
j
i

』

4
1
7

！
？

i
i
f
t
f
d
可
？d

j
T
j
j
 
S
Z

主
雪

1
4
1
：
？

P
E
s
t

－
5
2

’
a
r

‘
喜
重
E
E

東
山
領
禅
師
に
み
る
台
隠
禅
の
真
面
目

、
ツ
、
ン
ェ
ル
・
モi
ル

撃
事
織
し

れ
た
の
は
す
で

て
い

て
、

r
能
の
こ
と
で
あ
る
。

エ
う
お
ん
付

朝
、
た
ま
た
ま
広
欝
ホ

唱
を
開
い
た
a

内
替
は
岳
器
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
白

隠
禅
倒
の
名
前
さ
え
揺
ら
な
い
。
紫
論
、
広
菌
寺
が
中
世
に
、
日
本
で

最
初
に
『
蕪
間
関
い
の
定
本
を
上
持
し
た
寺
で
あ
る
事
や
、
先
代
住
職

の
一
一
一
浦
一
舟
老
師
が
「
討
さ
む

5

早
と
い
う
審
物
を
著
わ
し
て
、
西
洋

禅
に
大
変
糞
重
な
貢
載
を
さ
れ
た
事
な
ど
は
知
る
車
も
な
い
。
漢
字
は

の
あ
る

は
あ
ま
り
鎖
染
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
、

て
、

ま
あ
ま
あ
読
め
る
が
、

老
師
が
辺

れ
た
時
、
必

な
る
ほ
ど
、

え
る
と
、

る
の
、
だ
か
ら
、
あ
る
崩
で
の
会
い

そ
の
錯
覚
に
牽
か
れ
て
、
由
時
や
、
読
荘
も
援
々

禅
に
興
味
を
覚
、
ぇ
、
今
に
濯
っ
た
。
最
近
、
告
蕗

が
著
わ
し
た
『
宗
門
無
尽
灯
論
い
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
に
翠
り
か
か
り
、

さ
ら
に
こ
の
燈
の
光
を
求
め
た
。
竹
千
畏
の
行
は
足
下
に
始
ま
る
」
と

と
も
し
び

老
子
も
言
っ
て
い
る
が
、
近
く
を
知
ら
ず
し
て
、
暫
く
東
洋
の
灯
火
を

つ

？こ
、、。

てと
しミ iこ

るか
白く
題、い
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借
り
る
の
も
脚
下
が
未
だ
は
っ
き
り
鬼
え
な
い
か
ら
で
為
ろ
う
か
。
否
、

光
明
に
東
西
な
し
a

ー
、
軍
織
の
時
代
と
臨
演
禅
僧
事
興

牒
史
を
見
る
に
は
、
お
よ
そ
ご
つ
の
見
方
が
あ
る
。
つ
は
、
ま
ず

状
況
と
環
境
、
い
わ
ゆ
る
客
観
と
さ
れ
て
い
る
泣
場
を
重
ん
じ
る
や
り

方
で
、
科
学
の
取
る
方
法
で
あ
る
c

も
う
一
つ
は
、
ま
ず
人
間
を
重
視

し
、
主
一
観
の
立
場
を
尊
重
す
る
。
一
般
の
京
教
が
主
張
す
る
の
は
こ
れ

で
あ
る
。
薦
方
と
も
不
完
全
で
、
ど
ち
ら
の
立
場
に
も
鑓
ら
な
い
読
点

が
求
め
ら
れ
て
く
る
の
は
・
自
然
で
あ
る
。
臨
済
は
す
で
に
「
入
壌
棋

奪
」
、
さ
ら
に
そ
の
否
定
「
人
境
僕
不
奪
」
じ
よ
っ
て
修
行
に
お
け
る

間
過
程
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。

し
か
し
、
袈
在
の
日
本
仏
教
会
見
る
持
、
あ
る
億
人
の
韓
大
き
を
余

り
に
も
過
剰
に
取
り
上
げ
る
頭
向
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
宗
派

の
際
問
介
を
を
か
な
か
超
え
ら
れ
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
近
壌
氾
濫
す
る
白
鴎
懇
鶴
禅
師
（
一
六
八
六
i

一
七
六
九
）

に
関
す
る
著
書
の
大
半
は
、
た
だ
岳
隠
が
「
五
百
年
開
出
の
人
」
で
あ

る
と
か
の
お
山
に
原
の
白
隠
」
と
か
の
誉
め
言
葉
の
鰻
り
返
し

で
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
皆
食
犠
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
自
記
の

外
に
権
威
を
求
め
る
よ
り
も
、
自
陣
金
龍
三
百
年
の
祝
い
と
し
て
、
誰

か
が
自
誌
の
毒
を
織
成
的
に
驚
っ
た
方
が
、
む
し
ろ
托
上
の
鋭
い
気
迫

を
味
わ
え
よ
う
。

ま
た
、
宗
門
の
鹿
史
に
お
い
て
、
臨
瀦
…
派
の
複
輿
を
一
人
だ
け
の

所
為
と
見
る
こ
と
は
、
そ
の
復
興
を
可
能
に
し
た
隷
々
な
饗
菌
や
そ
の

は
か
の
人
々
を
軽
ん
じ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
白
隠
樽
と
替
わ
れ

て
き
た
思
瀬
を
理
解
す
る
の
に
は
、
当
然
、
白
露
に
身
近
だ
っ
た
弟
子

遼
を
知
る
、
必
要
が
出
て
く
る
。
そ
の
多
く
の
弟
子
の
内
、
遂
翁
元
議
〈
一

七
一
七
i

…
七
九
O
）
と
東
嶺
円
議
士
七
二
一
？
？
？
？
？
？
？
？
？

$
3
3
9
5
9

一
七
九
二
〉
は
白
隠
の

一
一
大
神
足
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
職
出
議
梓
（
一
七
二
七
！
…
七
九

七
）
と
い
う
卓
越
し
た
和
尚
が
い
て
〈
盟1
）
、
現
在
の
法
系
を
遡
れ
ば
、

車
洲
と
隠
自
の
両
球
を
通
じ
て
、
す
べ
て
こ
の
綾
出
に
嬉
す
る
と
い
う

か
ら
、
や
は
り
そ
こ
に
見
逃
せ
な
い
力
量
が
あ
っ
た
と
悲
わ
れ
る
。

こ
こ
で
、
ま
ず
東
嶺
の
役
割
を
挙
げ
た
い
が
、
東
嶺
の
生
諜
の
中
で
、

現
・
荘
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
は
五
十
七
歳
の
特
に
峨
出
に
証
明

（
印
可
）
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
品
年
謹
コ
こ
れ
に
つ
い
て
、

