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一

　

現
在
の
『
西
遊
記
』
研
究
、
特
に
そ
の
形
成
史
に
関
す
る
研
究
を
通
覧
す
る
に
、
ま
と
ま
っ
た
文
献
と
し
て
、『
西
遊
記
』
の
古
層
に

位
置
す
る
作
品
と
し
て
は
、
宋
代
の
『
大
唐
三
蔵
取
経
詩
話
』
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、『
西
遊
記
』
の
「
完
成
形
態
」

と
し
て
は
、
明
代
万
暦
二
十
年
（
一
五
九
二
）
に
刊
行
さ
れ
た
世
徳
堂
本
『
西
遊
記
』
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
（
以
下
こ
れ
を

明
刊
『
西
遊
記
』
と
呼
ぶ
）。

　

こ
の
両
者
を
比
較
す
る
時
、
ま
ず
目
に
つ
く
相
違
と
し
て
、
そ
の
分
量
の
多
寡
が
あ
る
。
ご
く
小
規
模
な
『
詩
話
』
に
対
し
て
、
大

規
模
な
明
刊
『
西
遊
記
』
の
成
立
過
程
は
、
大
局
的
に
は
、「
増
補
」「
拡
大
」
と
い
う
方
向
で
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
く
し
て

我
々
の
手
に
す
る
明
刊
『
西
遊
記
』
は
、
様
々
な
話
柄
を
取
り
込
ん
だ
、
あ
た
か
も
説
話
の
坩
堝
の
ご
と
き
状
況
を
呈
す
る
に
至
っ
て

い
る
。

　

明
刊
『
西
遊
記
』
に
含
ま
れ
る
そ
う
し
た
数
多
の
説
話
の
中
で
も
、「
唐
太
宗
入
冥
記
事
」
や
「
江
流
和
尚
説
話
」
な
ど
、『
西
遊
記
』
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の
成
立
過
程
と
も
関
係
す
る
い
く
つ
か
の
著
名
な
説
話
に
は
論
考
の
蓄
積
を
見
る
も
の
も
あ
る
が
、
一
方
、
各
種
注
釈
書
や
研
究
書
に

お
い
て
何
ら
言
及
さ
れ
ず
、
手
つ
か
ず
の
状
態
で
放
置
さ
れ
て
い
る
説
話
も
多
く
、
こ
れ
は
対
象
の
膨
大
な
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
致
し

方
な
い
こ
と
で
、
今
後
の
課
題
で
も
あ
ろ
う
。

　

本
稿
は
、
明
刊
『
西
遊
記
』
の
孫
悟
空
に
関
す
る
冒
頭
の
一
説
話
に
着
目
し
て
、
そ
の
禅
宗
史
書
と
の
交
渉
を
論
証
し
、
そ
の
過
程

で
明
刊
『
西
遊
記
』
の
成
立
の
場
に
つ
い
て
考
察
を
廻
ら
し
た
い
と
思
う
。

　

さ
て
、
明
刊
『
西
遊
記
』
の
冒
頭
部
第
一
回
か
ら
の
あ
ら
す
じ
を
略
記
す
れ
ば
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る

*1
。

　

東
勝
神
州
傲
来
国
花
果
山
の
頂
上
に
あ
る
巨
石
が
生
ん
だ
石
の
卵
か
ら
生
ま
れ
た
石
猿
は
、
滝
壺
の
奥
に「
花
果
山
水
簾
洞
」な
る
石

碑
の
立
っ
た
別
世
界
を
発
見
し
、
こ
こ
に
猿
の
国
を
築
い
て
「
美
猴
王
」
を
名
乗
り
四
五
百
年
を
安
楽
に
暮
ら
し
て
い
た
が
、
あ
る
日
、

死
の
恐
怖
を
覚
え
て
ふ
さ
ぎ
込
む
。
不
老
不
死
の
術
を
学
ぶ
べ
く
修
行
の
旅
に
出
た
石
猿
は
、須し
ゅ
ぼ
だ
い

菩
提
祖
師
な
る
仙
人
に
入
門
し
孫
悟
空

と
い
う
法
名
を
も
ら
う
（
以
上
、
第
一
回
）。
六
、
七
年
修
行
し
た
悟
空
に
対
し
て
、
祖
師
は
正
し
い
悟
り
の
た
め
の
様
々
な
「
門
」
を

開
示
す
る
が
、
不
老
不
死
を
求
め
る
悟
空
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
学
ば
ぬ
と
拒
否
し
て
祖
師
の
怒
り
を
買
う
。
そ
の
く
だ
り
を
訳
文
で
示

す
（
以
下
、
本
稿
の
引
用
文
中
の
傍
線
は
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
）

*2
。

「
こ
の
猿
め
、
あ
れ
も
学
ば
ぬ
、
こ
れ
も
学
ば
ぬ
と
は
ど
う
い
う
了
見
だ
？
」。
そ
う
言
う
と
、
歩
み
寄
っ
て
、
悟
空
の
頭
を
三
度
た

た
き
、
両
手
を
う
し
ろ
に
ま
わ
し
て
、
奥
に
は
い
り
、
中
の
扉
を
し
め
て
、
一
同
を
置
い
て
き
ぼ
り
に
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
び
っ

く
り
し
た
の
は
説
法
を
聞
い
て
い
た
連
中
、
み
ん
な
恐
慌
を
来
た
し
て
、
悟
空
を
責
め
、「
こ
の
猿
め
、
無
礼
だ
ぞ
。
お
師
匠
さ
ま

が
お
ま
え
に
道
術
を
伝
授
さ
れ
る
と
い
う
の
に
、
な
ん
で
学
び
も
せ
ず
に
、
口
答
え
を
す
る
の
だ
？
。
あ
の
か
た
を
お
こ
ら
せ
た

ら
、
い
つ
ま
た
お
出
ま
し
に
な
る
か
わ
か
ら
ん
の
だ
ぞ
」
と
ぼ
や
い
て
、
悟
空
を
の
の
し
る
や
ら
怨
む
や
ら
し
ま
し
た
が
、
悟
空

は
少
し
も
腹
を
立
て
ず
、
顔
じ
ゅ
う
に
あ
い
そ
笑
い
を
浮
か
べ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
早
く
も
悟
空
は
謎
を
と
い
て
、

こ
っ
そ
り
心
の
中
に
隠
し
て
い
た
か
ら
で
、
で
す
か
ら
、
け
ん
か
は
や
め
に
し
て
、
じ
つ
と
が
ま
ん
し
て
、
黙
っ
て
い
た
の
で
し
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た
。
祖
師
が
自
分
を
三
度
た
た
い
た
の
は
、
夜
中
の
三
更
（
午
前
零
時
）
を
心
に
と
め
て
お
け
と
い
う
こ
と
、
両
手
を
う
し
ろ
に

ま
わ
し
て
、
奥
に
は
い
り
、
中
の
扉
を
し
め
た
の
は
、
真
の
扉
か
ら
は
い
れ
ば
、
奥
ま
っ
た
所
で
道
術
を
伝
授
す
る
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

祖
師
は
、
深
夜
に
我
が
寝
室
を
訪
れ
た
悟
空
を
一
喝
し
た
後
、
不
老
不
死
の
妙
道
の
伝
授
に
及
ぶ
。

「
こ
の
猿
め
、
あ
っ
ち
で
寝
も
せ
ず
に
、
こ
っ
ち
へ
来
て
、
な
に
を
し
よ
う
と
い
う
の
だ
？
」。「
お
師
匠
さ
ま
は
昨
日
壇
の
前
で
御

承
諾
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
わ
た
く
し
が
三
更
の
こ
ろ
裏
の
扉
か
ら
来
れ
ば
、
道
法
を
伝
授
し
て
く
だ
さ
る
、
と
。
そ
れ
で
、
厚
か
ま

し
く
も
お
そ
ば
へ
推
参
い
た
し
ま
し
た
よ
う
な
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
」。
そ
れ
を
聞
く
と
、
祖
師
は
す
っ
か
り
う
れ
し
く
な
り
、
心

の
中
で
ひ
そ
か
に
考
え
ま
し
た
。「
こ
や
つ
、
や
っ
ぱ
り
天
地
が
つ
く
っ
た
も
の
だ
わ
い
。
で
な
け
れ
ば
、
な
ん
で
わ
し
の
謎
が
と

け
よ
う
？
」。「
こ
こ
に
は
ほ
か
の
人
は
お
り
ま
せ
ぬ
。
わ
た
く
し
ひ
と
り
だ
け
で
こ
ざ
い
ま
す
。
お
願
い
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
お

師
匠
さ
ま
、
お
慈
悲
を
も
ち
ま
し
て
、
わ
た
く
し
に
不
老
不
死
の
道
を
伝
授
し
て
く
だ
さ
い
ま
せ
。
御
恩
は
い
つ
ま
で
も
忘
れ
は

い
た
し
ま
せ
ぬ
」。「
そ
な
た
は
道
に
縁
が
あ
る
ゆ
え
、
わ
し
も
よ
ろ
こ
ん
で
話
そ
う
。
謎
が
わ
か
っ
た
か
ら
に
は
、
も
そ
っ
と
前

へ
寄
っ
て
、
心
し
て
聞
く
が
よ
い
。
不
老
不
死
の
妙
道
を
伝
授
し
て
と
ら
せ
る
か
ら
な
」。

　

こ
こ
で
興
味
深
い
こ
と
は
、
傍
線
部
に
示
し
た
よ
う
に
、
三
回
殴
っ
た
師
匠
の
行
動
を
、
夜
の
三
更
に
や
っ
て
来
い
と
い
う
意
味
だ

と
、
悟
空
が
即
座
に
解
釈
し
た
こ
と
で
あ
る
。
原
文
で
は
傍
線
を
付
し
た
あ
た
り
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

祖
師
聞
言
、
咄
的
一
声
、
跳
下
高
台
、
手
持
戒
尺
、
指
定
悟
空
道
、「
你
這
猢
猻
、
這
般
不
学
、
那
般
不
学
、
却
待
怎
麼
」
走
上
前

将
悟
空
頭
上
打
了
三
下
、
倒
背
着
手
、
走
入
裏
面
、
将
中
門
関
了
、
撇
下
大
衆
而
去
。
又
打
市
語
。
諕
得
那
一
班
聴
講
的
人
人
驚

懼
、
皆
怨
悟
空
道
、「
你
這
潑
猴
、
十
分
無
状
、
師
父
伝
你
道
法
、
如
何
不
学
、
却
与
師
父
頂
嘴
、
這
番
衝
撞
了
他
、
不
知
幾
時
纔

出
来
呵
」
此
時
倶
甚
報
怨
他
、
又
鄙
賤
嫌
悪
他
。
悟
空
一
些
児
也
不
悩
、
只
是
満
瞼
陪
笑
。
老
猿
聡
明
。
原
来
那
猴
王
他
打
破
盤

中
之
謎
、
暗
暗
在
心
、
所
以
不
与
衆
人
争
競
、
只
是
忍
耐
無
言
。
師
父
到
底
打
市
語
。
祖
師
打
他
三
下
者
、
教
他
三
更
時
分
存
心
、
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倒
背
着
手
、
走
入
裡
面
、
将
中
門
関
上
者
、
教
他
従
後
門
進
歩
、
秘
処
伝
他
道
也
。（
李
卓
悟
評
本『
西
遊
記
』（
世
徳
堂
本
系
）第

二
回
）

　

本
稿
で
は
こ
の
話
柄
を
仮
に「
三
打
三
更
説
話
」と
名
付
け
て
考
察
を
進
め
る
が
、
こ
の
説
話
に
つ
い
て
、
引
用
し
た
小
野
忍
氏
訳
の

岩
波
文
庫
版
に
は
何
も
付
注
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
太
田
辰
夫
・
鳥
居
久
靖
両
氏
訳
の
『
西
遊
記
』
に
も
同
様
の
場
面
が
見
ら
れ
る

が
、
や
は
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
注
釈
は
付
け
ら
れ
て
い
な
い

*3
。
中
国
で
は
『
西
遊
記
』
の
詳
細
な
注
解
は
、
い
ま
だ
刊
行
さ
れ
て
い
な

い
模
様
で
あ
る
が
、
近
年
の
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ユ
ー
氏
（A

nthony C
. Y

u

）
の
英
訳
本

*4
や
、
ア
ン
ド
レ
・
レ
ヴ
ィ
氏
（A

ndre L
evy

）
の

仏
訳
本

*5
で
も
、
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

　

ま
た
、
清
刊
の
『
西
遊
真
詮
』『
西
遊
記
証
道
書
』『
西
遊
原
旨
』
と
い
っ
た
、「
評
」
の
つ
い
た
テ
キ
ス
ト
を
参
看
す
る
も
、
同
様
に

そ
の
典
拠
に
つ
い
て
何
も
述
べ
て
い
な
い

*6
。
さ
ら
に
、
現
在
の
『
西
遊
記
』
研
究
の
水
準
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
太
田
辰
夫
氏
の

