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一
、
は
じ
め
に

　

小
稿
に
お
い
て
は
、
宗
教
思
想
に
見
出
さ
れ
る
神
秘
思
想
が
現
代
的
状
況
に
対
し
て
有
す
る
位
相
あ
る
い
は
意
義
に
つ
い
て
、
若
干
の

考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　

す
で
に
わ
が
国
で
は
社
会
の
成
熟
に
と
も
な
い
ポ
ス
ト
工
業
社
会
へ
突
入
し
、
各
分
野
に
お
け
る
技
術
革
新
に
よ
り
、
日
常
生
活
の
現

場
に
お
い
て
も
飛
躍
的
な
利
便
性
を
享
受
す
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。
と
く
に
情
報
科
学
技
術
分
野
の
発
展
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ

り
、
自
由
に
多
様
な
情
報
ま
た
は
知
識
を
世
界
的
規
模
で
入
手
・
共
有
・
発
信
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
即
応

す
る
形
で
、
社
会
の
価
値
観
は
多
元
化
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
か
よ
う
な
社
会
的
状
況
を
背
景
に
導
か
れ
る
歴
史
的
精
神
状
況
か
ら
す

れ
ば
、
論
題
に
掲
げ
た
よ
う
な
神
秘
思
想
は
、
も
は
や
何
ら
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
も
有
さ
ず
、
お
伽
噺
の
領
域
に
の
み
棲
息
す
る
絵

空
事
、
も
し
く
は
、
役
目
を
終
え
た
過
去
の
遺
産
へ
と
風
化
し
て
い
く
命
運
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
表
層
的
に
は
見
受
け
ら

れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
常
的
思
惟
の
中
に
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
真
に
安
心
立
命
を
実
現
可
能
な
豊
饒
な
る
生
存
地
平
へ
と
到
達
し

得
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
生
存
地
平
を
切
り
開
く
端
緒
を
見
出
し
た
の
か
と
い
え
ば
、
け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
れ
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は
、
多
元
的
価
値
観
が
喧
伝
さ
れ
、
多
様
性
を
内
包
す
る
社
会
へ
の
趨
勢
を
歩
ん
で
い
る
か
に
見
え
て
、
そ
の
都
度
で
産
出
さ
れ
る
、
立

場
を
異
に
す
る
他
者
へ
の
、
排
他
的
か
つ
寛
容
性
の
欠
如
し
た
言
説
や
行
動
を
想
起
す
れ
ば
、
例
証
に
は
及
ば
な
い
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら

に
、
科
学
へ
の
傾
倒
か
ら
の
揺
り
戻
し
か
の
よ
う
に
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
（
霊
性
）
が
も
て
は
や
さ
れ
る
昨
今
の
世
界
的
状
況
を

鑑
み
る
な
ら
ば
（
１
）、
改
め
て
、
そ
の
希
求
さ
れ
て
い
る
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
」
と
は
何
か
、
言
葉
を
換
え
る
な
ら
ば
、
「
現
代
的
霊

性
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
が
立
て
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
は
か
ら
ず
も
こ
の
問
い
は
、
わ
れ
わ
れ
の
実
存
へ
の
問
い

に
外
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
実
存
へ
の
問
い
に
対
し
て
、
神
秘
思
想
が
有
す
る
位
相
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

は
た
し
て
、
神
秘
思
想
に
は
「
神
秘
」
と
い
う
語
が
含
ま
れ
る
た
め
か
、
ど
こ
か
「
秘
め
ら
れ
た
境
位
」
と
い
っ
た
も
の
が
想
定
さ

れ
、
現
実
か
ら
乖
離
し
た
側
面
が
強
い
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
が
、
神
秘
思
想
に
共
通
す
る
経
験
知
で
あ
る
「
神
秘
的
合
一
」
と
は
、
「
自

己
（
実
存
）
と
絶
対
的
な
も
の
（
真
理
や
神
）
と
の
合
一
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
あ
く

ま
で
も
「
実
存
の
当
体
・
在
処
」
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
神
秘
的
合
一
と
は
、
実
存
へ
の
徹
底
的
な
省
察
を
通
路
と
し
て
、
絶
対
的
な

も
の
と
直
接
無
媒
介
に
合
一
し
た
実
存
を
究
明
す
る
、
あ
る
い
は
、
そ
の
実
存
に
目
覚
め
る
営
為
と
言
え
る
。
小
稿
に
お
い
て
取
り
上
げ

る
道
元
（
一
二
〇
〇
～
五
三
）
や
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
（Eckhart von H

ochheim
, 

一
二
六
〇
頃
～
一
三
二
八
）
が
見
出
し
た
自
己
と
は
、

ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
自
己
で
あ
り
、
一
般
的
な
意
味
連
関
に
お
け
る
「
自
我
」
や
「
自
己
」
と
い
う
名
辞
で
は
限
定
不
可

能
な
「
実
存
（
自
己
）
」
で
あ
る
。
神
秘
的
合
一
の
当
処
で
自
覚
さ
れ
る
実
存
と
は
、
誤
解
を
恐
れ
ず
に
咀
嚼
し
て
述
べ
る
な
ら
ば
、

「
一
般
的
な
意
味
連
関
に
お
い
て
認
識
さ
れ
た
〝
私
〟
と
は
異
な
る
〝
真
の
わ
た
し
〟
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
実
存
へ
の
覚
醒
が
神
秘

と
呼
ば
れ
る
現
象
で
あ
る
。

　

し
て
み
る
と
、
神
秘
思
想
に
お
け
る
「
実
存
へ
の
省
察
」
と
い
う
局
面
を
照
射
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
あ
る
種
の
普
遍
性
が
見
出
さ

れ
る
。
そ
の
た
め
、
世
界
宗
教
と
呼
ば
れ
る
宗
教
に
限
っ
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
ド
イ
ツ
神
秘
思
想
、
仏
教
に
お
け
る
密
教
、
イ

ス
ラ
ム
教
に
お
け
る
神
秘
主
義
哲
学
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
ハ
シ
デ
ィ
ズ
ム
と
い
っ
た
よ
う
な
、
さ
ま
ざ
ま
な
様
態
の
「
神
秘
思
想
」
と
呼
ば
れ
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る
思
想
形
態
が
存
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
ア
ニ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
を
も
含
め
て
、
お
よ
そ
「
宗
教
」
と
規
定
さ
れ
る
様
々
な
場

に
存
す
る
の
で
あ
る
。
小
稿
の
主
題
か
ら
外
れ
る
、
イ
ス
ラ
ム
教
神
秘
主
義
哲
学
と
ハ
シ
デ
ィ
ズ
ム
に
つ
い
て
述
べ
て
お
け
ば
、
イ
ス
ラ

ム
教
神
秘
主
義
哲
学
の
一
派
で
あ
る
存
在
一
性
論
学
派
に
お
い
て
は
、
修
道
者
が
「
完
全
人
間
」
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
。
存
在
一
性
論

学
派
の
中
で
も
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
（
一
一
六
五
～
一
二
四
〇
）
の
弟
子
達
が
体
系
化
し
た
存
在
論
で
は
、
存
在
の
最
上
位
と
し
て
神
の

本
質
そ
の
も
の
で
あ
る
「
絶
対
的
一
性
」
（
否
定
的
一
性
）
、
神
の
名
と
属
性
の
領
域
と
し
て
一
な
る
神
と
多
な
る
世
界
と
の
結
節
点
で

あ
る
「
相
対
的
一
性
」
（
肯
定
的
一
性
）
、
そ
し
て
そ
の
下
位
に
属
す
る
「
世
界
」
が
規
定
さ
れ
る
。
修
行
者
は
修
道
の
過
程
に
お
い

て
、
「
相
対
的
一
性
」
を
体
験
し
、
「
絶
対
的
一
性
」
の
次
元
に
至
っ
た
後
、
再
び
世
界
へ
と
立
ち
返
る
こ
と
で
完
全
に
な
る
と
さ
れ
、

完
全
人
間
と
な
る
途
上
に
お
い
て
は
、
人
格
神
ア
ッ
ラ
ー
の
名
・
属
性
は
も
ち
ろ
ん
、
本
質
ま
で
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
（
２
）。

そ
し
て
、
パ
ー
ル
・
シ
ェ
ム
・
ト
ヴ
を
祖
と
し
て
、
一
八
世
紀
初
頭
に
東
欧
で
広
ま
っ
た
ユ
ダ
ヤ
教
の
敬
虔
主
義
的
信
仰
復
興
運
動
と
し

て
知
ら
れ
る
ハ
シ
デ
ィ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
神
に
祈
り
を
捧
げ
る
礼
拝
行
為
に
よ
る
神
へ
の
密
着
（
デ
ベ
ク
ー
ト
）
と
、
そ
れ
に
と
も
な

う
自
我
の
滅
却
（
ビ
ト
ゥ
ル
・
ハ
イ
ェ
シ
ェ
）
を
通
し
て
、
神
と
の
神
秘
的
合
一
を
図
る
。
レ
ビ
・
イ
ツ
ハ
ク
の
体
系
化
し
た
祈
り
の
階

梯
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
祈
り
に
没
頭
し
、
自
己
の
全
身
全
霊
を
も
っ
て
神
の
前
に
心
の
す
べ
て
を
注
ぎ
出
し
、
次
い
で
忘
我
の
境
地
へ
至

る
と
、
物
質
的
世
界
の
感
覚
を
失
い
、
そ
こ
に
お
い
て
、
神
と
の
密
着
が
実
現
さ
れ
、
神
と
一
体
化
す
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
神
の
本

質
的
力
を
吸
収
し
、
最
終
的
に
は
全
被
造
物
の
た
め
に
、
そ
の
効
果
を
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
に
反
映
さ
せ
て
い
く
と
い
う
（
３
）。
こ
の
よ
う

に
、
双
方
に
お
い
て
も
実
存
へ
の
省
察
過
程
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
下
に
お
い
て
は
、
「
現
代
的
霊
性
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
へ
の
考
察
を
行
う
に
あ
た
っ
て
の
序
論
的
考
察
を
行
う
た
め
に
、
禅
宗

