
（
八
）
叡
山
の
澄
法
師
の
理
趣
釈
経
を
求
む
る
を
答
す
る
書 

 
延
暦
寺
は
、
延
暦
七
年
（
七
八
八
）
、
東
大
寺
で
「
具
足
戒
」
を
受
け
た
最
澄
が
比
叡
山
の
上
に
一
庵

を
結
び
、
自
ら
薬
師
如
来
を
刻
ん
で
こ
れ
を
本
尊
と
し
「
一
乗
止
観
院
」
と
名
づ
け
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。 

以
来
、
平
安
遷
都
と
い
う
新
し
い
国
の
動
き
に
伴
い
、
南
都
の
仏
教
勢
力
に
手
を
焼
い
て
い
た
桓
武
の

庇
護
の
も
と
、
大
乗
仏
教
の
論
学
を
中
心
と
し
た
南
都
六
宗
に
対
し
、
大
乗
の
精
華
で
あ
る
『
法
華
経
』

と
そ
の
他
の
大
乗
経
典
を
所
依
と
し
な
が
ら
、
天
台
智
顗
直
系
の
天
台
学
（
円
）
と
密
教
（
密
）
と
大
乗

「
菩
薩
戒
」（
戒
）
と
止
観
行
（
禅
）
の
、
四
宗
兼
学
の
根
本
道
場
と
し
て
盛
ん
に
な
り
、
の
ち
に
円
仁
・

円
珍
・
安
然
・
良
源
な
ど
の
俊
才
が
出
て
台
密
を
大
成
し
、
さ
ら
に
は
山
上
の
厳
格
な
修
行
で
あ
っ
た
常

行
三
昧
を
発
展
さ
せ
称
名
念
仏
（
専
修
念
仏
）
に
よ
り
極
楽
往
生
や
他
力
信
仰
を
広
め
た
法
然
・
親
鸞
や
、

止
観
を
中
国
禅
に
学
ん
で
臨
済
禅
や
曹
洞
禅
に
発
展
さ
せ
た
栄
西
・
道
元
や
、
蒙
古
の
襲
来
と
い
う
国
家

存
亡
の
時
代
を
背
景
に
『
法
華
経
』
の
独
自
の
解
釈
に
よ
り
立
正
安
国
の
宗
を
か
ま
え
た
日
蓮
や
、『
往
生

要
集
』
の
源
信
（
恵
心
僧
都
）
、『
愚
管
抄
』
の
慈
圓
、
踊
り
念
仏
の
空
也
な
ど
を
輩
出
し
た
。 

延
暦
二
十
五
年
（
八
〇
六
）
一
月
、
最
澄
の
新
し
い
仏
教
は
年
分
度
者
二
名
（
止
観
業
・
遮
那
業
各
一

名
）
が
僧
綱
所
に
許
め
ら
れ
宗
（
天
台
（
法
華
円
）
宗
）
と
し
て
ス
タ
ー
ト
す
る
が
、
最
澄
の
真
の
希
い

は
比
叡
山
上
に
国
家
認
定
の
大
乗
戒
壇
を
設
け
、
そ
こ
で
大
乗
「
菩
薩
戒
」
を
受
戒
し
た
者
が
官
僧
と
し

て
認
め
ら
れ
、
比
叡
山
に
残
っ
て
天
台
宗
を
修
学
し
大
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
と
り
も



な
お
さ
ず
天
台
宗
の
勢
力
拡
大
、
南
都
仏
教
か
ら
の
独
立
、
南
都
官
大
寺
に
代
る
国
家
仏
教
の
担
い
手
、

を
意
味
す
る
。 

比
叡
山
は
平
安
京
の
北
東
に
位
置
し
、
都
の
鬼
門
を
鎮
護
す
る
霊
域
で
あ
っ
た
が
、
歴
史
が
下
る
と
山

内
の
僧
侶
の
あ
い
だ
に
対
立
が
起
こ
り
、
そ
の
上
に
武
装
化
す
る
法
師
も
あ
ら
わ
れ
て
い
わ
ゆ
る
僧
兵
の

跋
扈
す
る
山
と
な
る
。
院
政
に
よ
っ
て
権
勢
を
誇
っ
た
白
河
法
皇
が
「
朕
が
心
に
ま
ま
な
ら
ぬ
も
の
は
、

賀
茂
川
の
水
、
双
六
の
賽
、
山
法
師
（
叡
山
の
僧
兵
）
」
と
嘆
き
、
足
利
六
代
将
軍
義
教
、
管
領
細
川
政
元

も
僧
兵
と
対
峙
し
て
堂
塔
を
灰
燼
に
帰
し
、
戦
国
の
覇
者
織
田
信
長
も
叡
山
を
焼
き
討
ち
に
し
て
い
る
。

実
際
に
比
叡
山
に
登
り
そ
の
凛
と
し
た
聖
域
の
空
気
に
ふ
れ
て
み
る
と
、
往
古
僧
兵
を
擁
し
て
時
の
政
治

権
力
に
対
抗
し
た
強
い
仏
法
護
持
・
霊
山
守
護
の
念
が
今
も
な
お
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る
。 

 

伝
教
大
師
最
澄
は
、
神
護
景
雲
元
年
（
七
六
七
）
近
江
国
滋
賀
郡
古
市
郷
（
今
の
大
津
市
）
で
生
ま
れ

た
。
渡
来
系
の
三
津
首
の
家
系
を
出
自
と
す
る
。
十
二
才
の
時
近
江
国
分
寺
の
行
表
の
室
に
入
り
、
十
四

才
で
得
度
し
最
澄
と
名
の
っ
た
。
延
暦
四
年
（
七
八
五
）
、
十
九
才
の
時
に
東
大
寺
戒
壇
院
で
「
具
足
戒
」

を
受
け
、
ほ
ど
な
く
し
て
比
叡
山
に
上
り
草
庵
を
結
ん
で
山
林
修
行
と
仏
典
読
破
に
専
念
す
る
。
延
暦
七

年
（
七
八
八
）
に
今
の
「
根
本
中
堂
」
に
当
る
「
一
乗
止
観
院
」
を
創
建
し
、
自
ら
刻
ん
だ
薬
師
如
来
を

本
尊
と
し
て
祀
る
。
桓
武
天
皇
が
平
安
京
に
遷
都
を
し
て
ま
も
な
い
延
暦
十
六
年
（
七
九
七
）
、
内
供
奉
十

禅
師
の
一
人
に
任
ぜ
ら
れ
た
。 

 



延
暦
二
十
一
年
（
八
〇
二
）
、
高
雄
山
寺
に
お
い
て
法
華
会
を
行
い
『
法
華
経
』
を
講
義
す
る
。
こ
の

年
、
第
十
六
次
遣
唐
使
に
同
行
す
る
還
学
生
の
許
可
を
上
奏
し
て
認
め
ら
れ
た
。 

延
暦
二
十
二
年
（
八
〇
三
）
、
通
訳
に
弟
子
の
義
真
（
の
ち
の
天
台
宗
第
一
世
座
主
）
を
連
れ
、
第
十

六
次
遣
唐
使
船
で
「
難
波
ノ
津
」
を
出
発
す
る
も
一
週
間
の
内
に
悪
天
候
の
た
め
船
が
損
傷
し
、
船
の
修

理
の
た
め
翌
年
の
六
月
ま
で
太
宰
府
で
待
機
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。 

延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
七
月
、
遣
唐
大
使
藤
原
葛
野
麻
呂
ほ
か
空
海
た
ち
を
乗
せ
た
再
出
発
の
第

十
六
次
遣
唐
使
船
に
「
那
ノ
津
」
で
乗
船
、
一
路
明
州
を
め
ざ
し
た
が
東
シ
ナ
海
で
暴
風
雨
に
遭
い
ふ
た

た
び
船
が
損
傷
。
九
月
に
辛
く
も
明
州
に
上
陸
を
は
た
し
、
た
だ
ち
に
目
的
地
の
天
台
山
に
向
か
っ
た
。 

翌
延
暦
二
十
四
年
（
八
〇
五
）
夏
に
帰
国
す
る
ま
で
の
九
～
十
ヵ
月
の
間
、
天
台
教
学
の
始
祖
天
台
智

顗
の
孫
弟
子
に
な
る
道
邃
（
ど
う
ず
い
）
と
行
満
（
ぎ
ょ
う
ま
ん
）
に
天
台
教
学
を
、
ま
た
道
邃
か
ら
は

『
梵
網
経
』
の
「
十
重
四
十
八
軽
戒
」
を
、
翛
然
（
し
ゅ
く
ね
ん
）
か
ら
は
禅
を
、
明
州
に
向
か
う
帰
途

紹
興
の
峰
山
道
場
で
龍
興
寺
の
順
暁
か
ら
密
教
を
、
そ
れ
ぞ
れ
受
学
す
る
な
ど
天
台
山
を
中
心
に
当
時
の

中
国
仏
教
を
精
力
的
に
修
学
し
た
。 

同
年
七
月
に
帰
京
し
、
唐
か
ら
持
ち
帰
っ
た
仏
典
類
の
二
百
三
十
部
四
百
六
十
巻
を
「
将
来
目
録
」
と

し
て
上
奏
す
る
と
と
も
に
、
病
床
に
あ
っ
た
桓
武
天
皇
の
病
気
平
癒
を
宮
中
に
お
い
て
祈
願
し
た
。
桓
武

は
最
澄
の
「
将
来
目
録
」
か
ら
日
本
に
密
教
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
大
い
に
喜
び
、
九
月
に
は

早
速
高
雄
山
寺
に
お
い
て
潅
頂
を
行
わ
せ
、
南
都
仏
教
の
長
老
た
ち
を
呼
び
つ
け
て
受
法
さ
せ
た
ほ
か
、

自
ら
も
受
法
し
た
。 



し
か
し
そ
の
後
最
澄
を
重
用
し
て
い
た
桓
武
天
皇
が
崩
御
し
、
最
澄
の
運
気
に
も
か
げ
り
が
見
え
は
じ

め
る
。
こ
の
年
の
秋
十
月
、
在
唐
二
十
年
を
義
務
と
す
る
留
学
生
と
し
て
長
安
に
い
た
は
ず
の
空
海
が
、

正
統
密
教
の
伝
法
八
祖
と
な
っ
て
帰
国
し
、
短
期
な
が
ら
長
安
留
学
の
一
大
成
果
を
「
請
来
目
録
」
と
し

て
朝
廷
に
提
出
し
、
そ
の
内
容
を
知
っ
た
最
澄
は
自
ら
の
密
教
の
不
備
を
察
知
し
た
。 

 

大
同
四
年
（
八
〇
九
）
七
月
、
空
海
は
最
澄
が
住
持
を
し
て
い
た
和
気
氏
の
私
寺
高
雄
山
寺
に
迎
え
ら

れ
る
が
、
こ
の
時
最
澄
は
こ
こ
ろ
よ
く
住
持
の
立
場
を
譲
っ
た
。
ま
た
、
空
海
が
高
雄
山
寺
に
落
ち
着
い

た
ば
か
り
の
八
月
下
旬
、
最
澄
は
弟
子
経
珍
を
空
海
の
も
と
に
や
り
、
十
二
部
五
十
五
巻
か
ら
の
密
教
経

軌
や
悉
曇
関
連
典
籍
の
借
覧
を
申
し
出
た
。
経
珍
に
も
た
せ
た
手
紙
の
末
尾
で
は
「
下
僧
最
澄
」
と
ま
で

へ
り
く
だ
っ
て
い
る
。 

し
か
し
、
空
海
は
こ
れ
を
一
度
断
る
。
密
教
の
受
法
は
師
か
ら
根
機
の
弟
子
に
口
授
を
す
る
「
師
資
相

承
」
が
習
い
で
、
ま
し
て
密
教
の
儀
軌
や
梵
字
悉
曇
の
経
軌
を
書
写
し
そ
れ
を
読
ん
だ
と
こ
ろ
で
わ
か
る

わ
け
が
な
く
、
そ
れ
を
心
得
な
い
た
め
か
い
き
な
り
密
教
典
籍
の
借
覧
を
申
し
出
て
き
た
最
澄
の
マ
ナ
ー

や
真
意
に
い
ぶ
か
し
さ
を
お
ぼ
え
た
で
あ
ろ
う
。 

そ
れ
で
も
最
澄
は
空
海
の
も
と
に
使
い
を
や
り
借
経
を
つ
づ
け
た
。
空
海
も
そ
れ
に
応
じ
た
。
さ
ら
に

最
澄
は
自
分
の
代
り
に
勝
れ
た
弟
子
を
空
海
の
も
と
に
置
き
密
教
を
学
ば
せ
る
こ
と
を
申
し
出
た
が
、
空

海
は
こ
れ
も
了
承
し
た
。 

 



