
古
来
日
本
で
は
禅
僧
の
書
跡
を
、
墨
跡
と
称
し
て
特
別
に
珍
重
し
て
き
た
。
宗
門
に
お
け
る
禅
文
化
を
考
究
す
る
場
合
も
、
墨

跡
は
非
常
に
重
要
な
事
項
で
あ
る
。
従
来
こ
の
墨
跡
に
つ
い
て
は
様
々
な
観
点
か
ら
研
究
さ
れ
て
き
た
が
、
主
に
日
本
の
も
の
に

つ
い
て
の
論
考
が
多
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
日
本
独
自
の
文
化
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
に
は
種
々
の
原
因
が
存
す
る
が
、

一
つ
に
は
墨
跡
と
い
う
概
念
自
体
が
茶
道
の
発
展
に
伴
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
墨
跡
尊
嘔
は
日
本
独
自
の
文
化
で

あ
る
と
い
う
液
張
が
あ
る
。
ま
た
中
国
で
は
特
に
禅
僧
の
書
跡
を
尊
重
す
る
傾
向
が
無
く
、
そ
れ
が
た
め
に
古
墨
跡
と
称
さ
れ
る

も
の
は
日
本
に
し
か
存
在
し
な
い
と
い
う
主
張
も
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
墨
跡
概
念
の
定
義
自
体
が
い
さ
さ
か
暖
昧
で
、

尚
且
つ
こ
と
さ
ら
日
本
の
枠
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
感
が
強
い
。

（
１
）

こ
れ
ら
の
主
張
に
対
し
既
に
筆
者
は
拙
稿
で
、
日
本
に
お
け
る
禅
僧
の
書
跡
と
い
う
墨
跡
概
念
の
形
成
過
程
及
び
そ
の
墨
跡
と

い
う
概
念
の
源
流
と
し
て
の
中
国
宋
代
禅
文
化
に
つ
い
て
論
じ
、
い
ず
れ
の
主
張
も
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
明
白
に
し
た
。
し
か

し
な
が
ら
紙
数
の
制
限
も
あ
り
、
源
流
と
し
て
位
値
付
け
る
に
妥
当
な
霊
源
惟
清
（
？
～
一
：
七
）
に
つ
い
て
は
指
摘
す
る
に

と
ど
ま
り
、
必
ず
し
も
十
分
な
検
討
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
小
論
で
は
前
川
の
拙
稿
に
対
し
大
幅
に
加
筆
し
、

問
題
の
所
在

霊
源
惟
清
と
墨
跡

長
谷

川

昌
弘
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鎌
倉
期
に
お
け
る
日
本
文
化
の
最
大
の
特
色
は
中
国
南
宋
文
化
の
移
入
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
日
中
の
禅
僧
に
よ
っ
て
請
来
さ

れ
た
と
こ
ろ
に
注
意
を
要
す
る
。
即
ち
そ
の
移
入
文
化
の
多
く
が
、
当
時
中
国
で
最
も
広
範
に
受
容
さ
れ
て
い
た
禅
宗
の
影
響
下

に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
元
来
中
国
文
化
を
手
本
と
し
て
発
展
し
て
き
た
わ
が
国
で
は
あ
っ
た
が
、
鎌
倉
期
に
お
い
て
も

そ
れ
は
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
鎌
倉
期
の
文
化
は
他
の
時
代
以
上
に
広
義
で
は
よ
り
仏
教
的
に
、
狭
義
に
は
よ
り
禅
宗
の

影
響
を
強
く
受
け
た
の
で
あ
る
。
諸
説
が
あ
る
も
の
の
江
戸
時
代
の
釈
半
人
子
に
よ
れ
ば
、
禅
は
中
国
よ
り
二
十
四
流
伝
わ
っ
た

と
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は
そ
れ
以
上
に
さ
ま
ざ
ま
な
宗
派
の
人
物
の
往
来
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
し
て
日
本
で

は
こ
れ
ら
の
禅
僧
が
真
新
し
い
中
国
文
化
の
担
い
手
と
し
て
ほ
ぼ
無
条
件
で
受
容
さ
れ
、
尊
崇
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
墨
跡

と
い
う
概
念
が
形
成
さ
れ
る
以
前
に
、
社
会
的
に
禅
僧
尊
重
の
風
潮
が
広
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
下
地
が
あ
っ
た

れ
ぱ
こ
そ
、
後
の
墨
跡
尊
重
傾
向
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

ざ
す
れ
ば
鎌
倉
期
に
は
多
く
の
禅
僧
の
流
入
が
み
ら
れ
た
が
、
明
庵
栄
西
（
二
四
一
～
一
二
一
五
）
や
希
玄
道
元
（
一
一
一
○
○

～
一
二
五
三
）
に
代
表
さ
れ
る
入
宋
僧
も
多
く
存
在
し
た
。
つ
ま
り
当
時
の
禅
僧
で
も
て
は
や
さ
れ
た
者
達
に
も
、
来
日
僧
と
入

宋
僧
の
二
種
類
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
勢
い
彼
ら
は
自
ら
の
正
当
性
を
主
張
す
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
、
そ
の
一
手
段
と
し
て
師
匠

ま
た
は
そ
の
法
系
の
著
名
な
禅
僧
の
書
を
所
持
し
た
の
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
禅
門
で
は
悟
り
の
証
明
と
し
て
師
匠
か
ら
弟
子
へ

払
子
や
柱
杖
等
を
授
け
た
が
、
最
も
普
遍
的
に
は
文
書
を
与
え
た
た
め
右
の
よ
う
な
情
況
を
生
じ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
当

初
は
禅
僧
の
書
跡
は
禅
林
間
に
お
け
る
証
明
書
と
し
て
の
役
割
の
ほ
う
が
大
で
あ
っ
た
。
し
か
し
禅
僧
の
数
が
増
え
る
と
、
そ
れ

改
め
て
墨
跡
の
源
流
を
明
確
に
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
日
本
に
お
け
る
墨
跡
概
念
の
形
成
過
程
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が
当
時
の
日
本
で
は
む
し
ろ
ス
テ
ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
前
面
に
表
出
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
従
来
古
墨
跡
と
称
さ
れ
る

園
悟
克
勤
や
大
慧
宗
果
と
い
っ
た
中
国
南
宋
代
の
禅
僧
の
墨
跡
は
、
す
べ
て
右
の
事
情
に
よ
っ
て
日
本
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
多
く
は
臨
済
宗
楊
岐
派
に
属
す
る
憎
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
さ
き
の
二
十
四
流
説
を
み
て
も
二
十
流
ま
で

が
楊
岐
派
で
あ
り
、
結
果
的
に
こ
の
宗
派
の
も
の
が
多
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
禅
僧
の
墨
跡
は
禅
林
で
は
非
常

に
尊
軍
さ
れ
た
訳
だ
が
、
室
町
期
に
至
っ
て
事
情
が
変
化
し
た
。

禅
僧
は
多
方
面
に
お
い
て
日
本
文
化
に
影
響
を
与
え
た
が
、
本
来
禅
寺
の
儀
礼
の
一
つ
で
あ
っ
た
茶
礼
か
ら
今
日
の
茶
道
の
誕