秋
月
龍
悶
締
は
「
私
試
毎
朝
町
選
代
話
法
仏
祖
名
号
い
を
唱
え
る
た
び

に
、
白
騒
慧
鶴
と
蟻
出
慈
樟
の
間
に
ポ
ー
ズ
を
重
い
て
、
そ
こ
に
東
嶺

円
慈
の
名
を
心
の
中
で
唱
え
る
こ
と
に
し
て
い
っ
て
お
ら
れ

•f2 



3

卓
会
海
軍
軍
司
奇
i
a
n
e

卓
枇
習
塾
塾2
2
襲
警
1
6
Z
主
憲
書
毛3
．
、

ifji

--

iIF1itfie 

自
舗
下
法
系
略
劉
〈
臨1
〉

－
漣
翁
党
章

一

1
夫
先
古
堅

e
g
g－
－
金
一
親
玄
渓li

東
醤
玄
海

←

f

豊
洲
祖
英

一

τ
聯
燈
己
多

…
下
関
叫
療
薬
粧

会
踏
襲
十
東
嶺
円
議
十
番
天
真
ー
古
株
口
額

一
］
大
鍛
文
珠
！

i
大
鑑
！
！

一
「
完
撤
昌

一
丁
快
豊
喜

一
工
文
渠
正
敦

一
円
九
日

一

1

龍
山
派

下
議
出
紘
一
棒
上

一
「
車
潟
諌

γ

そ
の
鵠

ー
仙
簸
様
霊

「
万
酪

e
e
r
f酌
掴
事4
2
L生i
弓

ι？
？
？
t
E
E

・
量
者
信
ゅ
ー

－
持
省
主e
s

？
急
事
：
T
7
2
4
4
4
1
4
1
A
1

－L
T

-f 

る
。
ま
た
、
加
藤
正
俊
氏
も
「
織
山
が
・
日
韓
に
従
っ
た
の
は
織
か
部
年

に
過
ぎ
ず
、
〈
．
五
位
禁
中
京
〉
以
上
は
東
嶺
に
つ
い
た
と
さ
れ
る
の
で
、

寧
ろ
東
磁
波
下
に
量
く
べ
き
が
妥
当
か
も
知
れ
な
い
が
、
…
略
先
例
に

従
っ
て
白
隠
下
に
並
ぺ
て
お
こ
う
」
と
。

要
す
る
に
、
今
ま
で
続
い
て
来
た
龍
山
と
卓
関
以
後
の
十
四
派
は
す

べ
て
、
多
か
れ
少
な
か
れ
東
嶺
の
影
響
を
受
汁
た
と
言
え
る
。
蛾
山
は

克
弟
弟
子
の
東
嶺
の
鉛
鎚
に
よ
っ
て
仕
上
げ
ら
れ
た
わ
け
だ
が
、
岳
隠

の
下
で
本
分
の
事
を
達
成
し
た
の
だ
か
ら
、
自
分
を
白
憾
の
議
接
の
法

嗣
と
考
え
て
お
か
し
く
は
な
い
。
龍
沢
寺
の
系
識
の
場
合
で
も
、
東
畿

は
告
ら
を
第
二
堂
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も
東
嶺
の
徹
成
し
た
没
錠
誌

の
実
践
が
窺
え
る
。
そ
の
自
我
否
定
の
底
か
ら
教
え
の
新
し
い
息
吹
が

発
す
る
。

し
か
し
、
宗
教
学
の
立
場
か
ら
考
え
て
み
れ
ば
、
薪
し
い

う
の
は
あ
り
得
な
い
。
と
い
う
の
は
、
時
弐
の
変
遷
に
連
れ
、

理
が
新
し
い
人
に
よ
っ
て
違
う
表
現
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
れ
は
正
に
エ
リ
アi
デ
の
い
う
「
永
遠
祷
始
の
神
話
〕
と
共
通

す
る
処
で
あ
る
。
宗
教
革
命
は
い
つ
も
原
点
に
戻
っ
た
処
で
行
な
わ
れ

る
。
こ
の
「
新
い
の
字
の
あ
い
ま
い
な
側
面
を
考
曜
に
入
れ
て
江
戸
時

代
に
自
を
’
向
け
れ
ば
、
「
悶
袋
文
化
」
に
欝
え
ら
れ
て
い
る
ヨ
本
文
化

が
ち
ょ
う
ど
醗
酵
し
て
い
る
段
階
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
銭
面
の
議
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し
い
政
策
の
下
で
新
鮮
な
反
省
が
芽
生
え
る
。
こ
こ
法
政
治
的
な
歴
史

と
輔
持
的
な
壁
史
が
分
岐
す
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
怒

川
の
鉄
撃
に
支
配
さ
れ
て
い
る
封
建
杜
会
と
明
治
の
繁
明
期
を
比
較
し

た
場
合
、
政
治
的
に
辻
後
者
が
確
か
に
明
る
い
進
歩
的
な
社
会
の
夜
明

け
に
兇
え
る
。
し
か
し
他
方
、
仏
教
史
を
中
心
に
考
え
れ
ば
、
明
治
下

の
廃
仏
設
釈
は
お
そ
ら
く
一
番
暗
い
時
代
に
相
当
す
る
。
そ
の
意
味
で
、

明
治
に
お
け
る
自
黙
科
学
の
発
展
と
産
業
革
命
は
、
む
し
ろ
靖
持
を
な

い
が
し
ろ
に
す
る
滋
の
…
端
で
あ
る
と
い
う
解
釈
も
で
き
る
。
こ
れ
は

我
々
の
価
値
観
に
関
わ
る
問
題
で
、
こ
の
認
識
論
の
課
題
に
つ
い
て
辻

d
今
は
触
れ
な
い
で
お
く
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
近
世
の
日
本
仏
教
は
決

し
て
、
停
滞
し
て
い
た
と
は
替
え
な
い
（
容
易
な
時
代
で
は
な
い
か
ら
こ

そ
、
改
革
に
浪
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
）
。

つ
い
最
近
ま
で
、
鎌
倉
の
「
新
仏
教
」
以
来
何
も
新
し
い
思
想
は
誕

生
し
な
か
っ
た
と
判
断
す
る
東
亜
の
学
者
は
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
平

安
時
代
に
遺
著
使
を
療
止
し
た
経
過
と
関
じ
よ
う
な
現
象
と
し
て
、
そ

の
時
期
か
ら
仏
教
が
大
陸
の
マ
ネ
を
止
め
、
土
蕃
化
の
選
に
一
・
捗
を
踏

み
出
し
た
と
す
る
克
方
が
現
在
強
く
な
り
つ
つ
あ
る
。

禅
宗
の
場
合
で
は
、
臨
一
克
の
来
朝
を
始
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
刺
激
を
受
け

て
、
宗
門
の
基
盤
を
見
寵
す
必
要
が
諸
方
で
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

「
黄
葉
清
規
い
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
、
無
著
道
忠
が
京J叢
林
略

を
著
し
て
い
る
し
、
需
教
と
国
学
の
攻
撃
に
耐
え
ら
れ
る
よ
う

に
、
武
器
と
し
て
の
学
問
も
ま
す
ま
す
必
要
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
，

傾
向
は
禅
宗
だ
け
の
も
の
で
辻
な
い
。
例
え
ば
高
木
豊
氏
は
次
の
よ
う

に
日
蓮
宗
の
例
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。

44 

近
世
初
頭
の
仏
教
自
の
特
接
的
な
額
向
の
一
つ
に
、
鰻
ハ
学
の
機
運

の
高
ま
り
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
各
教
聞
に
内
発
的
に
醸
成
さ
れ