空
海
の
も
と
に
派
遣
さ
れ
た
の
は
最
澄
の
最
も
信
頼
厚
い
円
澄
・
泰
範
ら
で
あ
っ
た
。
最
澄
は
、
比
叡

山
の
遮
那
業
（
密
教
）
の
指
導
者
あ
る
い
は
試
験
官
を
養
成
す
る
目
的
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
好

事
に
魔
は
多
く
、
や
が
て
愛
弟
子
泰
範
が
あ
ろ
う
こ
と
か
比
叡
山
と
最
澄
を
捨
て
空
海
に
走
る
と
い
う
、

最
澄
に
と
っ
て
痛
恨
事
に
発
展
し
た
。
そ
の
原
因
は
お
そ
ら
く
、
最
澄
が
ず
っ
と
と
り
つ
づ
け
た
密
典
の

借
覧
・
書
写
・
読
解
と
い
っ
た
独
学
自
習
が
い
か
に
密
教
の
師
資
口
授
の
鉄
則
に
違
背
し
て
い
る
か
、
そ

れ
を
我
慢
し
て
貸
し
つ
づ
け
る
空
海
の
神
経
を
ど
れ
だ
け
逆
な
で
し
て
い
る
か
、
空
海
の
も
と
で
密
教
を

じ
か
に
修
め
て
い
た
泰
範
に
は
師
の
無
神
経
な
誤
ち
が
た
ま
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
泰
範
は
も
と

南
都
の
元
興
寺
に
い
た
。
若
き
日
に
大
安
寺
や
元
興
寺
や
興
福
寺
ほ
か
の
官
大
寺
に
出
入
り
し
て
い
た
頃

の
空
海
と
、
そ
の
頃
か
ら
気
脈
を
通
じ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

 

弘
仁
三
年
（
八
一
二
）
十
一
月
、
高
雄
山
寺
で
空
海
か
ら
金
胎
両
部
の
潅
頂
（「
受
明
潅
頂
」）
を
受
け

る
が
心
中
に
期
待
を
し
て
い
た
正
式
な
潅
頂
（「
伝
法
潅
頂
」）
で
は
な
く
、
大
い
に
落
胆
す
る
。 

弘
仁
四
年
（
八
一
三
）
に
な
る
と
、
最
澄
は
再
度
空
海
に
正
式
な
潅
頂
の
要
請
を
す
る
一
方
、
空
海
の

も
と
か
ら
帰
る
気
配
の
な
く
な
っ
た
泰
範
に
た
び
た
び
手
紙
を
送
り
、彼
に
預
け
た
ま
ま
の『
止
観
弘
決
』

を
返
し
て
ほ
し
い
と
厭
味
も
添
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
年
の
十
一
月
に
な
っ
て
、
最
澄
は
『
理

趣
釈
』（『
大
楽
金
剛
不
空
真
実
三
摩
耶
経
般
若
波
羅
蜜
多
理
趣
釈
』
不
空
訳
、
略
し
て
『
理
趣
釈
経
』
と

も
い
う
）
の
借
覧
を
申
し
出
る
。
『
理
趣
釈
』
と
は
、
『
金
剛
頂
経
』
系
密
教
の
奥
義
を
説
い
た
『
般
若
理

趣
経
』（『
大
楽
金
剛
不
空
真
実
三
摩
耶
経
般
若
波
羅
蜜
多
理
趣
品
』
不
空
訳
）
の
注
釈
で
あ
る
。『
般
若
理



趣
経
』
で
は
毘
盧
遮
那
如
来
が
他
化
自
在
天
に
お
い
て
、
人
間
の
性
欲
は
菩
薩
の
心
位
で
は
清
浄
な
も
の

で
価
値
転
換
さ
れ
、「
生
仏
一
如
」・「
煩
悩
即
菩
提
」
の
境
地
を
男
女
交
合
の
悦
楽
を
メ
タ
フ
ァ
ー
に
説
く

た
め
や
た
ら
密
教
未
修
学
の
者
に
は
与
え
な
い
。
与
え
る
場
合
は
、
師
が
弟
子
の
機
根
を
よ
く
見
極
め
、

講
伝
と
い
う
厳
粛
な
か
た
ち
を
と
る
。
師
と
離
れ
た
と
こ
ろ
で
独
学
自
習
す
る
こ
と
な
ど
も
っ
て
の
ほ
か

で
あ
る
。
最
澄
は
そ
れ
を
心
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
理
趣
釈
』
を
空
海
か
ら
借
り
て
一
人
読
解
し

よ
う
と
し
た
。
空
海
が
こ
れ
に
応
ず
る
は
ず
が
な
か
っ
た
。 

 

空
海
は
返
事
し
て
言
う
。「
叡
山
ノ
澄
法
師
理
趣
釈
経
ヲ
求
ム
ル
ニ
答
ス
ル
書
（『
性
霊
集
』）
で
あ
る
。

文
の
途
中
で
最
澄
を
「
汝
」「
子
」
と
親
し
み
を
込
め
な
が
ら
も
、
く
ど
い
ほ
ど
に
暗
喩
を
借
り
、
最
澄
の

密
典
読
解
の
態
度
や
『
理
趣
経
』
に
対
す
る
無
知
を
暗
に
批
判
し
、
無
神
経
な
借
経
の
申
し
出
に
応
じ
な

い
。
こ
の
二
年
半
後
、
二
人
の
関
係
は
自
然
消
滅
的
に
途
絶
え
る
。 

  

蛇
足
な
が
ら
、「
叡
山
ノ
澄
法
師
理
趣
釈
経
ヲ
求
ム
ル
ニ
答
ス
ル
書
」
の
「
澄
法
師
」
と
は
円
澄
（
第
二

代
天
台
座
主
）
の
こ
と
で
、
最
澄
は
『
理
趣
釈
』
の
借
覧
を
申
し
出
て
は
お
ら
ず
、
空
海
と
最
澄
の
関
係

途
絶
は
こ
の
『
理
趣
釈
』
の
借
覧
が
原
因
で
は
な
く
、
密
法
受
法
の
口
授
の
礼
法
を
わ
き
ま
え
ず
密
典
の

独
学
読
解
に
終
始
す
る
最
澄
に
空
海
が
嫌
気
し
た
、
と
い
う
説
が
あ
る
。 

し
か
し
、
こ
の
書
簡
に
あ
る
「
夫
レ
秘
蔵
ノ
興
廃
ハ
唯
汝
ト
我
ナ
リ
」
の
文
意
か
ら
し
て
も
、
当
時
の

日
本
密
教
を
担
う
の
は
最
澄
と
空
海
以
外
に
は
な
く
、「
叡
山
ノ
澄
法
師
」
と
は
最
澄
で
あ
る
こ
と
は
明
ら



か
で
あ
る
。
空
海
の
も
と
で
空
海
の
密
法
を
親
し
く
受
学
し
、
密
法
受
学
の
礼
法
で
あ
る
面
授
・
口
授
を

よ
く
知
る
円
澄
が
師
の
最
澄
を
さ
し
お
い
て
秘
奥
の
密
典
『
理
趣
釈
』
に
手
を
出
す
こ
と
な
ど
あ
り
え
ま

い
。 

 

時
に
、
最
澄
は
空
海
と
の
間
で
密
教
に
苦
悶
し
た
が
、
会
津
磐
梯
山
に
い
た
法
相
の
学
僧
徳
一
に
も
悩

ん
だ
。
晩
年
に
五
年
つ
づ
い
た
「
三
一
権
実
諍
論
（
論
争
）
」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
会
津
か
ら
常
陸
に
か

け
て
徳
一
の
教
団
勢
力
に
阻
ま
れ
、念
願
の
東
北
地
方
へ
の
教
線
拡
張
を
は
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

正
直
な
性
格
に
よ
り
真
摯
か
つ
厳
格
な
修
学
僧
と
し
て
比
叡
山
を
舞
台
に
天
台
の
教
義
と
密
教
・
禅
・
戒

律
・
念
仏
な
ど
を
組
織
化
し
、
平
安
時
代
の
国
家
仏
教
の
担
い
手
た
る
べ
く
奮
闘
を
し
た
最
澄
で
あ
っ
た

が
、
生
涯
の
後
半
は
多
事
多
忙
と
な
り
自
ら
の
天
台
の
教
義
を
体
系
化
す
る
に
至
ら
な
い
ま
ま
、
弘
仁
十

三
年
（
八
二
二
）
六
月
四
日
、
五
十
六
才
で
示
寂
し
た
。 

こ
の
十
二
年
後
の
承
和
元
年
（
八
三
四
）
三
月
、
宣
旨
に
よ
っ
て
こ
の
山
に
上
っ
た
空
海
は
、
六
人
の

高
弟
と
と
も
に
西
塔
院
の
落
慶
供
養
に
参
じ
咒
願
師
の
役
を
つ
と
め
た
。
空
海
は
生
涯
を
了
え
る
ち
ょ
う

ど
一
年
前
、
よ
き
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
最
澄
の
比
叡
山
に
詣
で
た
の
で
あ
る
。
感
慨
は
無
量
だ
っ
た
で
あ

ろ
う
。 

   



●
本
文
：
書
信
至
深
慰
下
情 

雪
寒 

伏
惟 

止
觀
座
主 

法
友
勝
常 

貧
道
易
量 

貧
道
與
闍
梨

契
積
有
年
歳 

常
思 

膠
漆
之
芳 

與
松
柏
不
凋 

乳
水
之
馥 

將
芝
蘭
彌
香 

舒
止
觀
羽
翼 

高
翥
二
空
上 

騁
定
惠
驥
騮 

遠
跨
三
有
外 

分
多
寶
座 

弘
釋
尊
法 

此
心
此
契 

誰
忘
誰
忍

雖
然 
顯
教
一
乘 

非
公
不
傳 

祕
密
佛
乘 

唯
我
所
誓 

彼
此
守
法 

不
遑
談
話 

不
謂
之
志 

何
日
忘
矣 

書
き
下
し
：
書
信
至
っ
て
深
く
下
情

か
じ
ょ
う

を
慰
む
。
雪
寒
に
伏
し
て
惟
れ
ば
、
止
觀

し

か

ん

の
座
主

ざ

す

、
法
の
友
、
勝
れ

た
る
こ
と
常
に
し
て
貧ひ

ん

道ど
う

量は
か

り
易
し
。
貧
道
、
闍
梨
と
契

ち
ぎ
り

を
積
む
こ
と
年
歳
有
り
。
常
に
思
う
。
膠
漆

こ
う
し
つ

の
芳

か
ん
ば

し
き
こ
と
、
松
柏

し
ょ
う
は
く

と
と
も
に
し
て
凋し

ぼ

ま
ず
。
乳

に
ゅ
う

水す
い

の
馥

か
ん
ば

し
き
こ
と
、
芝し

蘭ら
ん

と
と
も
に
し
て

彌
い
よ
い
よ

香
か
ん
ば

し
。
止
觀
の
羽
翼

う

よ

く

を
舒の

ば
し
て
、
高
く
二に

空く
う

の
上
に
翥と

び
、
定
惠

じ
ょ
う
え

の
驥
騮

き
り
ゅ
う

を
騁は

せ
て
、
遠
く
三さ

ん

有ぬ

の

外
に
跨ま

た

が
る
。
多
寶

た

ほ

う

の
座
を
分
か
ち
、
釋
尊
の
法
を
弘
む
。
此
の
心
此
の
契
り
、
誰
か
忘
れ
誰
か
忍
ば

ん
。
然
り
と
雖
ど
も
、
顯
教

け
ん
ぎ
ょ
う

一
乘
は
公
に
非
ざ
る
は
傳
え
ず
。
祕
密
の
佛
乘
は
唯
だ
我
が
誓
う
所
な
り
。 



彼
れ
此
れ
法
を
守
り
、
談
話

だ
ん
か
い

に
遑

い
と
ま

あ
ら
ず
。
之
を
謂い

わ
ざ
る
の
志
、
何
れ
の
日
に
忘
れ
ん
や
。 

私
訳
：
お
手
紙
を
い
た
だ
い
て
私
の
気
持
ち
は
深
く
慰
め
ら
れ
ま
し
た
。
雪
寒
の
季
節
の
今
日
、
伏
し
て

思
い
ま
す
の
に
、
止
観
院
の
座
主
で
あ
り
仏
法
の
友
で
あ
る
あ
な
た
は
常
に
勝
れ
た
人
で
、
私
な
ど
は

能
力
の
程
度
が
は
か
り
易
い
も
の
で
す
。
小
生
、
貴
阿
闍
梨
と
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
こ
の
国
に
仏
法
を

広
め
る
約
束
を
交
わ
し
て
か
ら
幾
歳
月
、
常
に
思
っ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
に
か
わ
と
漆
と
が
交
っ
て

