
中
国
に
お
け
る
四
大
奇
書
の
一
つ
と
い
わ
れ
る
「
西
遊
記
」
は
、
「
玄
葵
三
蔵
取
経
詩
話
」
が
そ
の
源
流
を
な
す
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
作

品
が
世
に
つ
れ
て
増
幅
さ
れ
る
と
と
も
に
、
元
代
の
道
士
丘
処
機
が
そ
の
原
作
者
に
擬
せ
ら
れ
、
仏
教
と
道
教
の
混
融
、
そ
れ
に
民
間
の

信
仰
や
習
俗
ま
で
が
混
入
し
、
主
人
公
も
玄
葵
か
ら
孫
悟
空
に
入
れ
替
わ
る
な
ど
、
そ
こ
か
ら
一
定
の
思
想
背
景
を
読
み
と
る
の
は
困
難

（
１
）

で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
る
。
い
ま
仮
り
に
百
回
本
を
基
準
に
し
て
ふ
り
返
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
右
の
よ
う
な
評
価
は
一
応
あ
て
は
ま
る
と

い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
特
に
孫
悟
空
を
中
心
と
す
る
三
従
者
（
あ
る
い
は
馬
を
加
え
て
四
従
者
）
の
活
躍
ぶ
り
は
、
小
説
全
体
を
戯
画
化
し
、
妖
術

の
競
い
合
い
の
観
を
呈
し
、
高
等
な
道
仏
二
教
の
本
旨
が
踏
み
に
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
す
ら
与
え
る
。
し
か
し
明
末
の
李
卓
吾
評

注
本
を
初
め
、
清
朝
に
入
る
や
、
「
西
遊
記
証
道
書
」
〈
康
煕
初
年
）
、
「
悟
一
子
批
点
西
遊
真
詮
」
（
陳
士
斌
、
康
煕
一
一
十
一
年
橇
尤
個
序
あ
り
）
、
「
西
遊

証
道
大
奇
書
」
（
泙
傭
嫡
子
評
、
乾
隆
十
五
韮
雁
）
、
「
西
遊
原
旨
」
（
劉
一
明
、
嘉
慶
十
五
年
）
、
「
西
遊
記
詳
解
」
（
倉
學
）
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
評
点
本
が
刊
行

（
２
）

さ
れ
て
お
り
、
「
西
遊
記
」
を
人
情
世
態
の
多
面
鏡
と
し
て
み
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
道
仏
二
教
の
高
度
な
教
』
曰
の
裏
打
ち
を
も
つ
も
の
と

さ
る
ぶ
た

し
て
あ
つ
か
う
試
み
が
く
り
返
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
李
卓
吾
批
点
本
の
中
に
、
「
体
看
よ
、
も
し
は
猴
、
も
し
は
猪
、
も
し
は
馬
、

し
ん
…
れ
ず

と
も
に
正
果
を
成
ぜ
し
に
、
独
り
人
か
え
っ
て
信
不
及
、
か
え
っ
て
猴
と
な
り
、
猪
と
な
り
、
馬
と
な
る
あ
る
は
、
か
え
っ
て
こ
れ
大
顛

頓
悟
漸
修
論
と
「
西
遊
記
』

ｌ
「
西
遊
証
道
大
奇
書
」
の
観
点
Ｉ

荒

木
見
悟
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、
、

倒
な
ら
ず
や
」
〈
第
百
回
総
批
）
と
あ
る
通
跨
り
、
正
果
の
正
否
を
全
篇
の
基
軸
と
す
る
見
方
が
提
起
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
正
果
〈
証
悟
）
か
ら
余

り
に
も
か
け
離
れ
た
人
間
界
の
愚
劣
・
混
迷
・
転
倒
・
愛
慾
の
リ
ア
ル
な
描
写
と
し
て
読
み
と
る
傾
向
が
兆
し
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
評
者
に
よ
っ
て
そ
の
読
み
と
り
方
は
微
妙
な
相
異
を
み
せ
る
が
、
端
的
に
い
っ
て
い
ず
れ
も
ひ
と
す
じ
縄
で
い
か
ぬ
眼
力
の

、
、

所
有
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
道
仏
一
一
教
の
教
学
に
詳
し
か
っ
た
と
い
う
よ
り
Ｄ
も
、
そ
こ
か
ら
取
り
入
れ
た
雑
多
な
知
識
を
自
家

し
ん
叶

薬
寵
中
の
も
の
と
し
、
寛
厳
真
仮
自
在
な
評
語
を
弄
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
の
興
趣
を
そ
そ
ｈ
／
、
人
情
を
逆
な
で
し
た

り
、
咲
笑
の
世
界
に
寸
針
を
さ
し
こ
ん
だ
り
し
た
の
で
あ
る
。

お
そ

尤
桐
（
一
六
一
八
～
一
七
○
四
）
は
、
右
の
序
文
の
中
で
、
「
西
遊
記
は
殆
ら
く
華
厳
の
外
篇
な
り
」
、
「
（
玄
英
一
行
の
遭
遇
し
た
）
八
十
一
難

。
Ｔ
ら
ぷ
く
工
ｌ
し

は
、
正
に
（
善
財
童
子
の
）
五
十
一
二
参
の
反
対
な
り
」
、
「
蓋
し
天
下
に
妖
を
治
む
る
の
法
な
し
。
た
だ
心
を
治
む
る
の
法
を
聞
く
の
み
。
心

治
ま
れ
ば
則
ち
妖
治
ま
る
。
西
遊
を
記
す
者
は
、
華
厳
の
心
法
を
伝
う
る
な
り
」
な
ど
と
の
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
な
に
●
も
「
西
遊
記
」
は

「
華
厳
経
」
の
焼
き
直
し
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
大
乗
仏
教
を
そ
の
ま
ま
代
弁
す
る
も
の
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
。
「
華
厳
経
』

の
教
理
は
、
一
即
多
・
多
即
一
の
無
差
別
法
界
に
心
遊
ば
せ
る
に
帰
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
孫
悟
空
の
分
身
法
や
大
小
変
化
法
に
み

ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
「
西
遊
記
」
全
体
の
常
軌
を
逸
し
た
事
件
の
連
続
が
、
そ
の
ま
ま
法
界
の
妙
波
潤
の
表
象
で
あ
り
、
そ
の
舞
台
が
一

じ
よ
う
ぼ
ん

初
期
華
厳
教
学
に
お
い
て
は
、
「
華
厳
経
」
は
「
海
印
三
昧
に
安
住
し
、
上
品
の
菩
薩
の
た
め
に
演
説
さ
れ
た
無
上
法
で
あ
る
」
と
規
定
茎
（
」

れ
た
が
、
明
末
の
高
僧
慾
山
徳
清
（
一
五
四
六
～
一
六
一
一
一
一
一
）
は
、
華
厳
の
本
旨
を
真
妄
一
体
的
に
と
ら
え
、
「
こ
の
法
門
の
如
き
は
、
乃
ち
諸
仏

自
証
の
境
界
に
し
て
、
衆
生
日
用
の
妄
想
心
中
に
具
在
し
、
念
念
に
現
前
せ
り
。
…
…
こ
れ
に
由
っ
て
こ
れ
を
観
ず
れ
ば
、
即
ち
八
十
巻

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
雄
文
の
開
示
す
る
所
は
、
乃
ち
吾
人
一
念
の
妄
想
心
の
み
」
（
夢
遊
集
・
巻
九
・
一
不
同
塵
容
禅
人
）
と
一
一
一
一
口
い
き
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
真
妄
一
体
論
は
、

、

妄
へ
の
甘
や
か
し
を
う
な
が
す
反
面
に
、
妄
の
い
だ
く
活
力
を
翻
転
し
て
そ
の
ま
ま
真
の
活
力
旺
盛
化
に
転
用
す
る
意
識
の
め
ざ
め
を
呼

び
起
こ
し
、
真
と
妄
と
の
葛
藤
が
無
限
に
複
雑
化
す
る
こ
と
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
と
と
も
に
注
意
す
べ
き
は
、
心
の
自
由

の
教
理
は
、
一
即
多
・
多
即
一
（

ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
「
西
遊
記

心
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
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以
上
の
よ
う
な
思
想
的
背
景
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
「
西
遊
記
」
第
九
十
八
回
に
は
、
五
千
四
十
八
巻
の
経
典
を
玄
英
に
渡
し
終
わ
っ
た
如
来

が
、
「
此
の
経
の
功
徳
は
、
量
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
仏
教
の
亀
鑑
で
は
あ
る
が
、
実
は
三
教
の
源
流
で
あ
る
」
と
示
す
場
面

変
転
の
目
ざ
め
は
、
心
を
最
優
位
の
実
在
と
し
、
従
来
、
中
国
人
の
思
考
様
式
の
典
型
と
さ
れ
た
儒
仏
道
三
教
の
教
学
的
権
威
が
相
対
的

に
低
下
し
、
心
は
自
己
形
成
の
た
め
の
要
素
を
、
ど
こ
か
ら
で
も
、
思
う
が
ま
ま
に
摂
取
し
得
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が

い
わ
ゆ
る
三
教
融
合
論
と
し
て
、
明
清
に
わ
た
り
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
潮
流
を
生
む
に
至
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
一
心
に
よ
る
三
教
内
包
論

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
永
明
延
寿
（
九
○
四
～
九
七
五
）
が
、
「
三
教
は
み
な
一
真
心
な
り
」
（
註
心
賦
・
巻
一
一
）
と
の
べ
て
お
り
、
元
代
の
道
士
李
道

純
の
「
中
和
集
」
に
も
、
金
丹
の
意
味
を
説
明
し
た
次
の
よ
う
な
文
が
み
ら
れ
る
。

金
と
は
堅
で
あ
る
。
丹
と
は
円
で
あ
る
。
仏
教
で
は
そ
れ
を
円
覚
に
た
と
え
、
儒
教
で
は
そ
れ
を
太
極
に
た
と
え
て
い
る
が
、
も

と
も
と
別
の
物
で
は
な
い
。
本
来
の
一
霊
な
の
で
あ
る
。
本
来
の
真
性
は
、
永
久
不
滅
で
あ
る
。
…
…
体
は
同
じ
で
あ
っ
て
、
名

が
異
な
る
だ
け
で
あ
る
。
（
蝋
瀧
川
鐘

三
教
の
大
聖
人
は
、
経
世
と
出
世
の
根
本
精
神
を
あ
き
ら
か
に
し
、
心
と
心
と
が
相
即
し
て
い
た
。
一
身
は
小
天
地
だ
か
ら
、
神

妙
で
な
い
に
き
ま
っ
て
い
る
が
、
神
妙
な
道
理
は
、
綿
綿
と
存
し
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
倒
邇

こ
れ
に
類
す
る
明
末
清
初
の
人
び
と
の
発
言
は
、
無
数
に
拾
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
い
ま
は
康
煕
年
間
の
著
名
人
納
蘭
性
徳
（
一
六

五五～一六八五）の語を引用して、右の風潮が延々とつづいていたことの一証としよう。しめ
一
一
一
教
の
中
に
は
、
み
な
義
理
あ
り
、
み
な
実
用
あ
り
、
み
な
人
物
あ
り
、
能
く
こ
と
ご
と
く
こ
れ
を
知
る
も
、
な
お
（
己
れ
の
）
見