に
お
け
る
道
元
の
嗣
法
論
と
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ド
イ
ツ
語
説
教
に
通
底
す
る
主
題
（
「
魂
の
内
に
お
け
る
神
の
子
の
誕
生
」
・
「
神
性

の
無
へ
の
突
破
」
）
に
見
出
さ
れ
る
類
同
性
を
手
が
か
り
に
、
神
秘
思
想
の
現
代
的
位
相
を
探
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
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二
、
道
元
の
嗣
法
論
に
見
出
さ
れ
る
神
秘
性
と
そ
の
超
脱

　

こ
れ
ま
で
、
道
元
と
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
に
お
け
る
親
和
性
は
、
多
く
の
研
究
者
達
に
よ
っ
て
議
論
さ
れ
て
き
た
が
（
４
）、

道
元
と
エ
ッ

ク
ハ
ル
ト
の
思
想
的
連
関
を
探
る
場
合
、
道
元
の
嗣
法
論
と
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ド
イ
ツ
語
説
教
と
の
間
に
見
受
け
ら
れ
る
緊
密
な
連
関
を

見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

禅
宗
に
お
け
る
「
嗣
法
」
と
は
、
「
弟
子
が
そ
の
悟
境
を
師
か
ら
印
可
証
明
さ
れ
、
師
の
法
灯
を
嗣
続
す
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
、

「
伝
法
」
と
同
義
で
あ
り
、
中
国
・
日
本
の
禅
思
想
に
通
底
す
る
根
本
主
題
と
し
て
き
わ
め
て
重
要
視
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
禅
宗
で

は
、
嗣
法
の
次
第
を
図
示
し
た
「
法
系
図
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
多
く
作
成
さ
れ
、
そ
こ
で
は
、
釈
尊
（
釈
迦
牟
尼
仏
）
か
ら
イ
ン
ド
・

中
国
の
祖
師
が
家
系
図
の
よ
う
に
列
挙
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
禅
宗
で
は
、
釈
尊
の
教
法
が
祖
師
か
ら
祖
師
へ
、
一
代
と
し
て
断
絶
す
る
こ

と
な
く
継
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
系
譜
学
的
に
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
「
教
外
別
伝
」
を
主
張
し
た
禅
宗
に
あ
っ
て
は
、
か
か
る
伝
法

系
譜
を
誇
示
す
る
こ
と
で
、
他
の
中
国
仏
教
諸
宗
派
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
思
想
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
と
同
時
に
、
さ
ら
に
は
、
禅

宗
が
勃
興
す
る
以
前
の
教
相
判
釈
が
主
流
を
占
め
た
中
国
仏
教
に
お
い
て
は
、
現
世
に
お
い
て
開
悟
に
至
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と

さ
れ
て
い
た
が
、
禅
宗
は
現
世
に
お
い
て
菩
提
が
成
就
さ
れ
る
た
め
、
禅
宗
の
根
源
的
優
位
性
を
主
張
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
す
る
と
、
仏
や
祖
師
の
悟
り
は
完
全
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
イ
ン
ド
の
仏
や
祖
師
た
ち
と
の
間
に
お
け
る
宗

教
的
な
地
位
の
高
下
は
解
消
さ
れ
、
中
国
生
ま
れ
の
祖
師
の
権
威
を
、
イ
ン
ド
の
先
駆
者
た
ち
と
同
等
の
ラ
イ
ン
に
ま
で
引
き
上
げ
る
こ

と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
禅
宗
が
語
る
「
系
譜
」
と
は
、
「
悟
り
の
系
譜
」
で
あ
り
、
そ
の
総
体
を
語
る
こ
と
は
、
そ

の
ま
ま
禅
宗
史
の
叙
述
に
直
結
す
る
こ
と
に
な
る
（
５
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
弟
子
が
師
か
ら
悟
境
を
証
明
さ
れ
、
師
の
法
を
嗣
続
す
る
「
嗣
法
」
は
、
禅
宗
に
お
い
て
は
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る

が
、
右
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
師
と
弟
子
の
間
に
お
け
る
「
悟
り
の
境
地
」
と
は
、
両
者
と
も
釈
尊
の
そ
れ
と
同
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
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ま
っ
た
く
同
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
弟
子
が
師
の
法
を
嗣
ぐ
こ
と
は
、
仏
の
法
を
嗣
ぐ
こ
と
と
同
義
と
な
り
、
禅

宗
に
属
す
る
人
々
に
と
っ
て
の
宗
教
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
確
立
す
る
こ
と
に
も
繋
が
る
。
こ
こ
か
ら
、
嗣
法
は
し
ば
し
ば
譬
喩
的

に
「
仏
祖
の
慧
命
を
嗣
ぐ
」
と
も
表
現
さ
れ
る
が
（
６
）、
か
か
る
嗣
法
を
め
ぐ
る
道
元
の
思
弁
を
、
以
下
に
検
討
し
て
み
よ
う
（
７
）。

　

道
元
は
嗣
法
を
「
面
授
」
と
表
現
す
る
。
面
授
と
は
字
義
の
ご
と
く
、
師
資
の
間
で
対
面
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
仏
法
の
授
受
を
意
味
す

る
が
（
８
）、
道
元
自
身
も
、
宝
慶
元
年
（
一
二
二
五
）
、
南
宋
の
地
に
お
い
て
長
翁
如
浄
（
一
一
六
三
～
一
二
二
七
）
の
膝
下
に
お
け
る
身
心

脱
落
の
体
験
を
経
て
、
面
授
嗣
法
し
て
い
る
（
９
）。

　

さ
ら
に
、
道
元
は
面
授
の
語
に
、
「
対
面
に
お
け
る
仏
法
の
授
受
」
と
い
う
、
師
と
弟
子
が
相
見
し
て
法
を
授
受
す
る
と
い
う
、
一
回

性
の
関
係
に
限
定
さ
れ
な
い
、
よ
り
多
彩
な
意
義
を
含
蓄
さ
せ
る
。

迦
葉
尊
者
、
し
た
し
く
世
尊
の
面
授
を
面
授
せ
り
、
心
授
せ
り
、
身
授
せ
り
、
眼
授
せ
り
。
釈
迦
牟
尼
仏
を
供
養
恭
敬
、
礼
拝
奉
覲

し
た
て
ま
つ
れ
り
。
そ
の
粉
骨
砕
身
、
い
く
千
万
変
と
い
ふ
こ
と
を
し
ら
ず
、
自
己
の
面
目
は
面
目
に
あ
ら
ず
、
如
来
の
面
目
を
面

授
せ
り
（
「
面
授
」
巻
、
二
巻
・
五
五
頁
）
。

　

迦
葉
が
釈
尊
か
ら
ま
の
あ
た
り
に
授
け
ら
れ
た
も
の
は
、
一
般
に
禅
籍
等
で
使
用
さ
れ
る
「
自
己
の
面
目
」
で
は
な
く
、
「
如
来
の
面

目
」
で
あ
っ
た
と
す
る
。
「
面
授
」
を
言
い
替
え
た
表
現
と
し
て
「
身
授
」
「
心
授
」
等
と
あ
る
よ
う
に
、
「
面
授
」
と
は
、
師
か
ら
弟

子
へ
の
対
面
に
よ
る
儀
礼
と
し
て
の
伝
法
や
印
可
を
意
味
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
師
と
弟
子
が
全
身
心
を
挙
げ
て
、
仏
法
を
相
続
す
る

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
）
（1
（

。
つ
ま
り
、
面
授
が
行
わ
れ
る
当
処
で
は
、
師
資
が
各
々
如
来
の
面
目
を
保
任
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
も
は

や
、
悟
者
・
未
悟
者
の
よ
う
な
対
立
は
存
在
し
な
い
。
「
葛
藤
」
巻
で
は
、

迦
葉
伝
与
阿
難
の
時
節
を
当
観
す
る
に
、
阿
難
蔵
身
於
迦
葉
な
り
、
迦
葉
蔵
身
於
阿
難
な
り
。
し
か
あ
れ
ど
も
、
伝
与
裏
の
相
見
時

節
に
は
、
換
面
目
皮
肉
骨
髄
の
行
李
を
ま
ぬ
が
れ
ざ
る
な
り
（
一
巻
・
四
二
一
頁
）
。

と
説
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
師
で
あ
る
迦
葉
か
ら
弟
子
の
阿
難
に
仏
法
が
付
与
さ
れ
た
時
節
、
す
な
わ
ち
面
授
が
行
わ
れ
た
時
節
に
は
、
迦
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葉
・
阿
難
が
双
方
と
も
に
「
如
来
の
面
目
」
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
阿
難
が
迦
葉
に
「
蔵
身
」
し
た
と
も
、
迦

葉
が
阿
難
に
「
蔵
身
」
し
た
と
も
表
現
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
に
見
た
「
面
授
」
巻
と
同
様
に
、
面
授
が
行
わ
れ
る
そ
の
時
に
は
、
師

資
が
互
い
に
「
如
来
の
面
目
」
を
保
任
す
る
こ
と
か
ら
、
い
か
な
る
能
所
・
主
客
の
対
立
も
存
在
せ
ず
、
師
と
資
は
と
も
に
如
来
の
面
目

と
直
接
無
媒
介
に
合
一
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
か
か
る
営
為
は
一
回
性
の
も
の
（
一
度
開
悟
す
れ
ば
、
そ

れ
で
よ
い
）
で
は
な
く
）
（（
（

、
当
事
者
に
は
、
面
授
を
「
い
く
千
万
変
」
と
形
を
変
え
て
現
成
さ
せ
続
け
る
と
い
う
、
無
窮
の
動
性
が
要
求
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
師
資
の
間
に
お
い
て
行
わ
れ
る
「
如
来
の
面
目
の
面
授
」
は
、
「
俱
時
の
面
授
」
へ
と
徹
底
さ
れ
る
。

釈
迦
牟
尼
仏
面
を
礼
拝
す
る
と
き
、
五
十
一
世
な
ら
び
に
七
仏
祖
宗
、
な
ら
べ
る
に
あ
ら
ず
、
つ
ら
な
る
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
倶
時