現
れ
る
色
や
艶
の
評
判
の
良
さ
は
、
常
盤
木
の
常
緑
不
変
の
節
操
と
な
ら
べ
て
み
て
も
萎
れ
る
こ
と
は

な
く
、
乳
水
の
良
い
匂
い
は
香
り
の
よ
い
草
と
な
ら
べ
て
み
て
も
い
よ
い
よ
良
い
香
り
が
し
ま
す
。 

（
あ
な
た
は
）
止
観
の
翼
を
の
ば
し
て
高
く
人
法
二
空
の
上
に
飛
び
、
止
観
の
駿
馬
を
走
ら
せ
て
遠
く

三
界
の
外
に
ま
で
駆
け
跨
い
で
お
ら
れ
ま
す
。
多
宝
塔
の
な
か
で
多
宝
如
来
と
釈
尊
が
並
び
立
っ
て
い

る
よ
う
に
し
て
私
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
釈
尊
の
仏
法
を
広
め
て
い
ま
す
。
こ
の
心
情
と
約
束
は

誰
が
忘
れ
た
り
忍
ば
ず
に
い
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
。 

た
だ
し
か
し
、
顕
教
の
天
台
宗
は
皇
室
や
朝
廷
官
職
に
し
か
伝
わ
ら
ず
、
真
言
宗
は
私
が
誓
っ
た
教
え

で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
仏
法
を
守
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
二
人
で
ゆ
っ
く
り
話
し
合
う
時
間
が

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
は
言
わ
な
く
て
も
約
束
し
た
志
は
、
い
つ
に
な
っ
て
も
忘
れ
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

※
註
記
１
：
下
情
は
、
庶
民
の
実
情
。
転
じ
て
、
（
へ
り
く
だ
っ
て
）
私
の
気
持
ち
。
上
意
の
反
対
。 



※
註
記
２
：
雪
寒
は
、
「
こ
の
ご
ろ
」
と
す
る
読
み
（
『
三
教
指
歸 

性
靈
集
』
（
岩
波
書
店
）
）
あ
る
も
、

敢
え
て
「
雪
寒
に
」
と
読
ん
で
み
た
。 

※
註
記
３
：
止
觀
は
、
こ
こ
は
最
澄
の
延
暦
寺
の
も
と
の
名
の
「
一
乗
止
観
院
」
の
「
止
観
」
と
と
る
。

そ
の
由
来
は
、
『
摩
訶
止
観
』
「
天
台
小
止
観
」
。
仏
教
の
中
心
的
な
瞑
想
法
の
「
止
」
（
シ
ャ
マ
タ 

1am
a
th

a
）
と
「
観
」
（
ヴ
ィ
パ
シ
ュ
ヤ
ナ
ー 

v
ip

a1y
an

q

）
。
「
止
」
は
意
識
を
一
点
に
集
中
す
る
こ

と
、
「
観
」
は
意
識
の
対
象
を
正
し
く
（
空
観
で
）
観
察
す
る
こ
と
。 

※
註
記
４
：
座
主
は
、
比
叡
山
延
暦
寺
の
座
主
。
こ
こ
は
最
澄
の
尊
称
。 

※
註
記
５
：
貧
道
は
、
僧
侶
が
自
分
の
こ
と
を
い
う
時
の
へ
り
く
だ
り
の
表
現
。 

※
註
記
６
：
年
歳
は
、
年
月
。 

※
註
記
７
：
膠
は
、
に
か
わ
。 

※
註
記
８
：
松
柏
は
、
一
年
を
通
じ
て
緑
を
保
つ
こ
と
か
ら
、
節
を
守
っ
て
変
ら
な
い
こ
と
の
喩
え
。 

※
註
記
９
：
乳
水
は
、
蘇
乳
。 

※
註
記
１
０
：
芝
蘭
は
、
霊
芝
と
蘭
。
香
り
の
よ
い
草
。 

※
註
記
１
１
：
二
空
は
、
人
法
二
空
。 

※
註
記
１
２
：
翥
は
、
飛
ぶ
、
は
ふ
る
。 

※
註
記
１
３
：
定
惠
は
、
止
と
観
。 

※
註
記
１
４
：
驥
騮
は
、
駿
馬
。 

※
註
記
１
５
：
三
有
は
、
欲
界
・
色
界
・
無
色
界
に
お
け
る
生
存
。 



※
註
記
１
６
：
多
寶
は
、
多
宝
塔
で
多
宝
如
来
と
釈
迦
如
来
が
並
立
し
て
い
る
こ
と
。
転
じ
て
、
最
澄
と

空
海
が
並
び
立
っ
て
い
る
こ
と
。 

※
註
記
１
７
：
顯
教
は
、
密
教
以
前
の
仏
教
。 

※
註
記
１
８
：
一
乘
は
、
菩
薩
乗
、
天
台
宗
。 

※
註
記
１
９
：
祕
密
佛
乘
は
、
真
言
密
教
、
真
言
宗
。 

 

●
本
文
：
忽
開
封
緘 

具
覺
覓
理
趣
尺 

雖
然 

疑
理
趣
多
端 

所
求
理
趣 

指
何
名
相 

夫 

理

趣
道 

釈
経
文 
天
所
不
能
覆 

地
所
不
能
載 

塵
刹
之
墨 

河
海
之
水 

誰
敢
得
盡
其
一
句
一

偈
之
義
乎 

自
非
如
來
心
地
之
力 

大
士
如
空
之
心 

豈
能
信
解
受
持
乎 

余
雖
不
敏 

略
示
大

師
之
訓
旨 

冀
子 

正
汝
智
心 

淨
汝
戯
論 

聽
理
趣
之
句
義 

密
教
之
逗
留 

書
き
下
し
：
忽
ち
に
封
緘

ふ
う
か
ん

を
開
い
て
、
具

つ
ぶ
さ

に
理り

趣し
ゅ

尺
し
ゃ
く

を
覓も

と

む
る
こ
と
を
覚
る
。
然
り
と
雖
も
、
疑
う
ら

く
は
理
趣
は
端
多
し
。
求
む
る
所
の
理
趣
は
何
れ
の
名
相

み
ょ
う
そ
う

を
指
す
や
。
夫
れ
、
理
趣
の
道ど

う

、
釈

し
ゃ
く

経
き
ょ
う

の

文
、
天
の
覆
う
こ
と
能
わ
ざ
る
所
、
地
も
載の

す
る
こ
と
能
わ
ざ
る
所
な
り
。
塵
刹

じ
ん
せ
つ

の
墨
、
河か

海か
い

の
水
、

誰
か
敢
え
て
其
の
一
句
一
偈
の
義
を
盡
す
を
得
ん
。
如
來
心
地
の
力
、
大
士

だ

い

し

如に
ょ

空く
う

の
心
に
非
ら
ざ
る
よ



り
、
豈
に
能
く
信
解

し

ん

げ

し
受
持

じ

ゅ

じ

せ
ん
。
余
、
不
敏
と
雖
も
大
師
の
訓く

ん

旨し

を
略
示
す
。
冀
わ
く
は
子し 

汝
み
ま
し

の

智ち

心し
ん

を
正
し
、
汝
の
戯
論

け

ろ

ん

を
淨
め
、
理
趣
の
句く

義ぎ

、
密
教
の
逗
留

と

う

る

を
聽
か
ん
こ
と
を
。 

私
訳
：
お
手
紙
の
封
緘
を
開
い
て
す
ぐ
に
、
懸
命
に
『
理
趣
釈
』
を
探
し
求
め
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
し
た
。
し
か
し
、
『
理
趣
経
』
に
は
般
若
と
い
う
本
質
を
隠
喩
的
に
説
く
こ
と
が
多
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
、
で
す
か
ら
、
読
ん
で
わ
か
る
も
の
か
私
は
疑
わ
し
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
お
求
め

に
な
り
た
い
『
理
趣
経
』
と
は
ど
う
い
う
名
称
と
形
状
の
も
の
を
言
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
。 

そ
も
そ
も
、
『
理
趣
経
』
が
説
く
道
理
や
『
理
趣
釈
』
の
文
は
（
広
く
深
く
）
、
天
と
て
覆
う
こ
と
が

で
き
ず
、
大
地
に
も
積
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
で
す
。
塵
の
よ
う
に
無
数
の
国
土
の
土
で
で
き

た
墨
と
無
数
の
国
土
の
河
や
海
の
水
で
（
摺
っ
て
筆
で
書
く
に
し
て
も
）
、
そ
の
一
句
や
一
偈
の
説
く

意
味
を
書
き
尽
す
こ
と
は
誰
が
敢
え
て
や
っ
て
も
不
可
能
で
す
。
如
来
の
広
大
な
慈
悲
心
の
大
地
の
力

や
菩
薩
の
無
辺
の
空
の
よ
う
な
心
に
非
ず
し
て
、
ど
う
し
て
こ
れ
を
信
じ
納
得
し
、
受
法
し
保
持
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
私
は
、
機
を
見
る
に
敏
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
師
恵
果
和
尚
の
教
え
の
趣
旨

を
略
説
し
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
大
徳
、
あ
な
た
の
智
慧
を
積
む
心
を
正
し
、
言
語
と
い
う
虚
構
で
密
法
を

理
解
し
口
に
す
る
あ
な
た
の
考
え
方
を
改
め
、
『
理
趣
経
』
の
経
句
の
意
味
や
、
密
教
の
流
伝
の
意
味

に
耳
を
傾
け
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
に
。 

 



※
註
記
１
：
封
緘
は
、
封
筒
を
閉
じ
る
こ
と
。
閉
じ
ら
れ
た
封
。 

※
註
記
２
：
理
趣
尺
は
、
通
称
『
理
趣
経
』
の
註
釈
。
正
式
名
『
大
楽
金
剛
不
空
真
実
三
摩
耶
経
般
若
波

羅
蜜
多
理
趣
釈
』（
不
空
訳
）
。 

※
註
記
３
：
端
は
、
こ
こ
は
、
い
と
ぐ
ち
、
き
ざ
し
、
端
緒
、
兆
候
、
の
意
と
と
る
。
す
な
わ
ち
、
般
若

と
い
う
本
質
を
隠
喩
的
に
説
く
理
趣
、
の
意
。 

※
註
記
４
：
名
相
は
、
名
称
と
形
状
（
外
見
）
。 

※
註
記
５
：
理
趣
は
、
『
理
趣
経
』。 

※
註
記
６
：
釈
経
は
、
『
理
趣
釈
』 

※
註
記
７
：
塵
刹
之
墨
は
、
塵
の
よ
う
に
無
数
の
国
土
の
土
で
で
き
た
墨
。 

※
註
記
８
：
河
海
之
水
は
、
無
数
の
国
土
の
河
や
海
の
水
。 

※
註
記
９
：
大
士
は
、
菩
薩
。 

※
註
記
１
０
：
如
空
は
、
空
の
よ
う
に
広
い
、
の
意
。 

※
註
記
１
１
：
信
解
は
、
信
じ
納
得
す
る
こ
と
、 

※
註
記
１
２
：
受
持
は
、
受
法
し
た
教
え
を
保
持
す
る
こ
と
。 

※
註
記
１
３
：
大
師
は
、
恵
果
和
尚
。 

※
註
記
１
４
：
訓
旨
は
、
教
え
の
趣
旨
。 

※
註
記
１
５
：
子
は
、
有
徳
の
人
、
親
し
い
間
柄
の
人
。
『
三
教
指
歸
』（
岩
波
書
店
）
の
「
な
ん
じ
」
は

い
か
が
か
。 



※
註
記
１
６
：
汝
は
、
こ
こ
は
「
み
ま
し
」「
い
ま
し
」
と
読
み
、
対
等
も
し
く
は
そ
れ
以
下
の
人
に
対
し

親
し
み
を
込
め
て
言
う
代
名
詞
。
『
三
教
指
歸
』
（
岩
波
書
店
）
の
「
な
ん
じ
」
は
い
か
が
か
。 

※
註
記
１
７
：
戯
論
は
、
仏
教
で
言
う
、
言
葉
（
虚
構
、
仮
構
）
で
理
解
し
口
に
す
る
こ
と
。 

※
註
記
１
８
：
句
義
は
、
経
典
の
一
句
ご
と
の
意
味
。 

※
註
記
１
９
：
逗
留
は
、
長
く
留
ま
る
こ
と
。
こ
こ
は
密
教
の
伝
来
、
の
意
。 

 

●
本
文
：
夫 
理
趣
之
妙
句 

无
量
无
邊 

不
可
思
議 

攝
廣
從
略 

弃
末
歸
本 

且
有
三
種 

 

