
『

續
燈
正
統』

と
聚
雲
法
門

〔Ⅰ〕（

長
谷
部）

─ ─31

序
説

明
清
仏
教
界
の
動
向

遠
く
南
北
朝
、
漢
土
に
根
を
お
ろ
し
、
唐
代
に
至
っ
て
根
幹
を
強

固
な
ら
し
め
、
宋
代
に
枝
を
分
か
ち
、
五・
七
の
広
葉
を
四
方
に
繁

茂
せ
し
め
た
禅
の
一
宗
は
、
元
代
以
降
頓
に
衰
頽
の
一
途
を
辿
る
こ

と
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
学
者
は
夙
に
元・
明・
清
の
三
代

を
目
し
て
禅
宗
衰
微
の
時
代
と
呼
ん
だ
。
そ
の
頽
勢
が
云
々
さ
れ
る

理
由
の
一
と
し
て
、
し
ば
し
ば
禅
浄
習
合
的
傾
向
が
助
長
さ
れ
た
点

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
自
体
は
寧
ら
禅
に
内
在
し
た
も
の
の

発
現
と
し
て
、ま
た
あ
る
種
の
歴
史
的
必
然
性
を
伴
っ
た
宗
教
思
想
、

及
び
実
践
形
態
の
変
成
な
い
し
転
換
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

あ
り
、
こ
れ
を
以
て
直
ち
に
衰
頽
と
決
め
付
け
る
見
方
に
は
遽
か
に

賛
同
し
か
ね
る
が
、
仮
に
唐
代
ま
で
を
醇
平
と
し
て
純
な
る
禅
─
─

た
だ
実
際
に
は
浄
土
門
的
要
素
は
早
く
か
ら
混
在
し
て
い
た
─
─
が

行
わ
れ
た
時
代
と
す
れ
ば
、
相
対
的
に
元
代
以
降
は
、
確
か
に
変
衰

期
と
呼
ば
れ
て
然
る
べ
き
様
相
を
呈
し
て
お
り
、
隆
盛
期
の
そ
れ
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
淳
朴
さ
や
創
造
性
に
乏
し
く
、
禅
匠
達
も
自
由
闊

達
に
し
て
清
新
な
る
気
宇
を
喪
失
し
て
い
る
と
い
う
印
象
は
拭
い
去

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

禅
浄
習
合
の
問
題
は
暫
く
措
き
、
学
人
が
弁
道
修
行
に
精
励
し
、

宗
師
家
が
全
身
全
霊
を
挙
し
て
第
一
義
諦
の
挙
揚
に
専
念
し
て
い
る

か
否
か
を
価
値
判
断
の
一
応
の
基
準
と
し
、そ
の
程
度
の
如
何
に
よ
っ

て
時
代
区
分
を
試
み
る
と
し
て
も
、
元
代
以
降
に
つ
い
て
は
、
や
は

り
衰
頽
期
で
あ
る
こ
と
を
容
認
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
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し
か
し
な
が
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
思
想
実
践
に
関
わ
る
面
な
い
し
教

学
史
的
事
実
と
、
こ
れ
を
担
う
人
的
集
団
組
織
な
ら
び
に
対
社
会
的

活
動
の
面
、
教
団
史
的
現
象
と
を
一
応
区
別
し
て
考
え
る
必
要
が
あ

る
。
教
団
史
的
視
点
に
立
っ
て
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
時
代
を
変
衰
期

（

１）

と
す
る
評
は
、
仔
細
に
観
る
時
隆
替
消
長
は
あ
る
と
し
て
も
全
面
的

に
当
る
と
は
い
い
難
い
。
特
に
明
代
の
末
葉
近
く
に
至
り
、
復
興
の

萌
し
を
見
せ
つ
つ
あ
っ
た
禅
門
諸
流
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
多
数
の
嗣
法

者
を
生
み
出
し
て
宗
勢
の
伸
展
を
策
し
、
ま
た
律
学
を
復
興
し
、
併

せ
て
禅
の
伝
灯
を
継
承
し
よ
う
と
す
る
者
が
現
れ
て
、
教
団
の
発
展

拡
大
に
力
め
、
そ
の
社
会
的
影
響
力
は
軽
視
で
き
ぬ
も
の
が
あ
っ
た

と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
事
は
、
例
え
ば
明
末
か
ら
清
初
に
か
け
、
つ
と
め
て

嗣
法
者
の
数
の
増
大
を
抑
制
し
、
乱
統
を
戒
め
て
い
る
曹
洞
宗
に
お

い
て
も
、
三
宜
盂
下
に
二
十
五
師
、
瑞
白
雪
下
に
は
三
十
五
名
に
上

る
嗣
法
者
を
出
だ
し
、
臨
濟
の
一
宗
で
は
、
密
雲
悟
の
十
三
、
萬
如

微
の
三
十
三
は
寧
ろ
少
数
の
部
に
属
し
、
牧
雲
問
下
に
四
十
八
、
費

隱
容
五
十
、
浮
石
賢
五
十
九
、
破
山
明
六
十
九
、
退
翁
儲
と
木
陳
忞

下
の
嗣
法
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
八
十
一
、
八
十
二
師
の
多
き
を
数
え
た

と
い
っ
た
事
実
か
ら
窺
い
知
ら
れ
る
の
で
あ
る

（

２）

。
そ
れ
ら
諸
師
が
各

地
に
化
門
を
開
い
て
い
た
訳
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
教
団
の
規

模
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
禅
の
盛
期
に
比
し
て
決
し
て
遜
色
が
な

い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
教
団
の
勢
力
拡
大
と
い
う

動
き
に
は
、付
随
し
て
世
俗
的
要
素
の
混
入
が
伴
う
の
が
常
で
あ
り
、

各
派
の
勢
力
争
い
に
よ
っ
て
世
に
醜
態
を
曝
す
と
い
っ
た
事
例
も
少

な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
が

（

３）

、
宗
教
集
団
と
し
て
の
ま
と
ま
り
、
結
束
力

は
以
前
に
も
増
し
て
強
固
と
な
り
、
師
弟
お
よ
び
同
門
同
志
の
連
が

り
は
、
よ
り
緊
密
と
な
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
別
の
所
で
触
れ
た

こ
と
で
あ
る
が
、
授
戒
を
め
ぐ
る
戒
師
と
戒
弟
と
の
間
柄
は
、
法
の

授
受
と
絡
ん
で
二
重
三
重
に
、
関
係
連
鎖
の
環
を
強
化
し
増
幅
す
る

に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
を
考
慮
に
入
れ
て
、
教
学
思
想
史
的
観
点
か
ら
、

元
代
以
降
を
変
衰
期
に
含
め
な
が
ら
、
宗
派
勢
力
の
胎
頭
著
し
い
明

末
清
初
の
一
時
期
を
、
別
に
宗
派
再
編
成
期
と
し
て
特
色
づ
け
て
把

え
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
れ
ら
の
時
期
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
が
、
比
較
的
容
易

に
解
釈
し
整
理
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
取

り
挙
げ
た
聚
雲
一
門
も
、
こ
う
し
た
動
き
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
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そ
れ
ま
で
の
中
国
仏
教
界
に
は
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
宗
派
と
い
う

言
葉
を
耳
に
す
る
時
、
心
内
に
表
象
す
る
よ
う
な
意
味
内
容
を
具
有

す
る
宗
教
集
団
組
織
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い

（

４）

。
無
論
五

家
七
宗
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
宗
派
ら
し
き
も
の
を
表
わ
す
称
呼
は
早

く
か
ら
文
書
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
い
う
宗
は
、
少
な
く
と
も
近

世
以
降
に
お
け
る
わ
が
国
の
そ
れ
の
よ
う
に
、
互
い
に
他
と
截
然
区

別
し
得
る
よ
う
な
独
立
し
た
人
的
集
団
、
教
化
の
組
織
体
で
あ
っ
た

と
は
い
い
難
い
。
そ
れ
は
構
造
的
に
有
学
の
宗
師
家
個
人
を
中
心
に

成
立
し
、
そ
の
死
に
よ
っ
て
解
消
す
る
場
合
が
多
く
、
多
分
に
浮
動

的
な
性
格
を
帯
び
た
も
の
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
未

詳
法
嗣
の
属
に
編
入
さ
れ
て
い
る
宗
師
は
こ
の
類
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
明
代
の
中
期
以
降
、
い
わ
ゆ
る
中
衰
期
と
呼
ば
れ
る
一

時
期
を
経
過
す
る
間
、
嘉
靖
中
の
仏
法
沙
汰
の
影
響
も
あ
っ
て
、
各

派
と
も
に
伝
灯
相
承
の
次
第
さ
え
分
明
な
ら
ぬ
ほ
ど
委
微
衰
頽
し
た

が
、明
末
か
ら
清
初
に
か
け
て
禅
門
の
復
興
を
策
し
た
宗
師
家
達
が
、

宗
派
の
源
流
を
探
り
、
宗
統
頌
や
源
流
頌
を
述
作
し
て
門
人
に
付
与

し
、
対
外
的
に
は
、
宗
派
圖
、
世
譜
、
燈
録
等
を
編
纂
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
自
宗
の
旗
幟
を
闡
明
な
ら
し
め
る
こ
と
に
努
め
た
。そ
の
結
果
、

一
方
に
お
い
て
法
系
、
師
承
を
同
じ
く
す
る
法
侶
相
互
の
連
が
り
が

顧
慮
せ
ら
れ
、
自
宗
他
宗
の
別
が
明
瞭
に
意
識
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
嗣
法
者
の
数
的
増
大
に
伴
っ
て
組
織
化
の
動
き
が
促
進
さ
れ
る

と
共
に
、
法
系
を
異
に
す
る
幾
つ
か
の
法
流
が
発
展
を
見
た
。
そ
し

て
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
所
伝
に
不
明
確
な
点
が
な
し
た
こ
と
も
一

因
と
な
っ
て
異
論
が
生
じ
、
燈
録
の
纂
輯
公
刊
を
契
機
と
し
て
そ
れ

が
表
面
化
し
、
宗
派
間
に
紛
争
が
惹
き
起
こ
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で

あ
る
。

い
ま
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
時
期
以
前
に
、
一
旦
提
起
さ

れ
て
い
な
が
ら
、
さ
ほ
ど
大
き
な
論
議
を
呼
ぶ
こ
と
が
な
か
っ
た
、

天
皇・

天
王
両
道
悟
の
存
在
や
、
雲
門・

法
眼
両
宗
の
帰
属
を
め
ぐ

る
問
題
等
が
大
き
く
前
面
に
浮
上
し
来
っ
て
、
洞
濟
両
宗
の
間
で
激

論
が
交
わ
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
他
に
破
山
、
吹
萬
、
燕
居
、

雲
腹
、
山
暉
等
、
諸
師
の
間
に
闘
わ
さ
れ
た
論
争
な
ど
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
陳
垣
氏
は
、
そ
の
著『

清
初
僧
諍

記』

に
お
い
て
明
末
清
初
に
は
宗
義
学
説
を
め
ぐ
っ
て
の
法
論
は
少

な
く
、
世
俗
の
事
に
亘
る
、
門
戸
派
系
に
関
わ
る
軋
轢
、
い
わ
ゆ
る

意
気
勢
力
の
争
い
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
事
実
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
明
清
時
代
以
降
の
禅
を
究
明

す
る
場
合
、
こ
れ
に
先
行
す
る
時
期
の
そ
れ
と
は
評
価
の
尺
度
を
改
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め
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
、
研
究
の
方
法
論
に
つ
い
て
も

再
検
討
の
要
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、

第
一
義
諦
に
関
す
る
こ
と
が
中
心
課
題
で
あ
る
の
は
自
明
で
あ
る
が
、

た
だ
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
教
団
史
的
事
実
に
も
注
目
し
、
権
力
闘
争

に
絡
む
政
治
史
的
視
点
を
も
含
め
た
、
一
般
社
会
事
象
の
研
究
法
を

加
味
し
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
像
が
露
わ
と
な
り
、
宗
教

史
的
研
究
が
完
結
に
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る

（

５）

。

清
初
に
当
り
、
禅
門
諸
流
に
よ
る
宗
勢
伸
張
の
経
緯
と
、
伝
灯
に

関
わ
る
諍
論
の
帰
趨
に
注
目
し
つ
つ
、
新
た
に
一
灯
を
掲
げ
教
界
に

明
輝
を
添
え
、
聚
雲
法
門
の
存
在
を
世
に
知
ら
し
め
た
の
は
、
吹
萬

の
法
孫
別
庵
性
統
で
あ
る
。

一

聚
雲
法
門
と
そ
の
伝
灯

１『

續
燈
正
統』

の
編
述
の
意
図

明
の
世
宗（

一
五
二
一

－

一
五
六
六
在
位）

の
治
世
に
沙
汰
を
蒙
っ

て
、
凡
そ
三
十
二
年
間
に
亘
り
表
立
つ
た
活
動
が
一
時
停
息
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
い
た