た
こ
と
で
あ
る
と
と
も
に
、
対
社
会
的
に
む
け
ら
れ
る
教
団
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
教
問
内
部
に
む
け
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
た
議
臣
秀

e

徳
川
家
・
康
ら
の
仏
教
対
禁
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。

七
一
八
i
一
の
活
擢
や
被
が

一
0
0
0

巻
は
、
加
熱
著
道
忠
、
百
光
姉
張
、

自
由
道
白
金
ど
の
活
躍
と
と
も
に
、
同
時
代
の
学
問
的
か

っ
復
興
的
な
風
畿
を
窺
わ
せ
る
。

き
て
、
近
世
一
憲
済
禅
後
駆
ハ
の
要
因
は
歴
史
と
深
く
関
連
し
て
い
る
が
、

同
時
に
、
自
臨
禅
が
近
代
に
至
り
、
臨
瀦
地
宗
派
を
す
べ
て
吸
収
す
る

殺
の
勢
い
を
示
し
た
諜
闘
は
次
の
よ
う
な
も
の
ら
れ
る
。

a

．
宗
教
体
験
、
い
わ
ゆ
る
見
性
を
第

な
か
っ
た
。

念
品

義
と
し
、
教
関
と
妥
協
し



b
．
公
案
体
系
の
再
編
成
に
よ
っ
て
、
初
関
と
情
後
の
修
行
を
阿
方

重
視
し
、

一
枚
情
に
止
ま
る
こ
と
を
静
戒
し
た
。

c

．
数
患
観
を
基
盤
と
し
た
公
案
の
拍
提
に
よ
り
、
八
ム案
の
観
念
化

を
防
い
だ
。
ま
た
、
仮
名
法
認
や
芸
術
を
通
じ
て
在
家
禅
の
普
及

に
努
め
た
D

d

．
新
た
な
清
規
を
取
り
入
れ
る
事
に
よ
っ
て
、
中
世
の
堕
落
を

乗

り
越
え
、
し
か
も
戒
律

禅
で
は
な
く
、
内
容
を
第
一
・
と
す
る
柔
軟

性
を
保
っ
た
。

2

、
禅
経
達
磨
之
尊
像

束
尚
は
白
隠
の
心
髄
を

受
け
継
ぎ
、
そ
の
数
多
く
の
著
作
の
随
所
で

先
の
四
つ
の
特
徴
を
浮
彫
に
し
て
い
る
が
、
も
う

一
つ
自
分
の
歩
ん
だ

道
と
常
に
密
按
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
の
は
、

達
磨
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ

る
。

『年
諸
』
に
は
、
東
山偵
は
十
九
歳
の
時
に
、
す
で
に
「
達
磨
の
像

ハ
U

を
図
い
て

常
に
照
心
の
師
と
為
す
：
：
・
・
」
と
あ
る

c

東
嶺
に
と
っ
て
、

イ
ン
ド
の

祖
師
の
存
荘
は
青
年
時
代
か
ら
の
最
大
の
関
心

事
で
あ
る
D

先
述
の

「再
始
」
と
い
う
時
間
を
超
越
す
る
働

き
は
、
ボ
デ
ィ
ダ
ル
マ
を
焦
点
と
し
て
発
揮
さ

れ
る
。
そ
こ
で
、
東
嶺
の
代
表
的
な
作
品
と
し

て
次
の
ダ
ル
マ
の
絵
と
そ
の
貨
を
犠
げ
た
い
と

田
？
っ
。

（
注l
｜
ほ
ほ
同
じ
内
容
を

持
っ
た

二
一世
間の
絵
と

賛

の
写
真
が

一白
隠
和
尚
全
集
」
第
七
巻
の
始
め
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

東
嶺
は
何
回
も
似
た
よ
う
な

絵
を
描
い
た
と
思
わ
れ
る
｜
｜
写
真
1

）

禅
経
連
磨
の
尊
像
（
写
真
l

）
〔
京
都
民芸
館
蔵
〕

［
原
文
］

蹄
経
達
磨
之
尊
像
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中
心
純
白
是
八
識
之
諜
也
議
矯
七
轍

赤
鶏
六
識
眼
耳
鼻
苔
共
寝
寿
中
次
賞

身
赤
系
以
分
意
之
道
ロ
ハ
丹
民
議
赤
最
一
不

緊
気
之
要
部
己

安
較
勝
進
本
・
期
観
三
分
各
立
自
重
関
南
修
措
界

援
輯
成
四
法
翻
根
犠
願
泉
陰
主
入
原
文
武
備
法
縁

穿
結
側
磁
器
倒
偶
行
薄
紫
錨
綱
審
繍
長
期
少
林
九
嶋
丹

天
明
一
苅
年
半
去
秋
依
慈
悲
居
士
之
替
轡

鶏
京
猷
堂
上
埜
轄
講
中
了
車
嶺
拝
寓

車指人心見註成欝

花
押

i:n 
i:n 

〔
読
み
下
し
〕

禅
経
連
磨
の
尊
像

中
心
の
純
由
、
こ
れ
人
識
の
擦
な
り
。
黒
を
七
識
と
な
す
。
悲

を
六
織
と
な
す
。
賎
耳
鼻
活
は
共
に
身
中
に
夜
り
。
次
に
黄
身

の
赤
系
は
以
て
意
の
遵
を
分
く
。
口
ハ
丹
聞
の
濃
赤
、
最
も
殺
気

之
要
を
訴
す
の
み
。

安
穀
、
勝
道
、
不
静
観
の
コ
一
分
、
各
々
四
重
闘
を
立
す
。
関
修
、
界

に
顎
し
て
、
禅
底
を
極
む
。
四
法
、
棋
を
調
え
て
、
震
泉
を
援
す
。

絵
主
と
入
臣
、
文
武
纏
わ
り
て
、
法
線
身
起
し
て
、
智
悲
丹
か
な
り
。

穏
と
行
専
ら
兼
す
。
須
ら
く
審
細
に
す
べ
し
。
こ
れ
鰐
ち
少
詳
の
九

い
紘
丹
な
り
。

天
明
元
年
、
の
秋
、
徳
恭
居
士
の
に
依
っ

京
獣
堂
上
の
為
に
、
坐
禅
講
中
了
り
て
、
東
嶺
拝
写
す
。
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賛
の
最
後
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
東
嶺
が
六
十
一
歳
の
時
（
天

そ
う
ゆ
う
じ

明
元
年
・
一
七
八
一
）
、
飛
州
（
現
在
の
較
阜
県
高
山
市
）
の
宗
猷
寺
で
提

唱
を
行
な
っ
た
捺
の
作
品
で
あ
る
。
宕
み
聞
い
に
は
、
こ
れ
と
一
致
す

る
記
録
が
あ
っ
て
、
出
隠
務
の
沼
郡
山
静
鵠
捷
明
記
鰐
い
の
講
座
を
し
た

と
配
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
頃
に
は
、
東
嶺
の
持
選
に
関
す
る
興
味
は
頭

点
に
達
し
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
同
じ
年
の
春
に
「
達
磨
多
羅
禅
経
い
の

あ
ち
の
み
や

提
唱
を
経
わ
っ
て
か
ら
、
吾
道
宮
と
い
う
神
社
の
遺
跨
を
訪
ね
て
い
る
。

こ
の
賛
文
法
、
五
世
紀
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
か
ら
訳
さ
れ
た
『
違
塵

多
羅
補
経
」
の
要
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
東
嶺
は
長
い
歳
月
を
か
け