『
西
遊
記
の
研
究
』
や
磯
部
彰
氏
の
『
西
遊
記
形
成
史
の
研
究
』『
西
遊
記
受
容
史
の
研
究
』
等
の
専
著

*7
、
小
野
忍
氏
の
後
を
受
け
て
岩

波
文
庫
版
『
西
遊
記
』
の
翻
訳
を
完
成
し
た
中
野
美
代
子
氏
の
『
西
遊
記
』
に
関
す
る
一
連
の
御
著
作

*8
の
い
ず
れ
に
も
、
こ
の
場
面
は

特
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
は
い
な
い

*9
。
こ
れ
は
、
胡
適
氏
の
『
西
遊
記
考
証
』
な
ど
、
中
国
の
研
究
書
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
従
来
の
『
西
遊
記
』
研
究
に
お
い
て
、
孫
悟
空
と
須
菩
提
禅
師
の
上
記
の
逸
話
は
、
あ
ま
り
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
確
か
に
こ
の
説
話
は
明
刊
『
西
遊
記
』
の
源
流
に
位
置
す
る
宋
代
や
元
代
の
「
西
遊
記
」
に
は
見
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
る

か
ら
、『
西
遊
記
』
や
「
孫
悟
空
」
の
発
生
の
始
源
を
探
ろ
う
と
す
る
見
地
か
ら
は
等
閑
視
さ
れ
る
の
も
無
理
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

説
話
の
考
証
を
通
し
て
、
明
刊
『
西
遊
記
』
の
成
立
基
盤
を
考
え
る
上
で
も
興
味
深
い
事
柄
が
垣
間
見
え
て
き
た
。
次
章
で
は
、『
西
遊

記
』
に
遙
か
に
先
行
す
る
い
く
つ
か
の
禅
宗
の
歴
史
書
を
取
り
上
げ
、
こ
の
説
話
の
来
歴
を
明
ら
か
に
す
る
。
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二

　

こ
こ
に
、『
五
灯
会
元
』
な
る
灯
史
（
禅
宗
史
書
）
が
あ
る
。
本
書
は
『
景
徳
伝
灯
録
』（
一
〇
〇
四
年
）
か
ら
『
嘉
泰
普
灯
録
』（
一

二
〇
二
年
）ま
で
、
約
二
百
年
間
に
編
纂
さ
れ
た
五
種
類
の
史
書
を
集
成
編
纂
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
は
、
少

な
か
ら
ず
問
題
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
宋
本
の
覆
刻
版
と
考
え
ら
れ
る
日
本
五
山
版
に
附
せ
ら
れ
た
序
跋
類
を
参
照
す
る
に
、
巻
首
に「
淳

祐
十
年
壬
子
冬
普
済
題
詞
」
と
「
宝
祐
改
元
王
槦
序
」
を
持
ち
、
ま
た
巻
末
に
「
宝
祐
元
年
武
康
沈
浄
明
跋
」
と
あ
る
か
ら
、
南
宋
宝

祐
元
年
（
一
二
五
三
）
に
は
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
*10
。

　

こ
の
『
五
灯
会
元
』
巻
第
一
「
五
祖
弘
忍
大
満
禅
師
」
の
条
中
、
五
祖
弘
忍
が
六
祖
慧
能
に
伝
法
す
る
き
っ
か
け
と
な
る
場
面
で
、
さ

き
に
掲
げ
た
『
西
遊
記
』
の
挿
話
と
類
似
す
る
一
節
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
*11
。

逮
夜
、
祖
潜
詣
碓
坊
、
問
曰
、
米
白
也
未
。
廬
曰
、
白
也
、
未
有
篩
。
祖
於
碓
以
杖
三
撃
之
。
廬
即
以
三
鼓
入
室
。
祖
告
曰
、
諸

仏
出
世
為
一
大
事
、
故
随
機
大
小
而
引
導
之
、
遂
有
十
地
、
三
乗
、
頓
漸
等
旨
、
以
為
教
門
（
後
略
）。

　

廬
（
慧
能
の
姓
）
の
偈
文
を
見
て
、
廬
行
者
の
器
量
を
推
し
量
っ
た
五
祖
は
、
他
の
弟
子
た
ち
に
悟
ら
れ
ぬ
よ
う
、
夜
中
に
廬
の
働

く
碓
引
き
部
屋
に
現
れ
、
脱
穀
の
具
合
を
聞
き
つ
つ
、
碓
を
杖
で
三
回
打
つ
。
こ
れ
に
対
し
廬
は
何
も
問
わ
ず
、
黙
っ
て
三
鼓
に
師
の

部
屋
を
訪
ね
、
師
は
達
磨
以
来
の
法
袈
裟
を
廬
に
授
け
る
の
で
あ
る
。
三
鼓
と
は
三
更
と
同
じ
で
、
今
の
午
後
十
二
時
の
前
後
二
時
間

ほ
ど
を
い
う
。

　

先
の
『
西
遊
記
』
で
は
、
悟
空
が
師
よ
り
三
回
殴
ら
れ
る
と
い
う
設
定
で
、『
五
灯
会
元
』
の
杖
で
碓
を
三
回
叩
く
と
い
う
も
の
と
は

相
違
す
る
が
、
し
か
し
、
三
回
の
打
撃
が
時
刻
三
更
を
暗
示
す
る
と
い
う
誠
に
印
象
的
な
モ
テ
ィ
ー
フ
は
一
致
し
て
お
り
、
両
者
の
間

に
は
、
な
ん
ら
か
の
関
係
が
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
説
話
は
、
こ
れ
が
五
祖
か
ら
六
祖
慧
能
へ
の
附
法
に
ま
つ
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
初
期
禅
宗
史
の
見
地
、
あ
る
い

は
慧
能
研
究
の
方
面
か
ら
も
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
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六
祖
慧
能
と
は
、
南
宗
禅
の
初
祖
と
し
て
、
現
在
の
す
べ
て
の
禅
宗
諸
派
の
根
本
に
位
置
す
る
極
め
て
重
要
な
人
物
で
は
あ
る
が
、
敦

煌
出
土
の
古
写
本
に
含
ま
れ
る
大
量
の
初
期
禅
宗
関
係
資
料
、
と
り
わ
け
、
北
宗
禅
に
関
す
る
資
料
と
、
慧
能
の
弟
子
を
自
称
し
慧
能
の

権
威
化
を
推
進
し
た
人
物
と
目
さ
れ
る
荷か
た
く
じ
ん
ね

沢
神
会
の
資
料
が
紹
介
さ
れ
初
期
禅
宗
史
に
新
た
な
光
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
に
及
ん
で
、
従

来
の
南
宗
中
心
的
な
禅
宗
史
観
は
相
対
化
さ
れ
、
む
し
ろ
北
宗
系
の
禅
が
初
期
禅
宗
の
本
流
で
あ
る
こ
と
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
た
。

五
祖
の
弟
子
神
秀
に
発
す
る
そ
の
北
宗
に
対
し
て
、
様
々
な
手
だ
て
を
尽
く
し
て
宗
論
的
攻
撃
を
試
み
て
い
た
の
が
神
会
で
あ
り
、
彼

は
自
身
の
法
脈
を
正
統
化
す
る
た
め
に
も
、
五
祖
の
弟
子
の
中
に
神
秀
に
対
抗
し
う
る
人
物
を
探
す
、
い
や
創
り
出
す
必
要
が
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

　

北
宗
系
の
禅
宗
史
書
『
楞
伽
師
資
記
』
の
中
に
は
、
確
か
に
「
韶
州
恵
能
」
と
し
て
そ
の
名
が
記
さ
れ
て
は
い
る
が
、
慧
能
に
関
す
る

客
観
的
情
報
は
実
に
こ
れ
の
み
で
あ
り
、
世
上
名
高
い
『
六
祖
壇
経
』（
こ
れ
は
「
経
」
を
称
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
慧
能
の
伝
記

と
弟
子
と
の
対
話
で
あ
り
、
通
常
、
釈
迦
と
そ
の
弟
子
と
の
対
話
形
式
を
取
る
仏
教
的
な
意
味
で
の
「
経
」
と
は
趣
を
異
に
す
る
）
に

し
て
も
、
王
維
の
手
に
な
る
と
い
う
碑
文
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
神
会
自
身
が
関
係
し
た
資
料
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
従
来
の
諸

資
料
の
伝
え
る
慧
能
像
を
疑
問
視
乃
至
否
定
す
る
向
き
さ
え
あ
る
*12
。

　

た
だ
し
、
本
稿
の
論
旨
に
お
い
て
は
、
慧
能
に
関
す
る
伝
記
事
項
の
今
日
的
視
点
か
ら
の
「
史
実
」
性
の
実
否
は
さ
し
て
問
題
で
は

な
く
、
明
刊
『
西
遊
記
』
刊
行
以
前
に
、
慧
能
が
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
中
国
社
会
で
認
識
さ
れ
て
き
た
か
が
問
題
と
な
る
。
慧
能

の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
駒
沢
大
学
禅
宗
史
研
究
会
編
『
慧
能
研
究
』
に
ほ
ぼ
す
べ
て
の
資
料
が
網
羅
集
成
さ
れ
て
お
り
誠
に
裨
益
さ
れ

る
*13
。
こ
れ
を
参
照
す
る
に
、弘
忍
か
ら
慧
能
へ
の
附
法
の
状
況
に
つ
い
て
委
細
に
述
べ
る
資
料
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
。
ま
と
ま
っ
た
も

の
と
し
て
は
初
期
の
慧
能
伝
で
あ
る
『
曹
渓
大
師
伝
』（
七
八
一
年
以
降
成
立
か
）
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

忍
大
師
、
因
行
至
碓
米
所
。
問
曰
、
汝
為
供
養
損
腰
腳
、
所
痛
如
何
。
能
答
曰
、
不
見
有
身
、
誰
言
之
痛
。
忍
大
師
至
夜
命
能
入

房
。
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こ
こ
で
は
、
弘
忍
が
身
体
を
痛
め
た
慧
能
を
見
舞
っ
て
問
答
を
交
わ
し
、
そ
の
資
質
を
認
め
た
結
果
、「
夜
に
な
っ
て
慧
能
を
方
丈
の

間
に
呼
び
寄
せ
た
」
と
い
う
設
定
で
、
何
か
を
三
回
叩
く
な
ど
の
話
柄
は
な
く
、
時
刻
も
「
夜
」
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。

　

次
に
、『
敦
煌
本
六
祖
壇
経
』（
七
八
一
年
か
ら
八
〇
一
年
の
間
に
成
立
か
）
で
は
次
の
通
り
。

五
祖
忽
来
廊
下
、
見
慧
能
偈
、
即
知
識
大
意
。
恐
衆
人
知
、
五
祖
乃
謂
衆
人
曰
、
此
亦
未
得
了
。
五
祖
夜
至
三
更
、
喚
慧
能
堂
内

説
金
剛
経
。
慧
能
一
聞
、
言
下
便
悟
。
其
夜
受
法
、
人
尽
不
知
、
便
伝
頓
教
及
衣
、
以
為
六
代
祖
。

　

こ
の
資
料
で
は
、
五
祖
は
慧
能
が
壁
に
書
き
付
け
た
偈
文
（
菩
提
本
無
樹
云
々
）
を
見
て
、
慧
能
の
資
質
を
見
抜
き
、
他
の
者
に
知

ら
れ
ぬ
よ
う
に
、
夜
三
更
に
堂
内
に
呼
び
寄
せ
、『
金
剛
経
』
を
説
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
先
の
『
曹
渓
大
師
伝
』
で
は
特
定
さ
れ

な
か
っ
た
時
刻
が
、
初
め
て
「
三
更
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
未
だ
碓
を
三
回
叩
く
等
の
行
為
は
な
い
。
な
お
、『
敦
煌
本
六

祖
壇
経
』
で
は
こ
の
場
面
以
外
に
も
随
所
に
「
三
更
」
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
刻
に
何
か
特
別
の
意
味
づ
け
が
あ
る
か
の
ご
と

く
で
あ
る
。
八
〇
一
年
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
宝
林
伝
』
で
は
、
五
祖
弘
忍
条
が
記
載
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
巻
第
八
が
散
佚

し
て
い
る
た
め
直
接
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
五
代
南
唐
保
大
十
年
（
九
五
二
）
成
立
の
『
祖
堂
集
』
巻
二
「
第
三
十
二
祖
弘

忍
和
尚
」
条
は
次
の
通
り
。

師
又
去
碓
坊
、
便
問
行
者
、
不
易
行
者
。
米
還
熟
也
未
。
対
曰
、
米
熟
久
矣
、
只
是
未
有
人
簸
。
師
云
、
三
更
則
至
。
行
者
便
唱

喏
。
至
三
更
、
行
者
来
大
師
処
。
大
師
与
他
改
名
号
為
慧
能
。
当
時
便
伝
袈
裟
以
為
法
信
、
如
釈
迦
牟
尼
授
弥
勒
記
矣
。

　

こ
こ
で
は
、「
碓
坊
」
を
訪
れ
た
五
祖
と
廬
行
者
が
、「
米
は
も
う
熟
し
た
か
、
否
や
」
の
問
答
を
す
る
点
に
注
意
し
た
い
。
前
掲
『
五