（

６）

仏
教
の
諸
宗
は
、
逼
塞
し
た
状
況
の
中
に
あ
っ
て

も
僅
か
に
法
灯
を
相
続
し
、
一
縷
の
命
脈
を
保
っ
た
も
の
の
如
く
で

あ
る
。
次
い
で
隆
慶
か
ら
萬
暦
に
か
け
て
、
徐
々
に
復
興
の
動
き
が

み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
と
く
に
明
末
か
ら
清
初
に
か
け
て
江

南
に
化
を
盛
ん
に
し
た
禅
門
諸
流
と
は
別
に
、
西
蜀
お
よ
び
華
南
の

、
粤
、
黔
、

と
い
っ
た
地
域
に
も
教
線
の
著
し
い
伸
張
を
見
る

に
至
っ
た
。

前
述
の
如
く
禅
門
の
各
派
は
、
嘉
靖
以
降
法
統
は
懸
糸
に
喩
え
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、
宗
統
の
源
由
、
相
承
の
次
第
に
明
確
を
欠
く
向

き
が
生
じ
た
。
か
く
し
て
明
末
か
ら
清
初
に
か
け
て
、
憂
法
の
宗
師

達
が
八
方
奔
走
し
て
資
料
を
蒐
集
し
、
法
脈
相
継
の
経
緯
を
明
か
す

べ
く
源
流
、
宗
派
圖
、
伝
灯
の
譜
等
を
編
述
し
、
公
刊
す
る
動
き
が

相
次
い
だ
。
そ
の
間
、
系
属
や
世
代
表
記
の
仕
方
に
不
同
齟
齬
を
来

た
す
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
点
を
め
ぐ
っ
て
諍
論
を
醸
す
に
至

っ
た

（

７）

。
け
だ
し
明
清
の
間
に
編
纂
さ
れ
た
燈
録
の
記
述
は
、
何
れ
も

大
同
小
異
で
、
こ
の
分
野
に
お
い
て
先
駆
者
の
役
割
を
果
た
し
た
一

部
の
学
匠
や
、
綿
密
な
考
証
を
試
み
よ
う
と
し
た
宗
史
家
を
除
き
、

編
者
が
現
地
に
赴
い
て
碑
銘
を
確
認
し
、
語
録
の
諸
版
本
に
当
っ
て

編
述
を
す
る
と
い
う
の
は
寧
ろ
稀
な
例
外
で
あ
る
と
さ
え
い
え
る
の

で
あ
っ
て
、
大
部
分
は
先
行
す
る
灯
録
の
記
す
る
と
こ
ろ
を
そ
の
ま

ま
承
け
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
若
干
補
足
な
い
し
取
捨
選
択
を
し

て
修
訂
を
施
し
た
り
、
単
に
編
成
を
変
え
た
程
度
で
も
別
個
の
書
と
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し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
例
も
少
な
し
と
し
な
い

（

８）

。

明
末
以
降
に
お
け
る
密
雲
系
諸
派
に
よ
る
演
派
の
動
き
に
大
き
く

遅
れ
を
と
っ
た
も
の
の
、
聚
雲
一
門
の
伝
灯
を
初
め
て
完
斉
な
形
に

ま
と
め
上
げ
、
灯
録
と
し
て
世
に
送
り
出
し
た
の
は
別
庵
性
統（

一

六
六
一

－

一
七
一
七）
で
あ
る
。
別
庵
の
手
に
成
る『

續
燈
正
統』

は
、
五
燈
録
に
続
く
も
の
と
し
て

（

９）

、
聚
雲
法
門
の
正
統
性
の
根
拠
を

内
外
に
明
示
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
以
下
に
述
べ
る

よ
う
な
こ
の
一
統
の
独
自
な
主
張
を
含
ん
で
い
る

（
）

。
因
み
に
こ
の
書

に
は
、
白
巖
淨
符
の『

祖
燈
大
統』
の
記
に
拠
っ
た
と
思
わ
れ
る
節

が
多
分
に
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
淨
符
が
、
そ
の
全
精
力
を

傾
注
し
て
解
明
に
力
を
致
し
、
広
く
世
に
訴
え
よ
う
と
し
た
濟
家
の

二
世
、
洞
門
の
五
世
を
刪
去
す
る
新
説
は
採
ら
ず
、
こ
の
点
に
つ
い

て
は
従
来
と
同
様
の
系
譜
を
樹
て
て
い
る

（
）

。
た
だ
性
統
は
淨
符
の
説

に
対
し
、
積
極
的
に
異
を
唱
え
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
寧
ろ

一
部
こ
れ
を
肯
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
敢
え
て
採
る
こ
と

も
し
な
か
っ
た
の
は
、
大
統
が
濟
家
の
み
な
ら
ず
同
じ
洞
門
の
学
匠

達
に
よ
っ
て
も
手
厳
し
く
批
判
さ
れ
、
非
難
の
的
と
な
っ
た
い
わ
ば

曰
く
つ
き
の
書
で
あ
り
、
淨
符
一
門
の
諸
師
が
、
そ
の
後
も
証
拠
を

挙
げ
て
極
力
弁
明
し
立
証
に
力
め
た
も
の
の
、
未
だ
世
に
受
け
入
れ

ら
れ
る
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う

（
）

。
性
統
に
は
別
に

期
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
、
当
時
の
教
界
に
依
然
と
し
て
強
力

な
主
導
権
を
有
し
て
い
た
虎
丘
の
一
門
を
刺
戟
し
て
、
無
用
の
軋
轢

を
生
ず
る
の
は
避
け
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
ま
た

の
周
辺
に
隠
然

た
る
勢
力
を
有
し
た
鼓
山
一
派
の
反
感
を
買
う
の
も
、
こ
の
際
好
ま

し
い
こ
と
で
は
な
い
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『

續

燈
正
統』

は
、
徑
山
下
は
曹
溪
第
三
十
一
世
、
虎
丘
派
に
つ
い
て
は
、

曹
溪
第
三
十
五
世
、
洞
宗
は
第
三
十
七
世
を
以
て
そ
れ
ぞ
れ
筆
を
止

め
て
い
る
が

（
）

、
そ
れ
ら
が
法
源
を
同
じ
く
し
て
各
々
派
を
分
ち
な
が

ら
、
僅
か
十
世
紀
足
ら
ず
の
間
に
、
た
と
え
一
世
代
に
長
短
の
差
を

生
じ
、
延
促
等
し
か
ら
ざ
る
と
こ
ろ

（
）

が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
は
四

世
代
、
他
は
六
世
代
と
大
き
な
間
隔
が
見
ら
れ
る
の
は
不
自
然
で
、

世
系
展
開
上
、
不
均
衡
が
甚
だ
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
う

し
た
事
実
に
気
付
い
た
者
が
、
旧
説
に
不
審
を
抱
い
た
と
し
て
も
無

理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
性
統
自
身
も
初
め
こ
の
点
に
注
目
し
て

新
説
を
と
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

清
代
順
治
中
か
ら
康
煕
の
初
頭
に
か
け
て
、
禅
宗
教
団
の
内
部
で

は
、
法
系
に
関
す
る
問
題
を
め
ぐ
っ
て
甲
論
乙
駁
、
議
論
の
沸
騰
を

見
た
が
、こ
れ
よ
り
や
や
遅
れ
て
江
南
仏
教
界
に
登
場
し
た
性
統
は
、
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方
の
主
張
、諍
論
の
由
来
経
緯
等
を
知
悉
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り

（
）

、

師
の
炯
眼
を
以
て
す
れ
ば
、
事
の
理
非
曲
直
は
見
極
め
得
た
は
ず
で

あ
る
し
、
ま
た
師
は
冷
静
に
客
観
的
に
判
断
で
き
る
立
場
に
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
然
る
に
性
統
は
、
敢
え
て
真
実
を
直
視
す
る
の
を
避

け
よ
う
と
し
た
か
に
見
う
け
ら
れ
る
節
が
あ
る
。

康
煕
二
十
五
年（

一
六
八
六）

性
統
は
西
蜀
を
後
に
し
、
江
浙
の

地
に
来
至
し
て
南
海
普
陀
に
入
り

（
）

、
二
十
六
年
法
雨
寺
に
晋
住
し
、

康
煕
帝
や
政
界
の
要
人
に
敬
重
せ
ら
れ
、
以
後
こ
こ
に
化
を
盛
ん
に

し
た
。こ
の
時
点
で
の
別
庵
東
来
の
意
図
は
、そ
も
そ
も
奈
辺
に
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
先
師
高
峰
の
遺
命
に
よ
り
、
聚
雲
の
禅

風
を
広
く
江
南
の
地
に
播
殖
し
、
妙
喜
の
宗
風
を
紹
ぐ
正
統
派
と
し

て
の
確
立
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

聚
雲
の
児
孫
は
当
時
す
で
に
西
蜀
、と
く
に
そ
の
東
部
に
遍
ね
く

（
）

、

そ
の
法
化
は
拡
張
の
一
途
を
辿
り
つ
つ
あ
っ
た
も
の
の
、
如
何
せ
ん

そ
の
宗
勢
は
中
土
の
西
辺
の
一
隅
に
局
限
さ
れ
て
お
り
、
密
雲
一
流

の
化
の
盛
昌
な
る
に
遠
く
及
ば
ぬ
状
況
で
あ
っ
た

（
）

。
南
海
普
陀
は
三

大
霊
山
の
一
に
数
え
ら
れ
る
観
世
音
菩
薩
応
化
の
霊
場
と
し
て
名
高

く
、
し
か
も
密
雲
法
派
の
化
が
及
ん
で
い
な
い
と
い
う
点
で
も
新
興

勢
力
が
進
出
す
る
恰
好
の
条
件
を
具
え
て
い
た
。
こ
の
地
に
法
幢
を

掲
げ
る
こ
と
は
満
天
下
の
注
目
を
集
め
る
こ
と
に
な
る
の
は
必
定
で
、

こ
の
選
択
は
別
庵
の
炯
眼
、先
見
の
明
の
力
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
一
門
は
、
早
く
か
ら
東
進
の
機
会
を
窺
っ

て
い
た
と
み
ら
れ
る
節
が
あ
る

（
）

。
も
と
よ
り
聚
雲
の
一
派
は
徑
山
の

末
流
た
る
こ
と
を
自
任
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
新
た
に
虎
丘
派
の

本
拠
近
く
に
宗
旨
を
建
立
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
法
灯
相
続
の
縁
由

を
述
べ
て
、
徑
山
の
嫡
流
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
根
拠
を
明
ら
か

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

（
）

。

そ
の
事
は
す
で
に
在
蜀
の
一
門
の
宗
匠
達
が
共
に
力
を
致
し
た
と

こ
ろ
で
も
あ
っ
た

（
）

。
別
庵
も
一
門
の
期
待
を
背
負
っ
て
東
来
し
て
よ

り
僅
か
数
年
の
間
に
、
大
部
の
灯
録
を
修
撰
し
て
能
く
先
師
の
遺
嘱

を
果
た
し
、
法
乳
の
恩
に
酬
い
た
の
で
あ
っ
た

（
）

。

別
庵
性
統
に
よ
る『

續
燈
正
統』

編
述
の
動
機
は
、
偏
え
に
聚
雲

法
門
の
源
流
と
師
承
の
次
第
を
明
ら
か
に
し
、
徑
山
の
正
統
を
称
す

る
所
以
を
立
証
し
、
文
詞
を
鏤
刻
し
て
入
蔵
し
て
流
布
せ
し
め
、
天

下
に
広
く
一
門
の
存
在
を
認
知
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
他

宗
派
の
法
統
の
真
正
性
の
詮
索
な
ど
、
当
面
の
関
心
事
で
は
な
か
っ

た
か
ら
、
し
ば
ら
く
禅
門
諸
派
が
従
来
認
証
し
て
来
た
説
に
則
っ
て

立
説
し
、
無
用
の
論
議
を
醸
す
の
を
避
け
、
在
地
勢
力
と
友
好
的
関
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係
を
保
持
す
る
の
に
つ
と
め
た
も
の
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
よ
っ

て
例
え
ば『

祖
燈
大
統』

に
含
ま
れ
る
長
所
は
取
り
入
れ
て
こ
れ
を

生
か
し

（
）

、
世
系
に
関
し
て
は
、
洞・

濟
両
宗
と
も
に
旧
に
依
り
、
屡
々

繰
り
返
さ
れ
た
諍
論
の
経
緯
に
鑑
み
て
、
世
代
数
の
表
記
法
に
つ
い

て
も
大
鑑
一
支
の
そ
れ
を
採
る
な
ど
無
難
な
方
法
を
選
び
、
概
ね
従

来
の
叙
述
編
録
の
方
式
を
踏
襲
し
、
ま
た
政
界
の
要
人
に
も
縁
を
求

め
て
序
を
請
い
、
聚
雲
一
門
の
法
灯
の
由
来
伝
承
に
拠
あ
る
こ
と
を

一
言
せ
し
め
て
傍
証
と
し
て
い
る

（
）

。
こ
の
よ
う
に
師
は
極
め
て
慎
重

に
、
且
つ
周
到
な
配
慮
を
以
て
こ
の
書
の
編
纂
印
行
の
事
に
当
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