の
面
授
あ
り
（
「
面
授
」
巻
、
二
巻
・
五
七
頁
）
。

　

面
授
嗣
法
が
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
禅
宗
初
祖
摩
訶
迦
葉
か
ら
五
一
世
の
道
元
、
な
ら
び
に
過
去
七
仏
以
来
の
祖
師
達
が
、
時
を
同

じ
く
し
て
面
授
す
る
（
倶
時
の
面
授
）
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
倶
時
の
面
授
」
は
、
歴
史
的
な
師
資
相
承
の
系
譜
と
は
大
き
な
径
庭
が
存
す

る
か
に
見
え
る
が
、
時
の
流
れ
に
沿
っ
て
嗣
続
さ
れ
た
歴
史
的
な
面
授
の
系
譜
と
、
時
の
流
れ
に
い
っ
さ
い
左
右
さ
れ
ず
、
す
べ
て
が
同

時
に
行
わ
れ
る
「
倶
時
の
面
授
」
と
の
間
に
お
け
る
径
庭
は
、
「
優
曇
華
」
巻
に
お
け
る
釈
尊
の
成
道
に
関
す
る
説
示
に
よ
っ
て
解
決
さ

れ
る
。瞬

目
と
は
、
樹
下
に
打
坐
し
て
、
明
星
に
眼
睛
を
換
却
せ
し
と
き
な
り
。
こ
の
と
き
、
摩
訶
迦
葉
、
破
顔
微
笑
す
る
な
り
。
顔
容
、

は
や
く
破
し
て
、
拈
華
顔
に
換
却
せ
り
。
如
来
、
瞬
目
の
と
き
に
、
わ
れ
ら
が
眼
睛
、
は
や
く
打
失
し
き
た
れ
り
。
こ
の
如
来
瞬

目
、
す
な
は
ち
拈
華
な
り
。
優
曇
華
の
こ
こ
ろ
、
お
の
づ
か
ら
ひ
ら
く
る
な
り
。

拈
華
の
正
当
恁
麼
時
は
、
一
切
の
瞿
曇
、
一
切
の
迦
葉
、
一
切
の
衆
生
、
一
切
の
わ
れ
ら
、
と
も
に
一
隻
の
手
を
の
べ
て
、
お
な
じ

く
拈
華
す
る
こ
と
、
只
今
ま
で
も
い
ま
だ
や
ま
ざ
る
な
り
（
二
巻
・
一
七
一
頁
）
。
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第
一
段
落
に
お
い
て
、
樹
下
に
お
け
る
釈
尊
の
成
道
、
霊
山
会
上
で
の
拈
華
瞬
目
、
そ
し
て
迦
葉
の
破
顔
微
笑
が
す
べ
て
同
時
で
あ
っ

た
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
釈
尊
が
成
道
し
た
時
点
に
お
い
て
、
迦
葉
は
釈
尊
よ
り
嗣
法
し
た
こ
と
に
な
る
。
第
二
段
落
に
お
い
て
は
、
そ

れ
を
釈
尊
と
迦
葉
の
師
資
の
関
係
性
か
ら
さ
ら
に
敷
衍
し
、
「
拈
華
」
が
行
わ
れ
る
「
正
当
恁
麼
時
」
に
は
、
釈
尊
と
迦
葉
の
み
な
ら

ず
、
「
一
切
の
衆
生
、
一
切
の
わ
れ
ら
」
が
同
じ
く
「
拈
華
」
し
、
そ
れ
は
今
に
お
い
て
も
止
む
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
釈

尊
の
成
道
と
迦
葉
へ
の
付
法
が
今
に
至
る
ま
で
現
成
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
し
た
が
え
ば
、
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
時

間
の
流
れ
が
存
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
本
質
は
釈
尊
の
成
道
と
迦
葉
へ
の
付
法
の
連
続
で
あ
る
。
こ
の
具
体
性
を
述
べ
た
も
の
が
、
次
の

「
梅
華
」
巻
の
記
述
で
あ
る
。

先
師
古
仏
、
正
法
眼
蔵
あ
き
ら
か
な
る
に
よ
り
て
、
こ
の
正
法
眼
蔵
を
、
過
去
・
現
在
・
未
来
の
十
方
に
聚
会
す
る
仏
祖
に
正
伝
す

（
二
巻
・
七
七
頁
）
。

　

先
に
見
た
「
葛
藤
」
巻
に
お
け
る
「
蔵
身
」
の
説
示
の
よ
う
に
、
如
浄
（
先
師
古
仏
）
と
釈
尊
の
仏
法
の
間
に
は
い
か
な
る
差
異
も
な

い
。
そ
の
た
め
、
「
優
曇
華
」
巻
に
挙
げ
ら
れ
る
、
止
む
こ
と
の
な
い
「
釈
尊
の
成
道
と
迦
葉
へ
の
付
法
」
は
、
「
優
曇
華
」
巻
の
「
如

来
」
の
と
こ
ろ
に
「
如
浄
」
を
挿
入
し
た
と
し
て
も
何
ら
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
如
浄
が
「
正
法
眼
蔵
を
、
過

去
・
現
在
・
未
来
の
十
方
に
聚
会
す
る
仏
祖
に
正
伝
す
」
と
説
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
趣
旨
の
説
示
が
「
伝
衣
」
巻
に
も

見
ら
れ
、

仏
祖
正
伝
の
袈
裟
は
、
こ
れ
す
な
は
ち
仏
仏
正
伝
み
だ
り
に
あ
ら
ず
。
先
仏
後
仏
の
袈
裟
な
り
、
古
仏
新
仏
の
袈
裟
な
り
。
道
を
化

し
、
仏
を
化
す
。
過
去
を
化
し
、
現
在
を
化
し
、
未
来
を
化
す
る
に
、
過
去
よ
り
現
在
に
正
伝
し
、
現
在
よ
り
未
来
に
正
伝
し
、
現

在
よ
り
過
去
に
正
伝
し
、
過
去
よ
り
過
去
に
正
伝
し
、
現
在
よ
り
現
在
に
正
伝
し
、
未
来
よ
り
未
来
に
正
伝
し
、
未
来
よ
り
現
在
に

正
伝
し
、
未
来
よ
り
過
去
に
正
伝
し
て
、
唯
仏
与
仏
の
正
伝
な
り
（
一
巻
・
三
六
二
頁
）
。

と
あ
る
。
「
仏
法
の
正
伝
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
説
示
に
照
ら
し
て
示
す
な
ら
ば
、
正
伝
さ
れ
る
「
仏
法
」
は
、
過
去
七
仏
か
ら
何
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ら
変
わ
る
こ
と
の
な
い
「
仏
法
」
で
あ
り
、
仏
法
を
正
伝
す
る
師
も
、
仏
法
を
正
伝
さ
れ
る
弟
子
も
、
と
も
に
「
如
来
の
面
目
」
を
有
し

て
い
た
。
こ
れ
ら
の
同
質
性
・
相
当
性
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
っ
た
時
間
的
差
異
は
超
克
さ
れ
、
過
去
・
現

在
・
未
来
の
三
者
は
相
互
に
互
換
可
能
と
な
り
、
「
現
在
よ
り
過
去
に
」
や
「
未
来
よ
り
未
来
に
」
と
い
っ
た
表
現
が
可
能
に
な
る
。

　

ま
た
、
「
梅
華
」
巻
の
「
過
去
・
現
在
・
未
来
の
十
方
に
聚
会
す
る
仏
祖
」
や
「
優
曇
華
」
巻
の
「
一
切
の
わ
れ
ら
」
と
い
っ
た
表
現

か
ら
は
、
「
個
」
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
が
、
仏
法
の
相
続
が
行
わ
れ
て
い
る
当
処
で
は
、
各
々
の
「
個
」
と
し
て
の
性
質
を
保
ち
つ
つ

も
、
主
客
・
能
所
な
き
自
他
一
物
、
す
な
わ
ち
唯
仏
与
仏
の
付
法
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
真
理
（
如
来
の
面
目
）
が
一
物

で
あ
る
が
故
に
、
か
え
っ
て
「
多
」
と
「
多
」
と
し
て
現
成
せ
し
め
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
「
個
」
で
あ
る
）
（1
（

。
と
す
れ
ば
、
過
去
・

現
在
・
未
来
の
、
い
ず
れ
の
時
点
を
切
り
取
っ
て
み
た
と
し
て
も
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
も
の
は
「
仏
か
ら
仏
へ
の
付
法
」
の
み
で
あ
り
、

も
は
や
、
そ
の
本
質
に
何
ら
か
の
差
異
を
見
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
は
、
す
べ
て
の
時
間
は
差
異
を
失
い
、
「
今
」

や
「
而
今
」
に
収
斂
さ
れ
る
。

　

面
授
嗣
法
の
当
処
に
は
、
釈
尊
の
成
道
と
迦
葉
へ
の
付
法
が
、
歴
史
的
な
仏
祖
ら
の
個
と
し
て
の
性
質
を
保
ち
な
が
ら
、
同
時
に
現
成

し
て
い
る
。
こ
れ
が
「
倶
時
の
面
授
」
に
お
け
る
真
相
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
道
元
に
お
け
る
「
面
授
」
の
思
想
は
、
師
と
弟
子
が
と
も

に
「
如
来
の
面
目
」
へ
一
如
と
な
る
歴
史
的
面
授
（
釈
尊
か
ら
道
元
に
至
る
系
譜
的
な
師
資
相
承
の
歴
史
）
か
ら
、
そ
れ
が
徹
底
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
「
倶
時
の
面
授
」
と
い
う
超
歴
史
的
面
授
（
師
資
相
承
は
本
来
的
に
は
釈
尊
成
道
の
時
点
に
現
成
し
て
い
る
）
の
場
へ

開
か
れ
る
と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
面
授
を
現
成
せ
し
め
る
前
提
と
な
る
も
の
は
、
正
師
と
の
相
見
）
（1
（