生
を
み
た
。
こ
の
創
始
者
と
い
う
べ
き
が
村
田
珠
光
（
一
四
二
二
～
一
五
○
二
）
で
あ
る
。
『
山
上
宗
二
記
』
等
に
よ
れ
ば
、
珠
光

は
奈
良
の
出
身
で
十
一
才
の
と
き
に
仏
門
に
入
っ
た
が
、
二
十
才
の
頃
俗
業
を
好
ん
で
破
門
ざ
れ
流
浪
の
旅
に
出
た
。
後
に
京
都

に
落
ち
着
き
能
阿
彌
の
弟
子
と
な
り
、
一
一
一
十
才
の
頃
に
大
徳
寺
真
珠
庵
の
一
休
宗
純
（
一
三
九
四
～
一
四
八
一
）
に
参
禅
し
た
の

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
参
禅
を
認
め
た
一
体
は
、
珠
光
に
禅
宗
史
上
極
め
て
重
要
な
人
物
で
も
あ
る
臨
済
宗
楊
岐
派
の
巨
匠
園

悟
克
勤
（
一
○
六
三
～
一
一
三
五
）
の
墨
跡
を
贈
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
柄
だ
け
な
ら
ば
珠
光
が
も
と
も
と
僧
侶
で
あ
っ
た
わ

け
で
あ
る
か
ら
、
鎌
倉
期
の
風
潮
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
珠
光
が
茶
道
を
極
め
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
当

時
の
茶
の
湯
で
は
通
常
名
画
を
床
の
間
に
掛
け
て
鑑
撤
し
て
い
た
の
に
対
し
、
珠
光
は
か
の
倒
悟
の
墨
跡
を
最
上
の
も
の
と
し
て

生
涯
使
用
し
た
こ
と
が
、
墨
跡
の
あ
り
方
を
一
変
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
証
明
書
と
し
て
の
意
味
合
い
か
ら
、
鑑
賞
対
象
と

し
て
よ
り
多
く
の
人
々
の
目
に
触
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
一
方
で
は
茶
と
禅
の
結
び
つ
き
を
強
め
る
と
と

も
に
、
も
う
一
方
で
は
本
来
的
意
義
を
薄
め
つ
つ
も
禅
僧
の
墨
跡
を
尊
重
す
る
と
い
う
新
た
な
傾
向
を
強
め
た
。
し
か
る
に
珠

光
に
続
く
武
野
紹
鴎
（
一
五
○
二
～
一
五
五
五
）
も
大
徳
寺
の
古
岳
宗
亘
（
一
四
六
五
～
一
五
四
八
）
や
大
林
宗
套
（
一
四
八
○
～

一
五
六
八
）
に
参
禅
し
、
千
利
休
（
一
五
二
二
～
一
五
九
一
）
も
笑
嶺
宗
祈
（
一
四
九
○
～
一
五
六
八
）
に
参
禅
し
た
の
で
あ
る
。

他
に
も
古
旧
織
部
や
小
堀
遠
州
が
春
屋
宗
園
（
一
五
九
二
～
一
六
一
一
）
に
、
片
桐
石
州
が
玉
室
宗
珀
（
？
～
一
六
四
一
）
に
と
い
つ
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た
具
合
に
歴
世
茶
匠
の
大
徳
寺
僧
へ
の
参
禅
は
続
き
、
い
わ
ゆ
る
茶
禅
一
味
の
潮
流
が
完
成
さ
れ
た
。
こ
の
流
れ
の
中
で
特
に
茶

道
に
関
わ
っ
た
人
々
を
中
心
に
臨
済
宗
楊
岐
派
の
禅
僧
を
特
別
に
尊
崇
す
る
と
と
も
に
、
日
本
禅
に
お
い
て
は
そ
の
法
系
下
で
も

あ
る
臨
済
宗
大
徳
寺
派
の
禅
僧
を
重
ん
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
波
及
と
し
て
彼
ら
の
墨
跡
を
も
特
に
尊
重

す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
ご
く
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
中
で
も
墨
跡
と
い
う
点
に
限
っ
て
い
え
ば
、
茶
道
の
大
成
者
で
も
あ
る
千
利
休
に
よ
っ
て
そ
の
尊
重
は
決
定
的
な
も
の

と
な
っ
た
。
『
南
方
録
』
覚
書
に
、
次
の
よ
う
な
一
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。

掛
物
ほ
ど
第
一
の
道
具
ハ
な
し
。
客
亭
主
共
一
一
茶
の
湯
三
昧
の
一
心
得
道
の
物
也
。
墨
跡
を
第
一
と
す
。
其
文
句
を
う
や
ま
い
、

筆
者
道
人
祖
師
の
徳
を
賞
翫
す
る
也
。
．
：
中
略
・
・
・
仏
語
祖
語
と
、
筆
者
の
徳
と
、
か
ね
用
ろ
を
第
一
と
し
、
重
宝

の
一
軸
也
。
又
筆
者
ハ
大
徳
と
い
う
に
ハ
あ
ら
ね
ど
も
、
仏
語
祖
語
の
用
て
か
く
る
を
第
二
と
す
。

右
に
よ
れ
ば
茶
道
の
道
具
の
第
一
と
し
て
墨
跡
を
あ
げ
て
お
り
、
茶
事
に
お
け
る
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
墨
跡
の
語

の
意
味
合
い
も
大
徳
の
書
跡
即
ち
高
僧
の
書
跡
で
あ
る
こ
と
が
最
重
要
で
あ
り
、
次
い
で
そ
の
語
句
が
仏
語
祖
語
即
ち
仏
や
祖
師

の
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
『
南
方
録
』
の
言
は
、
墨
跡
の
概
念
を
明
確
に
し
た
も
の
と
し

て
は
お
そ
ら
く
最
も
古
い
部
類
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
文
に
よ
っ
て
、
墨
跡
は
高
僧
の
書
跡
ま
た
は
仏
祖
の
語
が
記
さ
れ
た
も
の
と

い
う
概
念
が
形
成
さ
れ
る
と
と
も
に
、
茶
事
の
第
一
の
道
具
と
し
て
の
旧
来
に
は
持
ち
得
な
か
っ
た
意
義
を
持
っ
た
。
そ
の
結
果

一
個
の
名
詞
と
し
て
歩
み
は
じ
め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
は
利
休
の
本
意
が
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
こ

と
に
、
よ
く
よ
く
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
南
方
録
』
覚
書
に
は
、
冒
頭
に
次
の
如
き
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。

宗
易
の
云
、
小
座
敷
の
茶
の
湯
は
、
第
一
仏
法
を
以
て
、
修
行
得
道
す
る
事
也
。
：
．
中
略
・
・
・
水
を
運
び
、
薪
を
と
り
、