て
、
こ
の
円
禅
続
い
の
研
究
に
没
入
し
、
数
制
約
の
講
艇
を
絡
で
、
そ
の

せ
つ
つ
う
こ
う
し
よ

成
果
を
な
熔
欝
多
難
禅
続
税
通
考
統
い
と
い
う
注
釈
の
中
に
細
め
、
後

世
に
残
し
て
い
る
。
東
嶺
の
賛
は
二
つ
の
段
藩
に
分
か
れ
て
お
り
、
ま

ず
禅
経
と
達
塵
に
関
す
る
独
自
の
解
説
を
一
段
下
が
っ
た
位
置
に
書
き
、

禅
経
自
体
の
分
類
を
禅
修
行
の
立
場
か
ら
解
嘆
し
て
い
る
。

私
は
こ
の
絵
を
晃
た
時
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
続
期
仏
教
よ
り
唯
識
思

想
に
ま
そ
し
て
さ
ら
に
道
教
、
審
教
と
持
避
の
匂
い
を
漂
わ



せ
る
作
品
を
興
味
深
く
思
っ
た
。

達
磨
の
絵
の
中
心
を
拡
大
し
て
み
る
と
（
写
只
2

）、

真
中
の
白
い
所

に
「
八
議
心
王
仰
」
と

書
い
て
あ
る
。

こ
れ
は
、
如
来
蔵
、
仏
性
、
我

我
の
木
ー阿
久
を
表
わ
し
て
い
るο

そ
の
周
り
の
黒
い
輸
が
第
七
識
の
印
し

で
あ
る
。

こ
こ
は
仏
教
の
心
理
学
で
い
う
固
定
し
た
自

我
意
識
の
錯
覚

が
生
じ
る
レ
ベ
ル
で
あ
る
凸
す
な
わ
ち
こ
の

第
七
の
意
識
は
先
の
純
粋

「
尊
像」
中
心
部
の
拡
大

（写
真
2

な
意
識
の
働
き
を
フ
ィ
ル
タ
ー
の
よ
う
に
巡
る
特
徴
が
あ
る
。

さ
ら
に

外
側
に
薄
い
赤
色
で
捕
か
れ
て
い
る
の
は
第

六
識
で
、
普
段
の
意
識
と

分
別
の
心
を
示
し
て
い
る
。
残
り
の
五
つ
の
「
識
」
は
五
官
に該
当
す

る
。
次
に
「
黄
身
の
赤
系
」
と
い
う
の
は
達
磨
の
衣
が
聞
い
て
い
る
中

一
一
－
言
。

心
の
所
に
見
え
る
一
脈
の
よ
う
な
赤
い
…
械
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
意

の
走
る
道
が
ど
う
い
う
風
に
分
か
れ
て
行
く
か
を
示
す
。
し
か
し
、
こ

の
絵
で
東
嶺
が

一
番
強
調
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
は
波
い

赤
色
で
両
か

れ
て
い
る
丹
田
、
気
の
精
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
集
中
す
る
要
点
で
あ
ろ

う
。
東
嶺
は
こ
の
前
寸
像
を
拝
観
す
る
人
に
修
行
の
秘
訣
を与
え
よ
う
と

す
る
か
の
如
く
、

丹
田
と
六
識
の
色
を
同
じ
に
す
る
。
心
が
心
を
止
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
大
変
な
矛
盾
は
誰
で
も
経
験
す
る
事
実
で
、

そ
の
止
観
の
働
き
を
助
け
る
も
の
は
汁
田
に
集
ま
っ
て
く
る
気
で
あ
る

と
昔
か
ら
説
か
れ
て
い
る
。

こ
の
丹
田
に
関
し
て
、
ま
ず
天
台

智
蹟

（五
三
八
｜
五
九
七
）
の
『
小

止
観
』
に
は
、
「
あ
る
帥
は
、
勝
下

二
ー
を

憂
陀
那
と
名
づ
け
る
。
シ

ナ
で

は
丹
固
と
一
百
う

」
と

書
か
れ
て
い
る
。

智
頻
の
師
匠
、

慧
思
（
五

一
五
｜

五
七
七

）
は
深
く
道
教
の
影
響
を
受
け
た
事
で
有
名
で
あ
る
が

（『南
獄
思
大
禅
師
立
番
願
文
』
の
中
に
し
ば
し
ば
神

丹
、
内
丹
、
外
丹
な
ど

内
。

の
表
現
が
使
用
さ
れ
て
い
る
）
、
こ
こ
で
い
う
「
あ
る
師」
は

『大
智
度

論
』
の
著
者
を

示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

『大
智
度
論
」
の
巻
六
に

47 



辻
、
空
を
説
明
す
る
十
の
中
で
「
響
き
」

罰
の
出
す
声
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

し
て
、
人

知
人
欲
錯
待
。
口
中
風
名
棄
陀
那
。
還
入
主
購
鵜
轄
響
出
。
響
出

時
鰯
七
掛
撤
退
。
日
正
名
言
。

イ
ン
ド
で
は
、
こ
の

c
e
g

は
吉
く
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ツ
い
？
の
時
代
か

ら
、
人
間
関
の
身
体
の
中
に
回
転
し
て
い
る
紅
つ
の
「
風
」
（
生
命
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
五
つ
の
種
類
）
の
…
っ
と
し
て
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
。
ヨ
ガ

の
鯵
行
に
お
い
て
は
、
身
体
に
関
す
る
知
識
が
非
常
に
重
要
と
さ
れ
て

お
り
、
チ
ベ
ッ
ト
密
教
で
も
、
現
在
、
な
お
憂
陀
都
を
含
む
五
つ
の
風

を
教
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
間
賠
と
丹
聞
の
概
念
の
朕
関
は
一
論
を
要

す
る
が
、
こ
こ
で
は
た
だ
東
嶺
の
絵
に
捕
か
れ
て
い
る
丹
田
に
は
、
こ

の
よ
う
な
無
限
の
背
景
が
あ
る
と
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

違
憲
之
醇
鍛
の
第
二
の
段
藩
を
続
ん
で
、
ま
ず
」
気
づ
く
事
は
、
こ
の

文
章
が
そ
の
ま
ま
口
祝
通
考
読
」
の
二
館
所
に
も
書
か
れ
て
い
る
事
実

で
あ
るω
し
か
し
、
さ
ら
に
驚
い
た
事
は
夫
和
二
年
壬
成
額
月
八
日

（
一
六
八
一
一
…
）
に
刊
行
さ
れ
た
本
の
中
に
、
同
じ
よ
う
な
内
容
の
苧
書

き
の
序
文
と
書
き
入
れ
が
あ
る
事
で
あ
っ
た
。
こ
の
本
は
荘
園
大
学
臨

書
館
に
絞
め
ら
れ
て
い
る
定
光
寺
文
庫
の
資
料
で
、
こ
れ
を
偶
然
に
見

つ
け
た
時
、
そ
の
中
の
見
事
な
手
書
き
は
、
お
そ
ら
く
東
嶺
の

考
疏
い
と
間
縄
張
が
あ
る
だ
ろ
う
と
患
っ
た
。
誰
が
響
い
た
か
不
明
だ
っ

た
が
、
も
し
か
し
た
ら
東
嶺
が
こ
れ
に
基
づ
い
て
「
説
、
通
考
疏
い
を
著

わ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
仮
定
し
て
み
た
。
そ
の
後
、
暫
く
し
て
、
こ

の
珍
し
い
略
文
に
書
い
て
あ
る
「
内
通
」
の
意
味
を
考
え
て
い
た
警
、

右
の
摸
に
小
さ
く
繋
い
で
あ
る
次
の
け
誌
の
文
筆
が
自
に
入
っ
た
。
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一
冗
文
五
年
庚
申
、
丹
慈
年
二
十
、
札
大
鱒
菩
頭
、
日