、
自
我
意
識
か
ら
の
脱
却
）
（1
（

、
坐
禅
を
中
心
と
す
る
行
の
実
践
）
（1
（

で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
面
授
嗣
法
と
は
、
こ
れ
ら
の
行
を
実
践
し
、
そ
の
習
熟
に
よ
っ
て
発
達
論

的
に
到
達
さ
れ
る
境
地
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
道
元
の
修
道
論
は
「
行
持
道
環
」
の
語
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
本
来
的
に

は
、
発
心
（
発
菩
提
心
）
し
た
そ
の
時
点
に
お
い
て
修
行
（
行
）
・
菩
提
（
証
）
・
涅
槃
が
成
就
さ
れ
る
）
（1
（

。
そ
し
て
、
実
践
（
行
）
の
場
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は
、
而
今
へ
と
収
斂
さ
れ
る
た
め
、
無
窮
に
行
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
証
が
証
と
し
て
現
成
さ
れ
続
け
る
る
と
い
う
相
即
関
係
に

あ
る
）
（1
（

。

　

つ
ま
り
、
道
元
の
場
合
に
は
、
実
践
へ
と
身
を
投
じ
た
も
の
は
、
本
来
的
に
は
、
そ
の
当
処
に
お
い
て
仏
祖
ら
と
等
し
い
悟
境
に
あ
る

こ
と
に
な
る
が
、
右
に
挙
げ
た
三
要
件
に
よ
っ
て
、
実
践
主
体
は
、
修
行
の
当
処
に
菩
提
が
成
就
し
て
い
る
と
い
う
厳
然
た
る
事
実
、
す

な
わ
ち
「
遍
法
界
み
な
仏
印
と
な
り
、
尽
虚
空
こ
と
ご
と
く
さ
と
り
と
な
る
」
（
『
弁
道
話
』
、
二
巻
・
四
六
二
～
六
三
頁
）
こ
と
に
目

覚
め
、
そ
の
事
実
に
「
う
な
ず
く
）
（1
（

」
と
い
う
構
造
を
と
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
「
真
理
と
直
接
無
媒
介
に
繋
が
る
自
己
」
と
い
う
実
存

の
真
実
に
覚
醒
し
た
実
践
主
体
は
、
現
実
世
界
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
、
本
来
的
に
悟
り
を
示
現
し
て
い
る
こ
と
を
保
任
す
る
た
め

に
、
実
践
的
生
に
お
け
る
行
を
継
続
す
る
こ
と
に
な
る
）
（1
（

。
し
た
が
っ
て
、
道
元
の
「
面
授
」
は
、
行
の
実
践
に
お
い
て
、
本
来
性
が
顕
現

す
る
在
り
方
の
一
断
面
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
単
純
な
「
仏
法
の
相
続
」
の
み
を
意
味
す
る
語
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

  

面
授
に
よ
り
、
仏
祖
の
慧
命
を
嗣
い
だ
こ
と
が
自
得
さ
れ
た
後
に
お
い
て
も
、
行
を
実
践
す
る
こ
と
自
体
に
変
化
は
な
い
が
、
真
理
と

直
接
無
媒
介
で
あ
る
こ
と
に
醒
め
た
自
己
と
し
て
、
行
を
実
践
し
、
公
案
（
真
理
）
を
現
成
さ
せ
る
営
為
が
開
始
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
本

来
性
を
日
常
底
（
実
践
的
生
）
へ
還
元
す
る
た
め
に
、
出
家
者
は
行
を
無
窮
に
実
践
し
続
け
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
尽
虚
空
こ
と

ご
と
く
さ
と
り
」
で
あ
る
と
い
う
本
来
性
に
回
帰
し
た
実
践
主
体
に
お
い
て
さ
え
、
限
界
が
存
す
る
こ
と
を
道
元
は
截
然
と
指
摘
す
る
よ

う
に
）
11
（

、
単
純
な
現
実
肯
定
に
安
住
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。

  　
　
　
三
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
「
魂
の
内
に
お
け
る
神
の
子
の
誕
生
」
と
「
神
性
の
無
へ
の
突
破
」

　

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ド
イ
ツ
語
説
教
に
は
「
魂
の
内
に
お
け
る
神
の
子
の
誕
生
」
と
い
う
通
底
す
る
主
題
が
存
す
る
が
、
こ
れ
が
さ
ら
に

徹
底
さ
れ
る
と
、
「
神
性
の
無
へ
の
突
破
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
へ
の
動
的
な
展
開
を
見
せ
る
。
彼
は
主
知
主
義
的
伝
統
の
強
い
ド
ミ
ニ
コ

会
の
修
道
師
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
思
弁
に
は
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
（
一
二
二
五
～
七
四
）
の
知
的
伝
統
が
色
濃
く
表
れ
て
い
る
。
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「
魂
の
内
に
お
け
る
神
の
子
の
誕
生
」
と
は
、
神
の
似
姿
と
し
て
作
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
人
間
は
、
本
来
的
に
は
神
に
由
来
す
る
が
、

そ
の
魂
が
被
造
物
で
あ
る
限
り
、
魂
の
諸
力
も
被
造
物
と
し
て
の
限
定
を
受
け
て
し
ま
う
。
そ
の
限
界
を
突
破
す
る
た
め
に
、
い
っ
さ
い

の
外
的
（
被
造
的
）
な
働
き
か
け
・
執
著
を
捨
て
去
り
、
無
に
徹
し
た
な
ら
ば
、
神
は
そ
の
魂
に
、
神
に
等
し
い
神
の
子
を
生
み
出
す
と

い
う
在
り
方
を
指
す
）
1（
（

。
こ
の
神
と
の
関
わ
り
に
お
け
る
魂
の
在
り
方
の
論
理
的
基
礎
付
け
と
な
る
の
は
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
が
「
善
性
」
と

「
善
き
者
」
の
関
係
性
を
喩
例
に
展
開
す
る
）
11
（

、
「
（
神
が
魂
に
）
生
む
こ
と
」
と
「
（
魂
に
神
の
子
が
）
生
ま
れ
る
こ
と
」
は
「
一
な
る

存
在
の
授
受
」
で
あ
る
と
い
う
存
在
論
で
あ
る
。

　

「
魂
の
内
に
お
け
る
神
の
子
の
誕
生
」
に
よ
り
、
魂
は
神
と
直
接
無
媒
介
に
合
一
し
た
生
存
地
平
に
到
達
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ

に
安
住
す
る
こ
と
な
く
、
か
え
っ
て
こ
こ
を
超
出
し
て
ゆ
く
力
働
性
が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
説
教
に
は
見
出
さ
れ
、
そ
れ
は
「
（
魂
の
根

底
か
ら
の
）
神
性
の
無
へ
の
突
破
」
と
呼
ば
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
魂
を
無
に
し
て
神
を
受
容
し
）
11
（

、
そ
こ
に
神
の
子
が
生
み
こ
ま
れ
た
と
し

て
も
、
そ
の
「
神
」
と
は
、
人
間
精
神
に
お
い
て
表
象
し
得
る
可
能
性
が
残
さ
れ
た
「
神
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
真
な
る
神
で
は
な
い
）
11
（

。
す

る
と
、
人
間
は
そ
の
「
神
」
を
手
が
か
り
に
、
我
性
が
膨
ら
み
得
る
神
の
「
像
」
を
形
成
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
無
に
徹
し
、
合
一
し

た
魂
に
誕
生
す
る
「
神
」
を
も
離
れ
、
さ
ら
な
る
神
の
内
奥
に
入
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
自
己
の
魂
に
「
姿
を
見
せ
る
神
」
を
脱
表
象
化

し
、
神
な
き
と
こ
ろ
（
神
性
の
無
）
に
お
い
て
、
神
自
身
の
神
が
現
出
し
て
く
る
。
こ
れ
が
「
神
性
の
無
へ
の
突
破
」
と
い
う
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
に
お
け
る
真
理
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
「
誕
生
」
や
「
突
破
」
を
、
被
造
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
人
間
が
達
成
す
る
た
め
に
は
、
「
離
脱
」
の
徹
底
的
な
実
践
が
求
め

ら
れ
る
。
離
脱
と
は
、
徹
底
的
な
自
己
放
下
）
11
（

、
自
我
か
ら
の
脱
却
を
意
味
す
る
）
11
（

。
自
己
放
下
、
自
我
か
ら
の
脱
却
は
、
「
無
に
徹
す
る
」

こ
と
へ
と
接
続
さ
れ
、
無
に
な
っ
た
魂
に
対
し
て
、
神
は
神
の
全
体
を
注
ぎ
込
ま
ず
に
は
「
い
ら
れ
な
い
」
（D

W
 V, S. 403

）
と
さ
れ

る
。
つ
ま
り
、
離
脱
の
無
は
神
の
本
質
を
本
質
の
ま
ま
に
受
容
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
離
脱
の
観
点
か
ら
見
た
「
魂
の
内
に
お
け
る

神
の
子
の
誕
生
」
で
あ
る
が
、
離
脱
と
は
、
「
い
か
な
る
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
欲
し
な
い
」
（D

W
 V, S. 406

）
こ
と
で
あ
る
。
そ
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の
た
め
、
魂
に
生
み
出
さ
れ
た
「
神
の
子
」
を
も
離
脱
し
て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
）
11
（

。
つ
ま
り
、
「
魂
」
や
「
神
」
と
い
っ
た
、
意
思

に
お
い
て
表
象
化
さ
れ
、
限
定
を
受
け
る
「
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」
か
ら
離
脱
す
る
の
で
あ
る
）
11
（

。
そ
し
て
重
要
な
こ
と
に
、
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
は
、
神
も
不
動
の
離
脱
の
直
中
に
あ
る
と
述
べ
）
11
（

、
「
離
脱
を
実
践
す
る
主
体
の
無
」
と
「
不
動
の
離
脱
の
直
中
に
あ
る
神
の
無
」
と

い
う
同
質
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
れ
が
魂
の
「
神
性
の
無
へ
の
突
破
」
へ
の
根
拠
と
な
り
、
離
脱
の
実
践
に
伴
う
無
に
徹
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
人
間
は
真
に
無
な
る
神
と
の
合
一
を
果
た
す
の
で
あ
る
。
離
脱
は
神
秘
的
合
一
へ
の
準
備
・
条
件
で
は
な
く
、
「
一
」
な
る