湯
を
わ
か
し
、
茶
を
あ
て
て
、
仏
に
そ
な
へ
人
に
も
ほ
ど
こ
し
、
吾
も
の
む
。
花
を
た
て
香
を
た
く
。
ミ
な
ミ
な
仏
祖
の
行

宗
易
の
云
、
小
座
敷
（

湯
を
わ
か
し
、
茶
を
←

ひ
の
あ
と
を
学
ぶ
也
。
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前
節
に
お
い
て
日
本
に
お
け
る
墨
跡
の
概
念
形
成
の
過
程
を
簡
略
に
述
べ
た
が
、
茶
道
と
結
び
つ
く
以
前
既
に
相
当
量
の
墨
跡

が
流
入
し
て
い
た
こ
と
に
ふ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
鎌
倉
期
に
臨
済
宗
楊
岐
派
を
中
心
と
し
た
禅
僧
の
往
来
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
中
国
に
は
当
時
の
墨
跡
は
殆
ど
存
在
し
な
い
。
ま
た
墨
跡
と
い
う
語
自
体
も
『
宋
書
』
粘
曄
伝
に
「
示
以
膿
迩
」
と

み
ら
れ
、
少
な
く
と
も
五
世
紀
に
は
使
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
単
な
る
筆
跡
、
書
跡
と
い
う
意
味
で
し
か
な
く
、
そ
れ
は
現
在

に
至
る
ま
で
不
変
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
す
る
と
墨
跡
尊
重
は
、
ま
さ
に
日
本
独
自
の
風
習
の
感
が
強
い
。
し
か
し
な
が

ら
『
南
方
録
』
に
お
け
る
墨
跡
尊
重
の
本
意
が
禅
精
神
の
尊
重
に
あ
り
そ
の
結
果
と
し
て
禅
僧
の
書
を
重
視
し
た
こ
と
を
鑑
み
る

と
、
禅
精
神
の
尊
重
と
書
跡
と
い
う
点
で
は
、
や
は
り
中
国
に
そ
の
先
駆
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

禅
宗
は
達
磨
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
て
以
来
、
特
に
五
代
以
降
隆
盛
を
誇
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
一
大
要
因
は
、
所
依
の
経
典

や
仏
像
を
も
た
な
い
不
立
文
字
・
教
外
別
伝
の
教
え
に
あ
っ
た
。
即
ち
心
を
中
心
と
し
て
、
繁
雑
な
教
理
と
距
離
を
置
く
こ
と
が

特
色
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
事
物
主
義
、
現
実
主
義
、
或
い
は
人
間
中
心
主
義
と
も
い
え
る
中
国
民
族
に
適
合
し
、
発
展
を
遂

さ
す
れ
ば
茶
道
は
そ
の
ま
ま
仏
道
の
修
行
で
あ
る
と
断
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
先
の
「
掛
物
ほ
ど
第
一
の
道
具
ハ
な

し
」
の
一
文
も
、
ま
さ
に
仏
祖
の
行
い
の
あ
と
を
学
ぶ
た
め
に
そ
の
言
句
の
心
を
敬
い
、
筆
者
で
あ
る
高
僧
の
徳
を
崇
敬
す
る
た

め
に
墨
跡
を
尊
重
す
べ
き
を
説
い
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
日
本
に
お
け
る
墨
跡
の
概
念
形
成
は
も
と
も
と
は
禅
精
神
の
尊
重
に
あ
っ
た
も
の
が
、
多
数
の
禅
僧
の
流

人
に
よ
っ
て
ス
テ
ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
と
化
す
一
方
、
茶
道
と
結
び
つ
い
て
以
降
も
元
来
の
茶
禅
一
味
の
関
係
か
ら
禅
僧
の
書
跡
そ

の
も
の
に
重
大
な
意
義
を
認
め
、
特
別
な
も
の
と
し
て
一
個
の
個
別
概
念
が
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
い
う
る
。

三
鴎
跡
の
源
流
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沈
遼
智
静
大
師
影
堂
銘
」
に
よ
れ
ば
、

隣
舎
に
審
達
有
る
も
、
寺
僧
は
》

家
を
敬
わ
ざ
る
こ
と
有
ら
ん
や
。

げ
た
の
で
あ
る
。
五
代
の
戦
乱
を
経
て
建
国
さ
れ
た
宋
王
朝
に
お
い
て
は
、
大
打
撃
を
蒙
っ
た
仏
教
の
中
で
も
、
経
典
や
伽
藍
に

頼
ら
な
い
点
や
自
給
自
足
の
経
済
観
念
な
ど
他
の
宗
派
と
大
き
く
異
な
る
禅
宗
は
、
い
ち
早
く
復
興
を
成
し
遂
げ
一
世
を
風
摩
す

る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
禅
宗
が
宋
代
社
会
へ
敷
術
し
た
も
う
一
つ
の
原
因
が
、
士
大
夫
階
級
と
の
交
渉
に
あ
っ
た
。
宋
代
士
大
夫

は
そ
れ
ま
で
の
貴
族
階
級
と
違
っ
て
自
ら
の
責
任
に
お
け
る
為
政
者
と
し
て
の
自
覚
と
、
北
方
異
民
族
か
ら
の
絶
え
間
な
い
圧
力

の
中
で
、
か
な
り
の
精
神
的
重
圧
を
感
じ
て
い
た
。
そ
う
い
っ
た
状
況
下
で
彼
ら
は
精
神
の
安
定
を
求
め
て
参
禅
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
宋
代
士
大
夫
の
ほ
と
ん
ど
が
禅
僧
と
交
渉
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
禅
が
不
立
文
字
を
掲
げ
つ
つ
も
在
俗
の

士
大
夫
層
へ
の
教
化
に
は
、
方
便
と
し
て
の
文
字
、
即
ち
言
句
に
よ
る
方
法
が
一
般
化
し
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
一
旦
言
句
に
よ
る
交
流
が
広
ま
る
と
、
も
は
や
そ
の
潮
流
は
さ
え
ぎ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
禅
僧
と
士
大
夫
の
間
に
は
常
に
言
句

が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
事
象
が
詩
、
書
、
画
で
あ
る
。

そ
れ
は
詩
禅
一
如
、
書
画
禅
一
如
と
い
っ
た
風
潮
を
生
み
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
多
く
の
芸
術
家
が
活
躍
し
た
の
で
あ
る
。

な
か
で
も
在
俗
側
か
ら
は
蘇
賦
（
一
○
三
六
～
一
一
○
一
）
と
黄
庭
堅
（
一
○
四
五
～
二
○
五
）
が
全
て
の
分
野
で
傑
出
し
た
才

能
を
あ
ら
わ
し
、
今
日
に
至
る
ま
で
高
い
評
価
を
得
て
い
る
。
両
名
が
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
術
論
に
禅
思
想
を
昇
華
さ
せ
た
こ
と
は
既

に
先
賢
諸
氏
が
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
か
ら
検
討
を
加
え
ら
れ
て
お
り
筆
者
も
関
連
論
考
を
数
編
も
の
し
て
い
る
が
、
蘇
賦
が
臨
済
宗