２

教
界
に
お
け
る『

續
燈
正
統』
の
位
置
づ
け

明
末
以
降
、
西
蜀
一
円
の
地
に
化
を
盛
ん
に
し
た
の
は
破
山
海
明

（

一
五
九
七

－

一
六
六
六）

と
吹
萬
廣
眞（

一
五
八
二

－

一
六
三
九）

の
法
流
で
あ
る
。
こ
の
両
師
は
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
世
に
現
れ
、

道
誉
等
比
し
、教
界
で
の
声
価
は
互
い
に
拮
抗
す
る
関
係
に
あ
っ
た

（
）

。

破
山
と
同
門
の
浮
石
通
賢
の
嗣
山
暉
行
澣（

一
六
二
一

－

一
六
八
七）

は
、
丈
雪
通
醉
に
復
す
る
書
中
に
お
い
て
聚
雲
吹
萬
が
自
ら
を
大
慧

の
的
裔
に
位
置
づ
け
、
ま
た
吹
萬
集
に
十
八
人
が
上
堂
し
て
大
慧
に

連
が
ら
ん
こ
と
願
い
、
ま
た
崇
禎
十
三
年
中
に
目
に
し
た
と
い
う
一

集
に
六
代
を
偽
作
し
た
記
を
取
り
挙
げ
、
道
統
を
乱
る
も
の
と
し
て

難
じ
て
い
る

（
）

。
こ
れ
に
対
し
燕
居
德
申（

一
六
一
〇

－

一
六
七
八）

は
、
破
山
下
で
あ
り
な
が
ら
吹
萬
に
袒
い
で
雲
腹
道
智（

一
六
一
三

－

一
六
七
三）

を
排
し
た
。
そ
こ
で
山
暉
は
書
を
各
方
に
致
し
燕
居

を
声
討
す
る
等
の
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
雲
腹
は
燕
居
に
一
矢
を
酬
い

る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

（
）

。
や
や
遅
れ
て
康
煕
三
年
に
山

翁
道
忞
の
嗣
自
融
等
が
編
述
し
た『

南
宋
元
明
禪
林
僧
寶
傳』

は
、

巻
末
に
吹
萬
の
伝
を
収
め
て
拾
遺
と
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
吹
萬

に
関
し
て
、
師
は
萬
暦
の
間
に
出
世
し
た
が
、
時
ま
さ
に
禅
門
の
再

興
期
に
当
り
、
天
啓
か
ら
崇
禎
に
か
け
て
、
こ
れ
ら
巨
匠
は
相
互
に

書
簡
を
往
来
す
る
こ
と
あ
る
も
大
慧
の
一
流
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
己
が
宗
風
を
闡
揚
す
る
の
を
急
務
と
し
て
い
た
と

こ
ろ
か
ら
、
之
を
軽
重
す
る
暇
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
、
と
述

べ
て
い
る

（
）

。
ま
た
共
編
者
の
性
磊
は
、
康
煕
二
十
五
年
、
天
童
封
龕

の
事
を
為
し
、
四
明
を
経
、
壽
昌
禪
林
を
過
ぎ
つ
て
旧
を
訪
い
、
吹

萬
の
玄
孫
別
庵
に
遇
い
、
始
め
て
廣
眞
下
三
代
の
全
録
に
つ
い
て
委

細
を
知
っ
た
。
よ
っ
て
こ
れ
が
補
伝
を
為
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
で
な

け
れ
ば
闕
典
の
責
め
を
負
う
こ
と
に
な
る
、
と
い
っ
た
趣
旨
の
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。
聚
雲
法
門
が
少
し
く
世
に
受
け
容
れ
ら
れ
つ
つ
あ
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る
情
況
が
察
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
丈
雪
通
醉（

一
六
一
〇

－

一
六
九

三）
は
蜀
地
の
禅
の
伝
灯
を
叙
し
た『

錦
江
禪
燈』

に
お
い
て
、
敢

え
て
吹
萬
一
門
の
法
統
を
採
録
す
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

本
録
の
再
刊
に
先
立
っ
て
別
庵
は『

續
燈
正
統』

を
編
述
し
、
後
に

嘉
興
蔵
に
付
し
て
印
行
す
る
の
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
事
は
聚
雲
一

門
が
教
界
に
確
固
た
る
地
歩
を
築
き
上
げ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
裏
書

き
す
る
事
実
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

因
み
に
本
録
は
、
大
鑑
下
第
十
六
世
か
ら
筆
を
起
こ
し
、
巻
首
に

昭
覺
勤
の
法
嗣
と
し
て
、
徑
山
宗
杲
、
虎
丘
紹
隆
両
師
の
伝
を
収
め

て
い
る
。
凡
例
に
は「

續
燈
仍
舊
名
也」
と
あ
る
が
、
構
成
の
上
か

ら
み
る
と
、『

五
燈
會
元』『

續
傳
燈
録』『

増
集
續
傳
燈
録』

そ
の
他

既
存
の
何
れ
の
灯
録
の
続
輯
と
し
て
と
い
う
の
で
は
な
く
、
聚
雲
法

門
が
徑
山
大
慧
の
法
灯
を
承
け
、
こ
れ
に
続
く
正
統
で
あ
る
こ
と
を

内
外
に
闡
揚
す
る
こ
と
、
そ
こ
に
編
録
の
趣
意
目
的
が
存
す
る
と
解

さ
れ
る
の
で
あ
る

（
）

。

本
録
で
は
第
一
巻
に
、
昭
覺
の
法
嗣
の
う
ち
、
徑
山
、
虎
丘
の
二

師
の
み
を
録
し
、
他
の
五
十
七
師
は
第
二
、
第
三
巻
に
列
次
さ
れ
て

い
る
が
、
録
の
構
成
、
紙
数
の
配
分
上
は
不
均
斉
を
免
れ
ず
、
徑
山
、

虎
丘
の
両
師
は
、意
図
的
に
別
格
扱
い
に
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る

（
）

。

徑
山
杲
は
、
彼
等
が
一
門
の
祖
と
仰
ぐ
宗
師
で
あ
る
か
ら
、
異
と
す

る
に
は
当
た
ら
な
い
が
、
こ
れ
を
虎
丘
隆
と
を
並
置
し
、
十
分
の
敬

意
を
払
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
末
流
法
眷
の
思
惑
を
顧
慮
し
た
も
の

と
い
え
よ
う
。さ
ら
に
こ
の
書
が
他
と
区
別
さ
れ
る
最
大
の
特
色
は
、

徑
山
杲
の
嗣
、
大
鑑
下
第
十
八
世
西
禪
需
禪
師
以
下
、
一
八
世
木
菴

永
、
一
九
世
淨
慈
明
、
二
〇
世
苦
口
良
、
二
一
世
筏
渡
慈
、
二
二
世

相
國
顯
、
二
三
世
小
菴
密
、
二
四
世
二
仰
欽
、
二
五
世
無
念
有
、
二

六
世
荊
山
寳
、
二
七
世
鐵
牛
遠
、
二
八
世
月
明
池
、
二
九
世
吹
萬
眞
、

三
〇
世
鐵
壁
機
、
三
一
世
石
樓
昱
等
と
逓
代
相
承
し
来
っ
た
と
さ
れ

る
伝
灯
系
譜
を
掲
載
し
て
い
る
点
に
あ
る
。

『

五
燈
會
元』

は
、
南
嶽

十
七
世
を
以
て
終
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は

木
菴
永
ま
で
で
あ
り
、

『

増
集
續
傳
燈
録』

も
木
菴
永
ま
で
を
録
出
し

て
い
る
に
止
ま
る
。
そ
の
後
に
至
っ
て『

継
燈
録』『

五
燈
會
元
續

略』

等
が
、
淨
慈（

晦
翁）

明
を
木
菴
の
嗣
と
し
て
挙
げ
、
木
陳
道

、

忞
も
こ
れ
を『

禪
燈
世
譜』

に
編
入
し
、
且
つ
悟
明
が
、

『

禪
燈
會
要

（
）』

を
纂
修
し
た
こ
と
に
触
れ
て
い
る
が
、
以
下
は
断
嗣
の
形
と
な
っ
い

る
。
と
こ
ろ
で
上
掲
の
一
連
の
世
系
は
あ
く
ま
で『

續
燈
正
統』

の

み
に
含
ま
れ
る
独
自
な
部
分
で
あ
る
が
、
そ
の
余
の
部
分
は
お
お
む

ね『
祖
燈
大
統』

の
記
述
を
踏
襲
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
別
庵
と
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し
て
は
、
そ
の
全
体
を
受
け
入
れ
る
事
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
が
、

『
祖
燈
大
統』

の
考
証
が
行
き
届
い
て
い
る
こ
と
は
評
価
し
て

い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

明
末
に
勃
興
し
、
西
蜀
の
地
を
本
拠
と
す
る
聚
雲
一
門
が
、
こ
の

系
譜
を
高
く
掲
げ
、
他
の
諸
派
に
向
か
っ
て
公
示
す
る
に
至
っ
た
の

は
、
知
ら
れ
る
限
り
で
は
聚
雲
吹
萬
廣
眞
の
頃
か
ら
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
た
だ
崇
禎
十
三
年
、
破
山
明
公
が
聚
雲
法
派
の
伝
灯
を
偽

作
と
み
な
し
て
難
詰
し
た
よ
う
に

（
）

、
こ
の
一
流
の
由
っ
て
来
る
と
こ

ろ
は
必
ず
し
も
明
確
で
あ
っ
た
と
は
い
え
ず
、
伝
灯
諸
祖
の
伝
歴
法

語
等
に
つ
い
て
も
不
審
な
点
が
少
な
か
ら
ず
存
し
た
か
ら
、
当
時
に

あ
っ
て
も
こ
の
法
灯
説
は
、
十
分
説
得
力
を
も
っ
た
も
の
と
は
い
い

難
く
、
況
ん
や
満
天
下
の
禅
宗
の
、
等
し
く
是
認
す
る
と
こ
ろ
と
は

な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
聚
雲
法
門
が
密
雲
の

一
流
に
比
肩
し
得
る
禅
の
正
統
的
な
一
派
と
し
て
教
界
に
認
知
さ
れ

る
た
め
に
は
、
そ
の
伝
燈
に
拠
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が

あ
り
、

『

續
燈
正
統』

の
印
行
に
よ
っ
て
一
門
の
宿
願
は
果
た
さ
れ
た

こ
と
に
な
る
。
続
い
て
江
浙
の
要
地
に
法
化
の
拠
点
を
設
け
る
こ
と

が
急
務
と
さ
れ
た
。
性
統
が
一
門
の
輿
望
と
期
待
を
担
い

（
）

、
重
大
な

使
命
を
帯
び
、
寧
波
を
経
て
普
陀
に
入
っ
た
の
が
恐
ら
く
聚
雲
法
門

南
邁
弘
布
の
初
め
で
あ
ろ
う
が
、
恐
ら
く
康
煕
三
十
六
年

（
）（

一
六
九

七）

に
高
峰
の
同
門
の
弟
、
竺
峰
敏
公
が
慶
忠
老
人
の
舎
利
を
奉
戴

し
て
南
来
し
た
。竺
峰
は
し
ば
ら
く
普
陀
に
寓
居
し
た
と
さ
れ
る
が
、

別
庵
の
招
請
に
応
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
康
煕
四
十
一
年
夏
、
竺

峰
は
請
に
応
じ
て
嘉
興
楞
厳
寺
に
入
院
開
法
し
た
が
、
そ
れ
に
つ
い

て
も
別
庵
の
尽
力
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

別
庵
は
法
叔
に
当
る
竺
峰
の
た
め
、
そ
の
入
寺
上
堂
に
際
し
、
自
ら

白
槌
師
と
な
り
法
化
を
扶
け
た
。
次
い
で
翌
癸
未（

一
七
〇
三）

の

春
、
康
煕
帝
が
南
巡
し
普
陀
に
駐
蹕
す
る
の
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の

時
別
庵
は
、
翰
林
侍
讀
仇
兆
鰲
等
と
共
に
聖
駕
を
迎
え
、
竺
峰
が
行

道
の
始
末
を
審
ら
か
に
奏
上
し
た
。
上
は
甚
だ
之
を
嘉
し
、
師
の
所

住
に「

振
宗
禪
寺」

と
御
書
の
額
を
賜
っ
た
。
竺
峰
は
大
い
に
面
目

を
施
し
、
翌
年
勅
額
を
奉
じ
西
蜀
の
、
治
平
改
め
振
宗
禪
寺
に
再
住

し
た

（
）

。
こ
れ
を
以
て
別
庵
は
じ
め
一
門
宗
師
の
意
図
念
願
は
、
ほ
ぼ

達
成
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
か
く
し
て
江
南
の
み
な
ら
ず
、