真
理
に
没
入
し
た
当
処
に
お
い
て
も
離
脱
の
ま
ま
で
あ
り
、
離
脱
と
い
う
在
り
方
で
し
か
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
離
脱
は

無
窮
に
継
続
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
離
脱
を
通
し
て
「
神
性
の
無
」
に
徹
し
続
け
る
魂
の
具
体
性
は
、
実
践
的
生
の
直
中
へ
と
還
元
さ
れ
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

は
、
『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
（
一
〇
：
三
八
―
四
二
）
に
お
け
る
マ
ル
タ
と
マ
リ
ア
を
め
ぐ
っ
て
、
イ
エ
ス
の
教
説
に
聞
き
入
る
マ
リ

ア
に
で
は
な
く
、
忙
し
く
立
ち
働
き
な
が
ら
マ
リ
ア
を
心
配
す
る
マ
ル
タ
に
、
真
の
完
全
性
を
見
る
）
11
（

。
つ
ま
り
、
「
無
」
に
徹
し
続
け
る

と
い
う
実
存
に
お
け
る
無
窮
の
動
性
が
、
マ
ル
タ
の
よ
う
に
他
者
の
た
め
に
働
く
こ
と
と
し
て
、
現
実
世
界
の
場
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
魂
が
魂
自
身
の
根
底
（
そ
れ
は
神
の
内
奥
と
無
媒
介
に
直
通
し
て
い
る
）
に
徹
す
る
と
こ
ろ
に
お
け
る
「
主
体
の
自
由
）
1（
（

」

が
看
取
さ
れ
よ
う
。

　
　
　
四
、
小
結

　

以
上
、
道
元
の
嗣
法
論
と
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
ド
イ
ツ
語
説
教
に
通
底
す
る
「
魂
の
内
に
お
け
る
神
の
子
の
誕
生
」
と
「
神
性
の
無
へ
の

突
破
」
と
い
う
主
題
を
検
討
し
た
が
、
両
者
の
思
想
か
ら
は
、
以
下
四
点
に
わ
た
る
類
同
性
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

（
ｉ
）
道
元
の
嗣
法
論
に
お
け
る
、
面
授
の
当
処
で
は
師
資
が
双
方
と
も
「
如
来
の
面
目
」
を
備
え
る
た
め
、
「
阿
難
蔵
身
於
迦
葉
な

り
、
迦
葉
蔵
身
於
阿
難
な
り
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
「
師
と
弟
子
」
あ
る
い
は
「
悟
者
・
未
悟
者
」
と
い
っ
た
対
立
は
解
消
さ
れ
、
「
如
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来
の
面
目
」
と
一
如
に
な
る
。
こ
の
宗
教
体
験
を
神
秘
主
義
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
合
一
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
合
一
性
は
、
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
の
、
離
脱
に
よ
っ
て
様
々
な
執
著
を
捨
て
去
り
、
無
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
が
魂
に
神
の
子
を
生
み
こ
む
「
魂
の
内
に
お
け
る

神
の
子
の
誕
生
」
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
ii
）
そ
し
て
、
道
元
の
「
面
授
」
か
ら
「
倶
時
の
面
授
」
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
魂
の

内
に
お
け
る
神
の
子
の
誕
生
」
か
ら
「
神
性
の
無
へ
の
突
破
」
へ
の
動
的
な
展
開
は
、
（
ｉ
）
に
お
い
て
開
顕
さ
れ
た
一
如
・
合
一
を
、

さ
ら
に
徹
底
的
に
追
究
し
よ
う
と
す
る
力
働
性
を
示
す
。
（
ｉ
）
と
（
ii
）
に
の
み
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
場
合
、
道
元
と
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

の
思
想
は
と
も
に
、
「
神
秘
的
」
と
言
い
得
る
が
、
次
の
（
iii
）
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
神
秘
」
を
虚
脱
（
超
脱
）
す
る
動
性
を
見

逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
（
iii
） 

（
ｉ
）
か
ら
（
ii
）
へ
徹
底
化
さ
れ
た
一
如
・
合
一
的
立
場
は
、
そ
こ
を
さ
ら
に
虚
脱
し
て
、
実
践
的

生
へ
と
回
帰
す
る
（
上
田
閑
照
氏
の
述
べ
る
「
非
神
秘
主
義
」
的
立
場
）
。
道
元
に
お
い
て
は
、
『
正
法
眼
蔵
』
の
「
洗
浄
」
・
「
洗

面
」
・
「
神
通
」
と
い
っ
た
諸
巻
、
『
赴
粥
飯
法
』
・
『
知
事
清
規
』
と
い
っ
た
諸
文
献
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
り
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に

つ
い
て
も
、
先
述
し
た
マ
ル
タ
と
マ
リ
ア
の
例
に
明
ら
か
で
あ
る
。
（
ii
）
に
お
け
る
一
如
・
合
一
の
徹
底
化
さ
え
も
、
そ
れ
だ
け
で
は

不
完
全
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
実
践
的
生
へ
回
帰
す
る
と
い
う
、
実
存
に
目
覚
め
た
実
践
主
体
の
能
動
性
・
主
体
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
実
践
主
体
は
真
理
の
体
現
者
と
し
て
、
現
実
世
界
で
の
生
活
を
営
む
の
で
あ
る
。
（
iv
） 

（
ｉ
）
か
ら
（
iii
）
へ
の
推
移

は
、
無
窮
の
動
性
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
を
根
拠
づ
け
る
も
の
が
、
道
元
に
お
い
て
は
無
窮
に
行
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
菩
提
が
菩
提
と
し
て
現
成
さ
れ
る
と
い
う
「
無
窮
の
行
」
で
あ
り
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
は
、
「
無
窮
の
離
脱
）
11
（

」
で
あ
る
）
11
（

。

　

そ
れ
で
は
、
右
に
挙
げ
た
よ
う
な
、
洋
の
東
西
を
隔
て
て
活
躍
し
た
両
者
の
親
近
し
た
思
想
は
、
現
代
的
状
況
に
直
面
す
る
と
き
、
い

か
な
る
意
義
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
二
元
的
境
位
を
乗
り
越
え
、
一
つ
の
真
実
に
生
き
る
と
い
う
方
向
性
を
示
し
得
る
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
（
iii
）
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
、
神
秘
的
境
位
を
脱
去
し
、
実
践
的
生
へ
と
回
帰
す
る
実
存
の
主
体

性
・
能
動
性
に
ま
つ
わ
る
講
説
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
い
か
な
る
相
対
性
に
も
動
機
付
け
ら
れ
な
い
〝
わ
た
し
〟
」
と
い
う

実
存
へ
の
視
点
で
あ
る
。
日
常
的
社
会
生
活
は
、
流
動
的
に
し
て
止
ま
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
表
層
に
過
ぎ
ず
、
言
う
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な
れ
ば
表
層
の
深
部
に
通
底
す
る
真
理
と
無
媒
介
に
「
一
」
と
な
り
、
い
か
な
る
限
定
を
も
拒
絶
す
る
自
己
、
つ
ま
り
「
〝
わ
た
し
〟
と

し
か
表
詮
し
得
な
い
〝
真
の
自
己
〟
」
へ
の
覚
醒
こ
そ
が
、
〝
他
の
い
か
な
る
も
の
と
も
代
替
不
可
能
な
わ
た
し
〟
と
い
う
人
間
的
尊
厳

へ
と
直
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
真
の
自
由
と
は
、
か
か
る
視
点
か
ら
探
究
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
す
る
と
、
両
者
が
述

べ
る
実
存
へ
の
眼
差
し
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
耳
を
傾
け
る
の
み
で
は
、
い
ま
や
十
分
で
は
な
か
ろ
う
。
彼
ら
の
神
秘
思
想
と
そ
こ
か

ら
の
脱
去
を
通
し
て
、
実
存
の
有
す
る
力
働
性
・
能
動
性
の
直
中
に
身
を
置
く
こ
と
で
初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
〝
真
の
自
己
た
る
わ
た

し
〟
と
、
そ
れ
自
身
の
無
限
の
可
能
性
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
実
践
的
生
の
現
場
に
お
い
て
、
い
か
な
る
〝
応
答
〟
を
な
す
こ
と
が
で

き
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
な
す
べ
き
で
あ
る
の
か
が
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
）
11
（

。

　

道
元
と
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
お
け
る
、
真
理
と
の
合
一
し
た
境
位
か
ら
実
践
的
生
へ
と
回
帰
し
た
確
信
に
裏
打
ち
さ
れ
た
次
の
陳
述
は
、

実
践
的
生
に
お
け
る
叡
智
の
躍
動
を
わ
れ
わ
れ
に
予
感
せ
し
む
る
に
、
そ
し
て
冒
頭
に
設
定
さ
れ
た
問
題
へ
と
立
ち
戻
る
な
ら
ば
、
そ
の

本
格
的
探
求
へ
の
動
機
付
け
と
し
て
差
し
当
た
っ
て
は
十
分
で
あ
ろ
う
。

諸
仏
如
来
を
し
て
は
、
本
地
の
法
楽
を
ま
し
、
覚
道
の
荘
厳
を
あ
ら
た
に
す
。
お
よ
び
十
方
法
界
・
三
途
六
道
の
群
類
、
み
な
と
も

に
一
時
に
身
心
明
浄
に
し
て
、
大
解
脱
地
を
証
し
、
本
来
面
目
現
ず
る
と
き
、
諸
法
み
な
正
覚
を
証
会
し
、
万
物
と
も
に
仏
身
を
使

用
し
て
、
す
み
や
か
に
証
会
の
辺
際
を
一
超
し
て
、
覚
樹
王
に
端
坐
し
、
一
時
に
無
等
等
の
大
法
輪
を
転
じ
、
究
竟
無
為
の
深
般
若