黄
龍
派
東
林
常
総
（
一
○
二
五
～
一
○
九
一
）
の
、
黄
庭
堅
が
同
じ
く
黄
龍
派
晦
堂
祖
心
（
一
○
二
五
～
二
○
○
）
の
法
嗣
と
し

て
喧
伝
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
も
う
一
つ
別
の
傾
向
を
生
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
士
大
夫
側
が
禅
の
影
響
を
受
け
る
だ
け
で
な
く
、

僧
侶
側
に
も
芸
術
分
野
に
高
い
関
心
を
示
し
、
時
に
は
収
集
に
は
し
る
者
ま
で
現
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
『
東
城
題
敗
』
の
「
書

寺
僧
は
其
の
書
を
求
め
ず
し
て
、
独
り
子
に
求
む
。
惟
れ
東
家
を
敬
わ
ざ
る
に
非
ざ
る
も
、
亦
た
西
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此
の
書
既
に
以
て
荊
州
の
李
翻
翌
に
遣
る
も
、
継
い
で
其
の
本
を
亡
ぜ
り
。
後
、
麹
更
よ
り
借
り
来
た
り
、
謄
出
し
た
る
も
、

狐
ち
役
夫
の
為
に
盗
み
去
ら
れ
、
竜
安
寺
千
部
院
の
僧
に
売
与
せ
ら
る
。
・
・
・
後
略
：
．

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
蘇
賦
の
醤
は
盗
ま
れ
た
後
に
竜
安
寺
の
僧
侶
に
売
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
を
み
れ
ば
、
既

に
蘇
献
の
書
は
在
世
中
に
一
般
人
の
み
な
ら
ず
僧
侶
に
も
人
気
が
高
か
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
黄
庭
堅
に
つ
い
て
は
既
に
別
棡

（
リ
ニ

に
て
詳
述
し
た
が
黄
龍
派
の
諸
師
と
親
交
し
て
お
り
、
や
は
り
そ
の
書
は
僧
俗
と
も
に
非
常
に
人
気
が
高
か
っ
た
。
一
」
の
よ
う
に

詩
・
書
・
画
と
も
に
卓
越
し
て
い
た
蘇
賦
と
黄
庭
堅
の
両
名
が
中
国
禅
林
で
も
て
は
や
さ
れ
た
こ
と
は
彼
ら
の
在
世
当
時
か
ら
の

こ
と
で
以
後
の
中
国
社
会
で
も
人
気
を
博
し
た
の
は
想
像
に
難
く
な
い
。

そ
し
て
こ
の
風
潮
が
そ
の
ま
ま
わ
が
国
に
も
伝
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
鎌
倉
か
ら
室
町
期
に
か
け
て
の
五
山
文
化
隆
盛

の
際
に
は
、
東
城
、
山
谷
、
味
噌
、
醤
油
が
中
国
文
化
の
代
表
と
し
て
語
ら
れ
広
ま
っ
た
が
、
そ
の
素
因
は
右
の
よ
う
に
既
に

中
国
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
墨
跡
と
い
う
観
点
に
絞
っ
て
み
て
も
、
残
さ
れ
た
古
墨
跡
の
多
く
が
黄
庭
堅
風
の
書
風

で
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
栄
西
の
「
孟
蘭
盆
縁
起
」
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
大
徳
寺
開
山
の
宗
峰
妙
超

（
一
一
一
八
二
～
一
三
三
七
）
の
諸
墨
跡
の
横
面
も
黄
庭
堅
を
扮
佛
さ
せ
る
。
ま
た
東
福
寺
の
「
万
丈
」
の
題
字
を
書
し
た
と
い
わ
れ

る
張
即
之
（
二
八
六
～
一
一
一
六
六
）
の
書
も
禅
僧
で
は
な
い
が
わ
が
国
に
多
数
請
来
さ
れ
尊
重
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
黄
庭

〈
融
）

堅
風
の
書
風
で
あ
る
。
個
々
の
墨
跡
は
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
を
有
し
て
お
り
一
概
に
垂
”
ず
る
こ
と
は
勿
論
不
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら

が
発
す
る
雰
囲
気
が
多
く
蘇
鰔
や
黄
庭
堅
に
近
し
い
こ
と
は
い
か
ん
と
も
否
定
し
が
た
い
。
五
山
文
化
の
隆
盛
は
詩
文
の
み
な
ら

ず
、
墨
跡
尊
璽
傾
向
を
加
速
さ
せ
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
蘇
賦
・
黄
庭
堅
の
書
風
ま
で
を
も
広
め
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
墨
跡
の
源
流
は
少
な
く
と
も
形
而
下
に
お
い
て
は
蘇
鰔
・
黄
庭
堅
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

と
あ
り
、
』

お
い
て
も
、 寺
僧
が
高
僧
で
あ
る
沈
遼
で
な
く
蘇
拭
の
書
を
欲
し
が
っ
て
い
る
こ
と
を
皮
肉
っ
て
い
る
。
ま
た
「
題
陳
李
常
習
」
に
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し
か
し
な
が
ら
両
者
の
尊
重
は
禅
精
神
の
尊
重
と
い
う
点
か
ら
す
る
と
、
少
し
く
希
薄
な
感
は
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
一
度
『
南

方
録
』
の
言
を
考
究
す
れ
ば
、
そ
の
言
句
の
心
を
敬
い
つ
つ
、
筆
者
で
も
あ
る
高
僧
の
道
を
学
ぶ
と
こ
ろ
に
こ
そ
墨
跡
の
主
眼
が

あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
南
宋
の
大
慧
宗
杲
（
一
○
八
九
～
一
一
六
一
一
一
）
に
興
味
深
い
言
が
み
ら
れ
る
。
『
大

慧
普
覚
禅
師
語
録
』
第
三
十
（
『
大
正
蔵
』
四
七
、
九
四
一
一
ｂ
）
に
、

能
く
仏
事
を
行
じ
、
而
も
禅
語
を
解
せ
ず
。
能
と
不
能
と
別
な
く
同
無
し
。
但
だ
能
く
行
ず
ろ
を
知
る
物
、
即
ち
是
れ
禅
語

な
り
。
禅
語
を
会
し
、
而
も
能
く
仏
事
を
行
ぜ
ざ
る
は
、
人
在
り
て
水
底
に
坐
し
て
渇
を
叫
び
、
飯
羅
裏
に
坐
し
て
飢
え
を

叫
ぶ
が
如
く
と
何
ぞ
異
な
ら
ん
。
当
に
知
る
べ
し
、
禅
語
は
即
ち
仏
事
な
り
。
仏
事
は
即
ち
禅
語
な
り
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
大
慧
は
ま
さ
に
南
宋
を
代
表
す
る
楊
岐
派
の
巨
匠
で
南
宋
禅
は
大
慧
禅
と
換
言
さ
れ
る
ほ
ど
に
一
世
を