西
蜀
の
一
円
に
も
聚
雲
一
門
は
光
輝
を
増
添
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
れ
は
別
庵
が
予
て
よ
り
待
望
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
い
ま

ひ
と
つ
は
一
門
の
諸
師
の
語
録
を
刊
行
し
、
広
く
世
に
流
布
せ
し
め

る
こ
と
も
聚
雲
法
門
の
顕
揚
に
連
が
る
重
要
な
事
業
と
し
て
企
画
の
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う
ち
に
あ
っ
た
。
当
時
に
お
け
る
禅
の
法
化
の
中
心
は
、
あ
く
ま
で

江
浙
一
帯
に
あ
っ
た
か
ら
、
西
辺
の
新
興
の
宗
派
に
し
て
は
、
嘉
興

續
藏
に
お
い
て
聚
雲
派
諸
師
の
著
作
の
占
め
る
比
率
は
、
禅
門
諸
派

全
体
の
そ
れ
に
比
べ
て
か
な
り
高
い
こ
と
が
判
る

（
）

。
そ
れ
は
恐
ら
く

別
庵
の
意
欲
的
な
働
き
か
け
が
奏
功
し
た
結
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

既
に
先
に
竺
峰
の
楞
嚴
寺
入
院
開
法
の
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ

て
絶
好
の
機
会
が
与
え
ら
れ
、
法
嗣
を
通
じ
て
便
宜
を
得
る
手
段
も

講
ぜ
ら
れ
た
に
相
違
な
い
。
別
庵
は
逐
一
必
要
な
策
を
、
周
到
な
配

慮
を
以
て
実
行
に
移
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
別
庵
は
、

『

續
燈
正
統』
四
十
二
巻
編
纂
の
業
を

全
う
し
、
一
門
の
伝
灯
相
承
の
次
第
と
そ
の
真
偽
に
つ
い
て
、
諸
派

の
宗
師
が
抱
懐
し
た
疑
問
に
対
す
る
一
応
の
解
答
を
用
意
し
、
部
分

的
に
解
明
し
た
。
確
か
に
形
式
上
か
ら
す
れ
ば
、
虎
丘
派
と
並
ぶ
徑

山
杲
以
下
、
高
峰
来
に
至
る
法
統
が
整
然
と
配
次
さ
れ
、
灯
録
の
態

を
な
し
て
は
い
る
が
、
歴
代
諸
祖
の
詳
細
に
亘
る
伝
歴
や
、
法
の
逓

代
承
継
の
次
第
を
立
証
す
る
原
資
料
の
存
在
は
明
示
さ
れ
て
は
い
な

の
で
あ
る
。
在
蜀
の
諸
師
の
語
録
に
は
宗
統
頌
が
収
載
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
と
て
破
山
明
公
等
が
指
摘
す
る
疑
点
に
答
え
得
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
こ
の
時
代
に
は
禅
林
に
も
、
考
拠（

証）

学
に
み
ら

れ
る
よ
う
な
実
証
的
気
風
が
瀰
漫
し
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
、
史
実
に
即

し
て
い
ち
い
ち
立
証
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の

時
点
で
は
資
料
的
制
約
も
あ
り
、
そ
れ
は
至
難
な
業
で
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。
そ
こ
で
別
庵
と
し
て
は
不
本
意
で
あ
っ
て
も
政
界
に
要
人

の
後
楯
を
求
め
て
宗
の
権
威
を
増
添
し
、
反
論
の
口
を
封
じ
、
黙
認

せ
し
め
る
と
い
っ
た
挙
に
出
で
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か

（
）

。
し
か
し
事
実
上
、
康
煕
四
十
年
代
に
は
、
聚
雲
一
門
の
宗
勢

は
江
浙
の
地
に
揺
る
ぎ
な
き
も
の
と
な
り
、
そ
の
法
孫
は
西
蜀
に
遍

く
化
を
伸
張
し
て
お
り
、
敢
え
て
異
を
唱
え
批
判
を
加
え
る
動
き
も

み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
現
実
問
題
と
し
て
、
こ
の
一
派
の
存
在
を
無

視
し
、
或
い
は
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う

（
）

。

加
え
て
禅
の
伝
灯
そ
の
も
の
が
昔
日
の
如
く
、
至
上
の
拠
り
所
た

り
得
な
く
な
っ
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
が
宗
門
の
存
否
を
左
右
す
る
に

は
至
ら
ず
、勢
い
宗
の
命
運
を
賭
け
て
論
争
す
る
必
要
も
な
く
な
り
、

決
定
的
な
解
答
が
提
示
さ
れ
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
、
時
を
重
ね
る
こ

と
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

因
み
に
三
山
下
性
統
の
同
学
に
関
し
て
は
弘
秀
編『

別
庵
同
門
録』

三
巻
が
あ
る
。
同
戒
録
の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
種
の
同
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類
の
書
は
例
が
少
な
い
。
恐
ら
く
何
分
か
孤
立
し
た
疎
外
さ
れ
た
状

況
の
中
で
、
一
門
の
結
束
を
固
め
る
た
め
の
紐
帯
の
役
割
を
こ
れ
に

期
待
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
僅
か
三
巻
の
小
録
の
中
に
總
兵

（
）

袁
寳
善

を
は
じ
め
五
人
の
居
士
が
立
伝
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
を
惹
く
。

二

聚
雲
法
門
の
興
起

明
末
教
界
に
お
け
る
禅
門
各
派
演
化
の
状
況
に
関
し
て
は
先
に
少

し
く
言
及
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、

『
續
燈
正
統』

編
述
の
目
的
意
図
に

つ
い
て
も
触
れ
た
の
で
あ
る
が
、
以
下
改
め
て
主
要
な
宗
派
の
形
成

に
与
っ
た
師
僧
の
世
代
と
名
を
併
せ
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

隆
慶
萬
暦
の
間
に
至
る
や
虎
丘
十
八
世
龍
池
幻
有
正
傳（

一
五
四

九

－

一
六
一
四）

が
、
善
果
笑
巖
德
寳（

一
五
一
二

－

一
五
八
一）

に
得
法
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
当
時
禅
の
法
統
は
懸
糸
の
如

く
危
殆
に
瀕
し
て
い
た
。
そ
の
後
に
至
り
、
天
童
密
雲
圓
修（
一
五

七
五

－

一
六
四
二）

、
磬
山
天
隱
圓
修（

一
五
七
五

－

一
六
三
五）
の

道
が
大
い
に
栄
え
、
ま
た
皐
亭
南
明
慧
廣（

一
五
七
六

－

一
六
二
〇）

は
車
溪
古
湛
性
冲

（
）（

一
五
四
〇

－

一
六
一
一）

の
法
を
嗣
い
だ
。
こ

の
時
、
法
統
ま
た
糸
懸
の
危
う
き
に
あ
っ
た
が
、
普
明
鴛
湖
妙
用（

一

五
八
七

－

一
六
四
二）

に
至
っ
て
そ
の
道
は
大
い
に
江
南
に
振
う
こ

と
と
な
っ
た
。
洞
門
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
雪
竇
十
九
世
廩
山
蘊
空
常

忠（

一
五
一
四

－

一
五
八
八）

は
、
宗
鏡
小
山
宗
書（

一
五
〇
〇

－

一
五
六
七）

に
少
室
に
法
を
嗣
い
だ
。
こ
の
頃
同
じ
く
正
統
傾
蕩
す

る
も
、
雲
門
湛
然
圓
澄（

一
五
六
一

－

一
六
二
六）

出
づ
る
に
及
ん

で
、
そ
の
道
大
い
に
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
。
大
慧
十
三
世
朝
陽
月
明

聯
池（

一
五
七
三

－

一
六
三
八）

は
秦
嶺

（
）

鐵
牛
德
遠
に
得
法
し
た
が

林
間
洞
中
に
専
ら
修
道
を
事
と
し
世
に
顕
れ
る
こ
と
な
く
、
法
統
ま

た
糸
懸
の
状
に
あ
っ
た

（
）

。
聚
雲
に
次
い
で
三
山
、
別
庵
等
の
精
力
的

な
教
化
活
動
に
よ
っ
て
、
漸
く
派
演
の
盛
を
見
た
が
、
時
に
法
社
の

星
列
雲
と
布
い
て
互
相
に
大
法
を
激
揚
し
た
の
で
あ
っ
た
。
聚
雲
派

は
破
山
一
門
に
よ
っ
て
厳
し
く
批
判
声
討
さ
れ
た
が
、
別
庵
が『

續

燈
正
統』

を
世
に
問
う
た
頃
に
は
聚
雲
派
の
地
歩
が
確
立
さ
れ
て
お

り
、
加
え
て
各
派
の
間
で
久
し
く
戦
わ
さ
れ
た
諍
論
も
一
段
落
し
、

終
熄
に
向
か
い
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
事
が
こ
の
一
門
に
幸
い
し
た
と

い
え
る
で
あ
ろ
う

（
）

。

聚
雲
派
は
大
慧
杲
の
法
に
連
が
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
お
り
、

そ
の
法
統
は
一
部『

祖
燈
大
統』

に
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
少

林
下
二
十
三
世
懶
庵
需
か
ら
同
二
十
五
世
悔
翁
明
ま
で

（
）

に
止
ま
り
、

そ
れ
以
下
に
つ
い
て
は
承
継
の
次
第
が
不
詳
で
あ
る
。
無
論『

續
燈
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正
統』

は
、
大
慧
か
ら
聯
池
に
至
る
十
二
師
の
名
を
連
ね
立
伝
し
て

い
る
が

（
）

、
こ
の
部
分
は
と
か
く
の
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、

確
証
を
得
難
い
の
で
、
こ
の
一
門
の
伝
灯
は
、
聚
雲
の
師
で
あ
り
、

伝
歴
に
も
拠
あ
り
と
み
ら
れ
る
聯
池
か
ら
始
め
る
の
が
適
切
で
あ
ろ

う
。

１

月
明
聯
池
の
行
履

師
の
伝
歴
に
関
し
て
は「
西
蜀
敍
州
府

（
）

朱
提
山
朝
陽
洞
月

（
）

明
池
和

尚
傳」

と
、
別
庵
性
統
編『

續
燈
正
統』

所
収
の
伝
文
に
、
こ
れ
を

窺
う
手
掛
り
を
見
出
し
得
る
に
過
ぎ
な
い
。
以
下
こ
れ
ら
二
資
料
を

比
較
参
照
し
て
師
の
行
履
を
跡
づ
け
て
み
た
い
。

師
は

道
古
戎

（
）

の
范
氏
に
出
で
、
司
馬
公
の
後
裔
と
伝
え
ら
れ
る
。

幼
き
と
き
林
下
に
居
る
に
、
一
日
僧
の
過
ぎ
る
あ
り
。
こ
れ
を
訪
う

も
遇
わ
ず
、
た
だ
壁
上
の
聯
に
題
し
て
い
う
。「

阿
彌
陀
佛
は
間
な

り
。
念
は
忙
な
り
。
念
じ
て
佛
を
得
る
も
ま
た
無
念
、
ま
た
無
無
、

鼻
孔
を

落
す
る
こ
と
な
く
ん
ば
最
上
乘
禪
、
朝
に
參
じ
、
暮
に
も

ま
た
參
ず
。
參
じ
て
禪
に
到
る
も
寂
、
參
も
寂
、
寂
も
ま
た
寂
、
面

門
を
劈
開
せ
よ」

と
、
こ
れ
は
一
廉
の
見
識
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

師
は
こ
れ
を
見
て
忽
然
と
し
て
世
を
厭
い
、
髪
を
祝
ち
て
彼
の
僧
の

許
に
至
っ
た
が
、す
で
に
去
っ
て
他
に
赴
い
た
後
で
あ
っ
た
と
い
う
。

以
上
が
傳
に
よ
る
師
の
入
道
の
機
縁
で
あ
る
が
、

『

續
燈
正
統』

に
も

ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

か
く
し
て
師
は
杖
笠
も
て
南
遊
し
、
飢
寒
暑
湿
な
ど
苦
辛
万
状
、

憔
悴
甚
だ
し
き
に
至
っ
た
が
、
単
え
に
如
上
の
聯
を
以
て
提
撕
の
話

頭
と
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
之
を
久
し
う
し
て
洛
迦
へ
の
路
に
一
僧