を
開
演
す
（
『
弁
道
話
』
、
二
巻
・
四
六
三
頁
）
。

あ
な
た
た
ち
が
私
の
心
で
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
私
の
言
う
こ
と
が
よ
く
理
解
さ
れ
る
は
ず
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
真
理
で
あ

り
、
真
理
そ
の
も
の
が
そ
れ
を
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（D

W
 I, S. 41

）
。

註
（
１
）
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ベ
ッ
ク
著
・
鈴
木
直
訳
『
〈
私
〉
だ
け
の
神
―
平
和
と
暴
力
の
狭
間
に
あ
る
宗
教
―
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
）
参
照
。
高
橋
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典
史
・
塚
田
穂
高
・
岡
本
亮
輔
編
『
宗
教
と
社
会
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
―
宗
教
社
会
学
か
ら
み
る
現
代
日
本
―
』
（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
二
年
）
に
よ
れ

ば
、
日
本
に
お
い
て
も
状
況
は
同
様
で
あ
る
。

（
２
）
東
長
靖
『
イ
ス
ラ
ー
ム
と
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
―
神
秘
主
義
・
聖
者
信
仰
・
道
徳
―
』
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）
一
四
一
～
五
三
頁
。

（
３
）
手
島
佑
郎
『
ユ
ダ
ヤ
教
の
霊
性
―
ハ
シ
デ
ィ
ズ
ム
の
こ
こ
ろ
―
』
（
教
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）
八
七
～
一
〇
〇
頁
。

（
４
）
田
辺
元
『
懺
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
四
六
年
）
・
笠
井
貞
「
道
元
の
「
仏
性
」
と
Ｍ
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
「
神
性
」
と
の
比

較
哲
学
的
考
察
」
（
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
一
五
―
一
、
一
九
六
六
年
）
・
五
十
嵐
良
探
「
道
元
禅
師
と
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
（
一
）

～
（
五
）
」
（
『
宗
学
研
究
』
四
六
・
四
七
・
五
〇
、
『
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
学
術
大
会
紀
要
』
一
一
・
一
二
、
二
〇
〇
四
～
一
一
年
）
・

N
elson Jam

es M
, Psychology, Religion, and Spirituality, N

ew
 York, Springer-verlag, 2009

な
ど
。

（
５
）
禅
宗
に
お
け
る
法
系
の
主
張
と
そ
の
戦
略
的
意
義
に
つ
い
て
は
、John R. M

cRae, Seeing through Zen: Encounter, Transform
ation, and 

Genealogy in Chinese Chan Buddhism
, Berkeley, Calif. U

niversity of California Press, 2003, pp. 5-8

参
照
。

（
６
）
雲
岫
雲
外
（
一
二
四
二
～
一
三
二
四
）
の
『
雲
外
和
尚
語
録
』
「
序
跋
」
に
収
録
さ
れ
る
「
宗
門
嗣
法
論
（
為
璵
書
記
）
」
に
は
、
「
参
禅
学
道
貴
在

続
仏
祖
慧
命
」
（
『
卍
続
蔵
』
一
二
四
・
五
〇
六
ｄ
）
と
あ
り
、
古
林
清
茂
（
一
二
六
二
～
一
三
二
九
）
の
『
古
林
和
尚
語
録
』
巻
五
「
偈
頌
」
所
収

「
送
浄
慈
侍
者
再
参
」
に
は
「
此
行
宜
再
参
、
続
仏
祖
恵
命
」
（
『
卍
続
蔵
』
一
二
三
・
二
五
六
ｃ
）
と
見
出
さ
れ
る
。
「
続
」
と
「
嗣
」
は
同
義
。

（
７
）
稿
者
は
以
前
、
拙
稿
「
道
元
禅
師
と
瑩
山
禅
師
の
嗣
法
観
―
『
伝
光
録
』
に
お
け
る
代
付
説
の
受
容
と
関
連
し
て
―
」
（
角
田
泰
隆
編
『
道
元
禅
師
研

究
に
お
け
る
諸
問
題
―
近
代
の
宗
学
論
争
を
中
心
と
し
て
―
』
、
春
秋
社
、
二
〇
一
七
年
）
に
お
い
て
、
道
元
の
嗣
法
論
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
た
こ

と
が
あ
る
。
以
下
に
記
さ
れ
る
道
元
の
嗣
法
論
は
、
前
掲
拙
稿
に
哲
学
的
考
察
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
８
）
『
正
法
眼
蔵
』
「
面
授
」
巻
に
「
釈
迦
牟
尼
仏
、
ま
さ
し
く
迦
葉
尊
者
を
み
ま
し
ま
す
、
迦
葉
尊
者
、
ま
の
あ
た
り
阿
難
尊
者
を
み
る
、
阿
難
尊
者
、

ま
の
あ
た
り
迦
葉
尊
者
の
仏
面
を
礼
拝
す
、
こ
れ
面
授
な
り
。
阿
難
尊
者
、
こ
の
面
授
を
住
持
し
て
、
商
那
和
修
を
接
し
て
面
授
す
。
商
那
和
修
尊

者
、
ま
さ
し
く
阿
難
尊
者
を
奉
覲
す
る
に
、
唯
面
与
面
、
面
授
し
面
受
す
。
か
く
の
ご
と
く
、
代
代
嫡
嫡
の
祖
師
、
と
も
に
弟
子
は
師
に
ま
み
え
、
師
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は
弟
子
を
み
る
に
よ
り
て
、
面
授
し
き
た
れ
り
。
一
祖
・
一
師
・
一
弟
と
し
て
も
、
あ
ひ
面
授
せ
ざ
る
は
仏
仏
祖
祖
に
あ
ら
ず
」
（
河
村
孝
道
編
『
道

元
禅
師
全
集
』
二
巻
、
春
秋
社
、
一
九
九
三
年
、
五
五
～
五
六
頁
、
以
下
、
道
元
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
本
全
集
に
よ
り
、
巻
数
と
頁
数
の
み
を
示

す
）
と
あ
り
、
師
は
弟
子
に
仏
法
を
授
け
、
弟
子
は
師
の
仏
法
を
受
け
る
か
ら
、
「
面
授
」
し
「
面
受
」
さ
れ
る
と
い
う
関
係
が
浮
か
び
上
が
る
。

（
９
）
「
道
元
、
大
宋
宝
慶
元
年
乙
酉
五
月
一
日
、
は
じ
め
て
先
師
天
童
古
仏
を
礼
拝
面
授
す
。
や
や
堂
奥
を
聴
許
せ
ら
る
。
わ
づ
か
に
身
心
を
脱
落
す
る

に
、
面
授
を
保
任
す
る
こ
と
あ
り
て
、
日
本
国
に
本
来
せ
り
」
（
「
面
授
」
巻
、
二
巻
・
六
〇
頁
）
。

（
10
）
衞
藤
即
應
『
宗
祖
と
し
て
の
道
元
禅
師
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
四
四
年
）
三
〇
二
～
〇
六
頁
。

（
11
）
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ー
バ
ー
（
一
八
七
八
～
一
九
六
五
）
は
、
禅
思
想
の
神
秘
性
に
つ
い
て
、 "Zen is a religious m

anifestation that has severed 

itself from
 its historical antecedents. Buddhism

, originally an historically-defined religion w
hich w

as even transform
ed M

ahayana 

into a religion of revelation, becom
es here a m

ysticism
 of the hum

an person, a m
ysticism

 outside of history, no longer bound to 

any unique event "

（M
artin Buber, The origin and m

eaning of H
asidism

, edited and translated by M
aurice Friedm

an, N
ew

 York, 

H
arper &

 Row
, 1966, pp.235-236

）
と
述
べ
、
禅
思
想
と
そ
れ
以
前
に
お
け
る
歴
史
的
宗
教
と
し
て
の
大
乗
仏
教
と
の
差
異
を
指
摘
す
る
。
こ
の

観
点
は
、
以
下
に
陳
述
す
る
道
元
の
「
倶
時
の
面
授
」
と
の
関
連
に
お
い
て
も
重
要
で
あ
る
。

（
12
）
上
田
閑
照
氏
の
「
す
べ
て
は
「
一
」
だ
と
い
う
こ
と
が
真
に
言
え
る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
「
一
」
は
あ
く
ま
で
無
相
無
形
で
あ
っ
て
そ
の
故
に
却
っ

て
多
を
多
と
し
て
成
り
立
た
し
め
る
、
む
し
ろ
「
多
」
と
し
て
現
ず
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
一
」
の
真
理
は
「
無
に
し
て
多
」
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
「
多
」
は
「
一
」
の
多
彩
で
あ
り
、
「
一
」
は
「
多
」
の
一
如
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
う
い
う
動
的
関
係
そ
の
も
の
が
「
無
」

の
具
体
な
の
で
あ
る
」
（
「
神
秘
主
義
か
ら
非
神
秘
主
義
へ
」
、
『
非
神
秘
主
義
―
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
禅
―
』
、
上
田
閑
照
集
第
八
巻
、
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
二
年
、
六
～
七
頁
）
と
い
う
思
索
を
参
照
。

（
13
）
「
正
伝
の
面
授
あ
ら
ざ
る
を
、
正
師
に
あ
ら
ず
、
と
は
い
ふ
。
仏
仏
正
伝
し
き
た
れ
る
は
、
正
師
な
り
」
（
「
無
情
説
法
」
巻
、
二
巻
・
九
頁
）
、

「
師
は
あ
れ
ど
も
、
わ
れ
参
不
得
な
る
う
ら
み
あ
り
、
参
ぜ
ん
と
す
る
に
、
師
不
得
な
る
か
な
し
み
あ
り
」
（
「
行
持
」
巻
、
一
巻
・
一
七
〇
頁
）
、
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「
永
平
、
今
仏
法
の
為
め
、
師
を
敬
う
が
為
め
に
い
う
。
雪
に
立
ち
臂
を
断
つ
こ
と
実
に
難
し
と
す
べ
か
ら
ず
、
只
だ
恨
む
ら
く
は
未
だ
其
の
師
有
ら