る
所
、
未
だ
古
人
の
心
事
に
当
た
ら
ず
、
人
を
伏
す
る
能
わ
ざ
る
を
恐
る
。
若
し
そ
の
書
を
読
ま
ず
、
そ
の
道
を
知
ら
ず
、
た
だ

だ
の

つ

一
家
の
説
を
侍
む
の
み
に
て
、
口
を
衝
い
て
乱
罵
す
れ
ば
、
た
だ
み
ず
か
ら
そ
の
孤
随
を
見
す
の
み
。
（
下
略
）
（
通
志
堂
集
・
巻
十

万
暦
年
間
に
活
躍
し
た
李
鼎
は
い
う
。

八
・
十
三
丁
）
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が
設
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
「
西
遊
真
詮
」
の
よ
う
に
、
三
教
を
平
等
視
す
る
評
者
が
あ
る
に
対
し
、
こ
こ
に
紹
介
し
よ
う
と
す
る
汪

備
満
子
症
象
旭
）
評
「
西
遊
証
道
大
奇
書
」
は
、
儒
を
疏
外
し
て
、
「
仙
仏
同
源
」
に
徹
し
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
の
巻
頭
に
か
か
げ
ら
れ
た
「
読

法
」
の
最
初
に
は
、
「
お
お
よ
そ
一
部
の
書
を
読
む
に
は
、
必
ず
著
作
者
の
意
図
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
「
西
遊
記
」
と
な
る
と
、
す
べ

（
４
）

て
仙
仏
同
源
、
金
丹
大
道
を
述
べ
た
の
で
あ
る
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

心
猿
意
馬
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
一
般
に
、
「
心
に
は
た
ら
く
煩
悩
・
妄
念
の
制
し
難
い
こ
と
を
猿
が
わ
め
き
騒
ぐ
の
に
た
と
え
て
い

う
語
」
（
広
雛
型
と
説
明
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
な
り
の
学
問
的
根
拠
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
大
般
浬
樂
経
」
に
は
、
「
衆
生
の
心
性
は
、

猶
お
禰
猴
の
ご
と
し
」
（
大
正
蔵
・
巻
一
二
・
五
一
一
一
六
頁
下
）
と
あ
り
、
ま
た
「
正
法
念
処
経
」
に
は
、
「
彼
の
猿
猴
の
如
く
、
躁
擾
し
て
停
ま
ら
ず
」
（
同

た
ぶ
ら

上
・
巻
一
七
・
一
一
四
頁
上
）
と
あ
る
。
禅
門
に
も
、
「
心
、
猿
猴
に
似
た
ら
ば
、
即
ち
一
一
一
一
回
行
相
違
す
。
名
づ
け
て
自
ら
証
か
す
と
為
す
。
当
に
悪

道
に
堕
す
べ
し
」
愈
悟
要
門
・
巻
上
）
と
い
う
用
例
が
あ
る
。
「
西
遊
記
」
の
原
作
者
は
、
恐
ら
く
そ
の
辺
の
消
息
を
わ
き
ま
え
つ
つ
、
変
幻
自

在
な
妖
術
を
弄
す
る
怪
猿
孫
悟
空
の
活
躍
ぶ
り
を
存
分
に
描
き
尽
く
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
「
西
遊
証
道
大
奇
書
」
（
以
下
「
大
奇
遭

と
略
称
）
の
評
者
（
圧
象
旭
、
以
下
「
評
者
」
と
い
う
の
は
こ
の
人
物
を
指
工
は
、
孫
悟
空
の
性
格
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

、
、

「
西
遊
記
」
の
中
の
孫
極
児
エ
は
、
、
し
に
外
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
心
猿
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
全
篇
の
あ
ち
こ
ち
に
み
え
て
い
る
。
先
天

き
る

十
二
支
の
中
で
は
、
猴
は
申
の
仲
間
で
あ
る
。
申
は
金
で
あ
る
か
ら
金
公
と
も
い
う
。
…
…
猴
行
者
は
金
公
と
呼
ば
れ
て
も
、
押

、
、
、
、
、
、
、
、

し
つ
め
れ
ば
、
心
を
主
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
開
巻
第
一
回
の
提
綱
領
に
は
、
「
心
性
修
持
し
て
大
道
生
ず
」
と
指
示
し
、
須
菩
提
祖

、
、

師
の
お
す
ま
い
を
「
霊
台
方
寸
山
、
斜
月
一
一
一
星
洞
」
と
い
う
の
だ
。
「
霊
台
方
寸
」
と
は
、
心
体
の
名
前
で
あ
る
。
「
斜
月
一
一
一
星
」
と
は
、

、
、

、
心
字
の
形
容
で
あ
る
。
悟
空
が
道
を
成
就
し
て
か
ら
、
須
菩
提
が
悟
空
を
見
送
る
時
、
「
お
前
は
わ
し
の
弟
子
で
は
な
い
ぞ
」
と

二
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、
、
、
、
、
、
、
、

心
猿
意
馬
に
、
一
一
通
り
あ
る
。
正
道
に
帰
す
る
以
前
は
、
心
猿
は
く
，
も
の
糸
や
か
げ
ろ
う
の
よ
う
な
心
猿
に
過
ぎ
な
い
。
金
樋
棒

は
、
そ
の
手
に
し
て
あ
ば
れ
る
道
具
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
意
馬
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
だ
か
ら
第
七
回
（
八
四
頁
）
の
中
の
詩
に
は
、

お
お
ぞ
ら
と
お

つ
・
え

り
し

「
一
点
の
霊
光
は
太
虚
に
微
る
、
い
ず
れ
の
往
杖
か
｝
」
れ
に
如
か
ん
」
と
う
た
い
な
が
ら
、
ま
た
「
猿
猴
の
道
体
は
人
心
に
配
す
れ

お
も
沖

ど
●
も
、
心
は
す
な
わ
ち
猿
猴
に
し
て
意
思
深
し
」
（
同
上
）
と
う
た
う
。
。
…
・
・
正
道
に
帰
し
て
か
ら
は
、
心
猿
は
丹
を
煉
り
道
を
修
め

（
６
）

る
、
心
猿
と
な
っ
て
、
神
龍
は
そ
の
ま
ま
意
馬
で
あ
る
。
（
読
法
・
十
一
一
丁
）

こ
の
よ
う
に
評
者
は
、
孫
悟
空
の
行
動
に
邪
道
と
正
道
の
両
面
の
あ
る
こ
と
を
読
み
と
り
、
こ
の
両
者
の
間
に
た
え
ず
翻
転
の
危
機
が

あ
る
と
し
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
人
間
の
心
に
潜
在
す
る
真
仮
葛
藤
の
危
機
相
状
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

主
演
者
は
あ
く
ま
で
猿
で
あ
る
。
し
か
し
千
態
万
様
を
き
わ
め
る
猿
の
お
ぞ
ま
し
く
も
本
能
丸
出
し
の
言
動
は
、
実
は
人
間
が
そ
の
ま

ま
日
常
生
活
に
さ
ら
け
出
し
ま
た
あ
こ
が
れ
て
い
る
愚
行
悪
徳
の
連
鎖
な
の
で
あ
る
。
人
間
は
こ
の
全
巻
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
笑
話
・
痴

話
・
愚
話
を
く
り
返
し
つ
つ
生
き
つ
づ
け
て
い
る
。
し
か
も
人
間
は
、
そ
こ
か
ら
脱
却
す
る
道
を
容
易
に
発
見
し
得
な
い
の
だ
が
、
実
は

そ
の
道
は
、
人
心
に
本
来
具
有
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
の
二
面
性
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
い
か
め
し
い
教
学
に
く
り

た
猿
と
の
二
面
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

説
く
。
悟
空
は
、
「
自
分
で
会
得
し
た
も
の
で
し
て
、
龍
宮
に
入
っ
た
時
に
は
、
（
須
菩
提
さ
ま
の
弟
子
で
は
な
く
）
生
ま
れ
な
が

ら
の
聖
人
だ
と
名
乗
り
ま
し
ょ
う
」
と
答
え
る
。
こ
の
問
答
は
明
ら
か
に
、
心
猿
の
自
性
の
霊
妙
性
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
…

…
心
猿
が
霊
妙
性
を
具
え
て
い
る
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
の
だ
が
、
ま
だ
善
悪
の
区
別
が
つ
け
ら
れ
ず
、
善
に
も
な
る
し
悪
に

も
な
る
と
い
う
中
間
に
あ
る
。
正
し
い
道
を
修
得
す
れ
ば
、
仏
と
な
り
、
仙
人
と
な
る
。
正
し
い
道
を
修
得
し
な
け
れ
ば
、
単
な

（
５
）

る
動
物
で
あ
る
。
〈
読
法
・
十
丁
～
十
一
丁
）

け
そ
う

悟
空
に
託
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
異
態
・
狂
態
・
変
態
の
描
写
は
、
正
位
か
ら
ず
れ
た
、
心
の
雑
多
な
変
容
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
仮
相
を
は

ら
っ
て
真
相
に
帰
す
れ
ば
、
自
性
霊
通
の
心
に
復
元
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
放
埒
を
き
わ
め
る
猿
と
、
真
性
に
目
覚
め

５



返
し
の
べ
ら
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
人
情
世
態
の
機
微
に
ふ
れ
つ
つ
見
事
に
描
き
き
っ
た
の
が
「
西
遊
記
」
で
あ
り
、

こ
こ
に
こ
の
書
を
単
な
る
通
俗
小
説
と
規
定
し
得
な
い
特
異
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
評
者
は
、
「
西
遊
記
」
が
、
他
の
伝
奇
・
小
説

の
た
ぐ
い
と
全
く
異
な
る
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
の
べ
る
。

ラ
ス
ト
シ
ー
ン

私
は
世
間
に
流
行
す
る
伝
奇
・
演
義
を
た
く
さ
ん
読
ん
だ
。
そ
れ
ら
の
作
品
の
何
よ
り
の
収
場
と
な
る
場
面
は
、
聖
旨
が
と
ど

く
と
、
ひ
ざ
ま
づ
い
て
そ
の
朗
読
を
聴
く
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
世
俗
で
盛
ん
に
も
て
は
や
さ
れ
る
演
義
、
た
と
え
ば

ま
く
あ
き

「
一
二
国
志
」
「
水
耕
伝
」
「
金
瓶
梅
』
の
一
一
一
書
は
、
開
場
に
初
め
か
ら
根
廻
し
が
な
く
、
そ
の
結
末
は
な
ん
と
も
痛
ま
し
い
限
り
で
、

い
つ
も
読
み
お
わ
る
と
、
し
ば
ら
く
の
間
、
不
愉
快
な
気
持
に
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
の
点
こ
の
書
と
な
る
と
、
天
地
末
分
の
境
か
ら

ま
く
あ
き

始
ま
り
、
仏
菩
薩
の
教
え
に
よ
っ
て
終
わ
る
。
こ
の
よ
う
な
開
場
、
｝
」
の
よ
う
な
結
末
は
、
上
下
千
年
、
世
界
内
外
に
求
め
て
も
、

（７）

た
だ
こ
の
一
書
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
（
巻
二
十
・
五
十
丁
左
）