灯
会
元
』
を
見
る
に
、
こ
の
問
答
は
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
時
刻
を
「
三
更
」
と
限
定
す
る
の
は
、『
敦
煌
本
六
祖
壇
経
』
と

同
様
で
あ
る
が
、
五
祖
が
直
接
口
頭
で
「
三
更
に
来
い
」
と
伝
え
て
お
り
、
碓
三
打
で
伝
え
る
『
五
灯
会
元
』
の
ご
と
き
説
話
的
興
趣

に
は
乏
し
い
。

　

景
徳
元
年
（
一
〇
〇
四
）
成
立
の
著
名
な
灯
史
で
あ
る
『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
第
三
は
次
の
よ
う
に
記
す
。
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逮
夜
乃
潜
令
人
自
碓
坊
、
召
能
行
者
入
室
。
告
曰
、
諸
仏
出
世
為
一
大
事
故
。
随
機
小
大
而
引
導
之
。
遂
有
十
地
三
乗
頓
漸
等
旨
。

以
為
教
門
。

　

こ
こ
で
は
一
転
し
て
「
三
打
」
は
も
と
よ
り
、『
敦
煌
本
六
祖
壇
経
』
以
来
の
「
三
更
」
も
姿
を
消
し
、「
夜
に
な
っ
て
か
ら
人
を
碓

坊
に
使
わ
し
て
能
行
者
を
室
に
召
し
入
れ
た
」
と
、
実
に
そ
っ
け
な
い
記
述
で
あ
る
。
そ
れ
が
依
拠
資
料
の
性
格
に
よ
る
も
の
な
の
か
、

『
景
徳
伝
灯
録
』
自
体
の
説
話
処
理
に
よ
る
も
の
な
の
か
は
断
定
で
き
な
い
。

　

以
上
、
禅
宗
史
の
基
本
と
な
る
諸
資
料
の
慧
能
伝
お
よ
び
弘
忍
伝
を
検
討
す
る
に
、
弘
忍
の
「
碓
三
打
」
を
慧
能
が
「
時
刻
三
更
に

来
い
」
と
解
釈
す
る
『
五
灯
会
元
』
の
ご
と
き
記
述
は
全
く
見
ら
れ
ず
、
三
打
三
更
説
話
が
さ
し
て
古
い
時
代
に
成
立
し
た
も
の
で
な

い
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
な
ら
ば
、『
五
灯
会
元
』
の
直
接
の
典
拠
は
如
何
な
る
も
の
か
。『
五
灯
会
元
』
と
は
次
の
五
種
の
灯
史
を
集

成
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
*14
。

　
　
『
景
徳
伝
灯
録
』　　
　

三
十
巻
、
景
徳
元
年　
　
　
（
一
〇
〇
四
）
宋
道
原
纂

　
　
『
天
聖
広
灯
録
』　　
　

三
十
巻
、
景
祐
三
年　
　
　
（
一
〇
三
六
）
宋
李
遵
勗
勅
編

　
　
『
建
中
靖
国
続
灯
録
』　

三
十
巻
、
建
中
靖
国
元
年　
（
一
一
〇
一
）
宋
代
惟
白
撰

　
　
『
聯
灯
会
要
』　　
　
　

三
十
巻
、
宋
淳
煕
十
年　
　
（
一
一
八
三
）
悟
明
集

　
　
『
嘉
泰
普
灯
録
』　　
　

三
十
巻
、
南
宋
嘉
泰
元
年　
（
一
二
〇
二
）
雷
庵
正
受
述

　

こ
の
内
、『
景
徳
伝
灯
録
』
は
先
に
見
た
と
お
り
、『
五
灯
会
元
』
と
は
全
く
類
似
し
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
そ
の
他
の
四
種

の
資
料
を
検
討
す
る
に
、
前
掲
の
三
打
三
更
説
話
を
記
す
『
五
灯
会
元
』
の
弘
忍
条
は
、『
景
徳
伝
灯
録
』
の
次
に
編
集
さ
れ
た
『
天
聖

広
灯
録
』
巻
第
七
の
弘
忍
条
と
の
み
、
ほ
ぼ
同
文
的
に
一
致
し
、
他
の
灯
史
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
景
祐

三
年
（
一
〇
三
六
）
宋
李
遵
勗
勅
編
の
『
天
聖
広
灯
録
』
を
次
に
掲
げ
る
*15
。

逮
夜
、
師
密
詣
自
碓
坊
曰
、
米
白
也
否
。
能
曰
、
白
也
、
未
有
篩
。
師
於
碓
以
杖
三
撃
之
。
能
即
以
三
鼓
入
室
。
師
告
曰
、
仏
之
出
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世
為
一
大
事
、
付
于
迦
葉
展
転
相
授
至
菩
提
達
磨
、
届
于
此
土
、
得
可
大
師
承
襲
以
至
於
吾
。
今
以
法
宝
及
所
伝
袈
裟
用
付
於
汝
。

汝
当
善
自
保
護
流
布
、
将
来
無
令
断
絶
。
汝
受
吾
教
聴
吾
偈
曰
（
後
略
）。

　

傍
線
部
を
先
の
『
五
灯
会
元
』
と
比
較
す
る
に
、「
祖
―
師
」「
廬
―
能
」
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
三
打
三
更
説
話
の
部
分
は
ほ
ぼ

同
文
で
、『
五
灯
会
元
』
は
こ
れ
を
利
用
し
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　

如
上
、
禅
宗
史
書
に
お
け
る
三
打
三
更
説
話
の
展
開
を
通
覧
し
た
結
果
、
こ
の
説
話
の
成
立
時
期
は
、
九
五
二
年
の
『
祖
堂
集
』
以

降
、
一
〇
三
六
年
の
『
天
聖
広
灯
録
』
以
前
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
こ
の
三
打
三
更
説
話
は
、
流
布
本
系
統
の
『
六
祖
壇
経
』
に

も
全
く
同
文
で
継
承
さ
れ
て
い
く
。

　
『
五
灯
会
元
』
は
諸
灯
史
を
ま
と
め
た
便
利
な
も
の
で
あ
る
故
に
、
成
立
以
降
広
く
読
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
し
、
流
布
本
の
『
六
祖
壇

経
』
も
同
様
で
あ
る
。
よ
っ
て
、『
西
遊
記
』
の
複
雑
な
構
成
か
ら
見
て
、
あ
る
種
の
知
識
人
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
明
刊
『
西
遊

記
』
の
編
者
が
、
こ
れ
ら
の
禅
宗
史
書
を
直
接
参
照
し
、
そ
の
説
話
を
孫
悟
空
と
須
菩
提
禅
師
と
の
交
流
の
話
柄
に
利
用
し
た
と
考
え

る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
「
真
面
目
な
」
禅
宗
史
書
と
、
様
々
な
思
想
が
寄
せ
集
め
ら
れ
た
か
の
ご
と
き
明

刊
『
西
遊
記
』
を
直
接
に
結
び
つ
け
る
よ
り
も
、
そ
れ
ら
を
仲
介
す
る
よ
う
な
、
広
範
に
流
布
し
た
文
化
的
事
象
は
な
い
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
次
章
で
は
、
明
刊
『
西
遊
記
』
と
禅
宗
説
話
と
の
出
会
い
の
場
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

　

前
章
ま
で
の
検
討
で
、
明
刊
『
西
遊
記
』
の
三
打
三
更
説
話
は
、
宋
代
に
成
立
し
た
禅
宗
史
書
に
淵
源
を
持
つ
こ
と
が
判
明
し
た
わ

け
で
あ
る
が
、
宋
か
ら
明
ま
で
、
お
よ
そ
六
百
年
に
わ
た
る
間
、
こ
の
説
話
は
如
何
に
し
て
中
国
社
会
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
か
、
そ

の
流
伝
の
諸
相
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
事
例
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
宋
代
の
禅
宗
史
書
以
降
の
三
打
三
更
説
話
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
著
名
な
戯
曲『
西
廂
記
』で
あ
る
。
こ
れ
は
、
唐
元
稹
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の
『
鴛
鴦
伝
』（『
会
真
記
』）
に
基
づ
い
た
元
代
の
王
実
甫
作
と
さ
れ
る
戯
曲
で
、
直
接
的
に
は
金
董
解
元
の
『
董
西
廂
』
を
雑
劇
に
改

編
し
た
も
の
と
い
う
。
内
容
は
才
子
張
生
と
佳
人
鴛
鴦
が
結
ば
れ
る
ま
で
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
『
西
廂
記
』
第
三
本
第
二
折
で
、
鴛

鴦
の
侍
女
は
次
の
よ
う
に
歌
う
*16
。

　
　

写
着
道
西
廂
待
月
等
得
更
闌　
　
　
　
　

西
の
廂
に
月
を
待
ち　

や
が
て
更
も
た
け
る
こ
ろ

　
　

着
你
跳
東
牆
女
字
辺
干　
　
　
　
　
　
　

東
の
つ
い
じ
を
跳
び
越
え
て　

女
へ
ん
に
干
の
文
字

　
　

原
来
那
詩
句
児
裏
包
籠
着
三
更
棗　
　
　

さ
て
は
あ
の
詩
の
言
葉
に
は　

三
更
の
棗
が
ひ
め
て
お
り

　
　

簡
帖
児
裏
埋
伏
着
九
里
山　
　
　
　
　
　

恋
の
た
よ
り
の
う
ち
ら
に
は　

九
里
山
の
伏
兵
あ
り

　

傍
線
部
「
三
更
棗
」
に
つ
い
て
、
田
中
謙
二
氏
は
そ
の
訳
業
の
後
注
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
*17
。

三
更
棗
―
「
三
更
（
十
二
時
す
ぎ
）
に
来
い
」
と
い
う
意
を
暗
示
し
た
隠
語
。
禅
宗
の
五
祖
黄
忍
が
六
祖
慧
能
に
法
を
伝
え
る
と

き
、
粳
米
三
粒
と
棗
一
個
を
あ
た
え
、
六
祖
は
「
三
更
に
早
く
来
た
れ
」
と
い
う
意
味
を
悟
っ
た
と
い
う
（
粳
は
更
、
棗
は
早
と

音
通
）。

　

田
中
氏
は
特
に
断
っ
て
お
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
注
釈
は
、
近
代
『
西
廂
記
』
研
究
の
第
一
人
者
王
季
思
氏
の
次
の
訳
注
に
基
づ
く
も

の
と
思
わ
れ
る
*18
。

三
更
棗　

閔
遇
五
曰
、「
六
祖
黄
梅
園
伝
法
時
、
五
祖
与
粳
米
三
粒
、
棗
一
枚
。
六
祖
悟
曰
、
師
令
我
三
更
早
来
也
。」
按
『
雍
熙

楽
府
』
録
本
曲
作
三
粳
棗
。

　

即
ち
王
氏
は
、
こ
の
言
葉
（
三
更
棗
）
の
意
味
は
、
五
祖
が
六
祖
に
「
粳
米
三
粒
と
棗
一
個
」
を
与
え
て
時
刻
を
暗
示
し
た
故
事
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
、「
閔
遇
五
」
氏
の
説
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。「
閔
遇
五
」
氏
に
つ
い
て
は
事
跡
等
未
詳
で
あ
る
が
、
戯
曲
の

愛
好
家
で
あ
っ
た
ら
し
く
、『
題
西
廂
』
な
る
著
作
が
あ
り
*19
、
李
日
華
作
の
戯
曲
『
南
西
廂
記
』
に
付
し
た
閔
氏
の
跋
文
の
中
に
、
梁

伯
龍
（
一
五
二
〇
―
一
五
八
〇
）
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
*20
、
当
然
そ
れ
以
降
の
人
で
あ
り
、
王
季
思
氏
校
注
・
張
人
和
氏
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集
評
『
集
評
校
注
西
廂
記
』
の
集
評
の
順
番
で
は
、
金
聖
嘆
（
？
―
一
六
六
一
）
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
閔
遇
五
」
氏
は

十
七
世
紀
中
頃
に
活
動
し
た
人
物
で
あ
ろ
う
か
。

　

宋
代
禅
宗
史
書
の
三
打
三
更
説
話
を
想
起
す
る
と
、時
刻
の
暗
示
は
碓
を
杖
で
三
回
叩
く
こ
と
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
、言

葉
の
音
通
に
よ
っ
て
「
三
粳
一
棗
」（
三
更
一
早
）
と
改
編
す
る
の
は
、
恋
愛
劇
で
あ
る
『
西
廂
記
』
に
ふ
さ
わ
し
い
話
柄
に
す
る
た
め

と
思
わ
れ
、
明
刊
『
西
遊
記
』
の
、
祖
師
が
悟
空
を
三
回
殴
る
と
い
う
設
定
は
、
言
葉
を
使
わ
な
い
と
い
う
点
や
、
参
禅
説
話
に
は
殴

打
さ
れ
る
話
柄
が
よ
く
見
ら
れ
る
と
い
う
点
か
ら
も
、
よ
り
禅
宗
説
話
に
似
つ
か
わ
し
い
も
の
と
言
え
よ
う
。

　

と
も
あ
れ
、
元
曲
『
西
廂
記
』
に
「
三
更
棗
」
な
る
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
部
分
を
後
人
の
改
変
で
な
い
と
す
れ