一
可
聞
理
趣 

二
可
見
理
趣 

三
可
念
理
趣 

若
求
可
聞
理
趣
者 

可
聞
者 

則
汝
聲
密
是
也 

汝
口
中
言
説
卽
是
也 
更
不
須
求
他
口
中 

若
覓
可
見
理
趣
者 

可
見
者
色 

汝
四
大
等
卽
是
也

更
不
須
覓
他
身
邊 

若
索
可
念
理
趣
者 

汝
一
念
心
中 

本
來
具
有 

更
不
須
索
他
心
中 

書
き
下
し
：
夫
れ
、
理
趣
の
妙
句

み
ょ
う
く

は
、
无
量
无
邊
に
し
て
不
可
思
議
な
り
。
廣
を
攝せ

っ

し
て
略
に
從
い
、
末

を
弃す

て
て
本
に
歸
る
。
且

し
ば
ら

く
三
種
有
り
。
一
に
聞
く
べ
き
理
趣
、
二
に
見
る
べ
き
理
趣
、
三
に
念
ず
る

べ
き
理
趣
な
り
。
若
し
聞
く
べ
き
理
趣
を
求
め
れ
ば
、
聞
く
べ
き
は
則
ち
汝
の
聲

し
ょ
う

密み
つ

是
な
り
。
汝
の
口

中
の
言
説

ご
ん
ぜ
つ

卽
ち
是
な
り
。
更
に
他
の
口
中
に
求
む
べ
か
ら
ず
。
若
し
見
る
べ
き
理
趣
を
覓も

と

れ
ば
、
見
る



べ
き
は
色し

き

な
り
。
汝
の
四
大

し

だ

い

等
卽
ち
是
な
り
。
更
に
他
の
身
邊

し
ん
ぺ
ん

に
覓
む
べ
か
ら
ず
。
若
し
念
ず
べ
き
理

趣
を
索も

と

む
れ
ば
、
汝
の
一
念
の
心
中
に
本
來
具
有
せ
り
。
更
に
他
の
心
中
に
索
む
べ
か
ら
ず
。 

私
訳
：
そ
も
そ
も
、
『
理
趣
経
』
の
般
若
理
趣
の
深
い
意
味
を
説
く
語
句
は
数
限
り
が
な
く
、
容
易
に
は

理
解
で
き
な
い
も
の
で
す
。
（
で
す
か
ら
、
経
は
）
広
い
意
味
を
簡
略
に
し
、
末
節
の
こ
と
は
本
質
に

戻
し
て
説
い
て
い
る
わ
け
で
す
。 

思
え
ば
、
『
理
趣
経
』
の
と
ら
え
方
に
三
種
あ
っ
て
、
一
つ
は
聞
く
べ
き
理
趣
、
二
つ
に
は
見
る
べ
き

理
趣
、
三
つ
に
は
念
ず
る
べ
き
理
趣
で
す
。
も
し
、
聞
く
べ
き
理
趣
を
求
め
る
な
ら
ば
、
聞
く
べ
き
は

あ
な
た
の
口
か
ら
出
て
く
る
言
葉
で
（
語
密
）
、
決
し
て
他
人
の
言
葉
に
（
聞
く
べ
き
理
趣
）
を
求
め

な
い
で
く
だ
さ
い
。
も
し
、
見
る
べ
き
理
趣
を
覓
め
る
な
ら
、
見
る
べ
き
は
色
法
（
色
や
形
と
い
っ
た

物
質
的
な
属
性
）
で
す
。
あ
な
た
の
（
身
体
の
原
素
の
）
地
・
水
・
火
・
風
な
ど
で
、
決
し
て
他
人
の

身
辺
に
覓
め
な
い
で
く
だ
さ
い
。
も
し
、
念
ず
べ
き
理
趣
を
索
め
る
な
ら
、
あ
な
た
が
一
心
に
本
尊
を

念
ず
る
心
中
に
生
ま
れ
な
が
ら
に
具
わ
っ
て
い
ま
す
。
決
し
て
他
人
の
心
中
に
索
め
な
い
で
く
だ
さ
い
。 

 

※
註
記
１
：
妙
句
は
、
般
若
理
趣
を
説
く
意
味
の
深
い
語
句
。 

※
註
記
２
：
聲
密
は
、
口
密
・
語
密
。
自
分
の
言
葉
に
一
切
法
清
浄
（
声
字
実
相
）
の
理
趣
が
内
在
し
て

い
る
、
と
読
む
。 



※
註
記
３
：
言
説
は
、
言
葉
。 

※
註
記
４
：
色
は
、
仏
教
で
言
う
色
法
、
色
や
形
が
あ
る
物
質
的
原
素
。 

※
註
記
５
：
四
大
は
、
地
・
水
・
火
・
風
。
色
法
に
一
切
法
清
浄
の
理
趣
が
内
在
し
て
い
る
、
と
読
む
。 

※
註
記
６
：
身
邊
は
、
身
の
ま
わ
り
。
『
三
教
指
歸 

性
靈
集
』
（
岩
波
書
店
）
の
「
他
身
の
邊
」
と
読
む

の
は
い
か
が
か
。
「
他
の
口
中
」
「
他
の
身
邊
」
「
他
の
心
中
」
と
私
は
読
む
。 

※
註
記
７
：
具
有
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
具
わ
っ
て
い
る
。
心
に
本
来
清
浄
の
理
趣
が
内
在
し
て
い
る
、

と
読
む
。
前
掲
書
の
「

本

来

も
と
よ
り
こ
の
か
た

具
つ
ぶ
さ

に
有
り
」
と
い
う
読
み
は
い
か
が
か
。
こ
こ
は
「
本
来
具
有
せ
り
」

と
読
む
。 

 

●
本
文
：
復
次
有
三
種 

心
理
趣 

佛
理
趣 

衆
生
理
趣 

若
覓
心
理
趣
者 

汝
身
中
有 

不
用
覓

別
人
身
中 

若
求
佛
理
趣 

汝
心
中
能
覺
者
卽
是 

又
可
求
諸
佛
邊 

不
須
覓
凡
愚
所 

若
覓
衆

生
理
趣
者 

汝
心
中 

有
无
量
衆
生 
可
隨
其
覓 

又
有
三
種 

文
字 

觀
照 

實
相
也 

若
覓

文
字 

則
聲
上
屈
曲 

卽
是
不
對
不
碍 
若
紙
墨
和
合
生
文
字 

彼
處
亦
有 

又
須
覓
筆
紙
博
士

邊 

若
求
觀
照 

則
能
觀
之
心 

所
觀
之
境 
无
色
无
形 

誰
取
誰
與 

若
求
實
相 

則
實
相
之

理 

无
名
相 

无
名
相
者 

與
虚
空
冥
會 

彼
處
有
空 

更
不
用
外 

書
き
下
し
：
復
た
次
に
三
種
有
り
。
心し

ん

の
理
趣
と
、
佛
の
理
趣
と
、
衆
生
の
理
趣
な
り
。
若
し
心
の
理
趣



を
覓も

と

れ
ば
、
汝
の
身
中
に
有
り
。
別
人
の
身
中
に
覓
む
る
を
用
い
ず
。
若
し
佛
の
理
趣
を
求
む
れ
ば
、 

汝
の
心
中
に
能
く
覺
る
は
卽
ち
是
れ
な
り
。
ま
た
諸
佛
の
邊へ

ん

に
求
む
べ
し
。
須
ら
く
凡
愚

ぼ

ん

ぐ

の
所
に
覓
む

べ
か
ら
ず
。
若
し
衆
生
の
理
趣
を
覓
れ
ば
、
汝
の
心
中
に
无
量
の
衆
生
有
り
、
其
れ
に
隨
っ
て
覓
む
べ

き
な
り
。
ま
た
三
種
有
り
。
文
字
（
の
理
趣
）
、
觀か

ん

照
し
ょ
う

（
の
理
趣
）
、
實
相

じ
っ
そ
う

（
の
理
趣
）
な
り
。
若
し

文
字
を
覓
む
れ
ば
則
ち
聲

し
ょ
う

の
上
に
屈
曲

く
っ
き
ょ
く

す
。
卽
ち
是
れ
不
對
不
碍

ふ

た

い

ふ

げ

な
り
。
若
し
紙し

墨ぼ
く

和
合
し
て
文
字

を
生
ず
れ
ば
、
彼
の
處
に
ま
た
有
り
。
ま
た
須
ら
く
筆
紙

ひ

っ

し

を
博
士
の
邊へ

ん

に
覓
む
べ
し
。
若
し
觀
照
を
求

む
れ
ば
則
ち
能
觀

の
う
か
ん

の
心
、
所
觀

し
ょ
か
ん

の
境

き
ょ
う

な
り
。
色
な
く
形
な
く
、
誰
か
取
り
誰
か
與あ

た

え
ん
。
若
し
實
相
を

求
す
れ
ば
則
ち
實
相
の
理
、
名
相

み
ょ
う
そ
う

な
く
、
名
相
な
く
ば
虚
空
と
冥
會

み
ょ
う
え

す
。
彼
の
處
に
空く

う

有
り
、
更
に
外

に
用
い
ざ
れ
。 

私
訳
：
ま
た
次
に
三
種
の
理
趣
が
あ
っ
て
、
心
の
理
趣
と
、
佛
の
理
趣
と
、
衆
生
の
理
趣
で
す
。
も
し
、

心
の
理
趣
を
求
め
る
の
な
ら
ば
、
あ
な
た
の
心
中
に
あ
っ
て
、
別
人
の
身
中
に
覓
め
る
必
要
は
あ
り
ま



せ
ん
。
も
し
、
佛
の
理
趣
を
求
め
る
の
な
ら
、
あ
な
た
の
心
中
で
よ
く
覚
る
の
が
こ
れ
で
す
。
諸
仏
に

近
い
範
囲
で
求
め
、
決
し
て
凡
夫
の
い
る
所
に
求
め
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
、
衆
生
の
理
趣

を
覓
め
る
な
ら
、
あ
な
た
の
心
中
に
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
衆
生
が
い
る
は
ず
で
、
そ
れ
ら
に
従
っ
て

覓
め
る
べ
き
で
す
。 

ま
た
、
三
種
（
の
理
趣
が
）
あ
り
、
文
字
（
の
理
趣
）
、
觀
照
（
の
理
趣
）
、
實
相
（
の
理
趣
）
で
す

が
、
も
し
、
文
字
（
の
理
趣
）
を
覓
め
る
な
ら
ば
、
（
そ
れ
は
）
音
・
声
に
従
っ
て
折
れ
た
り
曲
っ
た

り
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
二
項
の
対
を
越
え
た
和
合
・
無
礙
の
意
味
で
す
。
も
し
紙
と
墨
が
和
合
し
て

文
字
を
生
め
ば
、
そ
こ
に
文
字
の
理
趣
が
あ
り
、
そ
れ
は
筆
や
紙
を
そ
れ
に
通
じ
た
専
門
家
の
近
く
に

覓
め
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
も
し
、
觀
照
（
の
理
趣
）
を
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
見
る
側
の
心
（
能
）

と
見
ら
れ
る
側
の
対
象
（
所
）
で
、
（
そ
こ
に
は
能
所
な
く
、
実
体
と
し
て
の
）
色
も
形
も
な
く
（
無

色
）
、
能
取
（
執
着
）
も
所
取
（
執
着
さ
れ
る
も
の
）
も
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
、
實
相
（
の
理
趣
）
を

求
め
る
な
ら
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
實
相
の
理
（
＝
諸
法
実
相
）
で
、
事
物
事
象
（
現
象
態
）
の
名
称
や

形
状
は
言
葉
に
よ
る
仮
構
で
あ
っ
て
実
体
が
な
く
、
そ
う
で
あ
れ
ば
虚
空
に
相
入
・
合
一
し
て
見
え
ま

せ
ん
。
そ
こ
に
空
が
あ
っ
て
、
さ
ら
に
そ
れ
以
外
の
も
の
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

※
註
記
１
：
邊
は
、
中
心
や
基
準
か
ら
近
い
と
こ
ろ
。 

※
註
記
２
：
凡
愚
は
、
凡
夫
・
衆
生
。 

※
註
記
３
：
觀
照
は
、
見
る
こ
と
、
観
察
す
る
こ
と
。 



※
註
記
４
：
實
相
は
、
世
俗
の
世
界
の
事
物
事
象
（
現
象
態
）
は
ほ
ん
と
う
は
因
縁
所
生
の
も
の
で
あ
り
、