こ
こ
に
「
天
地
末
分
の
境
か
ら
始
ま
る
」
と
い
う
の
は
、
丹
道
の
淵
源
を
さ
し
、
「
仏
菩
薩
の
教
え
に
よ
っ
て
終
わ
る
」
と
い
う
の
は
、
仏

教
の
教
体
を
さ
す
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
先
に
も
引
用
し
た
よ
う
に
、
「
「
西
遊
記
」
の
一
書
は
、
す
べ
て
こ
れ
仙
仏
同
源
・

金
丹
の
大
道
を
講
ず
る
な
り
」
（
読
法
・
－
工
と
断
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

先
に
み
た
よ
う
に
一
方
で
三
教
一
致
が
唱
え
ら
れ
る
時
勢
に
、
あ
た
か
も
儒
教
を
疏
外
し
た
か
の
よ
う
に
「
仙
仏
同
源
」
を
押
し
出
す
の

は
、
い
さ
さ
か
不
似
合
か
も
分
か
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
評
者
は
、
「
真
正
の
儒
者
は
、
決
し
て
二
氏
を
以
て
異
端
と
な
さ
ず
」
（
巻

八
・
五
十
一
工
と
、
そ
の
偏
見
を
先
廻
り
し
て
抑
え
て
い
る
。
だ
が
本
書
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
評
語
の
中
に
は
、
し
ば
し
ば
迂
儒
が
登
場
し
、

全
篇
の
裏
方
を
つ
と
め
る
場
面
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
本
書
の
ね
ら
い
が
儒
教
的
倫
理
観
の
宣
布
よ
り
超
脱
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
心
霊
の
発

揮
に
集
約
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

、

先
に
心
猿
に
つ
い
て
の
べ
た
よ
う
に
、
要
す
る
に
人
間
に
せ
よ
禽
獣
に
せ
よ
、
そ
の
迷
惰
昇
沈
の
関
鍵
と
な
る
も
の
は
心
で
あ
る
。
「
こ
の

心
の
存
在
が
白
覺
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
人
間
界
と
天
上
界
の
区
別
が
生
じ
る
。
三
教
の
聖
人
は
、
道
す
じ
が
ち
が
っ
て
い
る
か

６



ら
、
工
夫
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。
だ
が
大
要
の
帰
す
る
と
こ
ろ
は
、
い
ず
れ
も
人
び
と
に
心
を
収
め
さ
せ
る
以
外
に
は
な
い
。
」
（
巻
一
・
一
二
十
一
一

工
斉
天
大
聖
（
孫
悟
空
）
が
い
く
ら
肋
斗
雲
に
乗
っ
て
天
地
四
方
を
飛
び
ま
わ
っ
て
も
、
如
来
の
手
の
外
に
出
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
つ
ま

り
結
論
と
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
「
如
来
は
外
で
も
な
い
、
こ
の
心
の
正
常
態
で
あ
る
。
妖
猴
は
外
で
も
な
い
、
こ
の
心
の
変
則
態
で
あ
る
。

へ
ん
〃

だ
か
ら
妖
猴
が
い
く
ら
千
万
に
変
化
し
て
も
、
結
局
、
本
来
の
面
目
を
離
れ
な
い
の
で
あ
る
」
（
巻
二
・
十
六
亜
｝
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

た
だ
心
は
活
溌
溌
地
、
十
方
無
擬
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
寸
毫
で
も
己
れ
を
誇
り
、
是
非
分
別
を
生
じ
、
非
義
の
意
欲
を

も
ち
始
め
る
や
、
忽
ち
霊
力
は
か
げ
り
、
そ
の
本
来
の
相
状
・
力
用
は
消
滅
し
て
し
ま
う
。
「
心
生
ず
れ
ば
種
種
の
魔
生
じ
、
心
滅
す
れ

（
９
）

ぱ
種
種
の
魔
減
す
。
一
部
の
「
西
遊
記
」
は
、
た
だ
こ
れ
か
く
の
如
し
」
（
巻
一
二
・
四
十
六
丁
）
と
は
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
法
と
魔
と
の
こ
の
波
澗

万
丈
の
葛
藤
相
克
こ
そ
「
西
遊
記
」
の
描
く
あ
か
ら
さ
ま
な
世
態
人
情
で
あ
り
、
い
ま
ま
で
ま
る
で
入
ご
と
の
よ
う
に
た
だ
笑
い
こ
け
て

読
み
と
ば
し
て
き
た
読
者
は
、
そ
の
虚
を
つ
か
れ
た
こ
と
に
気
づ
く
や
、
己
れ
の
真
の
落
着
処
を
求
め
て
、
あ
わ
て
ふ
た
め
く
こ
と
に
も

な
る
だ
ろ
う
。
「
妖
魔
が
く
り
返
し
出
現
す
る
様
は
、
全
く
世
上
の
人
情
そ
っ
く
り
で
あ
る
。
世
上
の
人
情
の
く
り
返
し
は
、
ま
さ
に
妖

魔
の
仕
業
で
あ
る
。
「
西
遊
記
」
を
作
っ
た
者
は
、
妖
魔
を
借
り
て
人
間
の
影
を
画
い
た
だ
け
で
あ
る
。
」
（
巻
十
六
・
一
丁
）

と
こ
ろ
で
先
に
心
猿
を
象
徴
と
し
て
一
切
衆
生
が
本
来
面
目
を
具
有
す
る
こ
と
を
の
べ
た
が
、
こ
れ
を
も
っ
と
も
高
唱
す
る
の
は
、
禅

ぞ
く
え
ん
た
ち
き
る
た
い
き
よ
う
ぶ
つ
よ
く
か
ら
か
ら
仏

宗
で
あ
る
。
こ
こ
ろ
み
に
「
西
遊
記
」
を
ひ
も
と
く
と
、
「
塵
縁
を
割
断
し
て
色
相
を
離
れ
、
金
海
を
椎
乾
し
て
禅
心
を
悟
る
」
（
第
五
十
五
回
・

お
な
じ

そ
の
と
お
り

七
七
五
頁
）
の
句
が
み
え
る
し
、
ま
た
第
七
十
四
回
冒
頭
の
詩
に
は
、
「
情
欲
の
原
因
は
総
て
一
般
、
情
あ
り
欲
あ
る
は
も
と
よ
り
如
然
、
沙

ね
っ
し
ん

門
の
修
煉
に
紛
々
た
る
の
士
の
、
欲
を
断
ち
情
を
忘
る
る
は
す
な
わ
ち
こ
れ
禅
」
と
あ
り
、
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
表
現
を
随
処
に
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
ひ
ん
ぱ
ん
に
用
い
ら
れ
る
「
見
性
明
心
」
と
い
う
術
語
自
体
が
、
禅
よ
り
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
こ
の
長
編
小
説

を
、
禅
の
一
点
か
ら
総
な
で
し
て
み
る
と
い
う
こ
こ
ろ
み
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
大
奇
書
」
の
評
者
の
ね
ら
い
も
あ
る
い
は
そ
こ
に
あ

を
、
禅
の
一
点
か
ら
総
な
云

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

７



論
よ
り
も
、
円
満
無
磯
全

み
取
る
べ
き
で
あ
る
壼
写

こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
明
末
清
初
に
か
け
て
心
学
思
潮
が
膨
涛
と
し
て
わ
き
起
こ
っ
た
反
面
に
、
「
人
生
に
は
欠
陥
多
し
」

と
い
う
考
え
方
も
あ
わ
せ
流
行
し
た
事
実
で
あ
る
。
「
仏
教
は
人
倫
を
幻
妄
視
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
宋
代
以
来
の
あ
り
ふ
れ
た
排
仏

論
よ
り
も
、
円
満
無
磯
を
高
唱
す
る
仏
学
内
部
に
「
人
生
に
は
欠
陥
多
し
」
と
い
う
反
省
が
と
も
な
っ
た
こ
と
に
、
余
程
重
要
な
意
味
を
く

元
来
、
心
学
（
人
間
の
行
動
規
範
の
根
拠
を
天
与
の
道
理
に
求
め
な
い
で
、
己
心
の
自
主
的
発
想
に
求
め
る
学
問
）
と
は
絶
対
主
体
た
る
心
の
尊
厳
性
・
自
主

、
、
、
、

性
・
優
越
性
を
標
傍
し
て
成
立
し
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
の
に
そ
れ
の
流
行
に
つ
れ
て
欠
陥
世
界
が
意
識
さ
れ
始
め
た
の
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ

う
か
。
思
う
に
心
学
と
は
、
｜
切
の
責
任
を
心
に
帰
一
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
己
れ
の
完
結
性
を
誇
り
と
す
る
に
終
わ
る
べ
き
も
の
で

は
な
く
、
心
の
内
外
に
巣
く
う
善
悪
浄
機
・
紛
塵
細
念
を
微
塵
も
見
逃
さ
な
い
透
視
力
を
も
ち
、
こ
れ
を
直
下
に
粉
砕
す
る
意
欲
に
満
ち

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
心
の
高
ま
り
は
、
当
然
魔
の
高
ま
り
と
呼
応
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
小
悟
に
甘
ん
じ
な
い
で
、
大
悟

を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
い
く
た
ぴ
か
の
試
行
錯
誤
も
さ
け
ら
れ
な
い
行
道
過
程
で
あ
る
。
そ
の
欠
陥
を
心
外
に
ず
ら
せ
よ
う
と
す
る
時
、

な
ｔ

ら
上

た
ち
ま
ち
心
は
魔
に
変
質
す
る
。
大
醤
淫
不
杲
（
一
○
八
九
～
一
一
六
一
二
）
の
一
一
一
一
口
葉
を
借
り
る
な
ら
、
「
生
な
る
処
は
熟
せ
し
め
、
熟
せ
る
処
は
生
な

ら
し
め
称
〕
と
い
う
、
徹
底
し
た
自
己
内
転
換
が
要
求
さ
れ
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
心
の
本
相
を
保
た
せ
る
内
発
要
件
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
欠
陥
を
所
与
の
条
件
と
し
て
、
そ
の
縫
合
に
あ
く
せ
く
す
る
だ
け
な
ら
、
心
は
法
理
幻
を
失
い
、
逢
魔
の
機
を
の
が
し
、
自
己

改
革
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
消
滅
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
輩
を
取
天
台
（
一
五
二
四
～
一
五
九
六
）
は
、
「
，
も
し
失
敗
に
こ
り
ご
り
し
て
、

、
、

ひ
た
す
ら
世
間
と
調
子
を
合
わ
せ
る
な
ら
、
た
と
い
完
全
に
外
物
と
う
ま
く
そ
り
を
合
わ
せ
て
Ｄ
も
、
道
か
ら
遠
く
へ
だ
た
っ
て
い
る
の
で

す
」
（
欣
天
台
文
集
・
巻
四
与
管
登
之
・
第
二
錘
と
、
忠
告
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
心
の
発
条
を
、
さ
ら
に
明
確
に
喝
破
し
た
の
が
、
屡
燕
（
一
六

四
四
～
’
七
○
五
）
で
あ
る
。
彼
は
こ
う
の
べ
る
。

’’一
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天
地
は
奇
を
好
む
か
ら
、
い
つ
も
（
そ
の
生
成
に
）
欠
陥
を
残
し
て
、
人
の
処
理
を
待
つ
の
で
あ
る
。
も
し
そ
の
智
力
を
出
し
て
天