ば
、
宋
代
の
次
の
元
代
に
は
、「
三
更
棗
」
と
い
う
だ
け
で
禅
宗
史
書
の
三
打
三
更
説
話
が
想
起
さ
れ
る
ほ
ど
に
人
口
に
膾
炙
し
た
「
故

事
成
語
」
の
ご
と
き
も
の
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
明
刊
『
西
遊
記
』
に
つ
い
て
、『
五
灯
会
元
』
と
関
連
し
た
興
味
深
い
指
摘
を
紹
介
し
た
い
。『
西
遊
記
』
第
五
十
八
回
で
は

孫
悟
空
の
偽
物
が
登
場
し
、
如
来
が
そ
の
真
贋
を
識
別
す
る
と
い
う
く
だ
り
が
あ
る
。
如
来
は
偽
物
を
指
し
て
、
こ
れ
を
「
六
耳
獼
猴
」

と
呼
ん
だ
。
こ
の
「
六
耳
獼
猴
」
に
つ
い
て
、
中
野
美
代
子
氏
訳
注
岩
波
文
庫
版
『
西
遊
記
』
の
後
注
に
次
の
よ
う
に
あ
る
*21
。

「
六
耳
」
の
来
源
は
不
明
だ
が
、
前
掲
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ユ
ー
英
訳
注
に
よ
れ
ば
、『
五
灯
会
元
』（
一
二
五
三
刊
）
巻
三
に
見
え
る
「
六

耳
不
同
謀
（
六
つ
の
耳
、
す
な
わ
ち
三
人
で
は
秘
密
は
保
て
な
い
）」
と
関
係
が
あ
り
、
中
国
仏
教
俗
諺
の
「
法
不
伝
六
耳
（
仏
法

は
仏
教
に
関
係
の
な
い
三
番
目
の
人
に
は
伝
え
な
い
）」
と
も
関
係
が
あ
ろ
う
と
い
う
。
し
て
み
れ
ば
、
如
来
は
こ
の
六
耳
獼
猿
に

法
を
伝
え
な
い
と
い
う
前
提
の
も
と
に
、
に
せ
悟
空
の
役
割
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
俗
諺
を
来
源
と
し
て
も
よ
い

で
あ
ろ
う
。

　

ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ユ
ー
（A

nhony C
. Y

u

）
氏
の
英
訳
『
西
遊
記
』
を
見
る
と
、
香
港
中
文
大
学Stephen Soong

氏
の
御
教
示
（suggested 

explanation

）
に
拠
る
と
し
て
、「
六
耳
」
の
典
拠
と
し
て
『
五
灯
会
元
』
巻
三
に
「
洪
州
泐
潭
法
会
禅
師
、
問
如
何
是
祖
師
西
来
意
、
馬
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祖
曰
、
低
声
、
近
前
来
、
向
汝
道
、
師
便
近
前
、
祖
打
一
掴
曰
、
六
耳
不
同
謀
、
且
去
来
日
来
。」
と
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
*22
。

　
「
六
耳
不
同
謀
」
は
『
大
漢
和
辞
典
』
に
も
立
項
さ
れ
て
お
り
（
二
巻
五
九
頁
）、「
原
義
は
、
六
つ
の
耳
、
即
ち
三
人
で
は
秘
密
を
保
っ

て
計
略
を
な
し
と
げ
る
こ
と
の
む
づ
か
し
い
こ
と
を
い
ふ
。
転
じ
て
、禅
家
に
お
い
て
、彼
の
馬
祖
が
洪
州
泐
潭
法
会
禅
師
の
未
だ
道
を

悟
ら
ぬ
の
を
喝
し
、
特
に
耳
を
ひ
っ
ぱ
っ
て
、
耳
の
学
問
の
役
に
立
た
ぬ
こ
と
を
教
へ
た
語
。」
と
し
て
、
先
の
『
五
灯
会
元
』
巻
三
の

箇
所
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
禅
宗
史
書
以
前
に
「
六
耳
不
同
謀
」
と
い
う
言
葉
が
流
布
し
て
い
た
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。

『
漢
語
大
詞
典
』
第
二
巻
（
二
九
頁
）
に
は
、『
五
灯
会
元
』
の
当
該
箇
所
の
他
に
、
元
関
漢
卿
『
胡
蝶
夢
』
第
二
折
の
「
豈
不
聞
三
人

誤
大
事
、
六
耳
不
通
諜
」
と
、
元
無
名
氏
『
謝
金
吾
』
楔
子
の
「
這
的
是
六
耳
不
通
諜
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
「
六
耳
」
は
、『
西
遊
記
』
第
二
回
に
も
「
悟
空
道
、
此
間
更
無
六
耳
、
止
弟
子
一
人
」
と
見
え
、
こ
こ
で
は
第
三
者
を
指
す

言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
明
刊
『
西
遊
記
』
の
編
者
が
直
接
『
五
灯
会
元
』
を
参
照
し
て
「
六
耳
」
と
い

う
語
を
使
用
し
た
と
は
考
え
に
く
く
、
ユ
ー
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
仏
教
俗
諺
」（com

m
on B

uddhist saying

）
の
よ
う
な
形
で
広
く
一
般
化

さ
れ
て
い
た
言
葉
を
利
用
し
た
と
考
え
る
ほ
う
が
よ
り
自
然
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
同
じ
く
ユ
ー
氏
の
指
摘
に
あ
る
「
法
不
伝
六
耳
」
に

つ
い
て
は
、
諺
集
や
日
用
類
書
の
類
を
検
索
す
る
も
管
見
に
入
ら
な
か
っ
た
。

　

さ
て
、「
三
更
棗
」「
六
耳
」
と
い
う
僅
か
二
つ
の
例
で
は
あ
る
が
、
禅
宗
史
書
に
発
す
る
と
思
し
き
言
葉
が
、
広
く
戯
曲
な
ど
に
使

用
さ
れ
て
い
る
状
況
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
で
は
戯
曲
の
編
者
達
が
禅
宗
史
書
を
参
照
し
て
、
こ
う
し
た
印
象
的
な
言
葉
を
抽
出
し
て

作
品
に
利
用
し
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
や
は
り
考
え
に
く
く
、
む
し
ろ
書
物
の
形
で
は
な
く
、
一
般
の
民
衆
が
仏
教
の
説
話
な
ど

に
接
す
る
「
場
」
の
よ
う
な
も
の
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
章
で
は
そ
う
し
た
「
場
」
を
証
す
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
宝

巻
の
存
在
に
注
目
し
た
い
。
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四

　

前
章
で
は
、
禅
宗
史
書
に
由
来
す
る
特
徴
的
な
言
葉
が
、
戯
曲
な
ど
の
俗
文
学
に
利
用
さ
れ
、
人
口
に
膾
炙
し
て
ゆ
く
過
程
を
探
っ

て
み
た
。
次
に
、
言
葉
よ
り
も
っ
と
大
き
な
単
位
―
例
え
ば
一
つ
の
説
話
そ
の
も
の
な
ど
―
で
禅
宗
史
書
が
文
学
作
品
に
利
用
さ
れ
た

実
例
は
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

六
祖
慧
能
の
師
で
あ
る
五
祖
弘
忍
に
つ
い
て
、
宋
代
の
『
林
間
録
』（
一
〇
七
一
年
序
刊
）
に
、
五
祖
の
前
生
は
「
栽
松
道
者
」
な
る

も
の
で
、
そ
の
道
者
が
川
で
洗
濯
中
の
娘
に
託
胎
し
て
転
生
し
た
の
が
五
祖
弘
忍
で
あ
る
と
い
う
、
誠
に
奇
怪
な
出
生
説
話
が
記
さ
れ

て
お
り
、『
五
灯
会
元
』
の
弘
忍
条
に
も
こ
の
説
話
が
引
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
説
話
は
、
後
に
『
五
祖
黄
梅
宝
巻
』
な
る
宝
巻
に
仕
立
て
ら
れ
、『
金
瓶
梅
』
の
諸
本
の
う
ち
原
作
に
近
い
本
文
を
持
つ
と
さ
れ

る
『
金
瓶
梅
詞
話
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
宝
巻
研
究
の
先
駆
者
た
る
澤
田
瑞
穂
氏
に
よ
り
早
く
指
摘
さ
れ
て
い
た
*23
。
同
氏
に

よ
れ
ば
、『
金
瓶
梅
詞
話
』
に
確
認
さ
れ
る
宝
巻
は
、
名
前
の
明
ら
か
な
も
の
だ
け
で
も
『
五
祖
黄
梅
宝
巻
』『
金
剛
科
儀
』『
五
戒
禅
師

宝
巻
』『
黄
氏
女
宝
巻
』『
紅
羅
宝
巻
』
の
五
種
に
の
ぼ
る
と
い
い
、
俗
文
学
と
宝
巻
と
の
関
係
の
密
な
る
こ
と
に
は
目
を
見
張
る
も
の

が
あ
る
。
宝
巻
と
は
、
澤
田
氏
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
*24
。

宝
巻
と
は
文
学
様
式
の
上
か
ら
い
え
ば
、
唐
五
代
の
変
文
の
直
系
と
考
え
ら
れ
る
。
説か
た
り

と
唱ふ
し

、
つ
ま
り
散
文
の
講
説
と
韻
文
の
吟

唱
と
が
交
代
し
て
現
れ
る
語
り
物
の
一
種
で
あ
っ
て
、
内
容
は
仏
教
の
教
理
を
通
俗
的
な
因
果
譚
に
託
し
て
演
述
し
、
主
と
し
て

僧
尼
に
よ
っ
て
講
唱
さ
れ
た
。
い
わ
ば
中
国
の
説
教
節
正
本
で
、
こ
れ
を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
誦
読
す
る
儀
式
が
宣
巻
で
あ
る
。

　
『
金
瓶
梅
詞
話
』
で
は
、
尼
僧
な
ど
が
主
人
公
の
西
門
慶
の
家
に
出
入
り
し
、
そ
の
際
、
邸
内
の
女
性
を
対
象
と
し
て
、
前
記
の
ご
と

き
宝
巻
を
台
本
と
し
て
宣
巻
を
行
っ
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
明
代
に
お
い
て
、
宝
巻
を
語
る
宣
巻
は
、
道
釈
関
係
の
行
事
風

習
と
し
て
広
く
行
わ
れ
た
も
の
の
一
つ
の
よ
う
で
、
一
般
の
婦
女
子
は
こ
う
し
た
機
会
を
通
し
て
、
仏
教
や
道
教
の
知
識
に
慣
れ
親
し

ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
明
清
小
説
の
中
に
、
宣
巻
の
場
面
が
描
か
れ
た
り
、
あ
る
い
は
小
説
の
素
材
と
し
て
宝
巻
が
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利
用
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
も
頷
け
る
の
で
あ
る
。

　

明
刊
『
西
遊
記
』
に
お
い
て
も
、
第
十
一
回
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
*25
。

仏
は
清
浄
仁
恕
の
な
か
に
在
り
、
果
は
正
し
く
仏
は
空
で
ご
ざ
い
ま
す
。
周
の
武
帝
が
、
三
教
（
儒
・
仏
・
道
）
に
序
列
を
設
け

ま
し
た
が
、
大
慧
禅
師
が
幽
遠
を
賛
え
、
歴
代
の
僧
侶
が
奉
じ
、
か
つ
顕
示
し
て
ま
い
り
、
こ
う
し
て
五
祖
が
投
胎
し
、
達
摩 

が
象す

が
た

を
現
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
む
か
し
か
ら
、
だ
れ
で
も
み
な
申
し
て
お
り
ま
す
、
三
教
は
至
尊
な
り
、
毀
つ
べ
か
ら
ず
、

廃
す
べ
か
ら
ず
、
と
。

　

同
じ
く
第
十
二
回
に
は
、「
摩
訶
五
祖
は
天
の
闕
き
ゅ
う
で
ん

に
遊
び
、
羅
卜
は
娘は
は

を
尋
ね
て
地じ
ご
く

の
関
せ
き
し
ょ

を
破
る
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
い

う
「
五
祖
」
と
は
、
禅
宗
史
書
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
五
祖
弘
忍
と
い
う
よ
り
も
、『
五
祖
黄
梅
宝
巻
』
な
ど
を
通
し
て
民
間
に
流
通
し
た

五
祖
説
話
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
「
羅
卜
」
と
は
、
釈
迦
十
大
弟
子
目
連
の
俗
名
で
、
餓
鬼
道
に
堕
し
た
母
を
救
う
た
め
地
獄
に
赴
い
た
と
い
う
こ
と
が
『
盂

蘭
盆
経
』
に
見
え
、
こ
れ
を
も
と
に
唐
代
に
は
敦
煌
出
土
の
「
目
連
変
文
」
の
よ
う
に
展
開
し
、
明
代
に
は
鄭
之
珍
『
目
連
救
母
戯
文
』

三
巻
百
二
折
の
ご
と
く
拡
大
し
て
、
各
地
で
「
目
連
救
母
」
劇
が
盛
ん
に
上
演
さ
れ
て
い
た
と
い
う
*26
。