風
際
し
た
が
、
こ
こ
で
は
ま
さ
に
禅
語
が
仏
事
で
あ
り
仏
事
が
禅
語
で
あ
る
と
し
て
全
く
異
同
を
認
め
て
い
な
い
。
仏
道
を
行
ず

る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
禅
語
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
ま
さ
し
く
『
南
方
録
』
に
お
け
る
利
休
の
本
意
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
大
慧
こ
そ
墨
跡
の
源
流
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
彼
は
い
わ
ば
南
宋
の
人
で
あ
り
、
蘇
賦

や
黄
庭
堅
と
直
接
交
渉
を
も
っ
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
概
念
的
に
大
慧
の
言
が
波
及
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
蘇
・
黄

の
書
風
と
結
び
つ
く
接
点
が
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
一
方
で
楊
岐
派
の
人
物
を
大
慧
以
前
北
宋
代
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
検
討
を
加
え

て
も
、
明
確
に
墨
跡
概
念
の
源
流
を
見
い
出
せ
な
い
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
墨
跡
概
念
の
源
流
は
わ
が
国
以
前
に
中
国
に
あ
る
こ

と
は
確
か
で
あ
り
、
形
而
下
に
お
い
て
は
蘇
賦
・
黄
庭
堅
に
あ
る
と
い
い
う
る
。

右
に
み
た
よ
う
に
墨
跡
概
念
の
源
流
は
臨
済
宗
楊
岐
派
の
人
物
か
ら
は
は
っ
き
り
と
は
見
い
出
せ
な
い
。
し
か
る
に
ま
ず
形
而

四
霊
源
惟
清
と
黄
庭
堅
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下
に
お
い
て
そ
の
特
徴
を
示
す
蘇
鰔
・
黄
庭
堅
の
禅
精
神
の
基
盤
の
探
求
が
必
要
と
な
る
。
前
言
し
た
よ
う
に
両
者
と
も
嗣
法
居

士
と
し
て
著
名
で
あ
り
、
そ
の
考
察
は
容
易
に
思
わ
れ
る
が
実
際
は
若
干
の
問
題
を
有
す
る
。
特
に
蘇
賦
は
各
種
の
文
献
を
検
討

す
る
と
、
禅
と
ど
こ
ま
で
真
剣
に
向
き
合
っ
た
か
不
分
明
で
あ
る
と
と
も
に
前
出
常
総
の
法
嗣
と
い
う
点
に
お
い
て
も
再
検
討
の

余
地
が
あ
る
。
さ
ら
に
残
さ
れ
た
種
々
の
墨
跡
に
お
い
て
も
、
蘇
賦
の
書
風
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
は
あ
ま
り
な
い
の
が
実
際
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
諸
点
に
つ
い
て
は
何
れ
稿
を
改
め
て
論
ず
る
予
定
だ
が
、
こ
れ
に
比
し
て
黄
庭
堅
の
場
合
は
実
際
多
く
の
墨
跡
が

明
ら
か
に
彼
の
書
風
に
似
通
っ
て
い
る
と
と
も
に
そ
の
依
拠
す
る
禅
精
神
は
か
な
り
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

（
４
）

黄
庭
堅
に
つ
い
て
の
茎
舳
考
は
勿
論
多
々
存
す
る
が
、
そ
の
禅
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
既
に
別
稿
で
詳
述
し
た
の
で
い
ま
は
そ

の
要
点
を
述
べ
る
に
と
ど
め
る
。
彼
は
分
寧
（
江
西
省
修
水
県
）
に
出
生
し
た
が
、
す
ぐ
そ
ば
に
は
臨
済
宗
の
一
大
拠
点
と
な
っ

た
黄
龍
山
が
あ
っ
た
。
さ
す
れ
ば
一
一
十
代
で
は
や
黄
龍
慧
南
（
一
○
○
一
一
～
一
○
六
九
）
と
交
渉
が
は
じ
ま
り
、
そ
の
結
果
生
涯

黄
龍
派
の
諸
師
と
親
交
を
深
め
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
自
身
は
科
挙
に
合
格
し
た
進
士
で
あ
る
か
ら
、
当
然
官
僚
と
し
て
の
毎
日
の

公
務
が
あ
り
決
し
て
時
間
を
持
て
余
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
状
況
下
で
も
彼
は
文
学
・
芸
術
に
励
む
の
み
な
ら

ず
、
ひ
た
す
ら
参
禅
学
道
し
た
の
ち
に
晦
堂
祖
心
の
法
嗣
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
あ
り
さ
ま
は
と
て
も
わ
れ
わ
れ
凡
人
の
及

（
５
）

ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
「
戯
答
趙
伯
充
勧
莫
学
普
及
為
席
子
澤
解
廟
」
（
『
文
集
』
巻
四
）
に
、

平
生
酒
を
飲
ん
で
味
を
尽
く
さ
ず
。
五
鼎
肉
を
魂
ら
る
る
も
、
蝋
を
噛
む
が
如
し
。
我
れ
酔
う
て
眠
ら
ん
と
欲
せ
ぱ
、
便

ち
客
を
遣
る
。
一
一
一
年
摘
を
窺
え
ど
も
、
亦
壁
に
面
す
。
：
．
中
略
．
：
身
は
朝
露
の
如
く
、
牢
強
無
し
。
此
の
白
駒
の

隙
を
過
ぐ
る
光
を
玩
ぶ
。
此
れ
よ
り
永
明
の
書
百
巻
。
公
よ
り
退
食
し
て
、
｜
炉
の
香
。

と
あ
る
ご
と
く
、
酒
も
あ
ま
り
飲
ま
ず
肉
も
好
ま
ず
、
眠
け
れ
ば
客
に
も
帰
っ
て
も
ら
い
、
三
年
ご
し
の
流
し
目
の
女
性
が
い
て

も
、
た
だ
坐
禅
し
て
い
る
と
い
い
、
身
は
朝
露
の
よ
う
に
は
か
な
い
か
ら
、
こ
れ
か
ら
は
公
務
か
ら
帰
っ
た
ら
香
を
た
い
て
永
明

延
寿
の
『
宗
鏡
録
』
百
巻
を
読
む
こ
と
に
し
よ
う
と
い
う
。
ま
さ
に
刻
苦
光
明
の
生
活
を
送
っ
て
嗣
法
居
士
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
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当
時
士
大
夫
の
参
禅
は
大
流
行
し
て
お
り
、
そ
れ
と
と
も
に
嗣
法
居
士
も
多
数
出
現
し
た
が
、
日
常
生
活
ま
で
徹
底
し
て
禅
精
神

を
具
現
し
よ
う
と
し
た
者
は
実
は
そ
う
多
く
は
な
い
。
大
多
数
は
観
念
的
で
あ
っ
た
り
、
時
に
は
禅
僧
側
に
為
政
者
と
の
接
近
を

は
か
ろ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
り
し
た
。
そ
れ
故
黄
庭
堅
の
姿
は
同
参
の
霊
源
惟
清
（
？
～
一
二
七
）
や
死
心
悟
新
〈
一
○
四
一
一
一