地
の
欠
陥
を
補
う
な
ら
、
そ
の
人
は
や
が
て
造
物
者
同
然
の
効
果
を
発
揮
で
き
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
古
来
の
聖
賢
英
傑
は
、
い

ず
れ
も
天
地
の
欠
陥
を
補
っ
た
人
で
あ
る
。
人
が
天
地
の
欠
陥
を
補
え
な
い
な
ら
、
ゆ
く
ゆ
く
天
地
か
ら
欠
陥
を
受
け
る
だ
け
で

（
皿
）

あ
る
。
そ
れ
は
廃
人
で
な
け
れ
ば
、
庸
人
に
過
ぎ
な
い
。
（
二
十
七
松
堂
築
・
巻
六
・
墓
修
衝
麺
峡
路
疏
）

欠
陥
世
界
だ
と
わ
き
ま
え
て
い
れ
ば
、
心
眼
が
澄
め
ば
澄
む
ほ
ど
諸
方
か
ら
の
悪
魔
の
襲
来
を
素
早
く
察
知
で
き
る
。
こ
れ
を
「
西
遊

ざ
か
ん

記
」
で
は
、
「
道
徳
高
く
隆
な
れ
ば
、
魔
障
も
高
く
、
禅
機
は
も
と
静
な
れ
ど
も
静
は
妖
を
生
ず
」
（
第
四
十
回
・
五
五
七
頁
）
、
「
道
高
き
こ
と
－

あ
や
土
す
ま
い

尺
な
れ
ば
魔
高
き
こ
と
（
一
）
丈
、
性
は
乱
れ
情
は
昏
み
錆
っ
て
家
を
認
む
」
（
第
五
十
回
・
七
○
六
頁
）
、
「
道
高
き
こ
と
一
尺
な
れ
ば
魔
千
丈
」
（
第

六
十
一
回
八
五
○
頁
）
な
ど
と
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
語
を
評
者
は
、
「
篇
中
に
云
う
、
「
道
高
き
こ
と
一
尺
な
れ
ば
魔
高
き
こ
と
（
一
）
丈
」

、
、

・
え

と
。
ま
さ
に
こ
れ
名
言
な
り
。
も
し
か
の
丈
魔
な
く
ん
ぱ
、
ま
さ
に
一
」
の
尺
道
な
か
ら
ん
。
即
ち
い
わ
ゆ
る
沙
の
う
ち
に
金
を
淘
る
、
こ

れ
な
り
。
沙
を
離
れ
て
は
決
し
て
金
あ
る
の
理
な
し
。
魔
を
離
れ
て
は
ま
た
決
し
て
道
あ
る
の
理
な
し
」
（
巻
十
・
一
一
丁
）
と
敷
延
す
る
。

早
く
、
「
煩
悩
の
大
海
に
入
ら
ず
ん
ぱ
、
則
ち
一
切
の
智
宝
を
得
る
こ
と
能
わ
ず
」
（
万
善
同
帰
蕊
・
巻
上
）
と
い
っ
た
の
は
、
永
明
延
寿
で
あ

る
が
、
延
寿
に
は
ま
た
「
道
高
け
れ
ば
魔
盛
ん
な
り
」
〈
同
上
）
の
語
が
あ
る
。
実
は
こ
の
後
の
語
は
、
す
で
に
天
台
智
顎
（
五
一
一
一
八
～
五
九
七
）

の
「
天
台
小
止
観
」
（
大
正
蔵
巻
四
六
四
七
○
頁
中
）
に
み
え
て
お
り
、
そ
の
後
こ
の
語
は
い
く
人
か
の
禅
者
に
も
注
目
さ
れ
、
明
末
に
流
行
し

た
諸
種
の
「
拐
厳
経
」
注
釈
書
に
も
み
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
に
示
し
た
「
仏
高
一
尺
、
魔
高
一
丈
」
（
仏
高
き
こ
と
一
尺
な
れ
ば
、
魔
高
き
こ
と
一

丈
）
の
語
を
核
心
と
し
て
作
ら
れ
た
の
が
、
明
代
前
期
の
禅
僧
空
谷
景
隆
（
一
一
一
一
九
三
～
一
四
七
○
）
の
「
破
魔
歌
」
（
空
谷
集
・
巻
二
）
で
あ
ろ
う
。
禅
者

と
し
て
の
宗
風
必
ず
し
も
峻
蛸
で
な
い
景
隆
の
作
品
で
は
あ
る
が
、
仏
魔
一
体
を
体
得
さ
せ
る
妙
句
と
し
て
、
そ
の
後
し
ば
し
ば
愛
用
さ

れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
王
陽
明
に
私
淑
し
た
郭
定
宇
（
一
五
四
一
～
一
五
九
九
）
は
、
禅
趣
を
た
だ
よ
わ
せ
た
人
と
い
わ
れ
る
が
、
時
宰
王
荊
石
（
錫
爵
）
に
あ

て
た
書
信
の
中
で
、
治
政
の
心
得
を
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
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清
初
の
思
想
家
孫
夏
峰
（
一
五
八
四
～
一
六
七
五
）
も
、
知
人
を
励
ま
す
の
に
、
こ
の
語
を
用
い
て
い
る
し
〈
夏
朧
準
巻
一
一
・
答
田
華
石
）
、
同
時
代

の
著
名
僧
弘
覚
道
悪
（
一
五
九
六
～
一
六
七
四
）
に
も
、
同
様
の
こ
と
が
み
ら
れ
る
（
語
録
・
巻
一
・
二
十
丁
）
。

こ
の
傾
向
は
道
教
に
ま
で
浸
潤
し
て
行
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
万
暦
年
間
の
有
能
な
道
士
に
よ
っ
て
作
製
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
「
性
命
圭

旨
」
（
貞
巻
〉
移
神
内
院
端
拱
冥
心
の
条
に
は
、
心
を
安
定
さ
せ
る
方
法
を
説
い
て
、
「
神
通
が
具
足
し
た
ら
、
い
よ
い
よ
め
だ
た
ぬ
よ
う
に

、
、

し
、
才
知
を
つ
つ
ん
で
ひ
ら
め
か
せ
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
か
ど
を
た
て
る
と
、
悪
魔
が
と
り
つ
く
だ
ろ
う
。
「
道
高
き
｝
」
と
一
尺
な
れ

ば
、
魔
高
き
こ
と
一
丈
」
と
い
う
古
語
が
あ
る
。
入
定
し
て
い
る
時
、
さ
ま
ざ
ま
な
善
悪
の
こ
と
を
耳
に
し
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
好
き
き

（
皿
）

ら
い
の
様
態
が
あ
ら
わ
れ
て
も
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
悪
魔
の
し
わ
ざ
だ
か
ら
、
そ
れ
に
執
着
し
て
は
い
け
な
い
」
と
の
べ
て
い
る
。

さ
て
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
右
に
の
べ
た
よ
う
に
本
来
的
真
性
は
凝
然
と
し
て
固
定
し
た
清
浄
境
で
は
な
く
て
、
そ
れ
が
自
己
実

現
を
は
か
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
煩
悩
塵
芥
中
に
素
肌
を
さ
ら
し
つ
つ
、
そ
の
緊
張
関
係
を
保
持
し
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
仏
魔
一
体
・
浄
犠
不
二
と
い
わ
れ
る
が
、
魔
か
ら
仏
へ
、
微
か
ら
浄
へ
の
翻
転
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
翻
転
は
、
ど
の

、
、
、
、
、
、
、
、

よ
う
に
し
て
行
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
従
来
、
禅
門
で
は
頓
と
漸
が
区
分
さ
れ
、
さ
ら
に
細
か
く
頓
悟
頓
修
と
頓
悟
漸
修
の
対
立
さ
え
宗

ぱ
、
仏
教
』

し
て
い
る
。

「
西
遊
記
」
の
中
に
は
、
「
悟
れ
ば
す
な
わ
ち
刹
那
に
正
と
な
り
、
迷
い
て
は
万
劫
も
流
れ
に
沈
む
。
も
し
よ
く
一
念
、
真
修
に
合
わ
ぱ
、

ざ
ゆ
く

恒
沙
の
罪
垢
を
滅
尽
せ
ん
」
（
第
一
一
十
九
回
冒
頭
詩
）
と
、
道
と
魔
の
刹
那
の
逆
転
を
説
い
て
い
る
場
〈
ロ
も
あ
る
が
、
「
大
奇
書
」
の
評
者
に
よ
れ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ぱ
、
仏
教
に
は
頓
漸
の
両
途
が
あ
る
が
、
道
教
に
は
漸
の
み
あ
っ
て
頓
が
な
い
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
「
西
遊
記
」
の
説
相
の
特
色
を
規
定

（
鳩
）

風
を
分
け
る
基
準
と
栞
こ
れ
て
き
た
。

王
荊
石
相
公
・
第
三
書
）

学
道
の
心
が
し
っ
か
り
し
て
い
ま
す
と
、
天
は
さ
ま
ざ
ま
な
魔
を
派
遣
し
て
そ
の
本
心
を
た
め
し
、
色
々
に
か
き
乱
し
て
、
そ
の

じ
よ
う
０
匙

定
力
を
集
め
ま
す
。
だ
か
ら
、
「
道
高
き
こ
と
一
尺
な
れ
ば
、
魔
高
き
こ
と
一
十
と
と
い
わ
れ
る
の
で
す
。
（
斑
文
潔
公
件
橋
・
巻
八
・
与
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、
、
、
、

そ
Ｊ
い
〕
そ
も
頓
悟
頓
修
を
本
旨
と
す
る
禅
よ
り
す
れ
ば
、
「
西
遊
記
」
に
延
々
と
展
開
さ
れ
た
八
十
一
難
の
物
語
な
ど
無
用
の
長
物
に
過
ぎ

ま
い
。
一
句
・
二
句
の
公
案
、
あ
る
い
は
一
挙
手
一
投
足
の
対
応
で
事
足
り
る
も
の
を
、
な
ん
で
数
十
万
字
を
弄
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
。

そ
の
点
、
評
者
は
十
分
理
解
し
て
い
た
。
次
の
語
を
み
よ
。

思
う
に
仏
教
は
見
性
明
心
を
基
本
と
し
て
い
る
か
ら
、
禅
関
を
打
破
し
、
そ
の
空
寂
を
明
ら
か
に
し
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分

な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
六
柤
慧
能
の
悟
道
詩
に
は
、
「
菩
提
本
無
樹
、
明
鏡
亦
非
台
、
本
来
無
一
物
、
焉
得
惹
塵
挨
」
と
あ
る
。
こ

れ
を
見
て
五
祖
は
、
直
ち
に
衣
鉢
を
伝
え
た
。
そ
こ
に
は
（
道
教
で
い
う
）
九
九
（
の
難
）
は
あ
り
は
し
な
い
。
た
だ
煉
丹
の
法
は
、

九
九
の
火
候
を
絶
対
に
粗
末
に
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
だ
か
ら
「
九
九
真
に
帰
す
る
は
、
仏
門
の
事
に
あ
ら
ず
。
読
者
切
に