　
『
五
祖
黄
梅
宝
巻
』
の
存
在
は
、
禅
宗
史
書
の
説
話
が
民
間
に
流
布
す
る
に
あ
た
っ
て
、
語
り
物
の
台
本
た
る
宝
巻
と
い
う
媒
体
が
大

き
な
力
を
発
揮
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
本
稿
の
主
題
で
あ
る
三
打
三
更
説
話
が
明
刊
『
西
遊
記
』
に
取
り
込
ま
れ
る

要
因
と
し
て
、
そ
れ
を
記
し
た
よ
う
な
宝
巻
の
存
在
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
数
あ
る
仏
教
説
話
の
中
で
も
、
何
故
、
五
祖

や
六
祖
そ
し
て
達
摩
と
い
っ
た
禅
宗
の
祖
師
達
の
説
話
が
、
宝
巻
な
ど
の
形
で
好
ん
で
民
間
に
流
布
す
る
の
か
。
次
章
で
は
そ
う
し
た

現
象
の
背
景
に
つ
い
て
、
中
国
前
近
代
の
民
間
宗
教
の
状
況
を
踏
ま
え
て
考
察
す
る
。
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五

　

か
つ
て
、
達
摩
大
師
と
梁
の
武
帝
と
の
問
答
や
二
祖
慧
可
の
済
度
な
ど
に
材
を
と
っ
た
『
達
磨
宝
巻
』
の
存
在
に
注
目
さ
れ
た
吉
岡

義
豊
氏
は
、『
達
磨
宝
巻
』
の
担
い
手
と
し
て
「
青
幇
」
の
名
を
挙
げ
ら
れ
た
*27
。
青
幇
と
は
、「
も
と
も
と
漕
運
業
者
を
中
心
に
組
織
さ

れ
た
結
社
」
で
「
そ
の
起
原
は
清
初
」
に
あ
り
、「
青
幇
は
達
摩
を
初
祖
と
し
六
祖
慧
能
ま
で
を
そ
の
ま
ま
自
分
た
ち
の
祖
師
譜
に
組
み

入
れ
て
、
結
社
構
成
の
精
神
的
支
柱
と
し
て
い
る
」
と
い
う
。
吉
岡
氏
は
、
青
幇
の
教
典
と
『
達
磨
宝
巻
』
と
の
語
句
の
一
致
を
根
拠

と
し
て
、
両
者
の
「
密
接
な
関
係
」
を
指
摘
し
た
後
、
そ
う
し
た
現
象
の
背
景
と
し
て
、「
清
初
以
来
の
羅
教
徒
の
活
動
は
無
視
で
き
な

い
」
と
さ
れ
る
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
、「『
五
祖
黄
梅
宝
巻
』
も
ま
た
青
幇
の
動
向
と
無
関
係
と
は
言
え
ぬ
か
も
し
れ
な
い
」
と
の
推
測

も
提
示
さ
れ
て
い
る
*28
。

　
「
青
幇
」
の
よ
う
な
専
門
業
者
の
結
社
的
集
合
体
、
い
わ
ば
中
国
的
な
「
ギ
ル
ド
」
の
信
仰
に
注
目
し
て
い
た
仁
井
田
陞
氏
は
、
理
髪

業
仲
間
（
整
容
行
）
に
伝
わ
る
文
献
『
浄
髪
須
知
』
の
永
楽
大
典
所
収
本
を
調
査
さ
れ
、
理
髪
業
の
祖
師
と
さ
れ
る
「
羅
真
人
（
あ
る

い
は
羅
祖
）」
の
説
話
を
記
す
『
浄
髪
須
知
』
の
成
立
は
、
元
の
成
祖
至
元
八
年
（
一
二
七
一
）
以
降
、
永
楽
六
年
（
一
四
〇
八
）
以
前

に
溯
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
ら
れ
、「
お
そ
く
と
も
元
代
、
つ
ま
り
一
三
、
四
世
紀
に
は
、
こ
の
種
の
祖
師
信
仰
は
あ
っ
た
」
と
述

べ
ら
れ
る
*29
。
こ
の
理
髪
業
者
の
崇
拝
す
る
「
羅
真
人
（
羅
祖
）」
が
、
先
の
吉
岡
氏
の
指
摘
に
あ
る
「
羅
教
徒
」
の
祖
師
た
る
「
羅
祖
」

と
、
ま
る
で
無
関
係
と
は
考
え
に
く
く
、
次
に
考
え
る
べ
き
は
「
羅
教
」
な
る
も
の
の
実
態
で
あ
る
。
羅
教
に
つ
い
て
は
、
戦
前
に
研

究
の
進
展
を
見
て
お
り
、
重
要
な
先
行
研
究
が
累
積
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
批
判
的
に
ふ
ま
え
た
塚
本
善
隆
氏
の
論
述
を
掲
げ
れ
ば

次
の
通
り
で
あ
る
*30
。

羅
教
は
西
暦
第
十
六
世
紀
の
前
半
頃
に
、
北
中
国
の
民
間
に
起
り
、
間
も
な
く
一
派
の
禅
門
僧
侶
の
協
力
と
帰
依
を
得
て
急
速
に

江
蘇
、
浙
江
、
江
西
の
諸
地
方
に
広
が
り
、
更
に
福
建
広
東
地
方
ま
で
弘
ま
っ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
ほ
ぼ
確
認
せ
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
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そ
し
て
、
そ
の
思
想
を
探
る
手
掛
か
り
と
し
て
、「
私
は
秘
密
宗
教
羅
教
を
の
ぞ
き
こ
む
一
つ
の
窓
が
俗
文
学
「
宝
巻
」
に
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
」
と
結
ん
で
い
る
。

　

ま
た
、
羅
祖
の
伝
記
資
料
を
分
析
さ
れ
た
澤
田
瑞
穂
氏
は
、
そ
の
思
想
に
つ
い
て
、

羅
祖
の
思
想
が
本
来
禅
系
統
で
、
六
祖
は
そ
の
最
も
敬
慕
す
る
祖
師
で
あ
り
、
思
想
の
根
本
が『
金
剛
経
』に
よ
っ
て
養
わ
れ
、
か

つ
六
祖
の
『
壇
経
』
な
ど
も
読
ん
で
い
た
か
ら
、
羅
祖
が
僧
の
『
金
剛
経
』
を
誦
す
る
を
聞
い
て
発
心
し
た
と
い
う
の
も
、
あ
る

い
は
六
祖
伝
に
暗
示
を
得
て
自
伝
の
上
に
転
用
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

と
ま
と
め
ら
れ
、
羅
祖
の
伝
記
製
作
に
お
い
て
六
祖
伝
が
利
用
さ
れ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
*31
。

　

先
に
挙
げ
た
、
達
磨
か
ら
六
祖
ま
で
を
重
視
す
る
運
送
業
者
の
秘
密
結
社「
青
幇
」も
こ
の
羅
教
の
思
想
的
末
流
な
の
で
あ
り
、
六
祖

慧
能
伝
に
お
け
る
三
打
三
更
説
話
の
明
刊
『
西
遊
記
』
へ
の
流
入
に
注
目
す
る
本
稿
の
関
心
か
ら
見
て
も
看
過
で
き
な
い
指
摘
で
あ
る
。

　

澤
田
氏
の
指
摘
と
し
て
、
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
は
、
羅
祖
没
後
六
十
余
年
に
し
て
北
京
に
弘
陽
教
を
開
い
た
飄
高
な
る
人
物
は
、
自

ら
の
前
身
を
虚
構
し
、
第
一
番
が
栴
檀
老
祖
、「
第
二
番
に
唐
三
蔵
と
転
生
し
て
西
天
に
取
経
し
」、
第
三
番
に
羅
祖
と
転
生
し
た
と
宣

伝
し
て
い
た
と
い
う
*32
。
ま
た
、
羅
教
の
祖
「
羅
祖
」
は
姓
名
を
羅
慧
能
と
も
称
し
*33
、「
悟
空
」
と
号
し
て
い
た
こ
と
*34
な
ど
を
考
え
合

わ
せ
る
と
、
羅
教
と
『
西
遊
記
』
と
の
間
に
何
ら
か
の
接
点
を
求
め
た
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
塚
本
氏
の
所
謂
「
秘
密
宗
教
羅
教

を
の
ぞ
き
こ
む
一
つ
の
窓
」
た
る
「
宝
巻
」
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
次
章
で
は
、
従
来
の
『
西
遊
記
』
研
究
の
中
で
既
に
注
目
さ
れ
て
い
た
或
宝
巻
の
存
在
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ

い
て
考
え
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

　

戦
前
に
寧
夏
で
発
見
さ
れ
た
『
銷
釈
真
空
宝
巻
』
は
、
西
夏
文
書
と
共
に
見
つ
か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
た
た
め
、
一
時
は
元
代
の
鈔
本
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と
も
見
な
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
本
文
中
に
『
西
遊
記
』
の
梗
概
が
か
な
り
詳
細
に
引
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、『
西
遊
記
』
研
究
の
見
地
か

ら
も
注
目
が
集
ま
り
、
い
ち
早
く
胡
適
氏
に
よ
る
全
文
翻
刻
と
解
題
が
な
さ
れ
た
*35
。

　

こ
の
宝
巻
と
他
の
『
西
遊
記
』
関
係
文
献
と
を
比
較
し
た
胡
適
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
宝
巻
に
引
用
さ
れ
る
『
西
遊
記
』
の
内
容
は
「
呉

承
恩
的
西
遊
記
」（
明
刊
『
西
遊
記
』
の
こ
と
―
引
用
者
注
）
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
り
、
元
朝
に
流
行
し
た
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、

書
写
年
代
を
明
代
末
に
下
げ
ら
れ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
本
邦
太
田
辰
夫
氏
は
、｢

そ
こ
（『
銷
釈
真
空
宝
巻
』
の
こ
と
―
引
用
者
注
）
に
反
映
し
て
い
る
西
遊
記
の
ス
ト
ー

リ
ー
は
、
明
本
西
遊
記
以
後
の
も
の
で
は
絶
対
に
あ
り
え
ず
、『
朴
通
辞
諺
解
』
に
引
か
れ
た
西
遊
記
と
同
じ
系
統
の
も
の
と
推
測
す 

る｣

と
し
て
、
宝
巻
所
引
の
『
西
遊
記
』
を
失
わ
れ
た
元
本
『
西
遊
記
』
と
同
系
統
の
も
の
と
さ
れ
る
が
*36
、
一
方
、
磯
部
彰
氏
は
懐

疑
的
で
、「
こ
の
宝
巻
そ
の
も
の
に
問
題
点
が
多
く
、
元
代
の
「
西
遊
記
」
を
抄
録
し
た
根
拠
に
は
乏
し
い
」
と
否
定
し
*37
、
宝
巻
所
引

『
西
遊
記
』
の
「
時
代
的
前
後
関
係
」
を
、
永
楽
元
年
（
一
四
〇
三
）
の
『
永
楽
大
典
』
本
西
遊
記
と
、
万
暦
元
年
（
一
五
七
三
）
書
写

の
『
迎
神
賽
社
礼
節
伝
簿
四
十
曲
宮
調
』
所
収
西
遊
記
隊
舞
戯
と
の
間
に
お
か
れ
て
お
り
、
万
暦
二
十
年
刊
の
世
徳
堂
刊
『
西
遊
記
』
に

は
先
行
す
る
も
の
と
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
*38
。

　

と
こ
ろ
で
、『
西
遊
記
』
研
究
の
諸
先
学
は
、
概
ね
こ
の
宝
巻
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
西
遊
記
』
の
部
分
だ
け
に
注
目
す
る
傾
向
が
あ

り
、
宝
巻
全
体
の
思
想
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
言
及
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
題
名
の
「
真
空
」
に
着
目
し
て
『
達
磨
宝

巻
』
と
の
類
似
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
宝
巻
の
「
に
な
い
手
」
と
し
て
「
羅
教
徒
の
活
動
」
を
挙
げ
ら
れ
る
の
が
前
述
の
吉
岡
義
豊
氏
で

あ
る
*39
。
た
だ
し
、『
西
遊
記
』
研
究
者
と
は
対
照
的
に
、
吉
岡
氏
は
こ
の
宝
巻
の
『
西
遊
記
』
引
用
の
事
実
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
ら

れ
な
い
。

　

こ
の
『
銷
釈
真
空
宝
巻
』
な
る
宝
巻
の
内
容
を
見
て
み
る
と
、
釈
迦
の
記
述
か
ら
始
ま
る
こ
と
か
ら
、
一
応
仏
教
的
な
体
裁
を
取
り
、

次
の
よ
う
に
禅
宗
的
な
相
承
譜
を
も
記
し
て
い
る
。
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従
那
時　

伝
四
七　

諸
祖
授
持

　
　

至
少
林　

達
磨
祖　

東
土
立
根

　
　

梁
武
帝　

問
祖
師　

聖
帝
第
一

　
　

祖
師
訣　

他
不
識　

蹉
過
来
音

　
　

後
伝
下　

五
祖
師　

仏
法
興
行

　
　

大
地
人　

纔
知
道　

念
仏
修
行

　
　

六
祖
帰　

涅
槃
時　

南
頓
北
漸

　
　