～
一
二
四
）
も
当
然
高
く
評
価
す
る
と
と
も
に
、
他
の
黄
龍
派
諸
師
の
尊
崇
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
黄
庭
堅

自
身
も
年
を
重
ね
る
ご
と
に
修
行
を
積
む
と
と
も
に
、
祖
心
は
勿
論
で
あ
る
が
兄
弟
子
で
あ
る
惟
清
を
高
く
崇
敬
し
た
の
で
あ
っ

た
。
彼
の
詩
文
に
は
実
は
惟
清
が
何
度
と
な
く
登
場
し
、
ま
た
書
簡
に
も
頻
出
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
寄
黄
龍
清
老
三
首
」
（
『
文

集
』
巻
一
二
の
一
つ
に
、

鱸
に
騎
し
て
蝋
を
覚
め
る
は
但
だ
笑
う
可
き
の
み
。
馬
に
非
ざ
る
を
馬
に
職
う
る
も
亦
た
鰯
と
成
る
。
一
天
の
月
色
誰
が
為

に
か
好
き
。
一
一
老
の
風
流
ロ
ハ
自
ら
知
る
の
み
。

と
述
べ
る
。
鰯
馬
に
乗
っ
て
い
な
が
ら
轤
馬
を
求
め
た
り
、
馬
で
な
い
も
の
を
馬
に
た
と
え
た
り
と
世
に
真
に
道
を
知
る
も
の
は

な
か
な
か
い
な
い
。
今
夜
の
月
は
一
体
誰
の
た
め
に
輝
い
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
あ
な
た
と
私
の
風
流
と
し
て
自
分
達
だ
け
が
知
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
道
を
知
る
も
の
は
我
々
だ
け
で
あ
る
。
惟
清
を
尊
崇
し
つ
つ
も
、
惟
清
と
自
身
の
み
が
真
の
道
を
体
得
し
た

と
い
う
い
わ
ば
同
じ
釜
の
飯
を
食
ら
っ
た
修
行
同
参
の
親
近
感
と
自
負
を
強
烈
に
語
っ
て
い
る
。
ま
た
別
に
「
自
巴
陵
略
平
江
臨

湘
入
通
城
無
日
不
雨
至
黄
龍
奉
謁
漬
禅
師
継
而
晩
晴
趨
遁
禅
客
戴
道
純
款
語
作
長
句
呈
道
純
」
（
『
文
集
』
巻
一
二
に
は
、

山
行
十
日
雨
衣
を
霜
す
。
幕
阜
峯
前
落
暉
に
対
す
。
野
水
は
自
ら
田
水
を
添
え
て
満
ち
、
晴
鳩
は
却
っ
て
雨
鳩
を
喚
ん
で
帰
る
。

霊
源
大
士
は
人
天
の
眼
。
隻
塔
老
師
は
諸
仏
の
機
。
白
髪
蒼
顔
重
ね
て
此
に
到
り
、
君
を
問
え
ば
還
っ
て
是
に
し
て
、
昔
人

と
し
て
、
文
中
惟
清
は
世
間
の
眼
目
と
な
る
人
、
祖
心
は
諸
仏
の
か
な
め
と
な
る
人
と
尊
崇
し
て
い
る
。
彼
の
多
々
あ
る
詩
文
の

題
目
だ
け
を
み
る
と
惟
清
に
関
わ
る
も
の
が
特
に
多
く
目
立
つ
わ
け
で
は
な
い
が
、
仔
細
に
検
討
を
加
え
る
と
文
中
に
尊
崇
す
る

は
非
な
り
。
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人
物
と
し
て
惟
清
が
頻
出
す
る
の
で
あ
る
。
彼
の
そ
う
い
っ
た
態
度
は
一
貫
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
書
簡
に
ｊ
い
）
自
然
と
あ
ら
わ
れ

て
い
る
。
「
答
徐
甥
師
川
」
（
『
山
谷
刀
筆
』
）
に
お
い
て
も
、

寄
す
る
所
の
詩
今
人
を
度
超
す
る
こ
と
已
に
千
百
。
但
だ
恨
む
ら
く
は
未
だ
古
人
に
及
ば
ざ
る
の
み
。
杜
子
美
云
く
、
読
書

万
巻
を
破
し
、
筆
を
下
せ
ば
神
有
る
が
如
し
と
。
此
れ
作
詩
の
器
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
利
器
と
錐
も
其
の
事
を
善
く
す
る
こ

と
能
わ
ざ
る
は
何
ぞ
や
。
妙
手
無
き
が
故
な
り
。
い
わ
ゆ
る
妙
手
な
る
も
の
は
殆
ど
世
智
下
聡
の
及
ぶ
所
に
非
ず
。
要
は
須

ら
く
こ
の
心
地
を
得
く
し
。
老
夫
道
を
学
ぶ
こ
と
三
十
餘
年
。
三
、
四
年
来
方
に
古
人
の
語
を
解
す
。
平
直
無
疑
に
し
て
周
易
、

論
語
、
老
子
を
読
む
。
皆
親
し
く
其
の
人
を
見
る
な
り
。
太
平
清
老
は
老
夫
の
師
友
な
り
。
平
生
見
る
所
の
士
大
夫
、
人
品

未
だ
此
の
公
の
右
に
出
る
者
有
ら
ず
。

と
述
べ
、
甥
の
徐
術
（
’
○
七
五
～
二
四
一
）
に
人
品
と
い
う
点
で
惟
清
こ
そ
が
最
高
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
。
黄
庭
堅
の
人

生
観
、
芸
術
観
に
お
い
て
は
人
品
は
最
も
重
視
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
具
現
者
が
惟
清
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
み
れ
ば
彼
の
禅
精
神
の
基
盤
が
黄
龍
派
の
禅
、
中
で
も
祖
心
、
惟
清
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

で
は
霊
源
惟
清
と
は
い
か
な
る
人
物
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
惟
清
に
つ
い
て
は
『
建
中
靖
国
続
燈
録
』
巻
一
一
十
（
『
続
蔵

経
』
’
’
一
一
六
、
一
四
九
．
）
、
『
聯
燈
会
要
』
巻
十
五
（
『
続
蔵
経
』
一
三
六
、
三
一
一
一
九
ａ
）
、
『
嘉
泰
普
燈
録
』
巻
六
（
『
続
蔵

経
』
’
三
七
、
五
七
ａ
）
、
『
禅
林
僧
宝
伝
』
巻
三
十
（
『
続
蔵
経
』
一
三
七
、
二
八
二
ａ
）
、
『
釈
氏
稽
古
略
』
巻
四
（
『
大
正
蔵
』

四
九
、
八
七
八
ｃ
）
、
『
仏
祖
歴
代
通
載
』
巻
十
九
（
『
大
正
蔵
』
四
九
、
六
八
一
ｂ
）
等
に
記
事
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
に
よ
れ
ば