（
〃
）

慣
認
す
る
な
か
れ
」
と
い
う
の
で
あ
る
（
読
法
・
五
丁
～
六
丁
）
。

こ
の
よ
う
に
評
者
は
、
「
西
遊
記
」
の
叙
述
法
が
、
純
禅
の
系
譜
か
ら
そ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
言
す
る
の
だ
が
、
さ
ら
に
進
ん
で
は
、

、
、
、
、

「
西
遊
記
」
で
講
釈
す
る
丹
道
は
、
す
べ
て
性
命
双
修
な
の
で
あ
る
。
思
う
に
性
命
双
修
一
」
そ
は
、
仙
仏
同
源
の
妙
処
で
あ
る
。

だ
か
ら
須
菩
提
は
初
め
に
孫
悟
空
に
口
訣
を
授
け
て
、
す
な
わ
ち
「
惜
し
む
ら
く
は
、
性
命
を
修
む
る
に
他
説
な
し
」
（
第
一
一
回
・
二
十

量
と
い
い
、
つ
づ
い
て
「
す
べ
て
み
な
精
・
気
・
神
で
あ
っ
て
、
謹
ん
で
丁
重
に
し
ま
い
込
ん
で
漏
ら
し
て
は
な
ら
ぬ
」
と
い
う

、
、
、
、
、
、
、

し
よ
う
叩
よ
う

、
、
、
、
、

の
は
、
命
を
修
め
る
根
本
な
の
で
あ
う
（
》
。
そ
の
下
方
に
、
「
邪
欲
を
屏
除
し
清
涼
を
得
」
と
い
う
の
は
、
性
を
修
め
る
は
た
ら
き
で

（
府
）

全
の
う
○
。
（
説
法
・
四
丁
）

。
？
い
、
？
号

仏
教
で
は
、
空
門
と
称
し
、
す
べ
て
空
寂
を
基
本
と
し
て
い
る
。
（
こ
れ
に
対
し
）
道
教
の
内
丹
外
丹
は
、
有
為
有
作
の
説
で
あ
っ

て
、
空
寂
と
い
う
語
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
仏
教
に
は
頓
と
漸
の
二
派
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
道
教
の
工
夫
は
、
漸
だ
け
で
頓
は
な

い
。
「
西
遊
記
」
で
一
段
一
段
と
工
夫
さ
せ
る
の
は
、
す
べ
て
有
為
有
作
で
あ
っ
て
、
し
っ
か
り
足
も
と
を
固
め
る
の
を
ね
ら
っ
て

む
し
む
い

い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
丹
が
で
き
上
が
り
道
が
成
就
す
る
と
、
仏
教
と
同
じ
様
に
、
い
ず
れ
山
ｂ
無
思
無
為
の
境
に
帰
す
る
の

た
ち
ど
こ
ら
に

た
ち
ど
二
毛
に

で
あ
る
。
。
：
…
従
来
、
立
地
成
仏
と
一
一
一
一
口
わ
れ
る
だ
け
で
、
全
く
立
地
成
仙
す
る
者
が
い
な
い
の
で
、
「
西
遊
記
」
が
作
ら
れ
た
の
で
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こ
の
よ
う
な
性
命
双
修
論
（
性
と
命
と
涛
蝿
べ
て
腱
，
る
の
論
）
は
、
必
ず
し
も
性
と
命
と
の
二
元
を
立
て
ま
え
と
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
根
源
に
お
い
て
は
性
と
命
と
の
一
体
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
万
暦
年
間
に
お
け
る
傑
出
し
た
道
士
陸
西
星
の
「
性

命
論
」
（
方
壷
牡
史
・
圭
子
鱸
玄
蝋
爾
所
収
）
に
は
、
性
と
命
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

性
は
万
物
の
一
源
で
あ
る
。
命
は
め
い
め
い
が
自
立
す
る
所
で
あ
る
。
性
は
命
が
な
け
れ
ば
顕
在
化
し
な
い
。
命
は
性
が
な
け
れ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ぱ
霊
妙
で
な
い
。
性
は
命
の
中
心
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
命
は
性
の
便
乗
す
る
も
の
で
あ
る
。
…
…
性
は
神
で
あ
る
。
命
は
精
と

、
、
、
、

気
で
あ
る
。
性
は
無
極
で
あ
る
。
命
は
太
極
で
あ
る
。
両
者
を
分
け
る
｝
」
と
は
で
き
な
啼
斫

性
と
命
と
の
微
妙
な
か
ら
み
合
い
を
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
性
命
一
体
（
あ
る
い
は
馳
駆
券
）
と
断
じ
き
れ
な
い
条
件
が
ひ
そ
め
ら
れ

て
い
る
と
い
う
印
象
は
ぬ
ぐ
い
が
た
い
。
仏
教
と
道
教
に
関
心
を
よ
せ
な
が
ら
、
儒
教
の
リ
ゴ
リ
ズ
ム
に
反
感
を
い
だ
い
た
文
人
屠
隆
は
、

、
、

ｗ
の
ｂ
の
へ
た

「
中
庸
」
の
「
天
命
こ
れ
を
性
と
調
う
」
の
〈
叩
を
命
令
と
理
解
す
る
儒
説
を
否
定
し
て
、
「
命
は
命
蒋
を
指
し
、
性
は
神
霊
を
指
す
。
こ
れ
後

世
の
性
命
双
修
の
根
本
な
り
」
（
仏
法
金
泌
録
・
巻
上
・
十
九
丁
・
測
製
）
と
い
っ
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
性
命
の
分
析
は
、
決
し
て
仏
教
側
の

承
認
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
明
末
の
高
僧
雲
棲
株
宏
（
一
五
一
一
一
五
～
一
六
一
五
）
は
、
そ
の
箸
「
正
訓
集
」
（
性
命
双
修
の
条
）
の
中
で
、

次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。

と
の
べ
る
。道
家
の
連
中
は
、
道
家
は
性
命
双
修
だ
と
い
い
、
仏
学
は
性
だ
け
を
修
め
て
命
は
修
め
な
い
と
い
う
が
、
こ
れ
は
ま
ち
が
っ
て
い

る
Ｃ
思
う
に
道
家
は
神
を
性
だ
と
し
、
気
を
命
だ
と
し
、
神
を
使
い
気
を
あ
や
つ
り
、
神
が
凝
集
し
気
が
結
合
し
て
丹
と
成
る
の

を
、
性
命
双
修
と
い
い
、
仏
教
で
見
性
だ
け
を
口
に
し
て
、
気
に
言
及
し
な
い
の
を
、
性
を
修
め
る
だ
け
で
命
を
欠
如
し
て
い
る

か
ら
、
偏
枯
と
名
づ
け
る
と
い
う
。
だ
が
こ
れ
は
み
ず
か
ら
性
と
い
う
も
の
を
誤
解
し
て
い
る
の
に
気
づ
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

仏
教
で
い
う
性
は
、
広
大
の
き
わ
み
、
深
遠
の
き
わ
み
で
あ
っ
て
、
気
と
並
べ
て
説
く
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
気
が
性
の
中
に
ふ

｛
旧
）

あ
る
。
性
命
の
工
夫
が
で
き
上
が
る
と
、
き
っ
と
そ
の
効
果
が
あ
ら
わ
れ
る
。
（
鐇
蠅
法
・
八
丁
）
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そ
れ
で
は
な
ぜ
頓
悟
漸
修
・
性
命
双
修
の
立
場
に
お
い
て
、
こ
の
作
品
は
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
評
者
は
、
そ
の
意
図

を
本
書
第
三
十
回
の
描
写
に
読
み
と
ろ
う
と
す
る
。

こ
の
回
で
は
、
黄
抱
怪
と
い
う
妖
魔
の
悪
計
に
か
か
り
、
三
蔵
法
師
が
水
を
吹
き
か
け
ら
れ
る
や
、
「
長
老
の
ま
こ
と
の
姿
は
殿
上
か

ら
消
え
、
ま
こ
と
一
匹
の
ま
だ
ら
な
猛
虎
と
変
ず
る
」
西
○
七
頁
）
異
変
に
あ
い
、
八
戒
が
あ
わ
て
て
花
果
山
に
い
る
孫
悟
空
の
助
け
を
求

め
る
場
面
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
評
者
は
次
の
よ
う
な
感
慨
を
も
ら
し
て
い
る
。

お
い
た
わ
し
い
こ
と
だ
、
お
い
た
わ
し
い
こ
と
だ
。
私
は
「
西
遊
記
」
を
読
ん
で
こ
の
回
に
至
る
ご
と
に
、
書
物
を
お
お
っ
て
し
と

、
、

。
｝
ん
せ
ん

ど
に
涙
し
な
い
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
（
一
二
蔵
法
師
は
）
温
厚
で
慈
悲
深
く
、
道
は
高
く
徳
は
重
く
、
金
蝉
長
老
の
生
ま
れ
か
わ

り
と
し
て
、
修
煉
を
重
ね
ら
れ
た
の
に
、
不
意
に
ま
だ
ら
な
猛
虎
に
変
わ
っ
て
し
ま
わ
れ
た
。
こ
れ
は
（
易
経
・
革
卦
に
い
う
）

「
大
人
は
虎
変
す
る
」
も
の
な
の
か
。
世
間
で
は
、
善
行
謙
遜
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
僧
と
い
い
、
悪
行
剛
猛
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
虎

と
い
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。
虎
と
僧
と
は
真
反
対
で
あ
る
。
だ
の
に
今
、
そ
の
両
者
が
合
体
し
て
一
つ
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

、
、
、

一
一
一
蔵
の
罪
業
が
こ
ん
な
結
果
を
招
く
は
ず
が
な
い
。
作
者
の
ね
ら
い
は
、
す
べ
て
き
び
し
い
一
一
一
一
口
い
方
を
し
た
の
で
あ
る
。
心
を
放

、

つ
弊
害
は
、
こ
こ
ま
で
深
刻
に
な
る
の
で
あ
る
。
：
。
…
け
れ
ど
も
世
間
で
は
、
虎
が
僧
と
な
る
例
は
少
な
く
、
僧
が
虎
と
な
る
例

く
ま
れ
る
ざ
ま
は
、
一
波
が
大
海
原
に
ふ
く
ま
れ
る
の
と
変
わ
り
は
な
い
。
仏
性
を
会
得
す
る
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
虚
空
法
界
を
、

（
、
）

す
べ
て
具
足
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
し
て
一
身
の
気
を
包
摂
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
時
、
「
西
遊
記
」
は
、
仙
仏
同
源
と
は
い
う
も
の
の
、
頓
悟
漸
修
の
禅
風
と
性
命
双
修
の
修
煉
と
の
合
体
の
上

に
成
立
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
評
者
自
身
も
十
分
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
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葉
で
あ
る
。

、
、
、
、

僧
が
虎
と
な
り
、
虎
が
僧
と
な
る
こ
の
大
変
身
が
出
現
す
る
の
は
、
そ
れ
こ
そ
仏
魔
一
体
だ
か
ら
で
あ
る
。
魔
に
［
曰
を
そ
ら
す
よ
う
な

仏
は
玩
空
に
甘
ん
ず
る
も
の
、
仏
に
目
を
そ
ら
す
よ
う
な
魔
は
無
力
な
草
賊
に
過
ぎ
な
い
。
「
魔
あ
れ
ば
道
を
成
ぜ
ず
、
魔
な
け
れ
ば
ま