祈
斉
鵠
限
機
選
謀
、
巳
三
年
延
車
内
寅
五
月
五
百
、
関
得
大
館

之
鏡
、
礼
拝
鑑
定
、
悠
然
入
無
孔
館
妙
頭
、
明
お
乙
酉
七
丹
十

六
日
、
於
此
禅
経
、
大
事
得
処
。

は
明
ら
か
に
東
嶺
の
緯
を
指
し
て
お
り
、
町
税
通
考
読
』
の

序
に
は
こ
の
文
寧
と
一
致
す
る
舘
所
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
東
嶺
の
手
紙

の
雛
緋
と
こ
の
天
和
二
年
の
書
き
入
れ
を
比
較
す
る
と
、
後
者
が
措
番

で
あ
る
か
ら
、
比
べ
る
の
は
容
易
で
は
な
い
が
、
少
し
癖
の
あ
る

「
都
」
と
か
「
禅
い
等
、
持
じ
作
者
の
も
の
に
間
違
い
な
い
よ
う
に
思

う
。
そ
れ
に
、
弟
子
が
響
い
た
も
の
な
ら
、
円
誌
に
敬
称
が
住
わ
れ
て

い
な
い
の
も
お
か
し
い
。
そ
う
な
る
と
、
定
光
寺
文
鹿
本
の
瞥
き
入
れ

は
ほ
ぼ
確
実
に
東
嶺
の
懸
稿
で
あ
る
事
が
判
明
す
る
。
こ
れ
は
東
嶺
研



究
の
新
し
い
資
料
と
し
て
詑
闘
に
鐘
す
る
と

東
嶺
が
円
禅
縫
い
を
手
に
入
れ
た
時
期
に
つ
い
て
、

官
級
通
考
疏
」
で
は
十
年
間
の
ず
れ
が
あ
る
。
『
説
通
考
疏
』

的
な
部
分
に
は
廷
享
一
一
一
年
三
七
四
六
）
と
あ
り
、
門
化
装
闘
い
に
は
五
十

二
歳
の
安
永
元
年
（
一
七
五
六
〉
に
吋
始
め
て
「
連
潜
多
難
禅
経
」
を

得
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
間
を
鬼
る
に
つ
け
て
も
、
年
繍
類
を

扱
う
に
は
、
い
か
に
模
震
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
分
か
る
。

結
題
、
東
嶺
の
書
き
入
れ
本
が
ど
う
い
う
経
蕗
で
定
光
寺
に
至
っ
た

か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
・
唱
す
が
述
磨
と
罷
わ
り
を
持
っ
て
い
る

の
は
確
か
で
あ
る
。
七
世
の
春
州
全
瑞
（
不
詳i

一
八
二
ハ
）
は
東
嶺
と

同
時
代
の
人
で
、
寛
政
三
年
ご
七
九
一
）
に
京
間
接
遼
襲
五
朝
伝
」

を
刊
行
し
て
い
る
。

2
8藷
」
に
は
東
畿
が
そ
の
晩
年
、
六
十
一
一
畿
の

時
に
（
一
七
八
一
一
）
、
定
光
寺
へ
行
っ
た
と
配
怒
れ
て
い
る
。
当
時
の
住

職
は
裁
関
全
議
（
不
詳i

一
七
九
↓
ふ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前

に
東
嶺
が
そ
こ
へ
行
っ
た
可
能
設
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
新
た
な
資
粍
を
待
た
な
け
れ
ば
ま
ら
会
い
。
さ
て
、
東
嶺
の
絵
の

第
二
の
段
濯
の
内
容
を
見
て
み
る
と
、
嘉
文
の
川
連
経
多
羅
禅
経
い
の

十
七
の
「
分
」
と
い
う
分
類
の
解
明
か
ら
始
ま
る
。
東
嶺
円
禅
経
』

の
分
類
を
判
り
易
く
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
を
次
の
よ

て
い
る
。

盟
行
（
巻
ご

安
般
l

退
分

性
分

i

昇
議
分

i

決
定
分

2 

粟
智
〈
券
ニ
〉

勝
中
卓i
退
分

！
柱
分

3 4 

決
定
分

8

菅
穆
〈
巻
一
一
一
）

不
浄
観
！
退
分

i

住
分

i

昇
進
分

i

決
定
分

内
統
（
巻
盟
）

9 

界
観

13 12 11 10 

十観観
一入陰

5 6 7 17 16 15 14 

ま
ず
安
般
、
勝
道
、
不
浄
観
の
一
一
一
つ
が
各
々
送
、
住
、
決
定

の
四
つ
の
間
縄
問
け
を
通
じ
て
襲
爵
す
る
。
一
向
誇
と
は
、
修
行
方
崎
氏
遊
と
修

行
勝
道
を
意
味
し
て
い
る
。
ー
、
3

、

5
、

7

の
器
数
の
分
は
方
穫
に

付
属
し
、
2

、

4
、

6

の
偶
数
の
分
は
勝
道
に
分
属
す
る
0
8

の
分
に

至
る
と
総
合
的
な
「
修
行
方
便
韓
選
分
い
に
な
り
、
両
方
を
含
ん
だ
も

の
に
令
る
。
哉
の
9

か
ら
ロ
ま
で
泣
す
べ
て
・
方
便
道
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
町
脳
内
経
い
に
は
、
鋒
告
の
教
科
書
の
よ
う
に
、
持
行
の
過
程
と

そ
れ
に
伴
う
瞭
磐
が
徴
絡
に
措
か
れ
て
い
る
。
慧
違
〈
C
h
間

関
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五
）
の
砂
市
文
に
も
、
こ
の
文
献
は
「
修
行
進
地
」
れ
て
い
る
つ
伊

東
嶺
の
注
釈
に
よ
る
と
、
こ
の
「
禅
経
」
は
穆
道
の
展
開
を
自
安
と
し

て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
最
初
の
四
つ
の
段
階
は
初
心
の
た
め
に
警

定
の
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
次
の
m
mつ
は
仏
智
見
に
入
る
こ
と
を

明
め
る
。
次
の
五
つ
は
長
養
、
い
わ
ゆ
る
増
設
の
修
告
に
お
け
る
刻
苦

で
あ
る
。
最
後
の
西
つ
は
解
説
自
在
の
境
界
を
表
わ
す
V
注
目
に
錯
す

る
の
は
、
最
拐
の
入
つ
の
段
階
が
数
患
観
に
…
該
当
す
る
お
…
で
あ
る
。

こ
の
賛
文
で
い
う
「
界
に
摂
す
る
い
は
大
大
〈
地
・
水
・
火
・
風
・
空
・

轍
）
に
接
触
す
る
事
の
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、
〔
禅
底
を
握
む
い
は
四

禅
入
定
の
三
昧
を
一
本
す
。
「
四
法
い
と
は
題
無
難
心
（
懇
・
悲
・
事J
民

意
の
号
、
第
日
分
に
該
当
し
、
こ
れ
が
潤
う
と
次
め
い
聞
い
？

い
わ
ゆ
る
菩
寵
の
額
行
の
糟
持
が
あ
ふ
れ
る
〈
糠
る
）
。
「
観
主
一
」
と
は

第
日
分
の
観
陰
（
五
離
を
観
ず
る
法
）
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
知
見