に
会
う
。そ
の
僧
の
偉
儀
殊
貌
は

か
に
衆
表
に
出
づ
る
も
の
が
あ
っ

た
。
師
は
僧
の
前
に
在
っ
て
脚
を
踏
み
外
し
て
地
に
趺
き
、
阿
彌
陀

佛
を
念
じ
た
。
後
に
在
り
し
僧
は
い
う
。

「

此
は
是
れ
敲
門
の
瓦
子
な

る
の
み
、
な
ん
ぞ
抛
却
せ
ざ
る
や」

と
。
師
は
参
礼
し
て
い
っ
た
。

「

瓦
子
を
抛
却
し
て
の
ち
如
何」

と
。
僧
は
い
う
。「

葉
落
ち
て
根
に

帰
す
。
来
時
に
口
な
し」

師
こ
こ
に
お
い
て
遂
に
省
発
す
る
を
得
た
。
そ
の
後
に
、
洛
迦
を

覩
畢
れ
り
、
と
あ
る
か
ら
、
浙
江
東
南
海
中
、
普
陀
山
に

（
）

詣
で
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
山
中
に
は
五
代
に
院
が
創
せ
ら
れ
、
宋
を
経
て
元
明

清
三
代
に
亘
り
、
相
次
い
で
梵
刹
が
建
立
さ
れ
、
観
音
大
士
の
道
場

と
し
て
広
く
信
仰
を
集
め
、
海
天
仏
国
と
称
せ
ら
れ
た
。
明
末
の
萬

暦
中
に
は
勅
諭
賜
蔵
の
こ
と
が
あ
り
、
清
代
に
は
康
煕
帝
か
ら
幾
度

か
賜
蔵
賜
金
賜
物
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
師
は
、
随
行
三
十
余

衆
と
連
れ
だ
っ
て
少
林
へ
向
か
っ
た
が
、
彼
の
地
は
旱
蝗

（
）

に
よ
り
草
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木
枯
槁
し
、
ま
た
雨
ふ
る
こ
と
珠
玉
の
如
く
、
食
は
須
陀
衆
の
ご
と

し
、
と
あ
る
か
ら
、
災
害
相
次
い
で
困
苦
し
、
食
も
頭
陀
の
行
者
の

如
く
貪
欲
を
棄
捨
す
る
の
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
師
は
少
林
に
、
無
言
宗
主
の
室
に
造
り
、
階
下
に
排
座
し
、

暫
く
殿
後
に
在
っ
た
が
、
そ
の
室
中
に
造
る
の
を
許
さ
れ
、
無
言
と

談
論
す
る
こ
と
終
日
、
そ
の
可
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
と
い
う
。
無

言
と
は
幻
休
の
法
嗣
無
言
正
道（

一
五
四
八

－

一
六
一
八）

の
こ
と

で
、
道
公
は
萬
暦
十
八
年
に
少
林
に
主
と
な
っ
て
い
る
。

幾
何
も
な
く
師
は
少
林
を
辞
し
て
關
中
に
入
り
、
秦
嶺
を
過
り
、

た
ま
た
ま
一
頭
陀
僧
の
身
に
紅
布
の
跨
を
披
し
、
笠
を
頂
き
鍬
を
地

中
に
揮
う
を
目
に
し
た
。
師
は
い
っ
た
。

「

者
の
漢
一
頭
軍
た
る
に
さ

も
似
た
り」

と
。そ
の
頭
陀
僧
こ
そ
荊
山
懷
寳
の
嗣
鐵
牛
德
遠
で
あ
っ

た
。
遠
は
い
う
。「

箭
を
看
よ」

と
。
師
は
箭
を
躱
す
勢
い
を
な
す
。

遠
公
は
近
前
し
て
手
を
携
え
、
幽
深
処
に
あ
る
一
草
庵
に
至
り
、

「

こ

こ
に
在
っ
て
人
を
待
つ
こ
と
数
十
年
な
り
、
汝
い
ま
既
に
来
れ
り
。

当
に
わ
が
為
に
人
を
求
め
て
祖
道
を
中
興
す
べ
し」

と
い
い
事
を
嘱

せ
ん
と
し
た
。
師
は「

何
を
以
て
証
拠
と
せ
ん
や」

と
問
う
。
遠
公

は
よ
っ
て
源
流

（
）

を
示
し
、
徑
山
大
慧
下
西
禪
需
か
ら
荊
山
寳
に
至
る

伝
法
の
諸
祖
の
名
を
挙
げ
、
荊
山
が
法
授
受
の
本
師
な
る
こ
と
を
明

か
し
、
師
に
偈
を
付
し
て
い
っ
た
。「

身
に
就
い
て
能
く
刧
を
打
し

（
）

、

筈
を
劈
き
て
善
く
三
玄
を
奪
窩
す
。
こ
れ
よ
り
三
要
を
出
し
、
多
く

探
竿
影
草
を
為
さ
ざ
る
に
主
賓
分
る
。
師
子
迷
踪
す
る
に
我
を
奈
何

せ
ん」

と
。
師
は
拝
謝
し
て
直
に
劍
門

（
）

に
入
り
、
亀
城
を
過
り

（
）

、
峩

眉
に
得
心
に
謁
し
住
持
す
る
こ
と
十
有
余
年
、
得
心
の
寂
後
に
始
め

て
梓
里
に
帰
り
、
朱
提
山
朝
陽
洞
に
居
る
。
師
は
毎
に
危
座
し
、
二

時
に
淡
齋
を
と
る
の
み
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
城
中
の
士
庶
は
漸
く
淡

齋
僧
が
月
明
和
尚
で
あ
る
の
を
知
っ
た
と
い
う
。

師
は
参
者
の
来
る
を
見
る
や
、
言
教
を
挙
げ
る
者
に
は
言
教
を
以

て
之
を
導
き
、
習
座
を
挙
ぐ
る
に
は
即
ち
観
法
を
以
て
之
を
導
き
、

調
摂
を
挙
ぐ
べ
き
に
は
摂
生
を
以
て
之
を
導
い
た
と
さ
れ
て
お
り
、

た
だ
斯
の
一
味
死
猫
頭
、
思
算
無
き
の
人
に
遇
わ
ず
ん
ば
定
ん
で
口

耳
を
起
て
ず
、
と
い
う
よ
う
に
応
病
与
薬
の
、
し
か
も
峻
烈
な
接
化

の
法
を
以
て
学
人
に
臨
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
か
く
て
諸
方
は
枯
坐
無

用
、
の
名
を
以
て
し
た
と
い
う

（
）

。
師
は
崇
禎
十
一
年
に
滅
を
唱
え

（
）

、

洞
の
傍
に
塔
し
た
。
世
寿
六
十
六
、
と
さ
れ
る
か
ら
西
暦
で
は
一
五

七
三
年
か
ら
一
六
三
八
年
の
間
の
在
世
で
あ
る
。

２

吹
萬
廣
眞
と
聚
雲
派
の
胎
頭

聚
雲
の
師
月
明
聯
池
は
、
韜
晦
し
て
山
中
の
窟
院
に
住
し
、
密
々
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に
無
に
参
じ
、
無
理
会
の
処
に
向
か
っ
て
ひ
た
す
ら
己
事
究
明
に
力

め
、
た
だ
一
個
半
個
を
打
出
し
以
て
足
れ
り
と
し
た
。
そ
の
会
下
の

俊
英
吹
萬
は

道
を
後
に
し
て
東
蜀
に
化
門
を
開
き
、
徑
山
大
慧
の

法
孫
た
る
こ
と
を
標
榜
し
て
嗣
法
香
を
焚
き
上
堂
説
法
を
な
し
、
こ

の
一
流
が
蜀
の
地
に
発
展
す
る
基
盤
を
確
立
し
た
。
そ
れ
は
教
化
の

法
の
、
陰
よ
り
陽
へ
の
転
換
で
あ
り
、
世
の
注
視
す
る
と
こ
ろ
と
も

な
っ
た
。
当
時
す
で
に
巴
蜀
一
帯
の
地
に
広
く
化
を
布
い
て
い
た
破

山
一
派
が
こ
う
し
た
動
き
に
敏
感
に
反
応
し
、
咋
に
不
快
感
を
表
明

し
異
を
唱
え
た

（
）

こ
と
に
つ
い
て
は
先
に
一
言
し
た
。

別
庵
の『

續
燈
正
統』

に
載
せ
る
吹
萬
の
伝
は
、
後
出
の
も
の
と

は
い
え
、
簡
に
し
て
要
を
得
た
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
核
と
し
、

語
録
中
の
塔
銘
、
行
状

（
）

塔
を
併
せ
参
照
し
て
、
師
の
行
業
を
探
っ
て

み
よ
う
。

吹
萬
廣
眞
は
、
西
蜀
敍
州
宜
賓
の
人
で
姓
は
李
氏
、
そ
の
先
三
世

は
婆
羅
門

（
）

の
出
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
父
無
後
は
仏
に
祈
り
焉

を
生
む
。
降
神
の
日
、
大
士
八
人
そ
の
舎
に
臨
み
、
う
ち
一
人
は
父

に
指
語
し
て
い
っ
た
。
此
に
八
宝
応
真
出
で
世
を
興
さ
ん
、
と
。
他

に
母
が

を
厭
い
素
を
食
し
た
こ
と
な
ど
が
い
わ
れ
て
い
る
。
師
十

五
歳
に
至
り

下
に
在
っ
て
同
学
と
書
を
読
む
に
、
偶
々
菊
華
の
芯

芬
芳
た
る
を
見
て
、
歎
じ
て
い
っ
た
。

「

此
の
花
、
今
歳
凋
零
す
る
も

来
春
生
を
発
す
る
な
ら
ん
。
曽
て
聞
く
、
生
死
の
事
大
、
無
常
迅
速

な
り
。
寧
ん
ぞ
生
死
を
免
れ
ん」

と
。
竟
に
学
を
絶
し
少
峩

（
）

に
登
り
、

浩
翁
に
参
ず
る

（
）

こ
と
之
を
久
し
う
し
、
の
ち
里
に
帰
り
、
大
慧
録
と

正
法
眼
蔵
を
手
に
し
た
。
こ
の
時
師
は
、
さ
な
が
ら
旧
物
に
臨
む
が

如
く
朝
に
暮
に
参
礼
を
な
し
、
失
う
所
あ
る
が
如
く
で
あ
っ
た
と
い

い
、
こ
れ
に
よ
っ
て
苦
参
力
究
す
る
も
進
歩
の
処
な
き
有
様
で
あ
っ

た
。
そ
も
そ
も
師
が
仏
法
を
参
究
せ
ん
と
し
た
の
は
老
妣
の
饒
益
を

志
願
し
た
か
ら
で
あ
り
、
自
ら
解
脱
に
至
り
、
人
天
に
及
ば
さ
ん
と

す
る
も
の
で
、
も
し
了
悟
し
得
ざ
る
と
き
は
、
定
ん
で
出
家
せ
ず
、

と
誓
い
、
朝
暮
に
四
十
八
願
を
頂
礼
し
、
次
い
で
ま
た
旧
の
如
く
提

撕
を
な
し
た
の
で
あ
っ
た
。
後
に
一
僧
に
遇
い
、
見
訪
す
る
に
、
問

う
て
曰
く
、「

如
何
な
る
か
こ
れ
佛」

、
師
は
対
え
ん
と
擬
す
る
に
、

僧
は
い
っ
た「

不
是
な
り」

と
。
数
期
を
経
て
対
話
す
る
に
、
ま
た

い
う
。「

不
是
な
り」

と
。
師
は
者
の
一

を
被
っ
て
塵
念
灰
の
如

く
、
午
に
至
り
て
僧
の
刀
を
磨
す
る
に
値
う
の
次
い
で
、
俄
か
に「

如

何
な
る
か
是
れ
佛」

と
問
う
。
僧
の「

わ
れ
今
日
剃
刀
を
磨
せ
り
。

且
く
明
日
を
待
ち
て
來
れ」

と
い
う
を
聞
き
、
師
は
言
下
に
省
発
す

る
を
得
た
。
次
い
で
朱
提
に
入
り
、
朝
陽
月
明
和
尚
に
参
ず
る
こ
と
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に
な
っ
た
の
で
あ
る
。初
相
見
の
次
第
と
問
答
応
酬
を
略
述
す
る
と
、