し
ん
し
ん

た
道
を
成
ぜ
ず
」
〈
巻
一
・
十
七
丁
）
と
い
う
の
が
、
人
間
の
さ
け
ら
れ
ね
宿
命
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
ま
た
真
心
開
発
の
契
機
が
、
行
き
つ
く
先

に
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
こ
の
小
説
は
八
方
破
れ
と
も
い
う
べ
き
方
法
で
暗
示
す
る
。
ど
の
よ
う
に
高
徳
な
僧
●
も
魔
の
巧
妙
な
仕
掛

、
、
、

か
ら
の
が
れ
ら
れ
な
い
し
、
そ
の
上
八
十
一
難
は
魔
を
超
克
す
る
こ
と
の
困
惑
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
体
験
さ
せ
る
。
魔
の
強
さ
と
し
た
た

、
、

か
さ
を
知
っ
て
こ
そ
、
百
難
辛
苦
に
た
え
得
る
強
靱
な
証
果
が
体
得
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
に
先
に
引
用
し
た
「
道
高
き
←
」
と
一
尺

な
れ
ば
、
魔
高
き
こ
と
一
丈
」
と
い
う
語
の
も
つ
千
金
の
重
み
が
感
得
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
評
者
は
、
こ
の
回
の
も
つ
意
味
を
か

く
く
つ
高
く
評
価
し
、
次
の
よ
う
に
の
べ
る
。

こ
の
一
回
の
中
に
修
道
の
か
な
め
は
、
こ
の
上
●
も
な
く
明
白
に
、
こ
の
上
も
な
く
詳
細
に
示
さ
れ
て
い
て
、
何
も
つ
け
足
す
こ
と

は
な
い
。
読
者
が
そ
れ
を
熟
読
玩
味
す
れ
ば
、
「
西
遊
記
」
全
編
に
引
き
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
道
蔵
全
体
に
引
き
当
て
る
こ

か
た

と
●
も
で
き
る
。
．
…
・
・
一
心
を
学
ば
な
け
れ
ば
、
い
く
ら
長
生
き
を
願
っ
て
も
、
釘
や
鉄
を
か
む
の
と
同
じ
こ
と
、
剛
く
て
ど
う
に

、
、
、

、
、
、
、

●
も
な
ｈ
／
は
し
な
い
。
…
…
今
日
の
人
び
と
は
ぐ
ず
ぐ
ず
と
し
ま
り
が
な
く
、
わ
ず
か
の
知
識
を
得
る
と
、
す
ぐ
に
ほ
い
ほ
い
と

悦
に
入
り
、
「
お
れ
は
道
を
体
得
し
た
」
と
い
う
。
わ
ず
か
な
う
ぬ
ぼ
れ
が
途
方
も
な
く
広
が
っ
て
、
果
て
し
な
い
ま
ち
が
い
と
な

（
廷
）

る
。
こ
の
回
を
千
万
遍
ｊ
ｂ
熟
読
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
妙
所
は
分
か
ら
な
い
だ
ろ
う
。
（
巻
一
・
十
八
丁
）

だ
か
ら
こ
そ
先
に
も
引
用
し
た
よ
う
に
、
「
道
高
一
尺
、
魔
高
千
丈
」
の
語
を
、
く
り
返
し
反
省
の
資
と
せ
よ
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が

、
、

評
者
は
こ
こ
に
仏
教
界
の
堕
落
と
い
う
よ
」
り
も
、
現
実
社
会
の
ざ
ま
ざ
一
ま
な
転
倒
相
を
直
視
し
て
、
心
猿
へ
の
期
待
を
増
幅
し
て
い
る

、
、

の
で
あ
ろ
う
。
「
行
者
（
孫
悟
空
）
の
難
来
る
は
、
ま
た
正
に
放
心
の
収
め
が
た
き
処
を
見
る
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
そ
れ
を
し
め
く
く
る
一
一
一
一
口

（
釦
）

は
な
か
な
か
多
い
。
（
巻
六
・
一
一
十
丁
）
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、
、
、
、

、
、
、
、

こ
こ
で
押
さ
え
て
お
く
べ
き
問
題
が
あ
る
。
評
者
は
本
書
を
頓
悟
漸
修
の
立
場
か
ら
書
写
さ
れ
た
と
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
頓
悟
頓
修
の

、
、
、
、

立
場
か
ら
一
歩
後
退
し
て
い
る
←
」
と
を
意
味
す
る
。
頓
頓
に
勇
み
立
つ
禅
者
は
、
仏
魔
一
体
で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
の
間
の
離
合
と
か
対

立
の
仕
方
な
ど
問
う
余
裕
も
な
く
、
大
喝
一
声
裡
に
真
面
目
を
顕
現
す
る
だ
け
で
あ
ろ
う
が
、
人
心
に
巣
く
う
妄
根
の
根
強
さ
と
そ
の
発

現
様
式
の
多
様
蚤
」
に
、
丹
念
に
対
応
し
て
行
く
た
め
に
は
、
そ
の
分
に
ふ
さ
わ
し
い
克
治
法
が
考
案
さ
れ
、
ま
し
て
仙
仏
同
源
と
も
な
れ

ば
、
仙
に
押
さ
れ
気
味
と
な
る
場
面
も
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
「
西
遊
記
」
の
生
ま
れ
ざ
る
を
得
な
い
文
学
的
源
泉
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
真
人
丘
処
機
の
本
書
執
筆
の
動
機
を
、
評
者
は
次
の
よ
う
に
断
定
す
る
。

、
、
、

こ
れ
に
よ
り
真
人
が
、
一
部
の
「
西
遊
記
」
を
作
っ
た
の
は
、
修
道
錬
丹
の
人
に
、
こ
れ
だ
け
の
困
銀
と
曲
折
が
あ
っ
て
、
一
挙
に

、
、
、
、
、
、

到
達
で
き
な
い
こ
と
を
分
か
ら
せ
、
門
人
に
指
示
し
た
り
／
、
後
世
に
伝
え
る
ば
か
り
で
な
く
、
後
世
の
一
切
の
修
丹
の
人
に
、
依

〈
麹
）

り
所
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
誠
に
一
片
の
老
婆
心
で
あ
る
。
（
読
法
・
二
丁
）

純
禅
の
立
場
よ
り
す
れ
ば
、
「
経
典
は
心
の
文
字
」
に
過
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
危
険
な
遠
路
を
た
ど
っ
て
天
竺
に
ま
で
経
典
を

求
め
に
行
く
こ
と
自
体
が
迂
遠
無
用
な
方
途
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
は
全
く
の
徒
労
、
「
指
月
之
指
」
に
と
ら
わ
れ
た
愚
行
と
い
う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
事
は
、
評
者
も
十
分
わ
き
ま
え
て
い
た
。
し
か
も
評
者
は
、
仙
道
と
仏
道
と
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
書

の
思
想
的
重
量
感
が
増
加
す
る
と
と
も
に
、
よ
り
広
汎
な
求
道
者
に
真
心
開
発
の
機
を
与
え
得
る
と
信
じ
て
い
た
。
故
に
い
う
、

邸
（
Ⅱ
丘
）
真
人
は
も
と
も
と
道
家
で
あ
る
。
（
と
こ
ろ
が
）
「
西
遊
記
」
は
、
か
え
っ
て
す
べ
て
仏
教
に
つ
い
て
講
じ
て
い
る
。
こ
れ
は

、
、
、
、

己
れ
を
捨
て
て
他
人
に
従
っ
た
の
で
は
な
い
←
」
と
を
、
よ
く
わ
き
ま
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ま
さ
に
仙
仏
同
源
の
原
則
を
発
明
し
た
の

み
臆
と
け
け
が
れ

で
あ
る
。
だ
か
ら
第
一
回
に
、
猴
王
（
孫
悟
乘
二
）
が
初
め
て
（
仏
弟
子
）
須
菩
提
に
お
め
に
か
か
っ
た
時
の
詩
に
、
「
大
覚
金
仙
は
垢
姿

か
や

没
し
、
西
方
の
妙
相
は
菩
提
を
祖
と
す
」
と
あ
る
。
菩
提
と
は
、
釈
氏
の
仏
祖
の
名
称
で
あ
る
。
西
方
の
仏
は
、
か
え
っ
て
大
覚

ふ
も
と

金
仙
と
呼
打
称
し
て
い
る
。
霊
鷲
山
の
脚
下
は
、
か
え
っ
て
玉
真
観
で
あ
る
。
そ
の
観
の
中
に
は
金
頂
大
仙
が
お
わ
し
ま
す
。
孫
悟

空
の
師
は
、
●
も
と
も
と
道
教
の
祖
師
で
あ
る
の
に
、
今
は
煩
菩
提
と
呼
ん
で
い
る
。
結
末
に
な
っ
て
（
三
蔵
法
師
以
下
の
）
五
聖
が
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証
果
を
得
た
時
、
仏
・
祖
師
・
菩
薩
・
羅
漢
・
比
丘
等
は
、
も
ち
ろ
ん
一
堂
に
あ
つ
ま
り
、
す
べ
て
各
山
各
洞
の
神
仙
は
、
み
な

道
を
体
得
す
る
仙
師
で
あ
る
と
い
う
だ
ろ
う
。
こ
う
な
っ
て
こ
そ
め
い
め
い
（
己
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
）
地
位
に
落
ち
着
く
。
そ
の

（
盤
）

こ
と
を
よ
く
理
解
せ
よ
。
（
議
陸
・
四
丁
）

評
者
は
、
悟
空
が
須
菩
提
を
祖
師
と
し
て
仏
道
を
学
び
、
玄
葵
の
取
経
の
た
め
に
身
命
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
高
く
評
価
す
る
。

そ
し
て
「
西
遊
記
」
を
読
む
者
が
、
何
よ
り
も
そ
こ
に
成
仏
作
祖
の
道
標
を
見
出
す
よ
う
期
待
す
る
。
「
仏
の
道
が
仏
業
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
、
仙
仏
の
道
は
総
じ
て
一
心
を
離
れ
な
い
。
こ
れ
を
悟
れ
ば
、
万
法
は
一
に
帰
し
、
万
法
は
み
な
空
で
あ
る
。
成
仏
作
柤
は
こ
れ

以
外
に
な
い
。
こ
れ
「
西
遊
記
」
全
体
の
大
旨
で
あ
る
。
」
（
巻
一
・
一
一
丁
）

そ
れ
に
し
て
も
頓
悟
頓
修
よ
り
ず
れ
て
頓
悟
漸
修
を
選
ん
だ
評
者
の
胸
中
に
は
、
何
の
た
め
ら
い
も
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
入

け
ん
ぷ
ん

は
誰
で
も
主
人
公
が
あ
る
。
も
し
能
く
常
に
照
管
す
れ
ば
、
決
し
て
外
物
に
引
き
廻
さ
れ
る
目
に
は
あ
わ
な
い
」
｛
巻
十
一
一
・
一
一
十
四
丁
｝
と
は
、

ま
さ
に
評
者
の
理
想
的
な
人
間
観
を
吐
露
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
語
を
手
が
か
り
と
し
て
頓
悟
頓
修
に
歩
み
寄
る
こ
と
も
可
能
で

あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
時
、
「
西
遊
記
」
は
そ
の
宗
教
性
・
文
学
性
の
核
を
失
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

か
つ
て
五
家
七
宗
が
対
時
し
た
純
禅
興
揚
期
に
は
、
圭
峰
宗
密
の
提
唱
し
た
頓
悟
漸
修
論
は
、
弊
履
の
ご
と
く
捨
て
て
か
え
り
み
ら
れ

な
か
っ
た
。
し
か
し
明
初
の
禅
僧
楚
石
梵
埼
〈
一
二
九
六
～
一
一
一
一
七
○
）
が
、
宗
密
を
た
た
え
て
、
「
彼
は
本
当
に
悟
っ
た
人
で
あ
っ
て
、
か
つ
て

「
禅
源
諸
詮
集
都
序
」
を
あ
ら
わ
し
て
、
禅
宗
と
講
宗
と
を
和
合
し
た
」
霊
石
語
録
・
巻
九
）
と
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
宗
風
を
許
容
す
る

風
潮
が
芽
生
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
明
代
に
お
け
る
す
ば
ら
し
い
「
枡
厳
経
」
の
流
行
は
、
そ
の
中
に
み
え
る
「
理
は
則
ち
頓
に
悟
り
、
悟

に
乗
じ
て
併
せ
て
錆
す
。
事
は
頓
に
除
く
に
あ
ら
ず
、
次
第
に
因
っ
て
尽
く
す
」
と
い
う
語
に
も
と
づ
き
、
頓
悟
漸
修
論
の
復
興
を
う
な

が
す
こ
と
と
な
っ
た
。
永
覚
元
賢
（
一
五
七
八
～
一
六
五
七
）
は
「
圭
峰
密
禅
師
賛
」
（
鏑
祭
外
集
・
巻
六
・
和
刻
本
）
に
、
「
禅
と
教
と
分
か
れ
馳
す
る
に
、

ま
れ

て
旧
人

こ
れ
を
一
に
す
る
者
少
な
り
。
た
だ
師
は
一
に
触
れ
て
、
一
一
途
と
も
に
了
す
。
教
の
祖
た
り
、
禅
の
表
た
り
。
評
を
減
し
迷
い
を
啓
い
て
、

あ

日
の
初
め
て
焼
く
る
が
如
し
」
と
の
べ
た
。
為
霧
道
需
（
一
六
一
五
～
一
七
○
一
一
）
に
至
っ
て
は
、
「
圭
峰
の
頓
悟
漸
修
の
説
は
、
確
乎
不
易
の
論
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な
り
」
（
聖
箭
堂
述
古
）
と
断
じ
、
天
然
函
是
（
一
六
○
八
～
エ
ハ
八
五
）
も
、
晦
堂
柤
心
と
圭
峰
宗
密
を
比
較
し
、
「
衆
生
の
根
器
は
、
高
下
斉
し
か

ら
ず
。
筍
も
圭
峰
の
説
を
廃
す
れ
ば
、
則
ち
一
切
現
成
を
執
じ
て
、
反
っ
て
虚
妄
を
認
め
て
以
て
真
実
と
な
す
」
盧
山
天
然
語
録
・
巻
十
一
｝
と

警
告
し
た
。
三
教
を
通
じ
て
、
教
学
の
権
威
が
旧
態
を
保
て
な
く
な
っ
た
よ
う
に
、
禅
界
に
お
け
る
師
資
相
承
の
内
容
に
も
異
変
が
生
じ

始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
時
、
広
汎
な
大
衆
を
悟
道
に
引
き
つ
け
る
た
め
に
は
頓
悟
漸
修
は
余
儀
な
い
方
法
で
あ
り
、
ま
た
時
世
の
要

請
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
心
猿
意
馬
の
表
裏
を
人
情
に
即
し
て
え
ぐ
っ
て
行
く
「
西
遊
記
」
に
そ
の

、
、
、

、
、
、

よ
う
な
思
想
背
景
を
読
み
と
る
の
は
、
許
さ
れ
る
べ
き
一
つ
の
方
法
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
》
」
れ
は
一
つ
の
方
法
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
唯

一
の
「
西
遊
記
」
鑑
賞
法
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
最
初
に
の
べ
た
よ
う
に
、
「
大
奇
書
」
で
は
、
儒
家
の
扱
い
が
き
わ
め
て
軽
い

印
象
を
与
え
る
。
し
か
る
に
こ
れ
よ
り
約
七
十
年
前
に
公
開
さ
れ
た
「
西
遊
真
詮
」
で
は
、
程
朱
学
の
倫
理
観
が
濃
厚
な
影
を
お
と
し
、
四

書
五
経
に
倫
常
の
根
拠
を
求
め
る
の
に
や
ぶ
さ
か
で
な
い
。
一
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
「
慎
独
」
の
重
要
性
を
説
く
に
あ
た
り
、
こ
れ
を
実

践
し
た
先
達
と
し
て
、
孔
子
・
顔
子
・
李
延
平
・
陸
象
山
・
陳
白
沙
の
名
前
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
二
十

そ
し
て
こ
れ
と
対
応
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
禅
に
対
す
る
評
価
が
低
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
禅
は
六
度
の
一
な
る
の
み
。
何
ぞ

ま
と

く
；
も
の

並
め
て
諸
法
を
総
べ
ん
や
。
そ
の
魔
餡
た
ら
ざ
る
や
、
ほ
と
ん
ど
希
な
り
」
（
七
十
九
回
・
十
丁
）
と
の
一
語
で
も
、
容
易
に
推
察
さ
れ
る
で
あ

、
、
、
、
、
、
、
、

ろ
う
。
し
か
も
最
終
段
階
に
及
ん
で
は
、
「
｝
」
の
西
遊
の
一
書
は
、
仙
師
、
唐
僧
一
人
を
取
り
、
漸
に
由
り
て
悟
る
を
、
脚
路
実
地
の
傍
様

、

と
な
す
な
り
」
〈
九
十
八
回
．
十
一
一
一
丁
）
と
、
全
巻
が
漸
進
的
修
行
者
の
模
範
で
あ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
潮
の
内
容
究
明
が
必
要

四
回
・
九
丁
以
下
）
。

五

1７



で
あ
る
が
、
「
真
詮
」
と
「
大
奇
書
」
と
の
異
同
を
考
え
る
一
つ
の
き
っ
か
け
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

【
注
］

（
１
）
太
田
辰
夫
・
鳥
居
久
靖
訳
「
西
遊
記
」
〈
平
凡
社
刊
）
の
「
解
説
」
第
四
章
に
、
「
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
小
説
で
は
、
作
者
の
思
想
性
と
か
、
時
代
的

背
景
と
か
を
論
す
る
の
は
、
空
論
に
陥
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
あ
る
。
な
お
本
稿
で
は
、
人
民
文
学
出
版
社
刊
「
西
遊
記
」
盲
回
本
）
を
底
本
と
し
て
伸
炳
し
た
が
、

ゴー、ゴー、グー、

`１３２
－〆、－〆、－〆

〆￣～

５
－〆

（
６
）
心
猿
意
馬
、
亦
有
両
説
。
未
曾
帰
正
之
前
、
心
狼
只
為
遊
糸
野
馬
之
心
猿
。
金
嚇
棒
乃
其
所
持
以
横
行
者
。
即
其
撤
馬
也
。
故
第
七
回
中
詩
云
、
一
点
溌
光
微
太
虚
、

耶
条
住
杖
亦
如
之
。
又
云
、
猿
猴
道
体
配
人
心
、
心
印
猿
猴
意
思
深
・
（
中
略
）
既
経
帰
正
之
後
、
心
猿
乃
為
煉
丹
修
道
之
心
猿
、
而
神
脆
乃
其
意
馬
。

（
７
）
余
所
間
世
間
伝
奇
演
義
多
実
。
其
所
為
絶
好
収
場
者
、
不
過
云
聖
旨
已
到
、
脆
聴
宣
読
而
巳
。
至
世
俗
盛
伝
之
絶
大
減
義
、
如
三
国
誌
・
水
称
伝
・
金
瓶
梅
三
轡
、

開
場
固
無
源
本
、
結
局
倶
極
凄
凉
、
毎
毎
令
人
読
罷
、
掩
巻
不
怡
者
久
之
。
若
是
編
、
以
天
地
始
、
以
仏
菩
薩
終
。
如
此
開
場
、
如
此
結
局
、
求
之
干
救
上
下
六
合

（
８
）
如
来
非
他
、
此
心
之
常
便
是
。
妖
猴
非
他
、
此
心
之
変
便
是
。
焼
他
千
怪
万
怪
、
到
底
不
離
本
来
面
目
。

（
９
）
「
大
乗
起
信
論
」
に
は
、
「
心
生
ず
れ
ば
種
種
の
法
生
じ
、
心
滅
す
れ
ば
種
種
の
法
減
す
」
と
あ
る
。

（
皿
）
拙
著
「
仏
教
と
陽
明
学
」
一
六
一
頁
参
照
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
」
第
十
五
号
所
救
の
磯
部
彰
。
西
遊
記
」
研
究
総
覧
稿
」
を
参
耐
畑
。

金
者
堅
也
。
丹
者
円
也
。
釈
氏
職
之
為
円
覚
、
繍
家
楡
之
為
太
極
、
初
非
別
物
。
只
是
本
来
一
霊
而
已
。
本
来
真
性
、
永
劫
不
壊
。
・
・
・
…
体
同
名
異
○

＄
と

仙
仏
同
源
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
発
言
も
あ
る
。
「
大
抵
、
老
と
釈
と
は
原
よ
り
一
一
道
な
し
。
世
尊
（
釈
迦
）
は
か
つ
て
「
過
去
五
百
世
、
忍
辱
仙
人
と
な
る
」
と

く

言
い
し
が
、
紫
陽
真
人
も
ま
た
「
も
し
能
く
機
を
忘
れ
噸
を
息
む
れ
ば
、
即
ち
一
一
乗
の
坐
禅
と
相
同
じ
」
と
言
え
り
。
こ
れ
仙
と
一
百
う
も
仏
を
雛
る
る
能
わ
ず
、
仏

と
言
う
も
仙
を
雛
る
る
能
わ
ざ
る
な
り
」
（
巻
一
・
一
丁
）
。
ま
た
巻
二
十
・
十
九
丁
参
照
。

西
遊
記
中
之
孫
悟
空
、
即
心
也
。
故
称
曰
心
猿
。
書
中
処
々
提
出
。
在
先
天
十
二
支
中
、
猴
為
申
属
。
申
為
金
故
、
又
曰
金
公
。
（
中
略
）
行
者
錐
曰
金
公
、
而
畢
寛

以
心
字
為
主
。
故
開
巻
第
一
回
提
網
、
便
直
指
云
、
心
性
修
持
大
道
生
、
須
菩
提
祖
師
所
居
、
日
笠
台
方
寸
山
斜
月
三
星
洞
。
霊
台
方
寸
者
、
心
体
之
名
称
。
斜
月

三
塁
者
、
心
字
之
形
状
也
。
悟
空
道
成
之
後
、
祖
師
教
悟
空
回
去
之
時
、
説
道
、
不
許
説
是
我
的
徒
弟
・
悟
空
云
、
只
説
我
自
家
会
的
、
入
龍
宮
時
、
自
称
天
生
聖