後
来
時　

諸
仏
子　

各
立
禅
宗

　

こ
の
他
に
「
西
来
意
」
な
ど
の
禅
宗
的
語
句
も
頻
出
す
る
が
、
禅
宗
史
書
に
見
え
る
よ
う
な
難
解
な
「
禅
問
答
」
の
類
は
一
切
記
さ

れ
ず
、
む
し
ろ
「
念
仏
」「
弥
陀
仏
」「
安
養
国
」
な
ど
浄
土
教
的
語
句
が
目
立
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
題
名
に
も
あ
る
ご
と
く
「
無
為
真
人
」「
真
空
」
な
ど
道
教
的
な
語
句
も
多
い
。
さ
ら
に
親
孝
行
に
つ
い
て
も
懇
切
に
こ
れ
を

勧
め
る
と
い
っ
た
次
第
で
、
結
局
、
そ
の
思
想
を
文
中
の
言
葉
で
表
現
す
る
な
ら
ば
、「
三
教
元
来
総
一
家
」「
三
教
一
体
」
と
い
う
も

の
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
「
儒
仏
道
三
教
一
致
」
思
想
こ
そ
、
吉
岡
氏
も
挙
げ
て
お
ら
れ
る
羅
教
の
根
本
思
想
に
他
な
ら
な
い
*40
。

　

明
刊
『
西
遊
記
』
を
見
る
と
、
こ
う
し
た
「
三
教
一
致
」
思
想
は
、
既
に
前
々
章
で
も
そ
の
翻
訳
を
引
用
し
た
第
十
一
回
の
次
の
部

分
に
は
っ
き
り
と
う
か
が
う
事
が
で
き
る
。

仏
在
清
浄
仁
恕
、
果
正
仏
空
。
周
武
帝
以
三
教
分
次
、
大
慧
禅
師
、
有
賛
幽
遠
、
歴
衆
供
養
而
無
不
顕
、
五
祖
投
胎
、
達
摩
現
象
。

自
古
以
来
、
皆
云
三
教
至
尊
而
不
可
毀
、
不
可
廃
。
伏
乞
陛
下
聖
鑒
明
裁
。

　

右
の
「
五
祖
投
胎
」
の
背
景
に
、
か
つ
て
澤
田
瑞
穂
氏
が
紹
介
さ
れ
た
『
五
祖
黄
梅
宝
巻
』
の
ご
と
き
資
料
が
控
え
て
い
る
で
あ
ろ

う
こ
と
は
、
前
述
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
そ
の
前
の
「
大
慧
禅
師
、
有
賛
幽
遠
」
に
つ
い
て
は
、
小
野
忍
氏
訳
注
の
岩
波
文
庫
旧
版
で
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は
全
く
注
が
つ
い
て
お
ら
ず
、
最
新
の
中
野
美
代
子
氏
訳
注
で
は
、
こ
の
「
大
慧
禅
師
」
を
六
祖
慧
能
の
弟
子
の
一
人
で
あ
る
大
慧
禅

師
南
嶽
懐
譲
（
？
―
七
四
四
）
に
比
定
す
る
が
、「
後
考
を
待
つ
」
と
結
ん
で
い
る
*41
。

　

確
か
に
南
嶽
懐
譲
は
六
祖
門
下
の
傑
物
で
は
あ
る
が
、
そ
の
行
実
を
見
て
も
特
に
「
三
教
」
に
関
わ
る
よ
う
な
発
言
は
見
当
た
ら
ず
、

「
三
教
至
尊
而
不
可
毀
、
不
可
廃
」
と
い
う
後
の
文
に
上
手
く
繋
が
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
大
慧
禅
師
」
は
懐
譲
を
差
す
の
で
は
な

い
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
暦
で
有
名
な
一
行
阿
闍
梨
も
、
密
教
の
み
な
ら
ず
、
北
宗
禅
の
系
譜
に
連
な
っ
て
、
同
じ
く「
大
慧
禅
師
」の
諡
号
を
得
て
お

り
、
明
代
の
『
三
教
源
流
捜
神
大
全
』
に
も
「
廬
六
祖
」
と
共
に
「
一
行
禅
師
」
と
し
て
立
項
さ
れ
て
い
る
が
、
一
行
と
「
三
教
」
を

積
極
的
に
結
び
つ
け
る
よ
う
な
事
跡
も
管
見
に
入
ら
な
か
っ
た
。

　

筆
者
は
、『
西
遊
記
』
に
い
う
「
大
慧
禅
師
」
と
は
、「
看
話
禅
」
で
著
名
な
臨
済
宗
楊
岐
派
の
大
慧
宗
杲
（
一
〇
八
九
―
一
一
六
三
）

の
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
の
思
想
を
う
か
が
う
も
の
と
し
て
、
蘊
聞
編
『
大
慧
普
覚
禅
師
語
録
』
を
通
覧
す
る
に
、
例
え
ば
、

「
不
疑
仏
。
不
疑
孔
子
。
不
疑
老
君
。
然
後
借
老
君
孔
子
仏
鼻
孔
。
要
自
出
気
。」
な
ど
の
よ
う
に
*42
、「
孔
子
」
や
「
老
子
」
の
名
が
見

え
、
特
に
「
老
子
」
に
つ
い
て
は
「
釈
迦
老
子
」
と
併
記
し
た
形
で
語
録
全
体
に
頻
出
し
て
お
り
、
老
子
に
対
す
る
強
い
関
心
が
う
か

が
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
思
想
的
対
立
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
く
、

老
子
之
書
元
不
曾
説
留
形
住
世
。
亦
以
清
浄
無
為
。
為
自
然
帰
宿
之
処
。
自
是
不
学
仏
老
者
以
好
悪
心
相
誣
謗
爾
。
不
可
不
察
也
。

愚
謂
。
三
教
聖
人
立
教
雖
異
。
而
其
道
同
帰
一
致
。
此
万
古
不
易
之
義
。

　

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
*43
、
ま
さ
に
「
三
教
一
致
」
を
説
き
明
か
し
て
お
り
、
先
の
『
西
遊
記
』
に
見
え
る
「
三
教
至
尊

而
不
可
毀
、
不
可
廃
」
と
全
く
矛
盾
し
な
い
。
こ
う
し
た
「
三
教
一
致
」
の
思
想
は
、
大
慧
宗
杲
に
特
異
な
も
の
で
は
な
く
、
同
時
代

の
智
円
『
閑
居
編
』
や
契
嵩
『
輔
教
篇
』
な
ど
に
も
共
通
し
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
*44
。

　

と
こ
ろ
で
、
大
慧
宗
杲
と
言
え
ば
、
本
稿
で
も
取
り
上
げ
て
い
る
『
五
灯
会
元
』
の
成
立
過
程
と
大
慧
一
派
と
の
関
わ
り
が
問
題
に
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さ
れ
て
お
り
*45
、
さ
ら
に
現
存
す
る
最
も
古
い
宝
巻
と
さ
れ
る
『
銷
釈
金
剛
科
儀
』
や
『
香
山
宝
巻
』
に
大
慧
の
法
孫
で
あ
る
如
如
居
士

顔
丙
の
著
作
の
影
響
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
指
摘
や
*46
、大
慧
は
晩
年
に
浄
土
信
仰
に
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な

ど
*47
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
明
刊
『
西
遊
記
』
の
「
三
教
一
致
」
的
言
説
の
部
分
に
登
場
す
る
「
大
慧
禅
師
」
を
大
慧
宗
杲
に
比
定
す
る

こ
と
は
、
単
な
る
考
証
の
レ
ベ
ル
に
留
ま
ら
な
い
問
題
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
西
遊
記
』
の
梗
概
を
記
す
『
銷
釈
真
空
宝
巻
』
と
明
刊
『
西
遊
記
』
と
は
、
た
だ
単
に
『
西
遊
記
』
引
用
の
有
無

と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
思
想
的
に
も
近
し
い
部
分
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
ち
ら
か
一
方
が
他
方
へ
影
響
を
及
ぼ

し
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
禅
宗
的
思
想
と
関
係
が
深
く
「
三
教
一
致
」
を
説
く
よ
う
な
あ
る
種
の
思
想
を
、
両
者
が
相
互

に
取
り
込
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
思
想
こ
そ
、
羅
祖
を
始
祖
と
す
る
羅
教
の
ご
と
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

羅
祖
の
出
生
年
代
に
つ
い
て
塚
本
善
隆
氏
は
、
デ
・
ホ
ロ
ー
ト
氏
の
一
六
四
七
年
羅
祖
八
十
四
歳
涅
槃
説
*48
な
ど
に
批
判
を
加
え
、
密

蔵
禅
師
道
開
の
『
蔵
逸
経
書
標
目
』
に
よ
り
、
明
の
正
徳
年
間
（
一
五
〇
六
―
一
五
二
一
）
の
出
生
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
の
は
重
要
な

指
摘
で
あ
っ
た
が
*49
、
理
髪
業
仲
間
に
見
ら
れ
る
「
羅
真
人
（
羅
祖
）」
信
仰
は
、
永
楽
六
年
（
一
四
〇
八
）
以
前
に
溯
る
と
い
う
、
前

述
の
仁
井
田
陞
氏
の
指
摘
を
ふ
ま
え
る
と
、
羅
祖
を
特
定
実
在
の
個
人
の
み
に
限
定
し
て
よ
い
か
ど
う
か
、
伝
説
的
な
信
仰
対
象
と
し

て
「
羅
祖
」
が
各
地
で
崇
拝
さ
れ
て
い
た
り
、「
羅
祖
」
号
の
「
世
襲
」
の
よ
う
な
状
況
も
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

羅
教
の
流
行
を
溯
る
こ
と
約
四
百
年
以
前
、
十
二
世
紀
中
頃
南
宋
の
時
代
に
成
立
し
た
道
教
の
一
派
で
あ
る
全
真
教
は
、『
孝
経
』『
道

徳
経
』『
般
若
心
経
』
な
ど
を
尊
重
し
て
「
三
教
一
致
」
的
思
想
傾
向
を
持
ち
、
同
時
代
に
成
立
し
た
太
一
教
や
真
大
道
教
と
比
較
し
て
、

「
仏
教
と
く
に
臨
済
禅
の
要
素
を
多
く
取
入
れ
た
」
こ
と
が
、
窪
徳
忠
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
お
り
*50
、
そ
の
全
真
教
と
明
刊
『
西
遊
記
』

と
の
興
味
深
い
関
係
も
柳
存
仁
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
*51
。
仏
教
、
特
に
禅
宗
と
道
教
の
融
合
は
、
こ
の
頃
か
ら
連
綿
と
繋
が
っ
て

明
代
の
羅
教
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
*52
。
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七

　

明
刊
『
西
遊
記
』
と
各
種
宝
巻
と
の
関
係
を
通
覧
す
る
と
、
そ
こ
に
は
共
通
す
る
思
想
基
盤
が
垣
間
見
え
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ

で
は
本
稿
で
取
り
上
げ
た
三
打
三
更
説
話
を
記
す
よ
う
な
宝
巻
、
い
わ
ば
「
六
祖
宝
巻
」
は
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。『
五
祖
黄
梅
宝

巻
』
の
実
在
を
考
え
れ
ば
、「
六
祖
宝
巻
」
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
が
、
現
在
刊
行
さ
れ
て
い
る
宝
巻
の
資
料
叢
書
や
目
録
類
を

検
索
す
る
に
、「
六
祖
宝
巻
」
の
現
存
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
明
羅
清
『
巍
巍
不
動
泰
山
深
根
結
果
宝
巻
』
第
二
十
四
「
受
持
神
鬼
耳
報
知
人
好
歹
来
品
」
に
当
時
流
行
の
多
数
の
宝
巻
が

批
評
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
「
六
祖
巻
有
外
道
七
分
言
語
、
有
外
道
添
上
的
三
分
邪
宗
」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
、
こ
の
「
六
祖
巻
」

こ
そ
、
あ
る
い
は
「
六
祖
宝
巻
」
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
*53
。

　

今
の
と
こ
ろ
直
接
『
六
祖
宝
巻
』
を
参
照
す
る
す
べ
は
無
い
が
、
羅
教
の
教
典
と
思
想
的
に
類
似
す
る
寧
夏
出
土
の
『
銷
釈
真
空
宝

巻
』
に
、『
西
遊
記
』
が
引
用
さ
れ
る
そ
の
背
景
と
し
て
、『
西
遊
記
』
と
羅
教
思
想
と
の
関
わ
り
を
子
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
し
、
慧
能
の
三
打
三
更
説
話
が
明
刊
『
西
遊
記
』
に
取
り
込
ま
れ
利
用
さ
れ
る
経
緯
に
つ
い
て
も
、
宝
巻
な
ど
を
媒
体
と
し
た
、
羅

教
あ
る
い
は
そ
の
周
辺
の
思
想
と
の
何
ら
か
の
繋
が
り
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
、
明
刊
『
西
遊
記
』
第
二
回
に
お
け
る
、
須
菩
提
祖
師
か
ら
孫
悟
空
へ
の
伝
授
の
場
面
で
使
用
さ
れ
る