字
は
覚
天
、
南
州
武
寧
（
江
西
省
）
の
人
で
俗
姓
は
陳
氏
、
仏
寿
禅
師
と
賜
号
さ
れ
る
。
十
七
歳
で
延
恩
法
安
に
参
じ
、
の
ち
黄

龍
山
に
て
晦
堂
祖
心
（
一
○
二
五
～
二
○
○
）
の
法
を
胴
い
だ
。
箭
州
（
安
徽
省
）
太
平
寺
に
住
持
し
、
の
ち
に
黄
龍
山
崇
恩
寺

を
童
し
た
。
し
か
し
病
に
な
っ
て
よ
り
照
黙
堂
に
届
し
、
政
和
七
年
九
月
十
日
「
無
生
常
住
真
帰
告
銘
」
を
著
し
、
十
八
日
示
寂

し
た
。
多
く
の
文
人
と
も
交
遊
し
つ
つ
厳
し
い
宗
風
を
挙
揚
し
た
。
そ
の
人
と
な
り
は
高
く
、
礼
に
厚
く
、
し
か
し
名
利
に
惑
わ
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さ
れ
る
こ
と
な
く
ど
こ
ま
で
も
ひ
た
す
ら
真
実
を
追
究
す
る
ま
さ
に
真
の
道
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
生
き
様
こ
そ
が
黄
庭
堅
の
理
想

と
す
る
禅
者
の
姿
で
あ
り
、
そ
れ
故
彼
自
身
も
惟
清
さ
な
が
ら
の
生
き
様
を
え
が
い
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
す
れ
ば
惟
清
が
ひ
と
た

び
住
持
す
れ
ば
学
者
は
争
っ
て
赴
い
た
と
い
わ
れ
、
文
字
通
り
江
西
の
隆
盛
を
招
い
た
立
役
者
で
も
あ
っ
た
。
前
述
の
如
く
黄
庭

堅
は
こ
ん
な
惟
清
を
尊
崇
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
惟
清
も
黄
庭
堅
を
認
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
今
『
霊
源
筆
語
』
に
収
め
ら
れ
る
「
答

洪
駒
父
」

。
ｖ
小
山
奎
阿
匝
磁
Ｊ
八
二
」
８
冊
可

山
谷
往
に
問
う
。
蜀
に
入
ｈ
／
て
よ
り
閑
中
己
事
を
体
究
し
て
、
今
幸
い
に
疑
い
無
し
。
而
れ
ど
も
人
の
網
素
を
弁
ず
る
こ
と
、

未
だ
甚
だ
快
な
ら
ざ
る
若
き
は
如
何
と
。
余
曰
く
、
鏡
の
物
を
鑑
る
こ
と
皎
然
と
し
て
障
無
き
者
は
他
に
非
ず
。
空
浄
な
ろ

の
み
、
今
未
だ
爾
る
こ
と
能
わ
ず
ん
ぱ
即
ち
知
る
べ
し
。
道
眼
機
弁
豈
然
ら
ざ
ら
ん
や
。
永
嘉
云
く
、
心
鏡
明
鑑
無
擬
な
り
。

廓
然
と
し
て
螢
徹
す
周
沙
界
、
万
象
森
羅
影
中
に
現
ず
。
一
頬
の
円
光
内
外
に
非
ず
と
。
是
れ
そ
の
証
な
り
。
山
谷
予
が
祖

道
を
行
ず
ろ
に
誠
語
を
以
て
一
切
の
人
を
侍
す
こ
と
を
信
ず
。
矧
や
世
の
大
賢
者
に
対
し
て
、
而
も
審
当
を
加
え
ざ
ら
ん
や
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
黄
庭
堅
が
蜀
に
来
て
か
ら
は
本
来
の
自
己
も
究
明
し
て
か
ら
り
と
し
て
い
る
が
、
僧
俗
を
分
か
っ
こ
と

が
ま
だ
は
っ
き
り
と
し
て
い
な
い
と
問
う
に
、
惟
清
は
鏡
が
き
れ
い
だ
け
で
は
ま
だ
だ
め
だ
、
そ
れ
す
ら
空
で
な
け
れ
ば
と
諭
し
、

惟
清
が
誠
の
言
葉
で
以
て
祖
道
を
行
じ
て
い
る
こ
と
を
黄
庭
堅
が
信
じ
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
惟
清
は
黄
庭
堅
を
単
な
る

士
大
夫
と
み
な
さ
ず
、
ど
こ
ま
で
も
真
蟄
な
求
道
者
と
し
て
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
両
者
の
間
に
は
単
な
る
友
情
と

は
異
な
る
次
元
で
深
い
絆
が
結
ば
れ
て
い
た
。

翻
っ
て
北
宋
代
の
書
画
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
る
と
、
こ
こ
に
新
た
な
展
開
が
生
じ
る
。
か
つ
て
筆
者
は
宋
代
の
題
践

（症、）

に
検
討
を
加
え
、
北
宋
代
に
書
画
と
関
わ
っ
た
禅
僧
が
多
々
存
Ｉ
）
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
そ
れ
ら
の
僧
侶
が
本
来
の
高

僧
が
余
技
と
し
て
書
画
を
善
く
し
た
余
技
僧
と
、
芸
術
の
み
で
名
を
知
ら
れ
る
芸
術
僧
に
二
分
さ
れ
る
こ
と
も
論
じ
た
。
小
論
で

扱
う
墨
跡
概
念
の
源
流
と
し
て
は
当
然
余
技
僧
が
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
の
上
で
あ
ら
た
め
て
検
討
を
加
え
る
と
、
そ
の
う
ち
最
も
多

｝
」
、
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昭
黙
老
人
の
道
は
犬
に
し
て
徳
は
博
く
、
叢
林
の
宗
仰
す
る
所
と
為
る
。
其
の
片
言
隻
偶
の
翰
墨
の
勝
戯
と
雌
も
、
学
者
争
っ

て
之
を
秘
す
。
其
の
誓
詞
の
美
を
以
て
に
非
ざ
る
な
り
。
其
の
道
、
師
の
徳
を
尊
ぶ
の
み
な
り
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
右
に
よ
れ
ば
彼
の
書
跡
は
皆
が
争
っ
て
秘
蔵
し
た
が
、
そ
れ
は
決
し
て
能
書
と
い
っ
た
理
由
か
ら
で
な
く
、

彼
の
仏
道
、
徳
を
尊
重
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
し
く
利
休
の
理
想
と
し
た
墨
跡
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
黄
庭
堅
の
次
の
如
き
詩
が
存
す
。
「
寄
黄
龍
清
老
三
首
」
（
『
文
集
』
巻
一
一
）
の
ひ
と
つ
に
、

万
山
隔
て
ず
中
秋
の
月
。
一
雁
能
く
伝
う
遠
き
に
寄
す
る
書
。
深
密
の
伽
陀
枯
戦
の
筆
。
真
成
に
相
見
て
何
如
を
問
う
。