ざ
る
こ
と
を
」
（
『
永
平
広
録
』
巻
五
、
三
巻
・
二
六
四
頁
、
原
漢
文
）
な
ど
。

（
14
）
「
学
道
の
人
は
、
吾
我
の
為
に
、
仏
法
を
学
す
る
こ
と
な
か
れ
。
只
、
仏
法
の
為
に
、
仏
法
を
学
す
べ
き
也
。
そ
の
故
実
は
、
我
身
心
を
、
一
物
も

の
こ
さ
ず
放
下
し
て
、
仏
法
の
大
海
に
廻
向
す
べ
き
也
。
其
後
は
、
一
切
の
是
非
を
、
管
ず
る
事
無
く
、
我
心
を
存
ず
る
事
な
く
、
難
成
こ
と
な
り
と

も
、
仏
道
に
つ
か
は
れ
て
、
強
ひ
て
是
を
な
し
、
我
心
に
な
し
た
き
こ
と
な
り
と
も
、
仏
法
の
道
理
に
、
な
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
な
ら
ば
、
放
下
す
べ

き
也
」
（
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
巻
六
、
七
巻
・
一
三
一
頁
）
。

（
15
）
「
諸
仏
如
来
、
と
も
に
妙
法
を
単
伝
し
て
、
阿
耨
菩
提
を
証
す
る
に
、
最
上
無
為
の
妙
術
あ
り
。
こ
れ
た
だ
、
ほ
と
け
仏
に
さ
づ
け
て
よ
こ
し
ま
な
る

こ
と
な
き
は
、
す
な
は
ち
自
受
用
三
昧
そ
の
標
準
な
り
。
こ
の
三
昧
に
遊
戯
す
る
に
、
端
坐
参
禅
を
正
門
と
せ
り
」
（
『
弁
道
話
』
、
二
巻
・
四
六
〇

頁
）
、
「
先
師
古
仏
云
、
参
禅
者
、
身
心
脱
落
也
、
祇
管
打
坐
始
得
、
不
要
焼
香
・
礼
拝
・
念
仏
・
修
懺
・
看
経
。
あ
き
ら
か
に
仏
祖
の
眼
睛
を
抉
出

し
き
た
り
、
仏
祖
の
眼
睛
裏
に
打
坐
す
る
こ
と
、
四
五
百
年
よ
り
こ
の
か
た
は
、
た
だ
先
師
ひ
と
り
な
り
、
震
旦
国
に
斉
肩
す
く
な
し
。
打
坐
の
仏
法

な
る
こ
と
、
仏
法
は
打
坐
な
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
た
る
、
ま
れ
な
り
。
た
と
ひ
打
坐
を
仏
法
と
体
解
す
と
い
ふ
と
も
、
打
坐
を
打
坐
と
し
れ
る
、
い
ま

だ
あ
ら
ず
。
い
は
ん
や
仏
法
を
仏
法
と
保
任
す
る
あ
ら
ん
や
」
（
「
三
昧
王
三
昧
」
巻
、
二
巻
・
一
七
八
頁
）
。

（
16
）
「
仏
祖
の
大
道
、
か
な
ら
ず
無
上
の
行
持
あ
り
、
道
環
し
て
断
絶
せ
ず
、
発
心
・
修
行
・
菩
提
・
涅
槃
、
し
ば
ら
く
の
間
隙
あ
ら
ず
、
行
持
道
環
な

り
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
、
み
づ
か
ら
の
強
為
に
あ
ら
ず
、
他
の
強
為
に
あ
ら
ず
、
不
曽
染
汚
の
行
持
な
り
」
（
「
行
持
」
巻
、
一
巻
・
一
四
五
頁
）
、
「
阿

耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
は
、
か
な
ら
ず
出
家
の
即
日
に
成
就
す
る
な
り
。
し
か
あ
れ
ど
も
、
三
阿
僧
祇
劫
に
修
証
し
、
無
量
阿
僧
祇
劫
に
修
証
す
る
に
、

有
辺
・
無
辺
に
染
汚
す
る
に
あ
ら
ず
、
学
人
し
る
べ
し
」
（
「
出
家
功
徳
」
巻
、
二
巻
・
二
八
一
頁
）
。

（
17
）
「
す
で
に
修
の
証
な
れ
ば
、
証
に
き
は
な
く
、
証
の
修
な
れ
ば
、
修
に
は
じ
め
な
し
。
…
…
す
で
に
証
を
は
な
れ
ぬ
修
あ
り
、
わ
れ
ら
さ
い
は
ひ
に
一

分
の
妙
修
を
単
伝
せ
る
、
初
心
の
辨
道
す
な
は
ち
一
分
の
本
証
を
無
為
の
地
に
う
る
な
り
。
し
る
べ
し
、
修
を
は
な
れ
ぬ
証
を
染
汚
せ
ざ
ら
し
め
ん
が

た
め
に
、
仏
祖
、
し
き
り
に
修
行
の
ゆ
る
く
す
べ
か
ら
ざ
る
と
を
し
ふ
。
妙
修
を
放
下
す
れ
ば
、
本
証
、
手
の
中
に
み
て
り
、
本
証
を
出
身
す
れ
ば
、
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妙
修
、
通
身
に
お
こ
な
は
る
」
（
『
弁
道
話
』
、
二
巻
・
四
七
〇
頁
）
、
「
一
発
菩
提
心
を
百
千
万
発
す
る
な
り
、
修
証
も
ま
た
か
く
の
ご
と
し
、
し

か
あ
る
に
発
心
は
一
発
に
し
て
、
さ
ら
に
発
心
せ
ず
、
修
行
は
無
量
な
り
、
証
果
は
一
証
な
り
と
の
み
き
く
は
、
仏
法
を
き
く
に
あ
ら
ず
、
仏
法
を
し

れ
る
に
あ
ら
ず
、
仏
法
に
あ
ふ
に
あ
ら
ず
」
（
「
発
無
上
心
」
巻
、
二
巻
・
一
六
四
頁
）
。

（
18
）
玉
城
康
四
郎
『
道
元 

上
』
（
春
秋
社
、
一
九
九
六
年
）
四
四
頁
。

（
19
）
「
皮
肉
骨
髄
を
独
露
せ
し
め
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
」
（
「
海
印
三
昧
」
巻
、
一
巻
・
一
二
一
頁
）
。

（
20
）
「
身
心
を
挙
し
て
色
を
見
取
し
、
身
心
を
挙
し
て
声
を
聴
取
す
る
に
、
し
た
し
く
会
取
す
れ
ど
も
、
か
が
み
に
か
げ
を
や
ど
す
が
ご
と
く
に
あ
ら
ず
、

水
と
月
と
の
ご
と
く
に
あ
ら
ず
。
一
方
を
証
す
る
と
き
は
一
方
は
く
ら
し
」
（
「
現
成
公
案
」
巻
、
一
巻
・
二
頁
）
、
「
人
も
し
仏
道
を
修
証
す
る

に
、
得
一
法
通
一
法
な
り
、
遇
一
行
修
一
行
な
り
」
（
「
現
成
公
案
」
巻
、
一
巻
・
六
頁
）
。

（
21
）
「
魂
の
最
高
の
諸
力
（
知
性
・
意
志
・
記
憶
）
は
、
時
間
・
空
間
を
脱
去
し
て
純
粋
性
の
内
に
あ
る
。
人
は
そ
の
諸
力
に
お
い
て
神
に
似
せ
て
作
ら

れ
て
お
り
、
神
に
由
来
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
最
高
の
諸
力
も
神
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
魂
に
お
い
て
魂
と
共
に
被
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め

に
、
そ
れ
ら
諸
力
は
、
そ
れ
自
身
を
超
え
て
、
神
か
ら
神
の
子
と
し
て
生
み
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
自
身
の
像
か
ら

脱
却
し
て
、
た
だ
神
ひ
と
り
が
父
で
あ
る
よ
う
に
神
の
超
像
の
内
へ
と
超
入
せ
し
め
ら
れ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
神
の
内
で
神
か
ら
生
ま
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
は
じ
め
て
、
そ
れ
ら
諸
力
も
、
神
の
子
た
ち
で
あ
り
、
神
の
ひ
と
り
子
だ
か
ら
で
あ
る
」
（M

eister Eckhart, D
ie 

deutschen und lateinischen W
erke , hrsg. im

 Auftrage der D
eutschen Forschungsgem

einschaft, Abteilung I: Die deutschen W
erke, 

hrsg. von Josef Q
uint und Georg Steer, Stuttgart, 1936 ff, Bd. V, S. 11. 

以
下
、
本
全
集
か
ら
引
用
す
る
場
合
に
は
「D

W

」
と
略
称
し
、
巻

数
と
頁
数
の
み
を
示
す
）
。

（
22
）
「
善
性
は
そ
れ
自
身
の
一
切
を
善
き
者
の
う
ち
に
生
み
出
す
。
…
…
善
き
者
と
善
性
と
は
一
つ
の
善
性
に
外
な
ら
ず
、
す
べ
て
に
お
い
て
全
き
一
で
あ

る
。
…
…
し
か
し
、
こ
の
善
性
が
生
む
と
い
う
こ
と
と
善
き
者
に
お
い
て
善
性
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
と
は
、
一
つ
の
存
在
、
一
つ
の
生
に
外
な
ら

な
い
」
（D

W
 V, S. 9

）
。
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（
23
）
「
魂
が
最
高
の
も
の
に
対
し
て
備
え
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
魂
は
一
つ
の
純
粋
な
無
に
立
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
無
の
内

に
こ
そ
、
最
大
の
受
容
性
が
あ
る
か
ら
」
（D

W
 V, S. 425

）
。

（
24
）
「
汝
の
う
ち
に
刻
印
さ
れ
た
最
も
小
さ
な
像
（
表
象
）
は
神
と
同
じ
ほ
ど
に
大
き
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
こ
の
像
が
汝
と
神
と
の
一
致
を
完
全
に
妨

げ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
こ
の
像
が
汝
に
入
っ
て
い
る
と
き
、
神
は
退
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
像
が
出
て
行
っ
た
な
ら
ば
、
神