師
わ
ず
か
に
礼
拝
し
て
起
つ
。
月
明
問
う
。

「

如
何
な
る
か
こ
れ
古
佛

の
心」

と
。
師
は
手
を
拱
い
て
い
う
。「

請
う
、
師
尊
重
せ
よ」

と
。

ま
た
問
う
に
、

「
音
声
色
身
を
用
い
ざ
る
を
、
な
ん
ぞ
喚
ん
で
本
来
の

人
と
作
す
や

（
）」

云
々
と
、
こ
の
よ
う
に
月
明
か
ら
痛
く
敲
撃
を
蒙
っ

た
が
、
偶
々
祖
母
の
病
い
篤
し
と
聞
き
、
即
ち
白
衣
を
以
て
帰
り
、

祖
母
の
為
に
法
を
説
き
、
以
て
そ
の
卓
越
を
助
け
た
。
祖
母
逝
き
て

の
ち
、
服

す
る
こ
と
二
年
に
し
て
方
に
出
家
を
謀
る
。
是
よ
り
先
、

衣
道
者
な
る
者
あ
り
。
里
人
に
向
か
っ
て
い
っ
た
。

「

此
の
処
に
久

し
か
ら
ず
し
て
当
に
至
人
の
出
世
す
る
あ
ら
ん」

と
。
果
た
し
て
萬

暦
四
十
一
年
癸
丑
秋
、
師
は
城
を
踰
え
て
入
山
し
、
再
び
月
明
を
拝

し
て
受
具

（
）

す
る
に
至
っ
た
。

一
日
、
月
明
は
師
に
対
し
て
い
っ
た
。

「

汝
、
な
お
一
句
の
未
だ
會

せ
ざ
る
も
の
あ
る
が
如
し」

と
。
師
は
問
う
て
い
う
。

「

是
れ
那
ん
の

一
句
ぞ」

月
明
曰
く
、「

音
聲
色
身
を
用
ひ
ず
、
黙
然
良
久
し
、
我
が

た
め
に
眞
空
を
現
出
し
來
れ」

と
。
師
払
袖
し
て
出
で
自
ら
思
う
に

〈

こ
の
事
草
々
な
る
べ
か
ら
ず
。
是
の
う
ち
必
ず
玄
要
あ
ら
ん〉

。

か
く
し
て
月
明
の
許
を
辞
し
、
佛
子
塞
山
に
赴
い
た
。
こ
の
山
は

鬼
魅
多
し
と
せ
ら
れ
た
が
、
師
が
至
る
や
寂
然
と
し
て
聞
く
こ
と
が

な
く
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
種
の
異
徴
に
つ
い
て
種
々
説
か
れ
て
い

る
。
師
は
水
を
汲
み
自
ら
炊
く
な
ど
苦
参
す
る
こ
と
三
年
、
経
行
危

坐
し
脇
席
に
至
ら
ず
、
限
満
ち
て
朱
提
山
に
入
り
、
月
明
に
参
覲
し

た
。
明
は
一
見
し
て
便
ち
問
う
。

「

畢
竟
い
か
ん
が
明
を
現
出
す
や」

、

次
い
で
明
は
師
の
手
を
引
い
て
そ
の
口
を
掩
う
に
、
師
は
豁
然
と
し

て
大
悟
し
た
。
そ
こ
で
月
明
は
、
縱
然
奇
特
な
り
と
も
終
に
是
れ
尋

た

と
ひ

常
の
明
な
り」

と
い
い
、
遂
に
臨
濟
正
宗

（
）

を
取
り
出
し
て
師
に
付
与

し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

時
に
本
郡
の
翠
屏
寺
は
、
師
を
迎
え
之
に
主
た
ら
し
め
た
。
師
は

機
に
随
い
方
便
し
て
四
人
を
接
得
し
た
。
そ
の
一
は
法
師
、
二
は
頭

陀
、
三
は
優
婆
塞
、
四
は
優
婆
夷
で
、
頭
陀
は
山
に
隠
れ
、
他
の
三

人
は
化
し
去
っ
た
。
そ
こ
で
里
に
帰
り
、
母
の
た
め
に
法
を
説
い
て

道
心
を
勧
発
せ
し
め
た
。
そ
れ
よ
り
杖
を
風
塵
に
策
き
、
一
衲
一
瓢

も
て
孤
雲
白
き
と
こ
ろ
海
を
渉
て
呉
に
入
り
、

を
過
ぎ
り
粤
に
踵

り
、
楚
を
旋
っ
て
湖
南
瀟
湘
湖
東
禅
院
に
至
る
。
湖
東
主
人
霜
輪
な

る
者
か
ら
し
て
、
当
時
道
誉
一
世
に
甚
だ
し
く
著
れ
た

山
と
、
偉

儀
格
を
越
え
、
磊
落
に
し
て
塵
表
に
栖
む
趣
き
の
あ
る
聚
雲
と
、
こ

の
両
大
家
が
隻
手
を
出
だ
し
、
已
墜
の
禅
風
を
扶
起
さ
れ
る
よ
う
に

と
望
ま
れ
た
。
師
は
微
笑
し
て
答
え
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
請
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に
応
じ
て
上
堂
し
、
月
明
に
嗣
法
香
を
梵
い
た
。
萬
暦
四
十
六
年
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
事
実
上
聚
雲
の
開
派
宣
言
と
も
い
う
べ
き
も

の
で
あ
り
、
法
語
は
語
録
巻
一
に
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
堂
中
の

学
人
は
、
二
百
余
衆
を
数
え
た
と
い
い
、
商
量
の
間
に
師
は
主
道
に

妨
げ
あ
る
を
感
じ
て
之
を
辞
し
、
武
陵
の
灼
然
澤
公
を
伴
っ
て
三
峡

に
棹
し
、

門
を
過
ぐ
る
に
、
太
平
寺
の
寺
主
は
師
の
至
る
の
を
予

知
し
、
法
属
を
為
さ
ん
こ
と
を
願
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
師
は
水
を

遡
り
て
忠
南
に
侍
御
田
公
無
無
居
士
と
邂
逅
し
た
。
田
公
は
師
を
挽

き
留
め
刹
を
建
て
て
居
ら
し
め
た

（
）

。行
状
に
は
寺
名
を
挙
げ
な
い
が
、

語
録
巻
一
に
、
崇
禎
辛
未（

四
年）

布
金
の
檀
越
田
侍
御
の
令
子
、

別
駕
素
庵
居
士
が
四
衆
と
共
に
師
を
請
し
て
忠
州
聚
雲
禪
院
に
結
制

せ
し
め
た
、
と
あ
る
の
に
関
わ
る
の
で
あ
ろ
う
。
聚
雲
禪
院
は
、
忠

州
の
北
、
三
目
山
の
麓
に
あ
り
、
聚
雲
の
創
す
る
と
こ
ろ
と
さ
れ
て

お
り

（
）

、こ
の
一
門
の
新
た
な
法
化
の
拠
点
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

師
が
聚
雲
を
以
て
呼
ば
れ
る
の
は
故
な
し
と
し
な
い
。
漢
月
法
蔵
か

ら
の
書
信
に
接
し
、
上
堂
し
具
を
展
べ
て
拝
し
三
喝
し
て
そ
の
大
悲

に
謝
し
た
の
は
、
聚
雲
在
山
中
の
こ
と
で
あ
る
。
師
は
ま
た
為
人
垂

手
の
方
便
と
し
て
三
関
を

（
）

設
け
、
こ
れ
に
よ
っ
て
透
得
せ
ば
、
方
に

親
し
く
聚
雲
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

崇
禎
十
年
、
師
は
尹
参
府
遂
江
居
士
の
請
に
応
じ
て
重
慶
府
忠
州

郭
屏
山
巴
臺
禪
院

（
）

に
結
制
し
、
翌
十
一
年
に
は

州
府
萬
縣
寳
峯
山

雲
來
禪
院

（
）

に
結
制
を
な
し
、
同
年
冬
、
萬
縣
の
興
龍
禅
寺
に
晉
住
し

た
。
こ
れ
ら
諸
大
刹
に
お
け
る
上
堂
説
法
の
語
は
、
吹
萬
語
録
の
巻

一
お
よ
び
巻
二
に
録
さ
れ
て
お
り
、
巻
三
以
下
に
は
、
普
説
、
小
参
、

示
衆
、
諸
禅
人
へ
の
開
示
法
語
頌
古
、
偈
、
書
問
、
詩
、
詞
、
歌
、

賦
、
記
、
引
文
、
序
、
跋
、
傳
、
篇
、
説
、
縁
等
が
収
め
ら
れ
て
い

る
。
師
は
文
章
爾
雅
、
訓
辞
深
厚
に
し
て
、
教
界
の
時
流
の
訛
説
を

訂
し
、
修
教
の
説
の
欠
を
補
い
、
学
解
偏
重
の
風
を
戒
め
る
な
ど
、

多
彩
に
亘
る
論
説
を
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
著
作
と
し
て
は
、

（

括
孤
省
略）

石
室
禪
議
、
一
貫
別
傳
、
原
易
説
、
大
極
圖
、
大
明
御

製
勒
、
顯
佛
集
、
説
樂
正
論
、
古
音
王
傳
、
文
字
禪
那
、
楞
嚴
夢
釋
、

言
語
紀
、
恣
夏
草
、
心
經
詮
註
、
禪
林
雅
訓
、
正
觀
録
、
問
答
録
、

居
士
頌
、
本
行
録
、
維
摩
診
脉
、
圓
覺
解
、
楞
伽
三
昧
、
金
剛
點
眼
、

宗
門
正
眼
、
正
録
、
等
が
挙
げ
ら
れ
、
総
じ
て
三
十
種
六
十
六
巻

（
）

と

い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
優
に
こ
れ
を
越
え
る
も
の
が

あ
る
と
み
ら
れ
る
。

崇
禎
十
二
年（

一
六
三
九）

七
月
三
十
日
、
師
は
曽
っ
て
侍
僧
に

予
告
し
た
ご
と
く
、
大
喝
両
声
し
て
脱
去
し
た
。
世
寿
五
十
八
、
門
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人
舎
利
を
迎
え
て
平
都
の

（
）

地
蔵
寺
お
よ
び
三
目
山
の
陽
に
建
塔
し
た
。

師
は
法
の
濫
授
を
許
さ
ず
、
僅
か
に
慧
機
、
慧
芝
、
慧
麗
の
三
師
が

入
室
の
弟
子
と
し
て
正
令
を
全
提
し
た
。

清
の
順
康
の
間
、
聚
雲
派
の
伝
灯
説
に
異
を
唱
え
た
破
山
明
公
の

同
学
、
木
陳
道
忞
の
法
嗣
幻
牌
自
融（

一
六
一
五

－

一
六
九
一）

は
、

広
く
禅
門
尊
宿
の
伝
と
語
要
を
蒐
め
て『

南
宋
元
明
禪
林
僧
寳
傳

（
）』

を
編
述
し
、
次
い
で
門
人
性
磊
は
こ
れ
に
輔
輯
し
た
が
、
そ
の
収
遺

の
部
に
吹
萬
の
伝
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
師
の
伝
中
に
は
、
大
慧
か

ら
月
明
を
経
て
聚
雲
に
連
が
る
法
付
属
の
次
第
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、

初
め
て
こ
の
一
流
が
禅
門
伝
灯
の
中
に
正
当
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
の
を
見
る
。
そ
れ
は
清
初
に
お
け
る
聚
雲
法
派
の
化
門
の
盛
大
を

裏
付
け
る
一
証
左
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
明
末
以
降
に
お
け
る
一

門
諸
師
の
真
摯
な
修
道
と
、
撓
み
な
い
接
物
利
生
の
行
が
、
こ
こ
に

至
っ
て
漸
く
実
を
結
ん
だ
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

聚
雲
大
師
は
、
禅
門
中
衰
の
後
を
承
け
、
西
蜀
よ
り
崛
起
し
て
大

慧
の
宗
を
中
興
し
、
そ
の
再
来
と
称
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
よ

う
に
し
て『

南
宋
元
明
禪
林
僧
寳
傳』

が
補
輯
さ
れ
た
康
煕
三
年
の

時
点
に
は
、
正
録
お
よ
び
三
世
の
語
録
が
存
し
、
嘉
興
蔵
に
も
編
入

さ
れ
て
流
通
し
、
聚
雲
法
門
の
存
在
が
漸
く
世
に
認
知
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注

（

１）

惣
滑
谷
快
天『

禪
學
思
想
史』

下
、
第
六
編
。
増
永
靈
鳳『

禪
定

思
想
史』

に
は
第
四
期
と
し
て
衰
頽
期
を
立
て
る
。

（

２）

拙
稿『

明
清
仏
教
研
究
資
料』

僧
伝
之
部
、
各
世
代
別
師
僧
の
概

括
的
紹
介
の
記
参
照
。

（

３）

宗
派
そ
れ
自
体
、
と
も
す
れ
ば
権
威
化
し
て
宗
教
的
生
命
を
涸
渇

さ
せ
、
教
団
発
展
の
美
名
に
隠
れ
て
宗
教
本
来
の
在
り
方
か
ら
逸
脱
し

た
方
向
に
向
か
う
怖
れ
な
し
と
し
な
い
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
内
部
か
ら

本
源
へ
の
還
帰
の
動
き
が
生
じ
、
そ
れ
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

（

４）

禅
宗
の
場
合
、
教
理
義
学
の
総
意
に
よ
っ
て
派
を
分
つ
と
い
う
の

で
は
な
く
、
同
一
の
宗
に
お
い
て
教
化
の
法
が
異
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、

格
別
の
宗
風
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（

５）

確
か
に
宗
派
は
世
俗
的
性
格
が
濃
厚
な
組
織
体
で
あ
る
が
、
宗
な

い
し
そ
の
本
質
が
、
世
間
に
具
体
し
機
能
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る

限
り
、
こ
れ
を
離
れ
て
宗
教
は
成
り
立
た
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