と
詠
ず
。
私
と
貴
師
と
の
間
に
は
万
山
を
隔
て
る
が
、
真
実
と
い
う
点
か
ら
同
じ
月
が
あ
る
だ
け
だ
。
一
羽
の
雁
が
便
り
を
運
ん

で
く
れ
た
が
、
ま
さ
に
深
き
偶
が
枯
れ
た
筆
使
い
で
し
る
さ
れ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
お
目
に
か
か
っ
て
い
か
が
か
と
尋
ね
ら
れ
て

い
る
よ
う
で
、
あ
り
が
た
い
こ
と
こ
の
上
も
な
い
。
こ
こ
に
は
二
人
の
参
禅
学
道
を
通
じ
た
深
い
絆
と
、
書
簡
の
筆
跡
を
通
じ
て

心
か
ら
師
を
慕
う
心
情
が
切
々
と
詠
わ
れ
て
い
る
。
翰
墨
が
仏
道
に
な
り
、
仏
道
が
翰
墨
に
な
る
。
こ
れ
こ
そ
が
墨
跡
の
真
実
で

く
題
敗
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
霊
源
惟
清
な
の
で
あ
る
。
通
常
の
各
種
芸
術
関
係
著
述
類
で
は
余
技
僧
と
し
て
も
そ
の
書

に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
い
惟
清
だ
が
、
題
践
が
多
く
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
だ
け
多
く
の
書
が
大
切
に
保
管
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
示
す
に
他
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
彼
こ
そ
余
技
僧
と
し
て
最
も
着
目
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
各
種
題
践
の
記
事

か
ら
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
覚
範
慧
洪
二
○
七
一
～
’
’
二
八
）
の
『
石
門
題
政
』
の
「
昭
黙
自
筆
小
参
」
に
よ
れ
艇
、

昭
黙
臥
疾
よ
り
後
、
他
の
嗜
好
無
し
。
翰
墨
を
以
て
仏
事
と
為
す
。

と
あ
り
、
病
に
な
っ
て
か
ら
や
む
を
得
ず
翰
墨
を
も
っ
て
仏
道
を
行
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
惟
清
の
仏
道
は
そ
の
ま

ま
翰
墨
と
な
り
、
翰
墨
は
そ
の
ま
ま
仏
道
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
彼
の
仏
教
者
と
し
て
の
価
値
を
少
し
と
し

て
減
ず
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
先
に
述
べ
た
大
慧
の
仏
道
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
題
昭
黙
遺
墨
」

に

は
、
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あ
り
、
黄
庭
堅
は
惟
清
に
な
り
、
惟
清
は
黄
庭
堅
と
な
っ
た
。
利
休
が
惟
清
の
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な

い
が
、
彼
の
求
め
た
墨
跡
の
理
想
は
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

従
来
禅
僧
の
書
を
墨
跡
と
称
し
て
特
別
視
す
る
の
は
、
日
本
独
自
の
事
情
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
最
た
る
根
拠

は
小
論
に
も
示
し
た
利
休
の
『
南
方
録
』
の
言
で
あ
っ
た
。
以
降
墨
跡
と
い
う
名
称
は
確
か
に
一
個
の
概
念
を
持
っ
て
使
用
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
上
日
本
仏
教
の
純
粋
主
義
、
宗
派
主
義
と
あ
い
ま
っ
て
臨
済
宗
大
徳
寺
派
の
尊
重
が
生
ま
れ
た
。
そ
も

そ
も
中
国
で
は
芸
術
の
優
劣
に
仏
教
者
で
あ
る
か
否
か
は
全
く
考
慮
し
な
い
。
そ
れ
は
各
種
の
芸
術
関
係
著
述
類
を
み
て
も
明
白

で
あ
る
。
そ
れ
故
高
僧
の
書
跡
を
区
別
す
る
こ
と
は
日
本
独
自
の
風
習
と
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
現
に
古
い
墨
跡
が
中
国
に
は
殆
ど

存
在
し
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
も
中
国
墨
跡
不
在
論
と
も
い
う
誤
っ
た
認
識
が
生
じ
た
。
し
か
し
墨
跡
が
あ
く
ま

で
高
僧
の
遺
徳
を
偲
ぶ
も
の
で
あ
る
以
上
、
仏
教
そ
の
も
の
ま
で
壊
滅
的
打
撃
を
何
度
も
蒙
っ
た
国
に
お
い
て
、
そ
の
存
在
が
確

認
で
き
な
い
と
し
て
も
直
ち
に
そ
れ
が
不
在
論
と
な
る
の
は
性
急
で
あ
る
。

ざ
す
れ
ば
小
論
で
明
確
に
し
た
よ
う
に
、
利
休
の
墨
跡
の
精
神
性
の
源
流
は
明
ら
か
に
中
国
北
宋
代
の
霊
源
惟
清
ま
で
さ
か
の

ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。
遺
憾
な
が
ら
い
ま
我
々
は
惟
清
の
墨
跡
そ
の
も
の
を
目
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
彼
の
精
神
を
受
け

継
い
だ
黄
庭
堅
の
も
の
を
鑑
賞
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
両
者
に
は
小
論
に
お
け
る
検
討
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
密
接
な
親
交

が
あ
り
、
ま
た
一
方
で
黄
庭
堅
自
身
が
有
名
人
で
も
あ
っ
た
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て
、
後
世
黄
龍
派
を
中
心
に
禅
界
で
は
他
の
書
家

と
は
違
う
次
元
で
人
気
を
博
し
た
こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き
よ
う
。
そ
れ
が
結
果
的
に
墨
跡
の
多
く
が
黄
庭
堅
風
の
書
風
に
な
っ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

五
小
結
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註小
論
で
は
最
も
入
手
し
や
す
い
四
部
叢
刊
本
『
橡
章
公
先
生
文
集
』
を
用
い
た
。

拙
稿
「
題
鮫
よ
り
み
た
ろ
末
代
禅
」
（
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
四
四
－
三
を
参
照
さ
れ
た
い
。

本
来
は
『
石
Ⅲ
文
字
禅
』
巻
二
十
五
か
ら
巻
二
十
七
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
蘇
鰔
・
黄
庭
堅
の
題
敬
集
は
一
概
に
文
集
か
ら
の
抜
粋
と
は
い
え

な
い
も
の
が
多
々
含
ま
れ
る
が
、
『
石
門
題
駿
』
に
つ
い
て
は
殆
ど
異
同
が
な
い
。

詳
し
く
は
拙
稿
「
擬
即
之
に
つ
い
て
．
｜

前
掲
拙
稿
「
黄
庭
堅
の
芸
術
と
禅
」
．

詳
し
く
は
拙
稿
「
墨
跡
の
源
流
」
（
愛
知
教
育
大
学
『
東
洋
学
論
集
』
第
二
集
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

詳
し
く
は
拙
稿
「
黄
庭
堅
の
芸
術
と
禅
」
（
『
宋
代
禅
宗
の
社
会
的
影
響
』
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

詳
し
く
は
拙
稿
「
膿
即
之
に
つ
い
て
」
（
『
正
眼
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
３
号
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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