人
。
倶
是
明
明
指
出
心
猿
自
性
之
霊
通
也
。
（
中
略
）
正
見
心
猿
錐
具
霊
通
、
而
未
分
善
悪
、
在
可
善
可
悪
之
間
。
修
得
其
道
、
則
成
仏
成
仙
。
不
得
其
道
、
則
披
毛

背
景
と
か
を
論
ず
る
の
は
、
空
論
に
陥
フ

訳
文
に
つ
い
て
は
右
の
書
を
参
照
し
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
富
山
大
学
人
文
学

賊
角
突
。

内
外
、
僅
見
此
一
書
而
已
。
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．
Ｉ

〃
ん
ざ
＆
う

‐
路
が

（
Ⅱ
）
妙
喜
（
大
葱
）
常
に
人
を
し
て
生
な
る
処
は
熟
せ
し
め
、
熟
せ
る
処
は
生
な
ら
し
む
。
何
を
か
熟
せ
る
処
と
い
う
。
一
切
の
衆
生
の
現
行
の
無
明
は
、
一
切
の
境
に
恂
い

じ
け
ん
ご
う

て
、
無
間
拳
企
と
造
る
。
四
重
に
こ
れ
熟
せ
る
処
な
ら
ず
や
。
何
を
か
生
な
る
処
と
い
う
。
菩
提
混
桑
、
真
如
解
脱
は
、
こ
れ
諸
仏
菩
薩
の
甚
深
の
境
界
に
し
て
、
衆
生

い
つ

は
念
念
こ
れ
と
相
違
す
。
】
豆
に
こ
れ
生
な
る
処
な
ら
ず
や
。
す
で
に
悠
慶
な
ら
ば
、
一
念
不
生
・
前
後
際
断
ず
る
を
得
ん
と
要
す
る
も
、
何
ぞ
得
べ
け
ん
や
。
（
大
愚

〆￣～￣、

１３１２
，＝￣￣〆

〆￣、

141
,-〆

－、グー、

１６１５
，－〆、－〆

（
ロ
）
蓋
仏
教
以
見
性
明
心
為
主
、
只
須
打
破
禅
関
、
明
其
空
寂
、
便
已
了
了
。
故
六
祖
殿
恵
能
悟
道
詩
云
、
菩
提
本
無
樹
、
明
鏡
亦
非
台
、
本
来
無
一
物
、
蔦
得
惹
塵
壊
。

五
祖
見
之
、
即
伝
衣
鉢
。
無
所
調
九
九
也
。
惟
煉
丹
之
法
、
則
九
九
火
侯
、
糸
毫
不
容
峡
略
。
故
日
、
九
九
帰
真
、
非
仏
門
事
。
読
者
切
勿
娯
認
。

耐
）
西
遊
記
識
丹
道
、
全
是
性
命
双
修
。
蓋
性
命
双
修
、
即
仙
仏
同
源
之
妙
也
。
故
須
菩
提
初
授
孫
悟
空
口
訣
、
便
説
道
惜
修
性
命
無
他
説
、
接
下
即
云
、
都
来
総
是
糖

気
神
、
趣
間
牢
蔵
休
漏
洩
。
此
修
命
之
根
基
也
。
下
云
屏
除
邪
慾
得
清
涼
、
則
修
性
之
功
用
也
。
性
命
工
夫
已
到
、
必
有
其
験
。

⑩
）
性
者
万
物
一
源
、
命
者
己
所
自
立
。
性
非
命
弗
彰
。
命
非
性
弗
霊
。
性
命
所
主
也
。
命
性
所
乗
也
。
（
中
略
）
性
則
神
也
。
命
則
梢
与
気
也
。
性
則
無
極
也
、
命
則
太

（
卯
）
道
家
者
流
、
謂
己
為
性
命
双
修
、
謂
学
仏
為
修
性
不
修
命
。
此
説
也
。
彼
蓋
以
神
為
性
、
気
為
命
、
使
神
駁
気
、
神
凝
気
結
而
成
丹
、
名
曰
性
命
双
修
、
以
仏
単
言

見
性
不
説
及
気
、
便
調
修
性
訣
命
、
目
為
偏
枯
。
自
不
知
錯
認
性
字
了
也
。
仏
所
言
性
、
至
広
至
大
、
至
深
至
玄
、
笑
可
対
気
平
説
。
気
在
性
中
、
如
一
波
在
楢
海

耳
。
見
仏
性
者
、
尽
虚
空
法
界
、
無
不
具
足
。
何
況
一
身
之
気
而
不
該
摂
。

な
お
康
煕
年
間
に
編
集
さ
れ
た
「
万
法
帰
心
録
」
巻
一
・
釈
道
弁
疑
の
条
仁
は
、
性
命
双
修
を
め
ぐ
る
是
非
の
論
議
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
著
名
な
朱
子
学

者
李
光
地
も
、
「
道
家
は
心
の
鍵
明
元
神
を
以
て
、
こ
れ
を
性
と
調
い
、
身
の
元
糖
元
気
不
死
な
る
も
の
を
、
こ
れ
を
命
と
調
う
。
（
さ
れ
ば
）
性
を
修
む
る
と
命
を

修
む
る
と
は
、
こ
れ
両
様
の
工
夫
に
し
て
、
両
者
と
も
に
進
む
。
こ
れ
性
命
双
修
な
り
」
（
椿
材
語
録
・
巻
二
十
・
一
一
十
丁
）
と
い
う
。

（
、
）
傷
哉
、
傷
哉
。
吾
毎
読
西
遊
至
此
一
回
、
未
嘗
不
掩
巻
而
流
涕
也
。
夫
以
三
蔵
之
温
粋
慈
良
也
、
道
高
徳
璽
也
、
金
蝿
転
世
而
璽
錬
璽
修
也
、
而
一
旦
化
而
為
班
欄

は
念
念
こ
れ
と
相
違
す
。

普
説
・
巻
二
・
四
一
一
一
一
一
丁
）

如
使
因
事
懲
悔
、
第
欲
与
世
調
停
、
即
今
完
完
全
全
、
与
物
無
杵
、
去
道
遠
甚
。

天
地
因
好
奇
、
嘗
留
訣
陥
以
待
人
之
自
効
。
使
能
出
其
智
力
以
補
天
地
之
鉄
陥
、
則
其
人
遂
可
与
造
物
同
功
。
故
古
来
聖
賢
英
布
、
皆
補
天
地
鋏
陥
之
人
。
人
惟
不

能
補
鋏
陥
之
天
地
、
遂
為
天
地
之
所
峡
陥
。
非
廃
人
則
庸
人
巳
耳
。

神
通
具
足
、
愈
加
黙
耀
、
鰭
光
慈
而
不
用
。
若
露
圭
角
、
恐
染
邪
魔
○
古
云
、
道
高
一
尺
、
魔
高
一
丈
。
正
定
之
時
、
或
聞
種
甑
善
悪
之
声
、
或
現
極
極
連
順
之
境
、

天
地
因
好
奇
、
嘗
留
訣
醒

能
補
鋏
陥
之
天
地
、
遂
誼

神
通
具
足
、
愈
加
黙
耀
、

総
是
魔
障
、
不
可
若
他
。

仏
教
謂
之
空
門
、
全
以
空
寂
為
主
（

人
一
層
一
次
倣
去
、
都
是
有
為
有
」

成
仙
者
。
此
西
遊
記
之
所
以
作
也
。

こ
れ
に
つ
い
て
も
っ
と
も
明
細
な
説
明
を
し
た
の
は
、
圭
峰
宗
密
（
七
八
○
～
八
四
二
で
あ
る
。
拙
著
「
仏
教
と
儒
教
」
参
照
。

仏
教
謂
之
空
門
、
全
以
空
寂
為
主
。
道
教
之
内
丹
外
丹
、
倶
是
有
為
有
作
説
、
不
得
空
寂
二
字
。
仏
教
有
頓
漸
両
様
。
道
教
工
夫
、
只
有
漸
而
無
頓
。
西
遊
記
是
教

人
一
層
一
次
倣
去
、
都
是
有
為
有
作
、
迩
在
地
歩
到
。
後
来
丹
成
道
成
、
便
与
仏
教
一
様
、
同
帰
子
無
思
無
為
之
境
。
（
中
略
）
従
来
只
有
説
立
地
成
仏
、
並
無
立
地

極
也
。
可
相
離
乎
。
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（
型
邸
真
人
本
是
道
家
、
西
遊
一
瞥
、
却
全
識
仏
教
。
要
知
不
是
舎
己
従
人
、
正
是
発
明
仙
仏
同
源
之
理
。
故
第
一
回
、
猴
王
初
見
須
菩
提
時
、
詩
云
、
大
覚
金
仙
没
垢

姿
、
西
方
妙
相
祖
菩
提
。
菩
提
者
、
釈
氏
仏
祖
之
称
也
。
西
方
之
仏
、
却
又
称
為
大
覚
金
仙
。
霊
山
脚
下
、
却
是
玉
真
観
。
観
中
却
是
金
頂
大
仙
。
孫
悟
空
之
師
、

本
是
道
祖
、
今
却
称
為
須
菩
提
。
至
後
五
聖
正
果
之
時
、
仏
祖
菩
薩
羅
漢
比
印
等
、
固
応
同
会
、
却
並
説
道
各
山
各
洞
神
仙
、
一
切
得
道
仙
師
、
至
此
各
帰
方
位
。

其
意
可
見
。

猛
虎
。
此
豈
所
謂
大
人
虎
変
者
耶
。
嘗
聞
世
間
称
善
弱
者
曰
僧
、
称
猛
悪
者
曰
虎
。
虎
之
与
僧
則
有
間
臭
。
而
今
乃
合
而
為
一
。
三
蔵
罪
業
、
応
不
至
此
。
蓋
吾
今

而
知
作
者
之
意
。
無
非
甚
言
。
放
心
之
為
司
一
至
干
此
極
也
。
（
中
略
）
錐
然
世
間
虎
而
僧
者
少
突
。
僧
而
虎
者
頗
多
。

（
堅
此
一
回
内
指
点
道
要
至
明
至
顕
至
詳
至
備
蔑
以
加
突
。
人
能
熟
読
細
翫
、
以
当
全
部
西
遊
可
。
即
以
当
道
蔵
全
瞥
亦
可
。
（
中
略
）
不
学
一
心
、
只
要
長
生
、
咬
釘
噸

鉄
、
剛
決
無
比
。
（
中
略
）
今
人
因
循
筍
且
、
綾
得
一
知
半
見
、
轍
沽
沽
自
喜
曰
、
道
在
是
実
。
毫
籏
千
里
、
差
謬
無
窟
毛
非
熟
読
此
回
万
週
、
不
見
其
妙
。

（
翌
因
此
真
人
作
一
部
西
遊
記
。
見
得
修
道
煉
丹
之
人
、
有
這
許
多
煩
難
転
折
、
不
是
一
蹴
而
至
的
、
不
特
指
点
門
人
、
且
伝
之
後
世
。
便
後
来
一
切
修
丹
之
人
、
有
個

俵
塵
祷
、
真
是
一
片
婆
心
。
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