実
体
が
な
く
、
言
葉
（
仮
名
）
に
よ
る
仮
構
に
す
ぎ
な
い
こ
と
諸
法
実
相
。 

※
註
記
５
：
聲
は
、
音
・
声
・
響
き
・
言
葉
。 

※
註
記
６
：
屈
曲
は
、
折
れ
曲
が
る
こ
と
。
文
字
が
音
・
声
・
響
き
・
言
葉
に
従
っ
て
書
か
れ
る
様
。 

※
註
記
７
：
不
對
不
碍
は
、
紙
と
墨
、
筆
と
紙
の
よ
う
に
、
二
つ
（
対
の
）
も
の
が
和
合
し
て
無
碍
で
あ

る
こ
と
。 

※
註
記
８
：
能
觀
所
觀
は
、
見
る
側
と
見
ら
れ
る
側
。 

※
註
記
９
：
境
は
、
見
ら
れ
る
側
の
対
象
。 

※
註
記
１
０
：
名
相
は
、
前
述
。
名
称
や
形
状
。 

※
註
記
１
１
：
冥
會
は
、
相
入
、
合
一
。 

※
註
記
１
２
：
空
は
、
事
物
事
象
（
現
象
態
）
は
因
縁
所
生
の
仮
構
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る

も
の
で
は
な
く
、
無
実
体
・
無
自
性
＝
空
で
あ
る
こ
と
。 

 

●
本
文
：
又
所
謂 

理
趣
釋
經
者 

汝
之
三
密 

則
是
理
趣
也 

我
三
密 

則
是
釋
經 

汝
身
等
不

可
得 

我
身
等
亦
不
可
得 

彼
此
俱
不
可
得 
誰
求
誰
與 

又
有
二
種 

汝
理
趣 

我
理
趣 

卽

是
也 

若
求
汝
理
趣 

則
汝
邊
卽
有 

不
須
求
我
邊 

若
求
我
理
趣 

則
有
二
種
我 

一
五
蘊
假

我
二
无
我
大
我 

若
求
五
蘊
假
我
理
趣 

則
假
我
者 
无
實
體 

无
實
體
者 

何
由
覓
得 

若
求

无
我
大
我 

則
遮
那
三
密
卽
是
也 

遮
那
三
密 

何
處
不
遍 

汝
三
密
卽
是 

不
合
外
求 



書
き
下
し
：
又
所
謂

い
わ
ゆ
る

、
理
趣
釋
經
と
は
、
汝
の
三さ

ん

密み
つ

則
ち
是
れ
理
趣
、
我
が
三
密
則
ち
是
れ
釋
經
な
り
。 

汝
の
身
等
の
不
可
得
に
し
て
我
が
身
等
も
ま
た
不
可
得
な
り
。
彼
れ
此
れ
俱
に
不
可
得
に
し
て
誰
か
求

め
誰
か
與
え
ん
。
又
、
二
種
有
り
。
汝
の
理
趣
と
我
が
理
趣
、
卽
ち
是
れ
な
り
。
若
し
汝
の
理
趣
を
求

む
れ
ば
則
ち
汝
の
邊
に
卽
ち
有
り
。
須
ら
く
我
が
邊
に
求
む
べ
か
ら
ず
。
若
し
我
が
理
趣
を
求
む
れ
ば 

則
ち
二
種
の
我
有
り
。
一
つ
は
五
蘊
の
假け

我が

、
二
に
は
无
我
の
大
我
な
り
。
若
し
五
蘊
の
假
我
の
理
趣

を
求
む
れ
ば
則
ち
假
我
は
實
體
无
し
。
實
體
无
し
と
は
、
何
に
由
っ
て
得
る
を
覓
め
ん
や
。
若
し
无
我

の
大
我
を
求
む
れ
ば
則
ち
遮
那
の
三
密
、
卽
ち
是
れ
な
り
。
遮
那
の
三
密
は
何
れ
の
處
に
遍
せ
ざ
ら
ん

や
。
汝
の
三
密
、
卽
ち
是
れ
な
り
。
合
わ
せ
て
外
に
求
む
る
べ
か
ら
ず
。 

私
訳
：
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
『
理
趣
釈
経
』
と
は
、
あ
な
た
の
三
密
が
『
理
趣
経
』
で
、
私
の
三
密
が
『
理

趣
釈
経
』
な
の
で
す
。
あ
な
た
の
身
・
口
・
意
は
そ
れ
自
体
で
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
私
の
身
・
口
・

意
も
ま
た
同
じ
で
す
。
か
れ
こ
れ
共
に
そ
れ
自
体
で
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
誰
が
求
め
誰
が
与
え
る
で

し
ょ
う
。 

ま
た
、
二
種
（
の
理
趣
）
が
あ
り
、
あ
な
た
の
理
趣
と
私
の
理
趣
、
こ
れ
で
す
。
も
し
も
、
あ
な
た
の

理
趣
を
求
め
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
な
た
の
近
く
に
有
り
、
決
し
て
私
の
近
く
に
求
め
る
べ
き
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
も
し
私
の
理
趣
を
求
め
れ
ば
、
そ
こ
に
二
種
の
私
が
あ
っ
て
、
一
つ
は
五
蘊
か
ら
成
っ
て
い
る

仮
の
私
と
、
二
つ
に
は
無
我
の
真
実
の
私
で
す
。
も
し
五
蘊
か
ら
成
る
仮
の
私
の
理
趣
を
求
め
る
な
ら
、



仮
の
私
に
は
実
体
が
あ
り
ま
せ
ん
。
実
体
が
な
い
も
の
は
ど
う
や
っ
て
証
得
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
も
し
、

無
我
の
真
実
の
私
を
求
め
る
な
ら
、
大
日
如
来
の
三
密
、
こ
れ
で
す
。
大
日
如
来
の
三
密
は
ど
こ
に
も

遍
満
し
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
あ
な
た
の
三
密
も
こ
れ
で
す
。
こ
の
こ
と
は
前
述
の
こ
と
と

合
せ
て
外
に
求
め
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

※
註
記
１
：
三
密
は
、
身
（
手
印
、
羯
磨
印
）
・
口
（
真
言
、
法
印
）
・
意
（
本
尊
観
想
、
三
昧
耶
印
）

の
三
密
。 

※
註
記
２
：
假
我
は
、
仮
の
言
葉
（
仮
名
）
で
語
ら
れ
る
私
。 

※
註
記
３
：
无
我
は
、
自
我
が
な
い
こ
と
、
実
体
が
な
い
こ
と
、
無
自
性
。 

※
註
記
４
：
大
我
は
、
真
実
の
私
。
因
縁
生
の
私
。
無
自
性
・
空
の
私
。 

※
註
記
５
：
遮
那
は
、
毘
盧
遮
那
、
大
日
如
来
。 

 

●
本
文
：
又
余
未
知 

公
是
聖
化
耶 
爲
當
凡
夫
耶
若
佛
化 

則
佛
智
周
圓 

有
何
所
闕 

更
事
求

覓 

若
權
故
求
覓 

則
如
意
悉
達
事
外
道
文
殊
事
尺
迦 

若
實
凡
求 

則
應
隨
佛
教 

若
隨
佛
教 

則
必
須
愼
三
昧
耶 

越
三
昧
耶 

則
傳
者
受
者
俱
无
益
也 

書
き
下
し
：
又
、
余
未
だ
知
ら
ず
。
公
は
是
れ
聖
化

し
ょ
う
け

な
る
や
、
當は

た
凡
夫
爲た

る
や
。
若
し
佛
化

ぶ

っ

け

な
れ
ば
則



ち
佛ぶ

っ

智ち

は
周
圓

し
ゅ
う
え
ん

し
、
何
ぞ
闕
け
る
と
こ
ろ
有
っ
て
、
更
に
求
覓

き
ゅ
う
べ
き

を
事
と
せ
ん
。
若
し
權ご

ん

の
故
に
求
覓

す
れ
ば
則
ち
悉し

っ

達だ

の
外
道

げ

ど

う

に
事
え
文
殊
の
尺
迦

し

ゃ

か

に
事
え
る
が
如
し
。
若
し
實じ

つ

を
凡
に
求
む
れ
ば
則
ち
應ま

さ

に
佛
教
に
隨
う
べ
し
。
若
し
佛
教
に
隨
え
ば
則
ち
必
ず
須
ら
く
三
昧
耶
を
愼
し
む
べ
し
。
三
昧
耶
を 

越
え
れ
ば
則
ち
傳
者
受
者
俱
に
无
益
な
り
。 

私
訳
：
ま
た
、
私
は
未
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
あ
な
た
は
衆
生
を
化
導
す
る
聖
の
お
立
場
で
す

か
、
そ
れ
と
も
凡
夫
・
衆
生
の
お
立
場
で
す
か
。
も
し
衆
生
を
化
導
す
る
菩
薩
の
お
立
場
な
ら
、
サ
ト

リ
の
智
慧
が
あ
な
た
の
周
囲
に
満
ち
、
欠
け
る
と
こ
ろ
も
な
く
、
ど
う
し
て
更
に
（
『
理
趣
釈
』
な
ど

を
）
求
め
る
こ
と
に
専
念
し
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
。 

も
し
も
、
仮
の
教
え
（
方
便
、
衆
生
済
度
の
手
段
）
と
し
て
（
『
理
趣
釈
』
）
を
お
求
め
な
ら
、
そ
れ

は
悉
達
太
子
（
釈
尊
）
が
外
道
に
事
え
、
（
釈
迦
如
来
よ
り
も
先
に
仏
に
な
っ
た
、
過
去
仏
の
）
文
殊

菩
薩
が
釈
迦
如
来
に
事
え
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
も
し
真
実
の
教
え
（
般
若
理
趣
の
道
理
）
を
凡
夫
に

求
め
る
な
ら
、
密
教
に
従
う
べ
き
で
、
も
し
密
教
に
従
う
の
な
ら
、
誓
戒
（
三
昧
耶
戒
）
に
気
を
配
ら

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
誓
戒
を
守
ら
ず
越
法
の
罪
を
犯
せ
ば
伝
法
の
阿
闍
梨
も
受
法
の
弟
子
も
無
益

で
あ
り
ま
す
。 

 

※
註
記
１
：
聖
化
は
、
衆
生
を
化
導
す
る
聖
の
立
場
。 



※
註
記
２
：
佛
化
は
、
衆
生
を
化
導
す
る
菩
薩
の
立
場
。 

※
註
記
３
：
佛
智
は
、
サ
ト
リ
の
智
慧
。 

※
註
記
４
：
權
は
、
仮
の
教
え
、
方
便
門
。
天
台
で
言
う
「
権
実
」
の
「
権
」
。 

※
註
記
５
：
悉
達
は
、
シ
ッ
ダ
（!

id
d
h
a

）
太
子
。
釈
迦
の
幼
名
。 

※
註
記
６
：
外
道
は
、
仏
教
以
外
の
宗
教
・
思
想
。 

※
註
記
７
：
實
は
、
真
実
の
教
え
。
こ
こ
で
は
天
台
の
教
義
と
と
っ
た
。
天
台
で
言
う
「
権
実
」
の
「
実
」
。 

※
註
記
８
：
佛
教
は
、
こ
こ
は
密
教
と
と
っ
た
。 

※
註
記
８
：
三
昧
耶
は
、
こ
こ
は
誓
戒
（
三
昧
耶
戒
）
と
と
っ
た
。 

※
註
記
９
：
傳
者
は
、
伝
法
の
阿
闍
梨
。 

※
註
記
１
０
：
受
者
は
、
受
法
の
弟
子
。 

 

●
本
文
：
夫
秘
蔵
興
廢 

唯
汝
我 
汝
若
非
法
而
受 

我
若
非
法
而
傳 

則
將
来
來
法
之
人
、
何
由

得
知
求
道
之
意 

非
法
傳
受 

是
名
盗
法 

卽
是
誑
佛 

又
祕
蔵
奥
旨 

不
貴
得
文 

唯
在
以
心

傳
心 

文
是
糟
粕 

文
是
瓦
礫 

愛
糟
粕
瓦
礫 

則
失
粹
實
至
實 

弃
眞
拾
偽 

愚
人
之
法 

愚

人
之
法 

汝
不
可
隨 

又
不
可
求 

書
き
下
し
：
夫
れ
秘
蔵

ひ

ぞ

う

の
興
廢
は
唯
だ
汝
と
我
な
り
。
汝
若
し
非
法

ひ

ぼ

う

に
し
て
受
け
、
我
若
し
非
法
に
し
て



伝
え
ば
、
則
ち
將
來
求
法
の
人
、
何
に
由
っ
て
求
道
の
意

こ
こ
ろ

を
知
る
を
得
ん
。
非
法
の
傳
受

で
ん
じ
ゅ

、
是
れ
を
盗と

う

法ほ
う

と
名
づ
く
。
即
ち
是
れ
佛
を
誑

あ
ざ
む

く
。
又
、
秘
蔵
の
奥お

う

旨し

は
文も

ん

を
得
る
を
貴

た
っ
と

し
と
せ
ず
、
唯
だ
心
を

以
っ
て
心
に
伝
う
る
に
在
り
。
文
は
是
れ
糟
粕

そ
う
は
く

、
文
は
是
れ
瓦
礫

が

れ

き

な
り
。
糟
粕
瓦
礫
を
愛
し
則
ち
粹
實

至
實
を
失
い
、
眞
を
弃
て
偽
を
拾
う
は
愚
人
の
法
な
り
。
愚
人
の
法
、
汝
隨
う
べ
か
ら
ず
。
又
、
求
む

べ
か
ら
ず
。 

私
訳
：
そ
も
そ
も
、
密
教
の
興
廃
は
あ
な
た
と
私
に
か
か
っ
て
い
る
。
（
そ
の
二
人
の
う
ち
）
あ
な
た
が

も
し
密
教
の
法
軌
に
従
わ
な
い
あ
や
ま
っ
た
方
法
で
受
法
し
、
私
が
同
様
に
し
て
伝
法
す
れ
ば
、
将
来

密
教
を
の
教
え
を
求
め
る
人
は
何
を
根
拠
に
密
教
求
道
の
心
を
知
り
得
る
の
で
し
ょ
う
。
密
教
の
法
軌

に
従
わ
な
い
あ
や
ま
っ
た
方
法
に
よ
る
伝
受
、
こ
れ
を
盗
法
と
言
い
佛
を
欺
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