は
直
ち
に
入
っ
て
く
る
」
（D

W
 I, S. 92-93

）
。

（
25
）
「
説
教
の
度
に
私
は
離
脱
に
つ
い
て
語
り
、
自
分
自
身
と
一
切
か
ら
脱
却
す
べ
き
こ
と
を
説
く
」
（D

W
 II, S. 528

）
。

（
26
）
「
汝
の
眼
を
自
分
に
向
け
よ
、
そ
し
て
汝
自
身
を
見
出
す
と
こ
ろ
、
汝
自
身
を
棄
て
よ
。
こ
れ
こ
そ
最
上
の
も
の
で
あ
る
」
（D

W
 V, S. 196

）
。

（
27
）
「
人
間
の
棄
て
る
こ
と
の
で
き
る
最
高
で
究
極
の
も
の
は
、
神
の
た
め
に
神
を
棄
て
る
こ
と
で
あ
る
」
（D

W
 I, S. 196

）
。

（
28
）
い
か
な
る
限
定
を
も
受
け
な
い
、
何
も
の
と
も
言
え
な
い
「
そ
の
も
の
」
を
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
「
根
底
（G

rund

）
」
と
表
現
す
る
（
竹
山

重
光
「
あ
り
ふ
れ
た
営
み
も
し
く
はV
ita A

ctiva

―
「
マ
ル
タ
と
マ
リ
ア
」
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
義
解
―
」
、
『
和
歌
山
県
立
医
科
大
学
紀
要
』

三
三
、
二
〇
〇
三
年
、
三
七
頁
）
。

（
29
）
「
不
動
の
離
脱
が
人
間
を
神
と
の
極
大
の
相
当
性
へ
と
も
た
ら
す
」
（D

W
 V, S. 412

）
。

（
30
）
マ
ル
タ
が
マ
リ
ア
を
叱
責
し
た
の
は
、
自
分
だ
け
が
忙
し
く
働
き
、
キ
リ
ス
ト
の
教
え
を
聴
聞
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
へ
の
不
満
か
ら
で
は
な

く
、
「
私
の
妹
は
、
あ
な
た
様
の
も
と
に
慰
め
に
満
た
さ
れ
て
坐
っ
て
い
る
だ
け
で
す
で
に
自
分
の
欲
す
る
と
こ
ろ
を
な
し
得
る
も
の
に
な
っ
た
か
の

よ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
果
た
し
て
そ
う
で
あ
る
か
ど
う
か
、
彼
女
に
悟
ら
せ
て
あ
げ
て
下
さ
い
。
彼
女
に
、
立
ち
上
が
っ
て
あ
な
た
様
の
お
側
か

ら
離
れ
る
よ
う
に
言
っ
て
や
っ
て
下
さ
い
」
（D

W
 III, S. 483

）
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
と
す
る
。
つ
ま
り
、
マ
リ
ア
は
神
の
愛
を
受
容
す
る
と
い
う

境
位
か
ら
「
立
ち
上
が
り
」
、
神
を
も
「
離
れ
（
＝
離
脱
し
）
」
て
、
真
の
無
に
徹
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
31
）
上
田
閑
照
「
第
八
章 

シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
時
代
と
『
神
と
慰
め
の
書
』
―
「
魂
の
内
へ
の
神
の
子
の
誕
生
」
―
」
（
『
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
』
、
上
田
閑
照
集
第
七
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）
二
一
四
頁
。
上
田
氏
は
他
の
論
稿
に
お
い
て
も
、
「
神
と
の
合
一
か
ら
も
う
一
つ
そ
れ
を
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去
っ
て
、
神
を
捨
て
、
神
無
き
と
こ
ろ
、
即
ち
神
の
奥
底
の
無
に
徹
底
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
同
時
に
、
現
実
に
還
っ
て
く
る
、
そ
し
て
現
実
の
中
で

具
体
的
に
人
々
の
た
め
に
働
く
こ
と
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
立
場
を
は
っ
き
り
打
ち
出
し
た
と
こ
ろ
に
大
き
な
意
義
が
あ
る
」
（
「
正
統
と
異
端
の
間

を
」
、
上
田
氏
前
掲
書
、
一
三
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
32
）
離
脱
は
、
「
人
間
は
こ
の
世
に
お
い
て
あ
た
か
も
死
ん
だ
か
の
よ
う
に
振
る
舞
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
聖
グ
レ
ゴ
リ
オ
が
言
う
よ
う
に
、
誰
で
も
こ

の
世
に
徹
底
的
に
死
な
な
け
れ
ば
、
神
を
豊
か
に
所
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
（D

W
 I, S. 128

）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
「
死
」
と
も
表
現
さ
れ
る

が
、
禅
語
の
「
大
死
」
と
い
う
語
の
よ
う
に
、
道
元
に
お
い
て
も
、
「
あ
ひ
か
ま
へ
て
、
法
を
お
も
く
し
て
、
わ
が
身
、
我
が
い
の
ち
を
か
ろ
く
す
べ

し
。
法
の
た
め
に
は
、
身
も
い
の
ち
も
、
を
し
ま
ざ
る
べ
し
」
（
「
道
心
」
巻
、
二
巻
・
五
三
一
頁
）
と
い
っ
た
表
詮
が
見
て
取
ら
れ
る
。

（
33
）
現
今
に
お
い
て
は
社
会
的
教
養
の
方
面
か
ら
も
、
注
目
を
浴
び
る
機
会
の
多
い
両
者
で
あ
る
が
、
直
近
の
弟
子
筋
を
除
く
と
、
道
元
の
著
述
へ
の
本

格
的
な
参
究
が
開
始
さ
れ
る
の
は
、
近
世
を
待
た
ね
ば
な
ら
ず
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
著
作
も
、
一
三
二
九
年
に
彼
が
異
端
判
決
を
受
け
た
後
、
フ
ラ
ン

ツ
・
プ
フ
ァ
イ
フ
ァ
ー
（Franz Pfeiffer, 
一
八
一
五
～
六
八
）
に
よ
っ
て
収
集
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
ほ
と
ん
ど
埋
も
れ
て
い
た

の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
直
近
の
弟
子
達
が
残
し
た
証
言
に
目
を
向
け
る
と
、
経
豪
は
『
正
法
眼
蔵
』
を
注
釈
す
る
の
に
「
仏
法
上
の
事
」
（
『
正
法
眼

蔵
抄
』
「
現
成
公
案
」
な
ど
）
と
い
う
語
を
用
い
る
が
、
「
仏
法
上
」
と
は
真
理
と
読
み
換
え
て
差
し
支
え
な
く
、
道
元
が
真
理
の
立
場
よ
り
真
理
を

語
っ
て
い
る
と
し
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
タ
ウ
ラ
ー
（Johannes Tauler, 

一
三
〇
〇
頃
～
六
一
）
は
「
（
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
）
真
理
を
語
っ
て
い
る
」
（
香

田
芳
樹
「
真
理
を
語
る
真
理
―
マ
イ
ス
タ
ー
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
神
秘
的
聖
書
解
釈
―
」
、
竹
下
政
孝
・
山
内
志
朗
編
『
イ
ス
ラ
ー
ム
中
世
と
キ
リ
ス

ト
教
中
世
』
Ⅲ 

神
秘
哲
学
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
、
三
〇
七
頁
）
と
端
的
に
述
べ
る
。
彼
ら
は
思
想
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
思
想
が
た
ど
っ
た
運
命

に
も
、
奇
妙
な
共
通
性
が
見
出
さ
れ
よ
う
。

（
34
）
「
応
答
」
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
Ｅ
・
フ
ラ
ン
ク
ル
（Viktor Em

il Frankl, 
一
九
〇
五
～
九
七
）
の
、
「
人
生
か
ら
何
を
我
々
は
ま
だ
期
待
で
き
る

か
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
生
が
何
を
我
々
か
ら
期
待
し
て
い
る
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
我
々
は
学
ば
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た

絶
望
し
て
い
る
人
間
に
教
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
哲
学
的
に
誇
張
し
て
言
え
ば
、
こ
こ
で
は
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
が
問
題
な
の
で
あ
る
と
言



― 268 ―

え
よ
う
。
す
な
わ
ち
人
生
の
意
味
を
問
う
の
で
は
な
く
、
我
々
自
身
が
体
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
人
生
は
我
々
に
毎
日
毎
時
、
問
い
を
提
出
し
、
我
々

は
そ
の
問
い
に
、
詮
索
や
口
先
で
は
な
く
て
、
正
し
い
行
為
に
よ
っ
て
応
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
人
生
と
い
う
の
は
結
局
、
人
生
の
意

味
の
問
題
に
正
し
く
答
え
る
と
い
う
こ
と
、
人
生
が
各
人
に
課
す
る
使
命
を
果
た
す
こ
と
、
日
々
の
務
め
を
行
な
う
こ
と
に
対
す
る
責
任
を
担
う
こ
と

に
他
な
ら
な
い
」
（
『
夜
と
霧
―
ド
イ
ツ
強
制
収
容
所
の
体
験
記
録
―
』
、
フ
ラ
ン
ク
ル
著
作
集
一
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
一
年
、
一
八
二
～
八
三

頁
）
と
い
う
実
践
的
生
へ
の
重
要
な
提
言
に
基
づ
く
。
稿
者
は
、
こ
の
フ
ラ
ン
ク
ル
の
思
索
を
、
二
〇
一
八
年
一
一
月
一
〇
日
、
上
智
大
学
に
於
い
て

行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
直
面
し
て
の
〈
宗
教
的
霊
性
〉
の
刷
新
的
適
応
と
〈
い
の
ち
の
倫
理
〉
の
統
合
的
構
築
」
に
お
け
る
、

片
柳
榮
一
氏
の
口
頭
発
表
「
真
摯
さ
の
場
所
」
に
よ
っ
て
知
る
と
と
も
に
、
片
柳
氏
の
ご
発
表
か
ら
、
小
稿
作
成
に
あ
た
っ
て
の
多
大
な
る
示
唆
を
得

た
。