を
君
主
に
例
え
、
自
ら
の
主
、
む
の
力
用
を
錬
磨
す
る
こ
と
を
現
わ
し
て

い
る
。
「
入
距
」
と
は
第
話
分
の
観
入
で
説
か
れ
る
十
二
入
（
六
官
と
そ

の
六
つ
め
対
象
）
の
護
持
を
距
晶
子
に
例
え
る
表
現
で
あ
る
の
こ
の
設
は

ま
た
曹
山
本
絞
の
君
臣
五
泣
を
思
わ
せ
る
。
東
嶺
は
次
に
い
う
川
文

武
」
の
、
文
の
遵
を
智
慧
に
、
武
の
還
を
戒
定
に
対
応
さ
せ
る
。
「
漢

書
い
で
は
〔
文
武
難
儀
い
と
一
言
っ
て
、
学
問
と
武
術
を
様
、
え
て
い
る
達

者
を
意
味
す
る
。
「
法
縁
い
は
緒
仏
の
悶
果
、
す
な
わ
ち
法
身
の
意
味

で
、
〔
身
起
」
は
難
生
の
悶
果
、
す
な
わ
ち
邑
身
の
縁
経
を
意
味
す
る
。

第
口
分
の
十
一
一
割
縁
は
こ
の
二
つ
の
義
を
明
ら
か
に
す
る
。
「
智
悲
円

か
な
り
い
と
い
う
の
は
無
上
菩
提
の
同
議
に
伴
う
智
慧
と
慈
悲
を
現
わ

す
。
「
偏
と
持
は
専
ら
兼
す
い
に
つ
い
て
は
、
最
初
の
日
の
分
が
ほ
ぽ

す
べ
て
韻
文
で
饗
い
で
あ
り
、
あ
と
の
4

つ
の
分
だ
け
が
散
文
で
書
い

て
あ
る
事
か
ら
、
東
嶺
は
「
禅
経
い
の
全
体
を
こ
つ
に
分
け
て
、
最
初

の
お
の
分
が
も
っ
ぱ
ら
自
利
を
説
き
な
が
ら
、
す
で
に
後
の
4

つ
の
分

の
利
也
行
を
含
め
て
い
る
も
の
と
し
、
後
の
4

分
が
も
っ
ぱ
ら
剥
龍
を

説
き
な
が
ら
、
由
利
を
前
提
と
し
て
い
る
も
の
と
す
る
。

さ
ら
に
由
利
斜
憾
の
修
行
を
、
そ
し
て
こ
の
蒜
げ
経
』
の
研
究
を
事

細
か
に
す
る
必
要
性
を
主
張
す
る
。
最
初
に
述
べ
た
四
つ
の
関
門
を
透

過
し
得
た
入
は
、
ま
さ
に
達
磨
の
端
的
を
身
に
つ
け
た
達
者
で
あ
る
。

〔
少
林
の
九
転
丹
い
と
は
ボ
デ
ィ
ダ
ル
マ
が
九
年
間
少
林
寺
に
住
止
し
、

面
接
し
た
話
を
道
教
患
に
表
現
す
る
震
葉
で
、
東
嶺
は
そ
れ
を
次
の
よ

う
に
解
釈
し
て
い
る
。

教
外
関
伝
一
見
性
の
土
、
数
々
精
嫌
を
加
え
、
強
家
九
転
の
透
瓶

丹
の
如
急
、
修
養
の
載
を
兼
合
す
。

葛
洪
（
一
一
了
間
関
世
紀
頃
）
の
門
誌
朴
子
い

で
説
か
れ
る
錬
金
術
に
は
、

う0



－
軍
基
・
重
警1
・

a
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－
z
－
Z
E

軍

a
a
E霊
童
重
量
重
量
軍
曹

z
t
h
e
S
E
E
p

－
正
富
量
喜
重
雪

水
銀
を
九
度
練
り
な
お
し
て
変
北
を
重
ね
る
と
金
が
成
るJと
あ
る
。
岳

誌
も
明
ら
か
に
道
家
の
古
典
を
読
み
、
特
に
そ
の
教
え
に
つ
い
て
「
夜

船
寓
話
」
の
中
で
述
べ
て
い
る
し
、
〔
寿
字
い
、
町
養
気
説
群
嵐
」
等
、

多
く
の
詐
品
を
借
り
て
そ
れ
を
著
わ
し
て
い
る
。

円
達
砦
多
羅
禅
経
」
自
体
は
禅
宗
務
類
の
も
の
で
あ
る
響
か
ら
、
祖

部
達
磨
の
作
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
関
し
て
、
現
代
の
学
者
は
批
判
的

で
あ
る
。
た
と
え
ば
木
村
静
雄
氏
品
川
縛
学
研
究
い
五
十
正
号
で
、
禅

経
に
説
か
れ
て
い
る
教
え
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
お
ら
れ
る
。

何
の
疑
い
も
な
く
達
磨
大
師
の
教
説
と
信
じ
た
東
嶺
は
、
：
：
：
本

経
一
篇
を
完
全
に
自
家
薬
集
中
の
も
の
と
し
ら

〈
傍
点
筆
者
〉

に
、
こ
、
つ
い
つ
い

い
た
こ
と
は
位
以
内
知
尽
灯
論
い
の
駿
会
ど
で
も
、
光
分
窺
え
る
。
弟

子
の
霧
践
は
東
嶺
の
言
葉
を
引
用
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、

ふ
る

禅
経
の
如
き
は
東
土
の
祖
師
の
宗
門
進
穆
之
要
を
述
ぶ
。
故
く
明

教
大
蔀
の
川
正
宗
論
い
を
撰
し
、
文
憲
の
〔
護
法
録
」
を
著
し
、

一
々
之
を
論
ず
。
然
し
て
語
家
の
霧
流
は
祖
師
の
不
立
文
字
の
一
語

警

に
泥
み
、
弘
て
薪
の
経
、
也
師
の
偽
撰
に
属
す
と
為
す
。
是
を
以

て
吾
が
宗
未
学
E

耳
の
輩
は
、
文
字
す
ら
指
知
ら
ず
、
況
ん
や
不

立
文
字
の
禅
に
於
い
て
を
や
。
一
人
虚
を
伝
え
て
斡
べ
て
以
て
偽

撰
な
り
と
龍
、
っ
。
鳴
呼
菜
、
っ
可
し
。
彼
の
経
の
知
き
は
習
の
違
法

師
の
親
訳
に
し
て
、
開
時
に
鰭
賢
の
鮫
授
な
り
。
後
苔
年
に
し
て
、

組
師
海
を
舷
し
て
持
々
と
し

け
で
よ
り
こ
の
か
た
、
今
川

是
禅
経
修
養
の
窃
臨
黙
の
み
。

で
真
間
洲
士
に
踏
ん
ち
ぎ
る
は
、

（
車
文
は
義
文
）

『
禅
経
』
や
達
屠
多
羅
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
の
繕
か
な
考
察
は
別

の
機
会
に
譲
る
が
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
事
は
東
嶺
が
「
説
通

考
疏
」
を
著
わ
し
た
の
は
決
し
て
単
純
な
立
場
か
ら
で
は
会
い
事
で
あJ

る
。

3
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
の
穣
題

私
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
歴
史
そ
の
も
の
に
興
味
を
持
つ
よ
り
も