ま
た
、
密
教
の
奥
義
は
文
章
（
書
物
）
を
読
む
こ
と
で
得
る
こ
と
を
貴
し
と
せ
ず
、
た
だ
以
心
伝
心
で

伝
え
る
も
の
で
す
。
文
章
は
酒
粕
で
あ
り
、
ま
た
瓦
礫
で
す
。
酒
粕
や
瓦
礫
に
執
着
し
て
純
粋
で
最
高

の
真
実
を
見
失
い
、
真
実
を
棄
て
て
偽
り
を
拾
う
の
は
凡
夫
の
方
法
で
す
。
凡
夫
の
方
法
に
あ
な
た
は

従
う
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
そ
れ
を
求
め
る
べ
き
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

※
註
記
１
：
秘
蔵
は
、
密
教
。 



※
註
記
２
：
非
法
は
、
正
式
な
密
教
法
軌
に
則
ら
な
い
伝
法
。 

※
註
記
３
：
傳
受
は
、
密
法
の
伝
授
と
受
法
。 

※
註
記
４
：
糟
粕
は
、
前
述
。
酒
粕
。 

※
註
記
５
：
粹
實
は
、
混
じ
り
け
の
な
い
真
実
。 

※
註
記
６
：
至
實
は
、
最
高
の
真
実
。 

※
註
記
７
：
愚
人
は
、
前
述
。
凡
夫
・
衆
生
。 

 

●
本
文
：
又
古
人 
爲
道
求
道 

今
人 

爲
名
利
求 

爲
名
之
求 

不
求
道
志 

求
道
志 

忘
己
道

法 

猶 

如
輪
王
仕
仙 
途
聞
途
説 

夫
子
亦
聽 

時
機
不
應 

我
師
黙
然 

所
以
者
何 

法
是

難
思 

信
心
能
入 

口
唱
信
修 

心
則
嫌
退 

有
頭
无
尾 

言
而
不
行 

如
信
修 

不
足
爲
信
修

合
始
淑
終 

君
子
之
人
也 
世
人
厭
寶
女 

而
愛
婢
賤 

咲
摩
尼 

以
緘
燕
石 

好
僞
龍 

失
眞

像 

惡
乳
粥 

寶
鍮
石 

癭
者
是
鑽
左
手
則
是 

書
き
下
し
：
又

古
い
に
し
え

の
人
、
道ど

う

の
爲
に
道ど

う

を
求
む
。
今
の
人
、
名
利

み
ょ
う
り

の
爲
に
求
む
。
名
の
爲
に
求
む
る
は

求
道
の
志
な
ら
ず
。
求
道
の
志
は
己
を
道
法

ど
う
ほ
う

に
忘
る
な
り
。
猶な

お

、
輪り

ん

王の
う

の
仙
に
仕
え
る
は
、
途
に
聞
き

途
に
説
く
が
如
し
。
夫
れ
子
、
亦ま

た

聽
け
。
時
機

じ

き

の
應
ぜ
ず
ん
ば
我
が
師
黙
然

も
く
ね
ん

す
。
所
以

ゆ

え

ん

は
何

い
か
ん

。
法
は
是



れ
思
う
こ
と
難
く
、
信
心
は
能
く
入
る
な
り
。
口
に
信し

ん

修
し
ゅ
う

を
唱
う
も
心
則
ち
嫌
退

け
ん
た
い

す
。
頭
有
っ
て
尾
无

し
。
言
い
て
行
ぜ
ざ
る
は
、
信
修
の
如
く
信
修
と
爲
す
に
足
ら
ず
。
始
め
を
合が

っ

し
終
り
を
淑

よ
く
す

る
は
君
子

の
人
な
り
。
世
人
は
寶
女

ほ
う
に
ょ

を
厭い

と

い
て
婢
賤

ひ

せ

ん

を
愛
す
。
摩ま

尼に

を
咲わ

ら

い
以
っ
て
燕え

ん

石せ
き

に
緘か

ん

す
。
僞ぎ

龍
り
ゅ
う

を
好
み

眞
像

し
ん
ぞ
う

を
失
い
、
乳

に
ゅ
う

粥
し
ゅ
く

を
惡に

く

ん
で
鍮

ち
ゅ
う

石
じ
ゃ
く

を
寶
と
す
。
癭え

い

は
是
れ
鑽う

が

ち
、
手
を
左た

す

く
は
則
ち
是
れ
な
り
。 

私
訳
：
ま
た
、
先
師
先
徳
は
仏
道
を
究
め
る
た
め
に
仏
法
を
求
め
ま
し
た
が
、
今
の
僧
侶
は
名
誉
や
地
位
・

財
産
の
た
め
に
仏
法
を
求
め
て
い
ま
す
。
名
誉
の
た
め
に
仏
法
を
求
め
る
の
は
求
道
の
志
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
求
道
の
志
と
は
、
我
を
忘
れ
て
仏
法
に
没
頭
す
る
こ
と
で
す
。
加
え
る
に
、『
法
華
経
』
（
提
婆

達
陀
品
）
に
、
誕
生
し
た
際
に
将
来
転
輪
聖
王
に
な
る
と
ア
シ
タ
仙
に
予
言
さ
れ
た
釈
迦
が
、
前
世
に

お
い
て
そ
の
ア
シ
タ
仙
に
『
法
華
経
』
を
聞
く
た
め
に
仕
え
た
と
説
か
れ
て
い
る
話
も
、
道
理
を
聞
い

て
（
そ
れ
を
実
行
せ
ず
）
そ
れ
を
他
人
に
お
し
ゃ
べ
り
す
る
よ
う
な
も
の
で
す
。 

そ
も
そ
も
、
大
徳
、
ま
た
耳
を
傾
け
て
く
だ
さ
い
。
私
の
師
の
恵
果
和
尚
は
弟
子
に
話
し
て
聴
か
せ
る

時
期
と
相
手
の
機
根
（
阿
吽
の
呼
吸
）
が
一
致
し
な
け
れ
ば
黙
っ
て
い
ま
し
た
。
何
故
か
と
言
え
ば
、

密
法
は
頭
で
考
え
る
こ
と
が
難
し
く
、
信
じ
る
心
篤
け
れ
ば
密
法
に
入
れ
る
も
の
な
の
で
す
。
口
で
い

く
ら
信
じ
て
修
行
す
る
と
言
っ
て
も
心
は
嫌
に
な
っ
て
逃
げ
る
も
の
で
、
頭
が
あ
っ
て
も
尾
が
な
い
よ



う
な
も
の
で
す
。
口
で
い
く
ら
言
え
て
も
修
行
を
し
な
け
れ
ば
、
い
か
に
も
信
修
行
の
よ
う
に
見
え
て

も
そ
れ
を
信
修
と
す
る
に
は
不
十
分
で
す
。
事
の
始
め
を
一
つ
に
さ
せ
終
り
を
善
し
と
す
る
の
は
君
子

で
あ
り
、
世
俗
の
人
は
転
輪
聖
王
が
も
つ
「
七
宝
」
の
う
ち
の
女
宝
（
心
美
し
い
女
性
）
を
避
け
て
個
々

の
卑
し
い
人
を
愛
し
、
如
意
宝
珠
を
笑
っ
て
は
宝
玉
の
よ
う
で
宝
玉
で
は
な
い
ま
が
い
も
の
の
石
に
は

口
を
閉
じ
て
い
ま
す
。
（
ま
た
）
中
国
春
秋
時
代
の
楚
の
大
夫
・
葉

し
ょ
う

公
子

こ

う

し

高こ
う

（
沈
諸
梁
）
は
偽
物
の
龍

（
似
て
非
な
る
も
の
）
を
好
ん
で
真
実
を
見
失
い
、
身
体
の
た
め
に
な
る
牛
乳
粥
を
嫌
っ
て
金
で
は
な

い
真
鍮
を
宝
物
に
し
て
い
ま
す
。
手
に
で
き
た
腫
れ
も
の
は
こ
れ
を
針
や
錐
の
よ
う
な
も
の
で
穿
ち

（
穴
を
開
け
て
膿
な
ど
を
出
し
）
、
手
（
が
化
膿
す
る
の
を
）
を
助
（
左
）
け
る
の
も
以
上
の
こ
と
と

同
じ
で
あ
り
ま
す
。 

 

※
註
記
１
：
古
人
は
、
先
人
。
こ
こ
は
先
師
先
徳
、
と
と
っ
た
。『
三
教
指
歸
』（
岩
波
書
店
）
の
「
古
の

学
者
は
己
の
為
に
し
、
今
の
学
者
は
人
の
為
に
す
」
（『
論
語
』
憲
問
）
の
引
用
は
い
か
が
か
。 

※
註
記
２
：
名
利
は
、
名
誉
や
地
位
・
財
産
。 

※
註
記
３
：
道
法
は
、
こ
こ
は
仏
法
と
と
る
。 

※
註
記
４
：
輪
王
は
、
転
輪
聖
王
。
釈
尊
（
仏
陀
）
の
よ
う
な
徳
を
も
っ
た
理
想
的
な
帝
王
。 

※
註
記
５
：
仙
は
、
イ
ン
ド
の
聖
仙
。
具
体
的
に
は
、
釈
尊
が
前
世
で
『
法
華
経
』
を
聞
く
た
め
に
仕
え

た
と
い
う
阿
私
仙
（
ア
シ
タ 

A
sita

）（『
法
華
経
』
提
婆
達
陀
品
）
。
釈
迦
が
誕
生
し
た
際
そ
の
三
十
二



相
好
を
見
て
、
将
来
転
輪
聖
王
に
な
る
と
予
言
し
た
と
い
う
。 

※
註
記
６
：
時
機
は
、
機
が
熟
す
る
こ
と
。
時
期
と
話
し
て
聴
か
せ
る
相
手
の
機
根
。 

※
註
記
７
：
寶
女
は
、
転
輪
聖
王
の
も
つ
「
七
宝
」
の
う
ち
の
「
女
宝
」
。 

※
註
記
８
：
婢
賤
は
、
心
の
卑
し
い
人
。 

※
註
記
９
：
摩
尼
は
、
如
意
宝
珠
。 

※
註
記
１
０
：
燕
石
は
、
燕
山
か
ら
出
る
玉
に
似
て
玉
で
な
い
石
。
ま
が
い
も
の
。 

※
註
記
１
１
：
僞
龍
は
、
偽
物
の
龍
。
似
て
非
な
る
も
の
の
喩
え
。
漢
の
劉
向
撰
『
新
序
』
の
「
雑
事
五
」

に
言
う
楚
の
大
夫
・
葉
公
子
高
の｢

葉
公
好
龍｣

の
故
事
の
こ
と
。 

 

葉
公
子
高
好
龍 

鈎
以
寫
龍 

鑿
以
幕
龍 

屋
室
雕
文
以
寫
龍 

於
是
天
龍
聞
而
下
之 

窺
頭
於
牖 

施
尾
於
堂 

葉
公
見
之 

棄
而
還
走 

失
其
魂
魄
五
色
無
主 

是
葉
公
非
好
龍
也 

好
夫
似
龍
而
非

龍
者
也 

 

※
註
記
１
２
：
眞
像
は
、
真
実
の
す
が
た
。 

※
註
記
１
３
：
鍮
石
は
、
真
鍮
。 

※
註
記
１
４
：
癭
は
、
首
筋
に
で
き
る
コ
ブ
。
こ
こ
は
、
手
に
で
き
る
腫
れ
も
の
と
と
っ
た
。 

※
註
記
１
５
：
左
手
は
、
左
の
手
で
は
な
く
、
手
を
左
（
佐
）
け
る
、
の
意
に
読
ん
だ
。 

 