三
打
三
更
説
話
は
、
宋
代
禅
宗
史
書
『
五
灯
会
元
』（
典
拠
は
『
天
聖
広
灯
録
』）
や
流
布
本
『
六
祖
壇
経
』
で
の
、
五
祖
弘
忍
か
ら
六

祖
慧
能
へ
の
伝
法
の
場
面
の
趣
向
を
そ
の
源
流
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
諸
資
料
の
比
較
か
ら
、
こ
の
説
話
の
発
生
は
十
世
紀
中
頃
か
ら

十
一
世
紀
中
頃
ま
で
の
間
に
絞
ら
れ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
説
話
の
演
変
を
た
ど
る
と
、
元
曲
に
「
三
更
棗
」
と
し
て

既
に
成
句
の
ご
と
く
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
早
い
時
期
に
人
口
に
膾
炙
し
て
故
事
成
語
の
ご
と
き
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。

　

次
に
、
こ
の
説
話
が
明
刊
『
西
遊
記
』
に
取
り
込
ま
れ
る
背
景
と
し
て
、
禅
宗
の
影
響
を
強
く
受
け
、『
金
剛
経
』
や
六
祖
慧
能
な
ど
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を
信
奉
す
る
民
間
宗
教
「
羅
教
」
に
注
目
し
、
そ
の
影
響
下
に
成
立
し
た
宝
巻
、
と
り
わ
け
、
従
来
『
西
遊
記
』
引
用
の
観
点
か
ら
の

み
検
討
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
『
銷
釈
真
空
宝
巻
』
の
「
三
教
一
致
」
と
い
っ
た
思
想
的
傾
向
も
明
刊
『
西
遊
記
』
と
共
通
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
う
し
た
思
想
の
淵
源
に
臨
済
宗
楊
岐
派
の
大
慧
宗
杲
の
影
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
、『
西
遊
記
』
の
考
証
の
面
か
ら
も
言
え
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。

　

改
め
て
、
慧
能
と
孫
悟
空
の
類
似
点
を
ま
と
め
た
の
が
次
の
表
で
あ
る
。

 

慧　
　
　
　
　

能

孫　

悟　

空

　

前　
　

歴

新
州
百
姓
（
敦
煌
本
壇
経
等
）

花
果
山
水
簾
洞
の
猴
王

　

容　
　

貌

五
祖
よ
り
「
獦
獠
」
と
言
わ
れ
る
。

猴
で
あ
る
。

　
「
須
菩
提
」
と
の
関
係

釈
迦
が
須
菩
提
に
説
い
た
『
金
剛
経
』
を
聞
い

て
発
心
（
敦
煌
本
壇
経
以
来
の
説
）。

「
須
菩
提
禅
師
」に
師
事
、
名
前
を
も
ら
い
、
各

種
の
妖
術
を
習
得
、
不
死
の
身
体
を
得
る
。

　

三
打
三
更
説
話

一
〇
三
六
年
の『
天
聖
広
灯
録
』（『
五
灯
会
元
』

に
も
所
引
）
に
記
載
。『
恵
昕
本
壇
経
』
や
『
徳

異
本
壇
経
』
な
ど
の
流
布
本
系
壇
経
に
継
承
。

明
刊
世
徳
堂
本
『
西
遊
記
』
に
初
出
。
そ
れ
以

前
の
宋
本
『
詩
話
』
や
、
元
本
に
は
、
こ
の
説

話
は
存
在
し
な
い
と
推
定
さ
れ
る
。

　

羅
教
と
の
関
わ
り

羅
祖
も
金
剛
経
を
読
み
出
家
し
た
と
し
、
同
経

を
重
視
す
る
。

羅
教
の
影
響
下
に
清
代
に
成
立
し
た
と
い
う
青

幇
で
は
、
達
磨
か
ら
六
祖
ま
で
が
信
仰
さ
れ

る
。

『
銷
釈
真
空
宝
巻
』に
西
遊
記
が
引
用
さ
れ
て
い

る
。

羅
祖
は
悟
空
と
も
称
し
、
斎
天
大
聖
と
も
称
す

る
。

羅
教
の
末
流
飄
高
は
、
自
ら
の
前
生
を
西
天
取

経
の
唐
僧
と
称
し
た
。
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本
稿
で
取
り
上
げ
た
明
刊
『
西
遊
記
』
第
二
回
の
三
打
三
更
説
話
の
部
分
は
、
明
か
に
慧
能
伝
と
重
ね
合
わ
せ
つ
つ
読
解
さ
れ
る
べ

き
で
あ
り
、
六
祖
慧
能
が
猴
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
、
滑
稽
化
・
風
刺
化
の
意
図
も
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
慧
能
を
猴

に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
は
、
羅
教
等
の
慧
能
崇
拝
思
想
と
は
、
一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
明
刊
『
西
遊
記
』
に
は
、
数
字
合
わ
せ
や
「
聖
数
」
な
ど
が
頻
出
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
要
素
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

そ
う
し
た
意
味
で
、
中
野
美
代
子
氏
の
一
連
の
著
作
は
、
そ
れ
ら
を
正
面
か
ら
扱
っ
た
も
の
と
し
て
、
大
変
興
味
深
く
注
目
さ
れ
る
が
、

一
方
で
、
明
刊
『
西
遊
記
』
に
濃
厚
に
見
ら
れ
る
そ
う
し
た
「
道
教
的
」
な
要
素
と
、
作
品
全
体
の
「
主
題
」
と
は
決
し
て
同
一
で
は

な
い
こ
と
も
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

明
刊
『
西
遊
記
』
全
体
を
通
読
す
る
と
、
欲
深
な
僧
侶
が
玄
奘
の
袈
裟
に
目
が
く
ら
み
、
一
行
を
焼
き
殺
そ
う
と
す
る
よ
う
な
、
僧

侶
の
醜
態
を
描
い
た
部
分
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
諸
国
の
国
王
を
た
ぶ
ら
か
し
た
り
、
民
衆
に
害
を
及
ぼ
す
妖
怪
の
多

く
が
、
道
士
で
あ
っ
た
り
、
道
教
的
な
言
辞
を
弄
す
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
明
刊
『
西
遊
記
』
の
思
想
は
、
決
し
て
「
道
教
」
を
全
面

的
に
宣
揚
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
批
判
的
な
印
象
す
ら
受
け
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
明
刊
『
西
遊
記
』
は
説
話
の
坩

堝
で
あ
る
と
共
に
思
想
の
坩
堝
で
も
あ
っ
て
、
画
一
的
単
線
的
な
分
析
で
ま
と
め
上
げ
ら
れ
る
こ
と
を
拒
む
巨
大
な
ア
マ
ル
ガ
ム
の
ご

と
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
実
感
す
る
。
今
後
も
着
実
な
考
証
作
業
の
蓄
積
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

 

*1　
『
西
遊
記
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
原
文
は
世
徳
堂
本
『
西
遊
記
』
と
ほ
ぼ
同
一
の
本
文
を
持
つ
と
い
う
『
西
遊
記　

李
卓
吾
評
本
』
上
下
（
一
九

九
四
年
、
上
海
古
籍
出
版
社
刊
）
に
拠
り
、
現
代
語
訳
は
、
内
閣
文
庫
蔵
『
李
卓
吾
先
生
批
評
西
遊
記
』
を
底
本
と
す
る
小
野
忍
氏
訳
注
岩
波
文

庫
版
『
西
遊
記
（
一
）』（
一
九
七
七
年
、
岩
波
書
店
）
に
拠
る
。
ま
た
随
時
、
中
野
美
代
子
氏
訳
注
岩
波
文
庫
版
『
西
遊
記
』
を
参
照
す
る
。

*2　

前
掲
、
小
野
忍
氏
訳
『
西
遊
記
（
一
）』
三
九
頁
、
四
〇
頁
。
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*3　

太
田
辰
夫
・
鳥
居
久
靖
両
氏
訳
『
西
遊
記
』
上
（
一
九
七
一
年
、
中
国
古
典
文
学
大
系
、
平
凡
社
）。

*4　
T

he journey to the w
est / translated and edited by A

nthony C
. Y

u. C
hicago: U

niversity of C
hicago Press, 1977-1983  4 v. 

*5　

L
a peregrination vers l'O

uest (X
i you ji) / W

u C
heng'en ; texte traduit, presente et annote par A

ndre L
evy. [Paris] : G

allim
ard, c1991 2 

v. ; (B
ibliotheque de la Pleiade ; 375-376) 

*6　

こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
の
内
容
は
、『
明
清
善
本
小
説
叢
刊
初
編
』（
国
立
政
治
大
学
古
典
小
説
研
究
中
心
主
編
、
一
九
八
五
年
、
天
一
出
版
社
）

に
所
収
さ
れ
た
影
印
本
を
参
照
し
た
。

*7　

太
田
辰
夫
氏
『
西
遊
記
の
研
究
』（
一
九
八
四
年
、
研
文
出
版
）、
磯
部
彰
氏
『『
西
遊
記
』
形
成
史
の
研
究
』（
一
九
九
三
年
、
創
文
社
）、
同

氏
『『
西
遊
記
』
受
容
史
の
研
究
』（
一
九
九
五
年
、
多
賀
出
版
）。

*8　

中
野
美
代
子
氏
『
孫
悟
空
の
誕
生
―
サ
ル
の
民
話
学
と
「
西
遊
記
」』（
一
九
八
〇
年
、
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
八
七
年
に
福
武
文
庫
に
所

収
、
二
〇
〇
二
年
に
岩
波
現
代
文
庫
に
所
収
）、『
西
遊
記
の
秘
密
―
タ
オ
と
煉
丹
術
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
』（
一
九
八
四
年
、
福
武
書
店
、
一
九
九

五
年
に
福
武
文
庫
に
所
収
）、『
孫
悟
空
は
サ
ル
か
な
？
』（
一
九
九
二
年
、
日
本
文
芸
社
）、『
西
遊
記
―
ト
リ
ッ
ク
・
ワ
ー
ル
ド
探
訪
―
』（
岩
波

新
書
、
二
〇
〇
〇
年
、
岩
波
書
店
）、
そ
の
他
多
数
。
詳
細
は
岩
波
新
書
『
西
遊
記
』
の
「
引
用
参
考
文
献
」
を
参
照
。

*9　

た
だ
し
、
中
野
美
代
子
氏
に
よ
る
最
新
の
訳
業
で
は
、『
西
遊
記
』
第
二
回
の
「
訳
注
」
で
、
本
稿
の
も
と
と
な
っ
た
口
頭
発
表
資
料
に
よ
り

拙
案
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
同
氏
訳
『
西
遊
記
（
一
）』
四
一
二
頁
（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
一
月
、
岩
波
書
店
）。

*10　
『
五
灯
会
元
』
の
成
立
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
石
井
修
道
氏
「
大
慧
宗
杲
と
そ
の
弟
子
た
ち
（
一
）
―
『
五
灯
会
元
』
の
成
立
過
程

と
関
連
し
て
―
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
一
八
―
二
、
昭
和
四
五
年
三
月
）、
同
氏
「
宋
代
禅
宗
史
の
特
色
―
宋
代
の
灯
史
の
系
譜
を
て
が
か

り
と
し
て
―
」（『
東
洋
文
化
』
八
三
、
二
〇
〇
三
年
三
月
）、
椎
名
宏
雄
氏
「
宋
元
版
禅
籍
研
究
（
一
）
―
『
五
灯
会
元
』
―
」（『
印
度
学
仏
教

学
研
究
』
二
五
―
一
、
一
九
七
六
年
一
二
月
）、
同
氏
『
宋
元
版
禅
籍
の
研
究
』（
一
九
九
三
年
、
大
東
出
版
社
）
な
ど
を
参
照
。

*11　
『
五
灯
会
元
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
宋
版
を
底
本
と
す
る
活
字
本
の
『
五
灯
会
元
』（
一
九
八
四
年
、
中
華
書
局
）
に
拠
る
。

*12　

長
嶋
孝
行
氏
「
恵
能
伝
の
発
想
の
一
考
察
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
三
九
―
一
、
平
成
二
年
一
二
月
）、
同
氏
「
恵
能
伝
の
発
想
の
一
考
察

（
二
）」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
四
一
―
一
、
平
成
四
年
一
二
月
）。

*13　

駒
沢
大
学
禅
宗
史
研
究
会
編
著
『
慧
能
研
究 

慧
能
の
伝
記
と
資
料
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
』（
一
九
七
八
年
、
大
修
館
書
店
）。
以
下
に
引
用

す
る
慧
能
伝
資
料
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
こ
れ
に
拠
っ
た
。
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*14　

こ
れ
ら
の
灯
史
の
テ
キ
ス
ト
は
、
卍
続
蔵
経
に
一
括
し
て
所
収
さ
れ
て
い
る
も
の
を
参
照
し
た
。

*15　
『
天
聖
広
灯
録
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
卍
続
蔵
経
所
収
の
活
字
本
の
他
、
知
恩
院
に
蔵
さ
れ
る
宋
版
の
影
印
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
引
用
は
こ
れ