真
野
正
順『

仏
教
に
お
け
る
宗
観
念
の
成
立』

序
説
参
照
。

（

６）

こ
の
間
に
も
一
部
で
は
仏
寺
の
修
建
が
行
わ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、

新
造
さ
れ
た
形
跡
さ
え
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
代
州
五
台
、
龍
樹
庵
、

明
嘉
靖
中
創
建
、
温
州
三
峰
寺
、
嘉
靖
三
十
三
年
改
建
、
杭
州
虎

寺
、

嘉
靖
三
十
四
年
、
等
が
挙
げ
ら
れ
、
他
に
事
例
は
乏
し
く
な
い
。
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（
７）

陳
垣『

清
初
僧
諍
記』

に
詳
し
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
野
口
善

敬
氏
に
よ
り
訳
注
本
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（

８）
拙
著『

明
清
佛
敎
敎
團
史
研
究』

六
〇
三
頁
。

（

９）
『

續
燈
正
統』

姜
辰
英
の
序
に
、「

補
修
五
燈
之
未
備
、
是
之
謂
續

燈
也」

と
見
え
て
い
る
。
同
書
巻
首
。

（

10）

仏
法
を
中
衰
状
態
か
ら
救
い
、
こ
れ
を
復
興
し
よ
う
と
す
る
動
き

の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
自
派
の
伝
灯
整
備
に
強
い
関
心
が
払
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
れ
が
一
面
で
は
従
来
不
明
確
で
あ
っ
た
宗
派
意
識
を
目

覚
め
さ
せ
る
の
に
役
立
っ
た
が
、
他
面
で
は
分
派
主
義
的
傾
向
を
助
長

し
、
諍
論
の
一
因
を
な
し
た
。

（

11）

こ
れ
に
つ
い
て
は「

曹
洞
丹
霞
五
代
大
統
刪
出
…
…
中
略
…
…
編

稿
已
定
云
々」

と
あ
る
。
別
庵
は
淨
符
の
新
説
を
採
る
事
は
し
な
か
っ

た
が
、
こ
れ
を
非
難
し
て
い
る
気
配
も
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
淨
符
と

同
宗
の
道
霈
ま
で
が
淨
符
を
批
判
す
る
に
及
ん
で
、
遽
か
に
淨
符
に
追

随
す
る
の
を
止
め
た
感
が
あ
る
。

（

12）
『

續
燈
正
統』

に
は
淨
符
の
文
言
を
そ
の
ま
ま
承
け
た
部
分
も
少
な

く
な
い
が
、
鹿
門
覺
、
青
州
辨
に
関
す
る
記
述
な
ど『

五
燈
會
元
續
略』

に
依
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

（

13）

そ
れ
ら
は
性
統
に
先
ん
ず
る
こ
と
一
世
、
即
ち
性
統
の
師
三
山
來

と
同
じ
世
代
の
宗
師
ま
で
を
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

（

14）

そ
れ
に
つ
い
て
洞
宗
で
は
、
丹
霞
以
下
の
五
世
、
濟
家
の
虎
丘
派

の
場
合
は
、
両
海
舟
慈
に
絡
む
世
系
の
異
同
を
考
慮
す
る
要
が
あ
る
。

（

15）

性
統
は
諍
論
の
経
過
を
詳
細
に
論
じ
た
淨
符
の
門
人
智
楷
が
撰
し

た『

正
名
録』

に
も
目
を
通
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
本
録
に
つ
い
て

は
、
拙
稿「

智
楷
撰『

正
名
録』

に
つ
い
て」『

印
度
學
佛
敎
學
研
究』

第
三
〇
巻
第
一
号
、
参
照
。

（

16）

性
統
が
天
童
山
に
留
錫
中
、
屠
酔
忠
が
提
台
陳
公
等
と
語
ら
っ
て

法
雨
に
主
た
ら
ん
こ
と
を
請
う
た
因
縁
に
よ
る
と
い
う
。

（

17）
『

續
燈
正
統』

姜
公
の
序
に
、「

泛
南
海
登
普
陀
得
晤
別
庵
和
尚
、

與
語
連
日
、
知
爲
大
惠
十
七
世
孫
云
々」

と
あ
り
、
別
庵
等
の
登
場
が

あ
っ
て「

由
㍾是
南
方
之
人
、
始
知
≒徑
山
一
派
猶
盛
㍼於
西
蜀
㍽」

超
原

序
。
と
認
識
を
新
た
に
し
た
の
で
あ
り『

別
庵
同
門
録』

の
序
に
、
性

統
及
び
そ
の
一
統
が
盛
ん
に
祖
道
を
挙
揚
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
触
れ
、

「

自
此
聚
雲
一
燈
、
又
將
漸
傳
於
天
下
矣」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（

18）
『

萬
峰
眞
語
録』

の
序
に
、
李
屏
山
が
、
大
惠
の
法
孫
が
嗣
を
続
け

て
い
る
こ
と
を
耳
に
し
て
、
こ
れ
を
疑
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
中

華
藏
二

－

七
七
冊
、
六
六
九
八
二
。

（

19）

す
で
に
聚
雲
に
徑
山
へ
の
行
あ
り
、
こ
の
時
四
衆
は
師
を
遮
留
し

た
と
い
う
。
康
煕
七
年
に
衡
山
炳
公
が
雙
徑
に
出
で
て
祖
塔
を
掃
い
、

康
煕
八
年
に
は
三
山
來
公
が
嘉
興
に
赴
き
、
天
寧
に
住
し
、
徑
山
に
祖

塔
を
掃
わ
ん
と
し
て
果
た
さ
ず
、翌
年
高
峰
に
帰
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

一
門
の
意
図
す
る
処
が
察
知
さ
れ
、
入
山
を
拒
否
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
翌
九
年
、
聚
雲
三
世
の
語
録
を
楞
嚴
藏
に
付
し
た
の
は
、
一
歩
前

進
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

（
20）

本
録
が
徑
山
杲
か
ら
筆
を
起
こ
し
て
い
る
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
と

い
え
る
。
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（
21）

例
え
ば『

三
山
來
語
録』

中
の「

宗
統
頌」

、『

喬
松
億
語
録』

に

見
え
る「

宗
統
編
頌」

、『

萬
峰
眞
語
録』

に
収
載
さ
れ
て
い
る「

宗
統

頌」
、
野
雲
映
の「

宗
統
頌」

、
鑑
堂
一
お
よ
び
翠
崖
必
の
語
録
に
含
ま

れ
て
い
る「
源
流
頌」

等
は
諸
師
が
苦
心
頌
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ

れ
ら
は
法
を
弟
子
に
授
け
る
際
、
手
書
し
て
与
え
伝
法
の
証
と
し
た
も

の
で
、
破
山
下
諸
師
の
間
に
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た

だ
破
山
は
、
こ
れ
が
宗
統
の
由
来
を
明
か
す
典
拠
に
は
な
ら
な
い
と
断

じ
て
い
る
。

（

22）

自
序
は
辛
未（

一
六
九
一）

に
成
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
よ
り
五

年
、
刊
行
ま
で
に
は
さ
ら
に
若
干
の
歳
月
を
検
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ

る
。

（

23）
『

續
燈
正
統』

の
凡
例
七
、
八
、
九
等
に
い
う
と
こ
ろ
は
、
淨
符
の

口
吻
に
多
少
類
似
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（

24）

同
書
、
楊
雍
建
撰
の
序
文
ほ
か
参
照
。

（

25）

破
山
は
そ
の『

佛
道
聲
價』

の
中
で
、
吹
萬
一
統
を
非
と
し
て
肯

わ
な
い
。

（

26）
『

山
暉
禪
師
語
録』

巻
十
二
、
中
華
藏
二

－

五
七
。

（

27）

雲
腹
は
象
崖
の
法
嗣
、
破
山
の
法
孫
に
当
る
。
陳
援
庵『
明
季

黔
佛
敎
考』

巻
二

－

五
四
。

（

28）

陳
新
會『

中
國
佛
敎
史
籍
概
略』

一
五
九
頁
。

（

29）

、
、

す
で
に
三
山
燈
來
に『

正
燈
集
拈
頌』

上・

中・

下
巻
あ
り
、
と

い
う
。
三
山
語
録
、
但
し
續
藏
に
は
無
録
。

（

30）

例
え
ば『

續
傳
燈
録』

で
は
、
宗
杲
の
伝
は
正
統
よ
り
遥
か
に
長

文
に
亘
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
虎
丘
ほ
か
五
師
、
無
録
を
含
め
る

と
、
計
十
五
人
が
一
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（

31）

安
永
の
嗣
晦
翁
悟
明
に
は『

宗
門
聯
燈
會
要』

の
作
あ
り
と
す
。

淨
慈
二
十
一
代
。『

勅
建
淨
慈
寺
志』

巻
八

－

二
一
。

（

32）
『

破
山
禪
師
語
録』

巻
二
十
付
、
年
譜
。
陳
援
庵『

明
季

黔
佛
敎

考』

巻
二

－

五
一
。

（

33）

性
統
の
同
門
の
兄
、
大
笑
崇
公
が
師
に
宛
て
た
返
書
に
、
そ
の
活

躍
を
喜
び
、

「

高
峰
正
眼
在
賢
弟」

と
記
し
て
い
る
。
性
統
は
在
蜀
の
一

門
の
諸
師
と
絶
え
ず
密
接
な
連
が
り
を
保
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

（

34）

別
庵
に
は
こ
れ
よ
り
屡
々
帑
お
よ
び
賜
物
の
事
が
あ
り
、
ま
た
普

陀
の
伽
藍
の
修
復
を
な
し
、
詔
見
の
機
会
に
も
恵
ま
れ
た
か
ら
、
そ
の

名
は
夙
に
康
煕
帝
や
貴
顕
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
。

（

35）

該
寺
は
四
川
忠
州
城
東
門
外
に
あ
り
。
唐
に
は
龍
興
を
称
し
た
。

康
煕
十
年
、
知
州
劉
肇
孔
の
重
修
に
か
か
る
。『

忠
州
直
隷
志』

は
、
振

宗
を
勅
賜
さ
れ
た
の
を
康
煕
庚
寅（

四
十
九
年）

と
す
る
が
、
竺
峰
敏

公
等
の
住
山
の
年
時
と
の
関
わ
り
か
ら
疑
問
と
さ
れ
る
。
但
し
康
煕
戊

申（

七
年）

住
忠
州
勅
建
振
宗
禪
寺
の
記
は
、
竺
峰
の
語
録
編
纂
時
に

は
、
こ
の
寺
号
が
勅
賜
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
書
き
改
め
ら
れ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
師
は
、
康
煕
四
十
四
年
に
振
宗
に
再
住
し

て
い
る
。『

續
燈
正
統』

に
振
宗
寺
の
事
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、

竺
峰
の
南
来
以
前
に
執
筆
さ
れ
て
い
た
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
36）

嘉
興
續
藏
に
は
、
聚
雲
吹
萬
眞
禪
師
語
録
を
は
じ
め
、
宗
義
、
宗

論
、
史
伝
、
一
門
諸
師
の
語
録
等
、
合
計
二
十
三
点
が
収
め
ら
れ
て
お
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り
、
こ
れ
ら
は
中
華
大
藏
經
で
は
、
第
二
編
、
五
八
、
七
七
、
七
九
冊

に
影
印
収
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
蔡
念
生
編『

禪
藏
目
録』

で
は『

續

燈
正
統』

以
下
の
諸
書
を
、
又
續
藏
所
収
と
す
る
。

（

37）

そ
の
こ
と
は
諸
録
の
序
文
等
か
ら
窺
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

他
に『

南
宋
元
明
禪
林
僧
寳
傳』

に
よ
れ
ば
、
吹
萬
以
下
三
世
の
語
録
、

及
び
三
巻
か
ら
成
る
所
の
正
録
な
る
も
の
が
存
し
た
と
い
い
、
四
川
の

向
化
侯
譚
養
元
が
俸
を
捐
て
て
梓
に
付
し
、
嘉
興
楞
嚴
藏
に
付
し
て
流

通
せ
し
め
た
と
さ
れ
て
い
る
。

（

38）

こ
の
時
期
に
破
山
同
門
の
諸
師
が
、
一
様
に
聚
雲
派
批
判
を
行
っ

た
訳
で
は
な
い
。
漢
月
は
師
が
置
か
れ
て
い
た
立
場
か
ら
寧
ろ
当
然
と

さ
え
い
え
よ
う
が
、
聚
雲
一
門
の
主
張
に
理
解
を
示
し
て
い
る
。

『

吹
萬

眞
禪
師
語
録』

巻
上
、

「

接
得
漢
月
禪
師
書
上
堂」

中
華
藏
第
二
輯

－

五

八
冊
、
四
七
九
七
四
。
卍
續
藏
二
乙・

一
〇・
四
巻
第
十
五
。
前
掲
の

僧
寳
傳
に
は
吹
萬
の
伝
が
補
録
さ
れ
て
い
る
。
編
者
自
融
は
木
陳
の
法

嗣
、
補
輯
を
な
し
た
性
磊
は
法
孫
に
当
る
。

（

39）

武
官
の
重
職
の
一
、
緑
営
の
鎮
守
總
兵
官
の
略
称
。B

rigade

G
en

eral.