現
在
生
き
て
い
る
精
神
を
形
成
し
た
道
を
見
究
め
た
い
。
禅
の
歴
史
的

な
発
展
を
学
問
的
に
位
叢
づ
け
る
に
は
、
初
期
の
禅
宗
史
務
究
の
方
が

う I



よ
り
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
し
か
し
、
の
京
掛
け
の

有
機
を
明
解
す
る
た
め
に
は
、
近
般
の
般
開
を
明
ら
か
に
す
る
醗
究
は

．
不
可
欠
な
分
野
で
あ
る
と
、
ま
す
ま
す
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
、

禅
を
海
外
に
紹
介
す
る
過
設
の
中
で
、
理
想
化
さ
れ
た
唐
伐
の
純
禅
だ

け
を
紹
介
す
る
こ
と
は
、
誤
解
を
生
む
恐
れ
が
あ
る
。
西
洋
人
に
と
っ

て
、
白
隠
禅
を
研
究
す
る
意
義
辻
、
ま
ず
こ
の
誤
解
を
避
け
る
と
こ
ろ

に
あ
る
と
思
う
。

先
述
の
「
達
磨
の
幕
議
」
は
、
密
教
、
道
教
、
神
道
の
教
え
を
豊
か

に
内
包
し
た
も
の
で
、
自
誌
と
東
議
が
共
通
に
唱
え
る
一
一
…
教
‘

場
を
強
制
し
た
作
品
の
一
つ
で
お
る
。
被
ら
の
時
代
に
は
、

ん
に
な
っ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、

興
味
深
い

し
て
、
（
一
七
一
…
五
ー
と
い
う

の
孫
弟
子
が
、
の
説
法
を
聞
い
て
発
明
し
〈
悟
り
）
、

さ
ら
に
難
透
と
向
上
の
公
案
ま
で
透
過
し
た
と
記
述
す
る
引
手
島
堵
題

先
生
中
沢
道
仁
先
生
樹
事
蹟
」
が
現
わ
れ
た
。
そ
れ
を
見
る
と
、
当
時

に
も
儒
教
と
か
仏
教
を
超
え
た
見
解
が
存
在
し
て
い
た
事
が
分
か
る
。

鈴
木
宗
忠
老
眠
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
東
嶺
が
自
分
の
窟
号
と
し
て

つ
一
一
光
幅
」
を
用
い
て
い
た
事
は
、
持
儒
仏
の
三
光
を
示
す
と
共
に
、

宗
教
の
枠
を
鵡
え
た
境
地
か
ら
の
問
い
か
け
で
も
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、

を
除
い
て
は
、

正

E
L

＊
1
昌1
2
a，M唱
含
・
E
7
9巴・4
宅
金
一
三

』
白
，
“E
E
m品目
白
巴
＝

π
呂
町
民
r
・
‘

ほ
と
ん
ど
未
慌
の
分
野
で
あ
る
か
ら
、
白
揺
に
二
十
盟
年

間
接
触
し
た
、
こ
の
弟
子
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
臨
済
禅
復

興
の
様
子
を
よ
り
厳
密
に
把
握
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
東
嶺
の
著
書
は

一
二
十
篇
以
上
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
文
献
を
通
し
て
、
こ
れ
ま
で
不
明
だ

っ
た
白
隠
の
缶
記
や
思
想
に
関
し
て
幾
つ
か
の
点
を
明
確
に
す
る
事
が

で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
怠
は
、
こ
の
解
明
を
次
の
よ
う
な
願
序
で
進

め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

ま
ず
東
嶺
の
著
作
を

つ
ま
り
縦
の
次

ら
受
け
継
が
れ
た
流

れ
を
検
討
し
、
し
て
以
内
時
代
の
文
献
を
容
考
に
、
東
嶺
の

漢
文
体
を
研
究
す
る

γ
所
か
ら
絵
め
る
。
東
嶺
の
著
作
の
現
代
語
訳
や
翻

訳
、
さ
ら
に
紫
引
の
作
成
は
こ
の
段
階
に
相
当
す
る
が
、
そ
れ
に
つ
け

て
も
、
東
嶺
の
著
書
の
う
ち
、
活
字
に
な
っ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
が
い
か

に
数
少
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
嘆
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
東
嶺
和
詣

全
集
の
誕
生
が
夢
と
し
て
許
さ
れ
る
な
ら
、
二
百
年
の
遠
忌
に
当
た
る

一
九
九
二
年
頃
が
良
い
機
会
で
は
あ
る
ま
い
か
。

東
嶺
と
白
隠
の
研
究
の
背
景
に
常
在
す
る
開
題
の
う
ち
、
臨
済
禅
譲

輿
と
い
わ
れ
て
き
た
動
き
が
ど
の
程
変
ま
で
起
源
の
中
国
禅
に
散
っ
て

い
た
か
、
ま
た
ど
の
で
日
本
数
自
の
も
の
に
な
っ
た
か
と
い

う
開
い
に
ど
こ
ま
る
か
が
、
や
は
り
こ

う2

つ
の
次
元
か
ら
分
析
す
る
。

し
' 

－
F
A
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題
と
な
ろ
う
。

で
あ
る
。

現
在
の
禅
が
ど
れ
程
純
粋
で
あ
る
か
に
も
関
わ
る
か
ら

ま
た
、
臨
済
の
教
え
の
形
成
を
知
る
た
め
に
は
江
戸
時
代
ま

で
湖
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
、

そ
れ
が
ど
れ
程
抹
消
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
問
題
で
あ

る
。結

局
、
『
宗
門
無
尽
灯
論
」
の
よ
う
な
原
典
を
通
じ
て
、
白
隠
禅
で

い
う
宗
教
体
験
が
ど
う
定
義
さ
れ
て
い
る
か
と
い
っ
た
宗
教
学
全
体
に

渉
る
普
遍
的
な
問
題
を
露
に
す
る
こ
と
が
、
こ
の
研
究
の
究
極
の
目
的

だ
と
思
う
。
昨
今
の
よ
う
に
霊
性
交
流
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
る
時
代
に
、

学
問
の
や
り
方
も
、
自
ら
の
体
験
を
通
し
て
認
識
で
き
た
ら
：
：
：
と
い

う
些
か
の
願
い
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
か
ら
も
扶
桑
の
地
に
成
長
し
て
き

た
霊
華
を
拍
じ
て
み
た
い
次
第
で
あ
る
。〔

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
大
学
日
本
学
科
助
手
〕
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①
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旬
町
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吋
町
内
E
E
N
S

－
回
目
巴
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E
丹
市
え
〉
田
市
吋H
2
5
F
U
E
－
一
九
六
六
年
に
京
都
で
出
版
さ
れ
た
が
、

現
在
は
絶
版
で
、
残
念
な
が
ら
再
版
の
見
込
み
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

②
福
永
光
司
編
『
老
子
』
下
篇
（
『
中
国
古
典
選
』
一
一
）
、
朝
日
新
聞
社
、

一
九
八
四
年
、
二
ニ
八
頁
。

③
白
隠
の
年
号
に
つ
い
て
、
西
暦
に
直
す
場
合
、
厳
密
に
は
陰
暦
と
陽
暦
の

差
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
白
隠
年
譜
』
に
拠
る
と
白
隠
は
貞