に
拠
っ
た
。『
宋
蔵
遺
珍 

宝
林
伝
・
伝
灯
玉
英
集 

附
天
聖
広
灯
録
』（
柳
田
聖
山
主
編
、
禅
学
叢
書
之
五
、
一
九
八
三
年
、
中
文
出
版
社
再
版
）。

*16　
『
西
廂
記
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
王
季
思
氏
校
注
・
張
人
和
氏
集
評
『
集
評
校
注
西
廂
記
』（
一
九
八
七
年
、
上
海
古
籍
出
版
社
）
に
拠
り
、
訳
文

は
、
田
中
謙
二
氏
編
訳
『
戯
曲
集
（
上
）』（
中
国
古
典
文
学
大
系
、
昭
和
四
五
年
、
平
凡
社
）
に
拠
る
。

*17　

前
掲
、
田
中
謙
二
氏
編
訳
『
戯
曲
集
（
上
）』
六
四
頁
。

*18　

前
掲
、
王
季
思
氏
校
注
・
張
人
和
氏
集
評
『
集
評
校
注
西
廂
記
』
一
二
〇
頁
。

*19　

前
掲
、
王
季
思
氏
校
注
・
張
人
和
氏
集
評
『
集
評
校
注
西
廂
記
』
二
三
四
頁
に
所
引
。

*20　

岩
城
秀
夫
氏
『
中
国
戯
曲
演
劇
研
究
』（
昭
和
四
八
年
、
創
文
社
）
五
九
九
・
六
〇
〇
頁
に
所
引
。

*21　

中
野
美
代
子
氏
訳
注
『
西
遊
記
（
六
）』（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
〇
年
、
岩
波
書
店
）
三
九
六
頁
。

*22　

前
掲T

he Journey To T
he W

est vol1
の
四
三
七
頁
。

*23　

澤
田
瑞
穂
氏
『
増
補
宝
巻
の
研
究
』（
一
九
七
五
年
、
国
書
刊
行
会
）
第
三
部
「
宝
巻
叢
考
」
の
「『
金
瓶
梅
詞
話
』
所
引
の
宝
巻
に
つ
い
て
」

を
参
照
。

*24　

前
掲
、
澤
田
瑞
穂
氏
『
増
補
宝
巻
の
研
究
』
二
八
五
頁
。

*25　

小
野
忍
氏
訳
『
西
遊
記
（
二
）』（
岩
波
文
庫
、
一
九
七
八
年
、
岩
波
書
店
）
二
九
頁
。

*26　

目
連
劇
の
実
例
に
つ
い
て
は
、
張
岱
（
一
五
九
七
―
一
六
八
九
）
の
『
陶
庵
夢
憶
』
巻
六
に
活
写
さ
れ
て
お
り
、
見
物
す
る
民
衆
の
熱
気
を
よ

く
伝
え
て
い
る
。
松
枝
茂
夫
氏
訳
『
陶
庵
夢
憶
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
一
年
、
岩
波
書
店
）
二
二
二
頁
。

*27　

吉
岡
義
豊
氏
『
道
教
と
仏
教
』
第
三
（
昭
和
五
一
年
、
国
書
刊
行
会
）
第
三
節
「
中
国
民
衆
信
仰
の
中
の
達
摩
大
師
―
『
達
摩
宝
巻
』
を
中
心

と
し
て
―
」。

*28　

永
井
政
之
氏
「
中
国
仏
教
成
立
の
一
側
面
―
栽
松
道
者
の
話
の
成
立
と
展
開
―
」（『
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
二
三
、
平
成
四
年
一
〇
月
）。

*29　

仁
井
田
陞
氏
「
永
楽
大
典
本
「
浄
髪
須
知
」
に
つ
い
て
―
理
髪
業
ギ
ル
ド
の
祖
師
の
説
話
―
」（『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
一
、
昭
和
一
八
年

一
二
月
）。

*30　

塚
本
善
隆
氏
『
塚
本
善
隆
著
作
集
第
五
巻 

中
国
近
世
仏
教
史
の
諸
問
題
』（
昭
和
五
〇
年
、
大
東
出
版
社
）
第
五
章
「
羅
教
の
成
立
と
流
伝
に
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つ
い
て
」。

*31　

前
掲
、
澤
田
瑞
穂
氏
『
増
補
宝
巻
の
研
究
』
第
三
部
「
宝
巻
叢
考
」
の
「
羅
祖
の
無
為
教
」
参
照
。

*32　

前
掲
、
澤
田
瑞
穂
氏
『
増
補
宝
巻
の
研
究
』
三
三
〇
頁
。

*33　

前
掲
、
塚
本
善
隆
氏
『
塚
本
善
隆
著
作
集
第
五
巻
』
一
八
五
頁
。

*34　

前
掲
、
塚
本
善
隆
氏
『
塚
本
善
隆
著
作
集
第
五
巻
』
一
八
〇
頁
。

*35　

胡
適
氏
「
跋
銷
釈
真
空
宝
巻
」『
国
立
北
平
図
書
館
刊
』
五
―
三
、
民
国
二
〇
年
五
・
六
月
。

*36　

前
掲
、
太
田
辰
夫
氏
『
西
遊
記
の
研
究
』
一
〇
〇
頁
。

*37　

前
掲
、
磯
部
彰
氏
『『
西
遊
記
』
形
成
史
の
研
究
』
一
七
八
頁
。

*38　

前
掲
、
磯
部
彰
氏
『『
西
遊
記
』
形
成
史
の
研
究
』
三
五
〇
頁
。

*39　

前
掲
、
吉
岡
義
豊
氏
『
道
教
と
仏
教
』
第
三
の
三
七
〇
頁
。

*40　

宝
巻
と
三
教
思
想
、
無
為
教
（
羅
教
）
な
ど
に
つ
い
て
は
、
酒
井
忠
夫
氏
『
中
国
善
書
の
研
究
』（
昭
和
三
五
年
、
弘
文
堂
）
も
参
照
。

*41　

中
野
美
代
子
氏
訳
『
西
遊
記
（
二
）』
四
二
一
頁
（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
二
月
、
岩
波
書
店
）。

*42　
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
第
四
七
巻
、
八
九
九
頁
ａ
。

*43　
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
第
四
七
巻
、
九
〇
六
頁
ｂ
。

*44　

久
保
田
量
遠
氏
『
中
国
儒
道
仏
三
教
史
論
』
五
四
七
頁
よ
り
五
五
六
頁
（
原
題
は
『
支
那
儒
道
仏
三
教
史
論
』
で
、
昭
和
六
年
、
東
方
書
院

刊
。
昭
和
六
一
年
、
国
書
刊
行
会
復
刻
刊
）。

*45　

前
掲
、
石
井
修
道
氏
「
大
慧
宗
杲
と
そ
の
弟
子
た
ち
（
一
）
―
『
五
灯
会
元
』
の
成
立
過
程
と
関
連
し
て
―
」。

*46　

前
川
亨
氏
「
禅
宗
史
の
終
焉
と
宝
巻
の
生
成
―
『
銷
釈
金
剛
科
儀
』
と
『
香
山
宝
巻
』
を
中
心
に
―
」（『
東
洋
文
化
』
八
三
、
二
〇
〇
三
年
三

月
）。
ま
た
、
同
氏
に
は
「「
看
話
」
の
ゆ
く
え
―
大
慧
か
ら
顔
丙
へ
―
」『
人
文
科
学
年
報
』
三
七
（
二
〇
〇
七
年
）
や
「
羅
教
聖
典
の
教
理
―

〈
五
部
六
冊
〉
の
分
析
―
」『
人
文
科
学
年
報
』
三
四
（
二
〇
〇
四
年
）
が
あ
る
。

*47　

石
井
修
道
氏
「
大
慧
禅
に
お
け
る
禅
と
念
仏
の
問
題
」『
禅
と
念
仏
―
そ
の
現
代
的
意
義
』（
一
九
八
三
年
、
大
蔵
出
版
）
所
収
。

*48　

羅
教
の
先
駆
的
研
究
と
な
っ
た
の
は
、
デ
・
ホ
ロ
ー
ト
氏
（D

e G
root

）
のSectarianism

 and R
eligious Persecution inC

hina 2vols. 1903

で
あ
っ
た
。
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*49　

前
掲
、
塚
本
善
隆
氏
『
塚
本
善
隆
著
作
集
第
五
巻
』
一
八
九
頁
。

*50　

窪
徳
忠
氏
「
全
真
教
と
臨
済
禅
」（『
宗
教
学
論
集
』
一
二
、
一
九
八
五
年
）。
ま
た
、
全
真
教
と
仏
教
の
交
渉
に
つ
い
て
は
、
常
磐
大
定
氏
『
支

那
に
於
け
る
仏
教
と
儒
教
道
教
』（
原
本
は
一
九
六
六
年
東
洋
文
庫
刊
、
一
九
八
二
年
原
書
房
復
刻
刊
）
も
参
照
。

*51　

柳
存
仁
氏
『
和
風
堂
文
集
』
下
（
一
九
九
一
年
年
、
上
海
古
籍
出
版
社
）
所
収
「
全
真
教
和
小
説
西
遊
記
」。

*52　

羅
教
の
末
流
は
近
代
に
お
い
て
も
命
脈
を
保
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
昭
和
十
七
年
の
藤
本
智
董
氏
等
『
中
支
に
於
け
る
民
間
信
仰
の
実

情
』
の
報
告
に
は
次
の
ご
と
く
あ
る
と
塚
本
氏
善
隆
氏
が
紹
介
し
て
い
る
（
前
掲
『
塚
本
善
隆
著
作
集
第
五
巻
』
一
七
八
頁
）。

　
　
　

 

喫
素
教
の
会
員
は
決
し
て
肉
食
を
せ
ず
、一
生
菜
食
す
る
こ
と
を
誓
う
の
で
久
永
菜
食
者
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
。
会
員
の
名
は
地
方
会
に
登

録
さ
れ
る
。
全
体
を
主
宰
す
る
老
が
一
人
あ
っ
て
、
そ
れ
を
補
佐
す
る
数
名
の
幹
部
を
お
き
、
地
方
会
と
の
連
絡
、
新
会
員
の
募
集
事
務
を

担
当
し
て
い
る
。
こ
の
喫
素
教
の
創
立
者
は
唐
代
の
周
宏
忍
及
び
羅
慧
能
と
い
う
二
人
の
仏
僧
で
あ
る
。『
読
書
紀
数
略
』
に
よ
れ
は
、
中

国
の
仏
教
は
仏
家
六
祖
を
挙
げ
て
い
る
。
第
一
祖
は
梁
の
武
帝
の
時
、
西
方
か
ら
渡
来
し
た
達
磨
…
第
五
祖
は
宏
忍
、
第
六
祖
は
慧
能
で
あ

る
。
…
宏
忍
は
慧
能
に
弟
子
等
を
集
め
し
め
、
喫
素
教
を
創
立
し
た
。
こ
の
派
で
は
主
宰
者
を
老
官
と
い
い
、
其
下
に
十
二
の
階
級
が
あ

る
。
喫
素
教
の
信
奉
者
は
、
現
世
に
於
て
平
和
と
幸
福
な
生
活
を
欲
し
、
来
世
に
於
て
西
方
浄
土
に
再
生
を
希
望
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
喫
素

教
に
入
れ
と
勧
誘
す
る
。
此
教
は
今
は
数
派
に
分
れ
て
い
る
。

*53　

車
錫
倫
氏
編
著
『
中
国
宝
巻
編
目
』（
二
〇
〇
〇
年
、
北
京
燕
山
出
版
社
）
三
八
四
頁
。

　

な
お
、『
紅
楼
夢
』
第
二
十
二
回
に
は
、
次
の
よ
う
な
宝
釵
の
言
葉
が
あ
る
。

　
　
　

 

ほ
ん
と
に
、
そ
れ
で
こ
そ
大
悟
徹
底
し
た
の
で
す
。
む
か
し
南
宋
の
六
祖
恵
能
は
最
初
、
師
を
尋
ね
て
韶
州
（
広
東
省
）
に
行
き
ま
し
た

が
、
五
祖
弘
忍
が
黄
梅
（
湖
北
省
）
と
い
う
と
こ
ろ
に
お
ら
れ
る
と
聞
く
と
、
さ
っ
そ
く
ま
た
そ
こ
へ
行
っ
て
火
頭
僧
（
料
理
番
）
に
な
り

ま
し
た
。
五
祖
は
法
嗣
を
求
め
よ
う
と
、
弟
子
の
僧
た
ち
に
そ
れ
ぞ
れ
偈
を
立
て
て
出
す
よ
う
に
申
し
渡
さ
れ
ま
し
た（
後
略
、
松
枝
茂
夫

氏
訳
『
紅
楼
夢
（
三
）』
岩
波
文
庫
版
五
七
頁
）。

　
　

以
下
、
神
秀
と
恵
能
が
そ
れ
ぞ
れ
偈
文
を
提
示
す
る
と
こ
ろ
ま
で
言
及
し
、
三
打
三
更
説
話
に
は
及
ば
な
い
が
、
六
祖
の
付
法
の
事
蹟
が
、
才

子
佳
人
の
話
題
と
し
て
小
説
に
取
り
込
ま
れ
る
ぐ
ら
い
に
ま
で
一
般
化
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。