（

40）

こ
の
一
流
は
余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
略
し
て
法
統
の
連
が
り

を
示
せ
ば
、虎
丘
紹
隆
…
無
準
師
範
…
無
聞
智
度
…
無
際
明
悟
…
寶
芳

進
…
無
趣
如
空
、
と
な
る
。

（

41）

陝
西
省
西
安
の
南
、
終
南
山
の
背
後
に
東
西
に
連
な
る
山
脈
。

（

42）

同
じ
部
類
に
、
龍
池
、
南
明
、
大
覺
、
廩
山
が
含
ま
れ
る
が
、「

出

で
て
諸
方
に
参
尋
し
、
退
い
て
林
泉
を
守
り
、
衒
鬻
を
務
め
ず
、
名
高

を
博
め
ず」

と
い
う
よ
う
な
行
き
方
。
別
庵
の
自
序
参
照
。

（

43）
『

祖
燈
大
統』

巻
六
九

－

七
四
。
佛
敎
大
藏
經

第
一
一
〇
冊
。

（

44）

大
慧
下
に
つ
い
て
は
、
巻
九
、
十
、
十
一
、
十
二
、
十
三
、
十
五
、

十
六
等
の
各
巻
参
照
。

（

45）

明
末
清
初
、
諸
派
の
諍
論
を
広
く
取
り
挙
げ
て
論
じ
た
智
楷
の『

正

名
録』

に
も
、
こ
の
一
派
に
つ
い
て
は
い
う
と
こ
ろ
が
な
い
。

（

46）

敍
州
、
漢
に
は

爲
郡
、
南
朝
の
梁
は
戎
州
を
置
く
。
隋
は
州
を

改
め
て

爲
郡
と
し
、
唐
に
は
ま
た
戎
州
と
い
い
、
南
溪
郡
と
改
め
、

ま
た
戎
州
と
称
し
た
。
宋
代
に
敍
州
と
改
む
。
明
、
清
代
敍
州
府
、
治

所
は
宜
賓
県
。

（

47）

朱
提
山
は
宜
賓
県
治
西
五
十
里
、
劉
元
煕『

宜
賓
縣
志』

巻
六

－

一
七
。
ま
た
府
の
西
南
六
十
里
、
曹
學

『

蜀
中
名
勝
記』

巻
一
五

－

四
。
朝
陽
洞
は
、
治
北
三
十
里
に
あ
り
。
洞
大
に
し
て
屋
の
如
く
、
南

向
す
る
が
故
に
こ
の
名
あ
り
、
と
せ
ら
れ
、
そ
の
崕
を
朝
陽
崕
と
い
う
。

前
掲
書
、
巻
六

－

一
八
。
従
っ
て
朱
提
山
の
朝
陽
洞
で
は
な
い
。
こ
の

二
所
に
住
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
宜
賓
で
は
壽
昌
寺
、
無
等
院
、

大
覺
寺
、
石
龍
庵
、
石
鳳
庵
、
眞
覺
寺
、
半
邊
寺
等
の
仏
寺
の
存
在
が

知
ら
れ
る
の
み
で
、
共
に
恐
ら
く
窟
院
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
同
志
巻
二
七

－

一
三
参
照
。

『

讀
史
方
輿
紀
要』

は
朝
陽
崖
府

の
西
北
二
十
里
に
あ
り
と
す
。
巻
七
〇
。

（
48）

道
は
宜
賓
の
古
称
、
漢
代

道
県
を
置
く
。
北
周
は
外
江
と
改

め
、
隋
は

道
に
復
す
。
古
戎
は
前
述
の
戎
州
に
古
を
付
し
た
も
の
。

（

49）
周
應
賓『

重
修
普
陀
山
志』

王
亨
彦『

普
陀
洛
迦
新
志』
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（
50）

旱
蝗
は
こ
の
国
で
は
頻
繁
に
発
生
し
て
い
る
。
こ
れ
に
近
い
時
期

で
は
、
萬
暦
四
十
四
年
七
月
、
常
州
、
鎮
江
、
淮
安
、
揚
州
、
河
南
地

方
に
蝗
害
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

『

明
史』

巻
二
八

－

志
一
四
ほ

か
。

（

51）
『

續
燈
正
統』

鐵
牛
の
条
に
は
、
主
に
聯
池
へ
の
付
偈
の
こ
と
を
い

い
、
こ
こ
に
は
源
流
提
示
の
こ
と
を
い
う
、
鐵
牛
が
一
門
の
伝
灯
や
系

譜
に
関
心
を
有
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
他
に
法
嗣
も
い
な
い
状
況

で
未
だ
宗
統
の
形
成
を
図
る
段
階
に
達
し
て
い
な
い
と
み
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
後
に
朝
陽
洞
に
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。「

朝
陽
洞
碑
額
篆」

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
は「
正
眼
源
流
四
字
文
云
、
月
明
大
師
得
㍼法

於
鐵
牛
∩
傳
㍼大
慧
心
印
∩
兀
㍼坐
朝
陽
洞ｲ

二
十
餘
年
、待
㍼其
偈
㍽而
後

飛
雲
吹
萬
師
翁
獨
得
㍼其
宗
旨
∩
継
㍾往
開
㍾來
今
有
㍼我
師
鐵
壁
㍽矣
。水

部
尚
書
郎
熊
汝
學
、
亜
元
、
沈
奕

爲
㍼大
師
傳
法
子
㍽也
。
水
木
之
思

勒
㍾石
垂
㍾遠
。
と
見
え
て
い
る
。『

宜
賓
縣
志』
巻
五
四
、
外
紀
八
七
。

（

52）

長
い
歳
月
を
か
け
て
修
行
す
る
こ
と
。

（

53）

劍
門
は
四
川
省
劍
閣
県
東
北
六
十
里
の
地
。

（

54）

亀
城
は
、
四
川
成
都
県
城
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
亀
化
城
と

い
う
。

（

55）

月
明
は
一
派
を
統
率
す
る
禅
門
の
宗
師
と
い
う
よ
り
、
一
頭
陀
の

行
者
と
い
う
風
格
を
具
え
て
お
り
、
そ
の
所
住
も
簡
素
な
窟
院
の
如
き

も
の
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

（

56）

月
明
は
朝
陽
洞
内
に
坐
化
し
た
よ
う
で
、
明
末
の
記
に
は
、「

肉
像

現
存」

と
あ
る
。
前
掲
の
碑
は
そ
の
像
の
右
に
在
っ
た
と
さ
れ
、
碑
陰

に
は
崇
禎
十
六
年
立
と
あ
る
と
い
う
。

（

57）

そ
の
理
由
と
し
て
、
一
、
法
統
に
不
確
か
な
点
が
認
め
ら
れ
る
の

に
加
え
、
二
、
両
派
の
開
法
の
寺
院
が
地
を
接
し
て
、
互
い
に
競
い
合

う
環
境
に
在
っ
た
こ
と
、
三
、
聚
雲
下
の
代
数
が
、
破
山
一
派
よ
り
少

な
く
な
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
同
年
代
の
師
僧
に
つ
い
て
も
、
世
数
が

四
世
先
ん
じ
上
位
を
占
め
る
結
果
と
な
る
こ
と
、な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（

58）

塔
銘
は
湖
廣
參
知
政
事
田
華
國
、
行
状
は
法
孫
童
眞
至
善
撰
。
聚

雲
吹
萬
禪
師
語
録
巻
二
〇
所
収
。

（

59）

状
況
か
ら
推
し
て
、
三
世
以
前
の
祖
が
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

『

南
宋
元
明
禪
林
僧
寶
傳』

に
は
、「

代
籍
㍼婆
羅
門
㍽」

と
あ
る
が
、
表

々

現
が
適
切
か
ど
う
か
検
討
の
要
が
あ
る
。

（

60）

峩
山
に
、
大
中
小
の
三
峩
あ
り
。
小
峩
は
嘉
定
府
峩
眉
県
南
三
十

里
に
あ
り
と
い
う
。
曹
學

『

蜀
中
名
勝
記』

巻
十
一

－

十
二
。

（

61）

浩
山
と
の
問
答
応
酬
を
記
す
る
と
、「

生
死
事
大
、
如
何
ん
が
了
得

せ
ん」

浩
山
は
い
う
、「

鷺

雪
に
臥
す」

と
。
師
は
参
ず
る
こ
と
三

日
、
ま
た
問
ふ
、
狐
狸
外
に
躁
が
し
く
、
木

自
ら
安
け
き
時
如
何」

山
は
い
う
。「

切
に
動
著
す
る
こ
と
莫
れ」

と
。
師
は
い
う
。「

向
上
さ

ら
に
事
あ
り
や
否
や」

山
は
答
え
て
い
う
。

「

汝
出
家
す
る
を
俟
ち
て
来

れ
。
汝
が
た
め
に
了
却
せ
ん」

と
。
師
は
こ
の
語
を
会
し
得
ざ
り
し
と

い
う
。

（
62）

『

續
燈
正
統』

は
、
師
が
月
明
に
初
め
て
相
見
し
た
時
の
問
答
を
、

月
明
の
伝
中
に
載
せ
、
さ
ら
に
一
僧
が
来
っ
て
問
話
し
た
こ
と
を
録
し

て
い
る
。
こ
れ
は
月
明
に
つ
い
て
は
伝
え
ら
れ
る
事
が
少
な
か
っ
た
か
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『

續
燈
正
統』

と
聚
雲
法
門

〔Ⅰ〕（

長
谷
部）

ら
で
あ
ろ
う
。

（
63）
別
庵
は
、
そ
れ
を
萬
暦
四
十
一
年
の
こ
と
と
す
る
。
因
み
に
嘉
靖

末
年
に
再
度
沙
汰
が
あ
り
、
開
戒
壇
が
禁
止
さ
れ
て
後
、
古
心
が
五
台

に
初
め
て
皇
壇
を
開
い
て
授
戒
し
た
の
は
萬
暦
四
十
二
年
四
月
で
あ
る

か
ら
、
こ
れ
は
禁
制
が
解
か
れ
る
以
前
の
事
に
属
す
る
。

（

64）

正
宗
の
記
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
派
で
そ
れ
以
前
か

ら
源
流
に
類
し
た
も
の
が
伝
承
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な

い
。
師
は
の
ち
に
華
嚴
經
を
閲
し
、
入
法
界
品
の
、
毘
目
仙
が
善
財
の

手
を
執
り
、
一
須
臾
の
間
に
仏
刹
微
塵
数
世
界
を
歴
遊
し
、
微
塵
の
諸

仏
に
参
見
し
、
法
々
昧
ま
さ
ず
、
事
々
無
碍
法
界
に
至
り
、
初
め
て
圓

悟
が
張
無
盡
に
示
し
た
用
処
を
解
し
、
こ
れ
よ
り
五
宗
の

譌
悉
く
妙

契
し
得
た
と
い
う
。

（

65）

呉
友

修『

忠
州
直
隷
志』

に
は
、
進
士
田
鍾
衡
が
、
衆
に
勧
め

て
開
闢
し
た
と
い
う
。
巻
三

－
二
八
。
鍾
衡
は
後
侍
御
と
な
る
。
吹
萬

語
録
巻
十

－

三
。

（

66）

前
掲
書
、
巻
三

－
二
九
参
照
。

（

67）

吹
萬
禪
師
語
録
巻
一

－

五
、
中
華
藏
二

－

五
八
、
二
三
九
所
収
。

（

68）

寺
は
城
西
二
里
の
地
に
あ
り
。
唐
の
龍
昌
上
寺
で
、
山
頂
と
山
腰
、

山
下
と
に
三
寺
あ
り
と
。『

忠
州
直
隷
志』

巻
三

－

二
七
。

（

69）

萬
県
の
向
近
蟾
の
請
に
応
じ
た
も
の
と
い
う
。

（

70）
『

南
宋
元
明
禪
林
僧
寶
傳』

巻
一
五
。『

續
燈
正
統』

は
百
巻
に
近

し
と
す
。
師
の
主
要
な
著
作
は
、
熊
汝
學
が
俸
を
捐
て
て
梓
に
付
し
、

版
は
忠
州
治
平
禪
院
に
収
め
ら
れ
、
語
録
等
は
向
化
侯
譚
養
元
が
開
版

し
、
嘉
興
藏
に
入
れ
た
。

（

71）

師
が
こ
こ
に
住
し
た
事
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
平
都
は
福
地
と

称
せ
ら
れ
た
所
で
、
塔
は
平
都
山
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
重

慶
府

都
県
東
北
二
里
許
り
。

（

72）

卍
續
藏
二
乙
、
一
〇

－

四
。
影
印
本
一
三
七
冊
。
吹
萬
の
伝
は
そ

の
三
八
二
以
下
。
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