享
二
年
乙
丑
、
十
二
月
二
十
五
日
の
夜
に
生
ま
れ
て
お
り
、
貞
享
二
年
は

一
六
八
五
年
に
当
る
が
、
十
二
月
で
あ
る
か
ら
西
暦
に
直
す
と
あ
く
る
年

の
一
月
十
九
日
に
該
当
す
る
。
同
様
に
白
隠
が
亡
く
な
っ
た
明
和
五
年
戊

子
十
一
一
月
十
一
日
も
、
あ
く
る
年
の
ム
月
十
八
日
と
な
る
。
確
か
に
、

『
年
譜
」
な
ど
を
読
む
場
合
は
旧
い
年
号
を
使
わ
な
け
れ
ば
年
齢
の
数
え

方
が
や
や
こ
し
く
な
る
が
、
両
方
を
混
同
し
な
い
方
が
良
い
と
思
う
。
陰

暦
と
西
暦
の
対
照
を
計
算
す
る
に
は
、
土
橋
八
千
太
著
の
『
邦
暦
西
暦
対

照
表
』
（
上
智
大
学
、
一
九
六
九
年
）
は
欠
か
せ
な
い
資
料
で
あ
る
。

④
西
村
恵
信
『
東
嶺
和
尚
年
強
巴
（
『
近
世
禅
僧
伝
』
八
）
、
思
文
問
、
一
九

八
二
年
、
二
四
一
頁
。

⑤
秋
月
龍
現
『
白
隠
禅
師
」
（
『
現
代
新
書
」
七
九O
）
、
講
談
社
、
一
九
八

五
年
、
二
三
O
頁
。

⑥
加
藤
正
俊
『
白
隠
和
尚
年
拙
巴
、
（
『
近
世
禅
僧
伝
』
七
）
、
思
文
閣
、
一
九

八
五
年
、
三
三
頁
。

⑦
エ
リ
ア
l

デ
『
聖
な
る
空
間
と
時
間
』
（
『
エ
リ
ア1
デ
著
作
集
」
第
三

ラ3



巻
）
、
久
米
博
訳
、
せ
り
か
書
房
。
原
題
は
「
Z
F

由
三
宮
号
｝
・H
W
R
E巾
－

m
2
0
E『
』
の
白
－
Z
目
白
『
a
・
句
白
『
Z

］
戸
川
町
。
川
町
・

⑧
『
大
正
新
修
大
蔵
経
」
第
八
一
巻
、
六
八
八
｜
七
二
四
頁
。

⑨
高
木
豊
『
日
蓮
宗
』
（
『
〈
宗
派
別
〉
日
本
の
仏
教
・
人
と
教
え
』
五
）
、
小

学
館
、
一
九
八
五
年
、
六
O
頁
。

⑩
西
村
恵
信
『
前
掲
書
』
八
四
頁
、
十
九
歳
の
条
。

⑪
西
村
恵
信
『
前
掲
書
』
二
五
四
頁
。
東
嶺
と
神
道
の
関
係
に
つ
い
て
は
故

陸
川
堆
雲
氏
の
「
東
嶺
和
尚
の
無
尽
灯
論
の
神
道
思
想
及
ぴ
〈
五
回
道
宮
縁

由
〉
に
つ
い
て
」
（
『
禅
学
研
究
」
四
七
号
、
花
園
大
学
、
一
九
五
七
年
、

八
五
l

一
O
七
頁
）
の
中
に
最
も
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
同
論
文
は

後
、
同
氏
の
『
考
証
白
隠
和
尚
詳
伝
』
（
山
喜
房
、
一
九
六
三
年
、
五
四

九
｜
五
七
九
頁
）
に
収
め
ら
れ
た
。

⑫
『
修
習
止
観
坐
禅
法
要
」
第
九
治
病
観
法
門
（
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
第

四
六
巻
、
四
七
一
頁
下
、
一
五
｜
一
六
行
）
。

関
口
真
大
訳
『
天
台
小
止
観
』
大
東
出
版
、
一
九
八
三
年
、
一
一
五
頁
。

⑬
『
大
正
新
修
大
蔵
経
」
第
四
六
巻
、
七
九
一
頁
下
、
一
四
ー
一
六
行
等
。

⑪
〔
大
智
度
論
」
（
『
大
正
新
修
大
蔵
経
」
第
三
五
巻
、
一
O
三
頁
上
、
一
五

ー
一
七
行
）
。

⑬
「
達
磨
多
羅
禅
経
説
通
考
疏
』
明
治
二
十
七
年
（
一
九
八
四
）
の
和
装
本
、

第
一
冊
三
九
丁
表
・
裏
、
第
六
冊
の
最
後
丁
、
付
録
五
丁
裏
、
「
禅
経
略

填
レ
。
同
内
容
を
含
む
「
達
磨
多
羅
禅
経
略
領
」
が
東
嶺
の
別
本
と
し
て

文
化
十
三
年
与
丙
子
（
一
八
二
ハ
）
に
龍
沢
寺
で
出
版
さ
れ
て
い
る
（
花

園
大
学
図
書
館
の
資
料
）
。

⑬
『
同
右
』
手
書
き
の
序
文
、
三
丁
表
。

⑪
『
同
右
』
序
九
丁
裏
、
十
丁
表
。

⑬
詳
し
く
は
太
田
正
弘
「
定
光
寺
誌
』
（
一
九
八
五
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

同
書
の
年
表
に
も
同
じ
く
東
嶺
が
天
明
二
年
に
来
山
し
た
と
書
か
れ
て
い

る
。
四
一
六
頁
。

⑬
四
つ
の
巻
に
分
類
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
は
一
九
七
五
年
に
台
湾
の
新
文
豊
出

版
か
ら
発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
大
正
新
修
大
蔵
経
」
第
一
玉
巻
に

収
め
ら
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
は
、
巻
上
・
下
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

＠
『
大
正
新
修
大
蔵
経
」
第
一
五
巻
、
三
O

一
頁
中
、
二
二
行
。
慧
遠
は

「
修
行
道
地
」
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
吉
岡
島
内
町
一
三
曲

Z
D
自
の
翻
訳
で

あ
る
事
で
序
文
を
結
ぶ
。
要
す
る
に
、
こ
の
経
は
、
仏
教
ヨ
ガ
の
実
践
と

段
階
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
慧
遠
の
序
文
に
つ
い
て
は
木
村
英
一
氏
の

『
慧
遠
の
研
究
・
遺
文
篇
」
『
同
・
研
究
篇
』
（
創
文
社
、
一
九
六

O
年
）

に
詳
し
い
。
特
に
『
遺
文
篇
」
の
四
四
三
｜
四
五
三
頁
は
「
直
山
で
訳
出

し
た
修
行
方
便
禅
経
の
総
序
」
と
題
さ
れ
て
お
り
、
『
禅
経
」
の
序
文
が

慧
遠
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

＠
『
達
磨
多
羅
禅
経
説
通
考
疏
」
序
十
丁
裏
、
十
一
丁
表
。

＠
村
上
嘉
実
『
抱
朴
子
』
（
『
中
国
古
典
新
書
』
）
、
明
徳
、
一
九
八
四
年
、
一

三
八
｜
一
三
九
頁
（
「
流
珠
九
転
」
）
。

＠
木
村
静
雄
「
達
摩
多
羅
禅
経
説
通
考
疏
に
つ
い
て
｜
｜
白
隠
禅
の
一
側

面
」
（
『
禅
学
研
荏
第
五
三
号
、
花
園
大
学
、
一
九
六
三
年
、
七
八
頁
）
。

＠
『
東
嶺
禅
師
展
」
図
録
、
三
島
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
六
年
、
鈴
木
宗

忠
老
師
序
文
、
二
頁
。
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