●
本
文
：
涇
渭
不
別 

醍
醐
誰
知 

欲
知
面
姸
媸 

不
如
磨
鏡 

不
可
論
金
藥
有
无 

欲
達
心
海
岸 

不
如
棹
船 

不
合
談
船
筏
虚
實 

不
抜
毒
箭 

空
問
來
處 

聞
道
不
動 

千
里
何
見 

雙
丸
足
以

却
鬼 

一
匕
可
以
得
仙
若
使 

千
年
讀
誦
本
草
太
素 

四
大
之
病 

何
會
得
除 

百
歳
談
論
八
萬

法
藏 
三
毒
之
賊 

寧
調
伏
乎 

自
非
酌
海
之
信
磨
鎚
之
士 

誰
能
信
一
覺
之
妙
行 

修
三
磨
之

難
思 
止
々
舎
々 

弗
吾
未
見
其
人 

其
人
豈
遠
乎 

信
修
則
其
人 

書
き
下
し
：
涇
渭

け

い

い

別
た
ず
し
て
醍
醐

だ

い

ご

誰
か
知
る
。
面
の
姸
媸

げ

ん

し

を
知
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
鏡
を
磨
く
に
如
か
ず
。 

金
藥
の
有
无
を
論
ず
べ
か
ら
ず
。
心
海
の
岸
に
達
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
船
に
棹さ

お

さ
す
に
如
か
ず
。
船せ

ん

筏ば
つ

の

虚
實
を
談
ず
べ
か
ら
ず
。
毒
箭

ど
く
せ
ん

を
抜
か
ず
し
て
空
し
く
來
處
を
問
い
、
道
を
聞
き
動
か
ず
し
て
千
里
何

ぞ
見
え
ん
。
雙そ

う

丸が
ん

は
以
っ
て
鬼
を
却

し
り
ぞ

け
る
に
足
り
、
一
匕

い

っ

ぴ

以
て
仙
を
得
べ
し
。
若
使

た

と

い

、
千
年
本
草

ほ
ん
そ
う

太
素

た

い

そ

を
讀
誦
す
れ
ど
も
、
四
大

し

だ

い

の
病
、
何
ぞ
會か

つ

て
除
く
を
得
ん
。
百
歳
八
萬
の
法
藏

ほ
う
ぞ
う

を
談
論
す
れ
ど
も
、
三
毒

さ
ん
ど
く

の
賊
寧

い
ず
く

ん
ぞ
調
伏

じ
ょ
う
ぶ
く

せ
ん
や
。
海
を
酌く

む
の
信
、
鎚
を
磨
す
る
の
士
に
非
ざ
る
よ
り
、
誰
か
能
く
一
覺

い
っ
か
く

の



妙
み
ょ
う

行
ぎ
ょ
う

を
信
じ
、
三
磨

さ

ん

ま

の
難
思

な

ん

し

を
修
せ
ん
。
止
ま
れ
止
ま
れ
、
舎
ま
れ
舎
ま
れ
。
吾
に
弗あ

ら

ず
ば
未
だ
其

の
人ひ

と

見み

え
ず
、
其
の
人
豈
に
遠
か
ら
ん
や
。
信
修
す
れ
ば
則
ち
其
の
人
た
り
。 

私
訳
：
涇
水
（
涇
河
）
の
濁
り
と
渭
水
（
渭
河
）
の
澄
ん
で
い
る
の
を
区
別
し
な
い
で
（
物
事
の
良
し
悪

し
の
道
理
や
本
質
を
わ
き
ま
え
な
い
で
）
、
誰
に
密
法
の
醍
醐
の
味
（
す
ぐ
れ
た
教
え
）
が
わ
か
る
で

し
ょ
う
か
。
人
の
顔
だ
ち
の
美
醜
を
知
ろ
う
と
思
え
ば
鏡
を
み
が
く
に
越
し
た
こ
と
は
な
く
、
お
金
や

美
容
薬
の
有
無
を
論
じ
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
岸
に
到
達
し
よ
う
と
望
む
な
ら
彼
岸
に
渡
る
船

（
六
波
羅
蜜
）
を
竿
で
漕
ぐ
（
六
度
の
行
を
行
う
）
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
船
を
く
く
り
つ
け
た
橋
の
嘘

か
真
か
を
お
し
ゃ
べ
り
す
べ
き
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。
身
体
に
刺
さ
っ
た
毒
矢
を
早
く
抜
か
ず
に
何
処

か
ら
飛
ん
で
き
た
か
を
問
題
に
し
た
り
、
行
く
べ
き
道
を
聞
い
て
も
動
か
な
け
れ
ば
千
里
の
道
が
ど
う

し
て
見
え
ま
し
ょ
う
か
。（
道
教
の
道
士
が
使
う
）
病
除
け
の
丹
薬
は
そ
れ
を
二
丸
飲
め
ば
鬼
（
厄
病
）

を
退
け
る
に
充
分
で
、
一
さ
じ
飲
め
ば
不
老
長
寿
の
仙
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
と
い
、
千
年

の
間
、
中
国
最
古
の
薬
物
書
『
神
農
本
草
経
』
や
古
典
医
学
書
『
黄
帝
内
経
太
素
』
を
読
誦
し
て
も
、

ど
う
し
て
今
ま
で
身
体
（
四
大
）
の
病
を
除
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
百
年
間
、
八
万

四
千
の
法
門
を
議
論
し
て
も
、
貪
・
瞋
・
痴
の
三
毒
と
い
う
悪
者
を
ど
う
し
て
降
伏
さ
せ
改
心
さ
せ
ら

な
い
の
で
し
ょ
う
。
海
水
を
汲
ん
で
飲
み
干
す
く
ら
い
の
信
心
、
鎚
を
手
入
れ
し
て
い
つ
で
も
使
え
る

よ
う
に
し
て
お
く
職
人
で
な
け
れ
ば
、
誰
が
サ
ト
リ
を
求
め
る
す
ぐ
れ
た
修
行
を
信
じ
、
思
考
力
で
は



で
き
な
い
三
昧
を
修
習
す
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
止
め
て
く
だ
さ
い
、
止
め
て
く
だ
さ
い
。
ど
う
ぞ

留
ま
っ
て
く
だ
さ
い
、
留
ま
っ
て
く
だ
さ
い
。
私
以
外
に
あ
な
た
が
求
め
て
い
る
そ
の
人
は
ま
だ
見
え

ま
せ
ん
。
あ
な
た
が
求
め
て
い
る
人
は
遠
い
人
で
し
ょ
う
か
。（
密
法
を
）
信
じ
て
修
行
す
る
な
ら
ば
、

あ
な
た
が
求
め
る
そ
の
人
で
し
ょ
う
。 

 

※
註
記
１
：
涇
渭
は
、
涇
水
と
渭
水
。
中
国
陝
西
省
に
あ
る
河
。
涇
水
は
濁
り
、
渭
水
は
澄
ん
で
い
る
、

と
『
史
記
』
范
雎
伝
に
あ
り
。
濁
っ
て
い
る
も
の
と
澄
ん
で
い
る
も
の
。
真
偽
。 

※
註
記
２
：
醍
醐
は
、
仏
教
で
言
う
「
五
味
」
の
う
ち
の
「
醍
醐
味
」
。
極
上
の
味
。
転
じ
て
仏
性
・
涅
槃
。 

※
註
記
３
：
姸
媸
は
、
美
し
い
こ
と
と
醜
い
こ
と
。 

※
註
記
４
：
船
筏
は
、
小
舟
を
並
べ
つ
な
い
で
筏
の
よ
う
に
し
た
も
の
。
渡
り
橋
の
意
味
も
あ
る
。 

※
註
記
５
：
毒
箭
は
、
毒
の
箭
。 

※
註
記
６
：
雙
丸
は
、
道
教
で
言
う
、
二
つ
ぶ
の
丹
薬
。
『
抱
朴
子
』
内
篇
。 

※
註
記
７
：
一
匕
は
、
ひ
と
さ
じ
。 

※
註
記
８
：
本
草
は
、
『
本
草
経
』。
中
国
最
古
の
薬
物
書
『
神
農
本
草
経
』
。 

※
註
記
９
：
太
素
は
、
『
太
素
経
』。
中
国
の
古
典
医
学
書
『
黄
帝
内
経
太
素
』。 

※
註
記
１
０
：
四
大
は
、
前
述
。
身
体
の
原
素
の
地
・
水
・
火
・
風
。 

※
註
記
１
１
：
八
萬
は
、
八
万
四
千
の
法
門
。 

※
註
記
１
２
：
法
藏
は
、
仏
教
の
教
え
。
法
門
、
仏
法
。 



※
註
記
１
３
：
三
毒
は
、
貪
・
瞋
・
痴
。 

※
註
記
１
４
：
一
覺
は
、
前
述
、 

※
註
記
１
５
：
三
磨
は
、
三
昧
、
三
摩
地
。 

 

●
本
文
：
若
有
信
修 

不
論
男
女 

皆
是
其
人 

不
簡
貴
賤 

悉
是
其
器 

其
器
來
扣
鐘
谷
則
響 

妙
藥
盈
篋 
不
嘗
无
益 

珍
衣
滿
櫃 

不
著
則
寒 

阿
難
多
聞 

不
足
爲
是 

釋
迦
精
勤 

伐
柯

不
遠 

擧
代
皆
然 

悲
哉 

濁
世
化
佛
所
以
弃
入 

五
千
所
以
退
者 

雖
毒
鼓
之
慈
廣
而
无
邊 

而
干
將
之
誡 

高
而
有
淬 

師
々
誥
訓 

不
可
不
愼 

子
若
不
越
三
昧
耶 

護
如
身
命 

堅
持
四

禁 

愛
均
眼
目 

如
教
修
觀 

臨
坹
有
績 

則
五
智
祕
璽 

旋
踵
可
期 

況
乃 

髻
中
明
珠 

誰

亦
祕
惜 

努
力
自
愛 

因
還
此
宗
示
一
二 

釋
遍
照 

某
年
某
月
日 

書
き
下
し
：
若
し
信
修
す
る
こ
と
有
ら
ば
、
男
女
を
論
ぜ
ず
、
皆
是
れ
其
の
人
た
り
。
貴
賤
を
簡え

ら

ば
ず
、

悉
く
是
れ
其
の
器
た
り
。
其
の
器
來
り
て
鐘
を
扣た

た

か
ば
谷
則
ち
響
く
。
妙
藥
篋

き
ょ
う

に
盈み

ち

れ
ど
嘗
め
ざ
れ
ば

无
益
な
り
。
珍ち

ん

衣い

の
櫃ひ

つ

に
滿
つ
る
も
著き

ざ
れ
ば
則
ち
寒
し
。
阿
難

あ

な

ん

多
聞
な
り
し
も
是
た
る
に
足
ら
ず
。

釋
迦
精
勤

し
ょ
う
ご
ん

せ
し
も
伐
柯

ば

つ

か

遠
か
ら
ず
。
擧あ

げ
て
代
は
皆
然
り
な
り
。
悲
し
い
哉
、
濁
世

じ
ょ
く
せ

の
化
佛
の
所
以
は



入
に
ゅ
う

を
弃
て
、
五
千
の
所
以
は
退
く
者
な
り
。
毒ど

く

鼓く

の
慈
廣
く
し
て
无
邊
と
雖
も
、
而し

か

し
て
干
將

か
ん
し
ょ
う

の

誡
い
ま
し
め

め
、
高
く
し
て
淬さ

い

有
り
。
師
々
の
誥こ

う

訓く
ん

愼
し
ま
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
子
、
若
し
三
昧
耶
を
越
え
ず
、
護
る

に
身
命

し
ん
み
ょ
う

の
如
く
堅
く
四
禁

し

き

ん

を
持
し
、
愛
す
る
に
眼
目

げ
ん
も
く

に
均
し
く
し
て
、
教
の
如
く
觀
を
修
し
、
坹か

ん

に
臨

ん
で
績
有
ら
ば
、
則
ち
五ご

智ち

の
祕
璽

ひ

じ

、
踵

き
び
す

を
旋め

ぐ

ら
し
て
期
す
べ
し
。
況
ん
や
乃
ち
、
髻
中

け
い
ち
ゅ
う

の
明
珠

み
ょ
う
し
ゅ

、

誰
か
亦
た
祕
し
惜
し
ま
ん
。
努
力

つ

と

め

よ
、
自
愛
せ
よ
。
還か

え

る
に
因
り
て
此
の
一
二
を
示
す
。 

釋
し
ゃ
く

の
遍
照

へ
ん
じ
ょ
う 

某
の
年
某
の
月
日 

私
訳
：
も
し
、
信
じ
て
修
行
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
男
女
を
問
わ
ず
、
み
な
あ
な
た
が
求
め
て
い
る
人
で

