い
。
そ
れ
は
求
道
者
と
し
て
の
至
高
の
あ
り
か
た
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
洞
山
禅
師
の
教
え
で
あ

っ
た
。
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ご

ず

ほ

う

ゆ

う

牛
頭
法
融

(五
九
四
-
六
五
七
)
は
初
め
南
京

の
南
の
牛
頭
山
に
隠
れ
住
み
、
巌
窟
の
な
か
で
修
行

に
打
ち

こ
ん
だ
。
す
る
と
、
た
く

さ
ん
の
鳥
が
花
を
く
わ
え
て
そ
の
座
前
に
献
げ
た
。
そ
の
修
行
の
め
で
た
さ
が
野
鳥
に
も
感
応
し
て
、
花
を
供
え
て
荘
厳
さ
せ
る
に
至

っ

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

の
ち
に
彼
が
四
祖
道
信
に
師
事
す
る
こ
と
で
、
そ
の
修
行
を
更
に
深
あ
る
よ
う
に
な
る
と
、
鳥

は

一
羽
も
飛
ん

と
ど

く
わ

で
来
な
く
な

っ
た
。
修
行
の
痕
跡
さ
え
も
留
め
ぬ
に
至

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「百
鳥
花
を
御
う
」
と
い
う
霊
験
は
、

ま
だ
彼
が
百
鳥
に
さ

え
見
て
取
ら
れ
る
よ
う
な

〈文
彩
〉
を
残
存
し
て
い
た
か
ら
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
完
全

に
ふ

っ
切
れ
た
段
階
で
、
そ
の
奇
蹟
は
消
滅
し
た
。

そ
の
こ
と
が
彼
の
修
行
の
成
就
を
証
明
す
る
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
百
丈
や
黄
葉
に
、
「神
通
な
き
菩
薩

こ
そ
、
至
高

の
菩
薩

で
あ

つ
ま
あ
し

あ
し

る
」
と
い
う
発
言
が
あ
る
の
も
同
じ
趣
旨
で
あ

っ
て
、
至
高
の
理
を
体
得
し
よ
う
と
す
る
求
道
者
も
、
爪
足
立

つ
の
で
な
く
、
「脚

は
実

地
を
踏

む
」
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
、
と
い
う
示
唆
も
こ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
。

宋
代
以
後
、
儒
家
の
間
に
も
禅
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は
増
え

つ
づ
け
た
が
、
ま
た

一
方
、
禅
の
超
世
間
志
向
を
強
く
批
判
す
る
人
た
ち
も

少
な
く

は
な
か

っ
た
。
そ
れ
ら
の
人
々
が
共
通
し
て
用
い
た
批
判
用
語
は
、
禅
は
も

っ
ぱ
ら

「空
霊
」
を
貴
ぶ
と
い
う
指
摘

で
あ

っ
た
。

異
次
元

へ
の
超
越
志
向
を
空
疎
な
も
の
と
す
る
見
方
で
あ
る
。
し
か
し
、

一
義
的
な

〈向
上
〉
志
向
は
、
例
え
ば
玄
沙
や
雲
門
に
よ

っ
て

す
で
に
乗
り
超
え
ら
れ
て
い
た
。
と
は
い
っ
て
も
、
禅

の
心
酔
者
だ
け
で
な
く
、
プ
ロ
の
禅
家
の
な
か
に
さ
え
、
禅
を
何

か

h9・
暮
器
け8

な
教
え
と
し
て
把
え
る
向
き
が
あ

っ
て
、
そ
れ
が
語
録
の
読
み
か
た
に
露
呈
し
て
い
る
例
が
少
な
く
は
な
い
。

私
の
こ
の

一
文
が
、

い
さ
さ
か
ポ
レ
ミ

ッ
ク
な
調
子
を
帯
び
て
し
ま

っ
た
の
は
、
右
に
述
べ
た
こ
と

へ
の
私
な
り
の
提
言
を
、
こ
の
機

会
に
申
し
述
べ
た
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

一
九
八
七
年
八
月
稿