す
。
貴
賤
に
関
係
な
く
、
こ
と
ご
と
く
あ
な
た
が
求
め
て
い
る
器
で
す
。
そ
の
人
が
目
の
前
に
現
わ
れ

て
鐘
を
打
て
ば
（
あ
な
た
に
言
葉
を
か
け
れ
ば
）
、
す
ぐ
に
そ
の
声
が
谷
間
に
こ
だ
ま
す
で
し
ょ
う
（
す

ぐ
に
あ
な
た
の
心
に
響
く
で
し
ょ
う
）
。
妙
薬
が
薬
箱
に
あ
ふ
れ
る
ほ
ど
あ
っ
て
も
服
用
し
な
け
れ
ば

無
益
で
す
し
、
珍
し
い
衣
服
が
ひ
つ
に
い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
も
着
な
け
れ
ば
み
す
ぼ
ら
し
く
見
え
る
も
の

で
す
。
釈
尊
の
弟
子
で
聞
法
に
秀
で
て
多
聞
第
一
だ
っ
た
阿
難
尊
者
も
（
聞
く
だ
け
で
行
ぜ
ず
）
其
の



人
た
り
え
ず
、
釈
尊
が
近
く
で
精
進
努
力
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
木
の
枝
を
切
っ
て
斧
の
柄
に
す

る
の
に
、
そ
の
太
さ
や
長
さ
の
寸
法
は
手
許
に
あ
る
斧
を
見
れ
ば
よ
く
、
遠
く
に
手
本
が
あ
る
わ
け
で

は
な
い
故
事
の
よ
う
に
、
良
い
手
本
は
身
近
に
あ
る
も
の
で
す
。
過
去
の
人
た
ち
は
皆
、
そ
う
し
て
き

ま
し
た
が
、（
し
か
し
）
悲
し
い
か
な
、
末
法
も
近
い
こ
の
穢
土
の
時
代
は
、（
観
音
の
よ
う
な
）
応
化

身
の
そ
の
わ
け
も
悟
入
（
涅
槃
）
を
棄
て
（
衆
生
済
度
に
追
わ
れ
）
る
こ
と
で
あ
り
、
五
千
の
比
丘
・

比
丘
尼
・
優
婆
塞
・
優
婆
夷
た
ち
の
増
上
慢
や
我
慢
や
不
信
を
懐
く
わ
け
も
仏
教
か
ら
遠
ざ
か
る
者
だ

か
ら
で
す
。
『
涅
槃
経
』
に
説
く
「
毒
鼓
の
縁
」
の
喩
え
の
よ
う
な
慈
悲
は
広
く
し
て
限
り
が
な
い
と

は
い
え
、
呉
の
刀
工
干
将
が
呉
王
の
剣
を
作
る
際
、
焼
き
入
れ
の
時
に
妻
の
髪
を
炉
に
入
れ
た
と
こ
ろ

傑
作
が
で
き
た
と
い
う
教
訓
は
、
高
く
仰
ぐ
べ
き
で
そ
こ
に
は
（
焼
き
入
れ
の
）
精
励
が
あ
る
。
師
々

代
々
の
遺
訓
は
謹
ん
で
こ
れ
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
大
徳
、
も
し
誓
戒
（
三
昧
耶
戒
）
を
守

り
、
身
命
を
賭
し
て
堅
く
四
重
禁
戒
を
護
り
保
ち
、
自
ら
主
眼
と
す
る
と
こ
ろ
を
愛
す
る
の
と
同
じ
く

し
、
師
の
教
え
の
通
り
に
観
想
を
行
じ
、
土
穴
に
生
け
贄
を
入
れ
盟
約
の
文
書
を
読
み
あ
げ
て
功
績
が

あ
っ
た
故
事
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
金
剛
界
の
五
智
如
来
の
秘
印
を
、
か
か
と
を
回
転
さ
せ
て
（
そ
ち
ら

を
向
い
て
）
期
待
し
て
い
い
で
し
ょ
う
。
況
や
、
転
輪
聖
王
の
頭
頂
の
も
と
ど
り
に
秘
せ
ら
れ
た
宝
珠

（
＝
『
理
趣
釈
経
』
）
を
誰
が
隠
し
出
し
惜
し
み
す
る
で
し
ょ
う
。
ど
う
ぞ
、（
私
が
言
う
よ
う
に
）
ご

努
力
く
だ
さ
い
。
ご
自
愛
の
ほ
ど
を
。
お
使
い
が
お
帰
り
に
な
る
の
で
一
二
書
き
示
し
て
み
ま
し
た
。 

釈
遍
照 

あ
る
年
あ
る
月
あ
る
日
。 

 



※
註
記
１
：「
其
器
來
扣
鐘
谷
則
響
」
を
『
三
教
指
歸
』（
岩
波
書
店
）
は
「
其
の
器
來
り
て
扣
く
と
き
は
、

鐘
谷
響
く
」
と
読
ん
で
い
る
が
、
た
だ
「
扣
（
た
た
）
く
」
だ
け
で
は
何
を
叩
く
の
か
わ
か
ら
な
い
。

「
手
を
叩
く
」
の
意
味
か
。
そ
の
際
「
鐘
谷
」
は
「
こ
だ
ま
」
の
意
味
の
よ
う
で
あ
る
が
、
「
鐘
谷
」

に
「
こ
だ
ま
」
の
意
味
は
な
い
。
い
か
が
な
も
の
か
。
私
は
「
其
の
器
來
り
て
鐘
を
扣
か
ば
谷
則
ち
響

く
」
と
読
む
。 

※
註
記
２
：
篋
は
、
竹
で
編
ま
れ
た
、
衣
類
な
ど
を
保
管
す
る
箱
。 

※
註
記
３
：
櫃
は
、
衣
服
な
ど
を
収
納
す
る
木
箱
。 

※
註
記
４
：
伐
柯
は
、
良
い
手
本
は
身
近
に
あ
る
こ
と
の
喩
え
。『
詩
経
』
幽
風
・
伐
柯
に
「
伐
柯
伐
柯 

其

則
不
遠
」
。
木
の
枝
を
切
っ
て
斧
の
柄
に
す
る
の
に
、
そ
の
太
さ
や
長
さ
は
手
許
に
あ
る
斧
を
見
れ
ば

よ
く
、
遠
く
に
手
本
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
、
の
意
。 

※
註
記
５
：
濁
世
は
、
仏
法
が
形
骸
化
し
衆
生
済
度
に
な
ら
な
い
末
世
。 

※
註
記
６
：
化
佛
は
、
如
来
の
変
化
身
、
応
化
身
。 

※
註
記
７
：
入
は
、
覚
る
こ
と
。
悟
入
。 

※
註
記
８
：
五
千
は
、
比
丘
・
比
丘
尼
・
優
婆
塞
・
優
婆
夷
な
ど
、
増
上
慢
・
我
慢
・
不
信
に
陥
っ
て
い

る
四
衆
等
こ
と
。
『
法
華
経
』
方
便
品
に
「
爾
時
世
尊 

欲
重
宣
此
義 

而
説
偈
言 

比
丘
比
丘
尼 

有
懷

増
上
慢 

優
婆
塞
我
慢 

優
婆
夷
不
信 

如
是
四
衆
等 
其
數
有
五
千 

不
自
見
其
過 

於
戒
有
缺
漏 

護

惜
其
瑕
疵
」
、
す
な
わ
ち
比
丘
比
丘
尼
が
増
上
慢
を
懐
き
、
優
婆
塞
が
我
慢
を
、
優
婆
夷
が
不
信
を
懐

い
て
い
て
、
こ
れ
ら
の
四
衆
等
合
わ
せ
て
五
千
人
に
な
る
と
。 



※
註
記
９
：
毒
鼓
は
、
い
わ
ゆ
る
「
毒
鼓
の
縁
」
、
毒
を
変
じ
て
薬
と
な
す
喩
え
。『
大
般
涅
槃
経
』（
曇
無

讖
訳
）
如
来
性
品
（
第
四
之
六
）
に
「
復
次
善
男
子 

譬
如
有
人
以
雜
毒
藥
用
塗
大
鼓 

大
衆
中
撃
之
發

聲 
雖
無
心
欲
聞
聞
之
皆
死 

唯
除
一
人
不
横
死
者 

是
大
乘
典
大
涅
槃
經
亦
復
如
是 

在
在
處
處
諸
行

衆
中 
有
聞
聲 

悉
滅
盡
貪
慾
瞋
恚
愚
癡
」
と
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
毒
を
塗
っ
た
太
鼓
の
音
を
聴
く
と

皆
し
ん
で
し
ま
う
が
、
唯
一
『
涅
槃
経
』
を
説
く
声
を
聴
く
人
は
三
毒
を
消
滅
で
き
る
と
い
う
喩
え
。 

※
註
記
１
０
：
干
將
は
、
中
国
の
呉
王
の
刀
剣
を
つ
く
っ
た
刀
工
。
呉
王
の
剣
を
作
る
際
、
焼
き
入
れ
の

時
に
妻
莫
耶
の
髪
を
炉
の
中
に
入
れ
た
と
こ
ろ
初
め
て
納
得
の
も
の
が
で
き
た
故
事
。 

※
註
記
１
１
：
淬
は
、
刀
を
作
る
際
の
焼
き
入
れ
。
は
げ
む
・
つ
と
め
る
こ
と
。「
淬
」
は
、
音
が
「
さ
い
」
、

訓
が
「
に
ら
ぐ
」
で
、
刀
を
作
る
際
に
何
回
も
炉
に
入
れ
、
焼
き
を
入
れ
て
鉄
の
質
を
堅
く
す
る
こ
と
。

こ
れ
を
『
三
教
指
歸
』
（
岩
波
書
店
）
は
「
か
た
す
」
と
読
み
、
「
（
名
刀
の
使
い
方
を
知
ら
ぬ
者
は
）

自
分
を
傷
つ
け
る
こ
と
が
あ
る
」
と
註
釈
し
て
い
る
が
、
い
か
が
か
。
こ
こ
は
、
刀
工
・
干
将
と
妻
の

精
励
の
比
喩
で
「
自
分
を
傷
つ
け
る
」
話
か
。 

※
註
記
１
２
：
誥
訓
は
、
訓
告
、
教
訓
を
告
げ
る
こ
と
。 

※
註
記
１
３
：
四
禁
は
、
三
昧
耶
戒
に
お
け
る
「
四
重
禁
戒
」（
不
応
捨
正
法
戒
・
不
捨
離
菩
提
戒
・
不
応

慳
悋
正
法
戒
・
不
応
不
利
衆
生
行
戒
）
・ 

※
註
記
１
４
：
眼
目
は
、
眼
、
こ
こ
は
自
ら
主
眼
と
す
る
と
こ
ろ
と
と
る
。
『
三
教
指
歸
』（
岩
波
書
店
）

の
註
に
「
一
切
如
来
加
持
護
念
し
た
ま
ふ
こ
と
猶
眼
を
愛
す
る
が
如
し
」
と
『
宝
筺
印
陀
羅
尼
経
』
に

あ
る
と
言
う
の
だ
が
、
『
一
切
如
来
心
秘
密
全
身
舎
利
宝
筺
印
陀
羅
尼
経
』
（
不
空
訳
、
大
正
蔵
、
一
〇



二
二
）
に
そ
の
引
用
文
は
見
当
ら
な
い
。
陀
羅
尼
本
文
の
な
か
に
も
な
い
。 

※
註
記
１
５
：
坹
は
、「
土
穴
」
の
意
味
。
『
礼
記
』
典
礼
下
に
「

牲
い
け
に
え

に
涖の

ぞ

ん
で
盟ち

か

う
」
と
あ
り
、
そ
の

註
釈
で
あ
る
鄭
玄
の
註
に
「
坹
に
牲
を
用
い
臨
ん
で
其
の
盟
書
を
読
む
」
と
あ
る
。 

※
註
記
１
６
：
績
は
、
手
柄
。 

※
註
記
１
７
：
五
智
は
、
五
智
如
来
。 

※
註
記
１
８
：
祕
璽
は
、
秘
印
。 

※
註
記
１
９
：
髻
中
は
、
髻
が
も
と
ど
り
。
髪
の
毛
を
頭
頂
で
束
ね
た
も
の
。
転
輪
聖
王
（
＝
釈
尊
）
の

サ
ト
リ
の
智
慧
に
秘
め
ら
れ
た
、
の
意
。 

※
註
記
２
０
：
明
珠
は
、
前
述
。
宝
珠
（
智
慧
を
象
徴
す
る
宝
玉
）
。 


