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本
日
は
、
禅
仏
教
の
宣
揚
機
関
と
し
て
、
ま
た
そ
の
研
究
機
関
と

し
て
輝
か
し
い
成
果
を
挙
げ
つ
つ
あ
る
愛
知
学
院
大
学
禅
研
究
所
開

催
の
講
演
会
に
、
登
壇
の
機
会
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
こ
と
を
ま
こ
と

に
光
栄
に
存
じ
て
い
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
只
今
は
、
小
出
忠
孝
学

長
先
生
、
そ
し
て
大
野
栄
人
禅
研
究
所
所
長
先
生
の
、
分
に
過
ぎ
る

ご
挨
拶
・
ご
紹
介
を
賜
り
、
た
い
へ
ん
恐
縮
い
た
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
ま
す
。

　

わ
た
く
し
は
、
多
年
職
を
奉
じ
て
ま
い
り
ま
し
た
当
愛
知
学
院
大

学
を
、
今
年
三
月
に
退
職
い
た
し
ま
し
た
。
赴
任
し
ま
し
た
の
は
昭

和
四
十
四
年
四
月
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
爾
来
今
日
ま
で
、
実
に
三

十
六
年
の
長
期
に
亘
り
、
黒
板
を
背
に
し
て
、
当
禅
研
究
所
、
文
学

部
を
は
じ
め
学
内
各
学
部
・
各
部
局
の
先
達
、
朋
輩
の
教
職
員
の
方

方
の
ご
薫
陶
を
得
な
が
ら
、
幸
い
に
し
て
今
日
を
迎
え
る
こ
と
が
で

き
た
こ
と
を
心
よ
り
欣
び
に
感
じ
て
い
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
当

初
、
教
壇
に
立
っ
た
昭
和
四
十
四
年
の
こ
ろ
は
、
ち
ょ
う
ど
学
園
紛

争
が
全
国
の
大
学
を
席
捲
し
た
時
期
で
し
た
。
学
生
自
治
会
と
大
学

当
局
と
の
間
の
張
り
詰
め
た
緊
張
感
の
漂
う
な
か
、
団
交
、
ス
ト
ラ

イ
キ
な
ど
が
各
大
学
に
蔓
延
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
大
学
も
例
外
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
緊
迫
し
た
状
況
も

次
第
に
終
息
に
向
い
、
学
び
舎
と
し
て
の
本
来
の
大
学
の
姿
が
復
活

し
て
い
っ
た
こ
と
を
鮮
明
に
憶
え
て
お
り
ま
す
。
そ
の
後
、
本
大
学

は
、
相
い
継
ぐ
学
部
増
設
や
日
進
学
舎
移
転
な
ど
の
積
極
果
断
な
努

力
を
重
ね
て
今
日
の
隆
盛
を
見
る
に
至
り
ま
し
た
。
そ
の
間
、
わ
が

国
の
未
曽
有
の
経
済
発
展
や
平
成
改
元
当
初
の
バ
ブ
ル
崩
壊
を
経
験
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し
つ
つ
、
東
海
地
区
有
数
の
充
実
し
た
綜
合
大
学
に
発
展
し
て
今
日

を
迎
え
ま
し
た
。
一
教
員
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
教
育
環
境
の
な
か

で
教
育
・
研
究
に
身
を
投
じ
え
た
こ
と
を
こ
の
上
な
く
仕
合
せ
に

思
っ
て
い
ま
す
。
と
く
に
、
在
職
の
最
後
の
十
年
あ
ま
り
を
、
不
肖

な
が
ら
当
研
究
所
長
な
ど
の
役
職
を
汚
し
ま
し
た
こ
と
は
、
身
に
余

る
光
栄
に
存
じ
な
が
ら
も
、
無
為
徒
然
の
う
ち
に
日
か
ず
を
重
ね
た

懸
念
と
と
も
に
慙
愧
の
思
い
も
半
ば
禁
じ
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。

　

さ
て
、
今
回
、
大
野
所
長
先
生
よ
り
本
年
度
の
禅
研
主
催
の
講
演

会
を
引
受
け
る
こ
と
の
お
勧
め
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
長
ら
く
所
員

の
ひ
と
り
と
し
て
研
究
所
の
活
動
に
参
加
し
て
き
た
ひ
と
り
と
し
て

一
班
の
責
務
も
あ
る
と
考
え
、
こ
の
大
役
を
お
引
き
受
け
い
た
し
ま

し
た
。
こ
の
研
究
所
の
講
演
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
当
然
な
が
ら
禅
仏

教
に
関
連
す
る
内
容
が
望
ま
し
い
わ
け
で
す
が
、
わ
た
く
し
は
必
ず

し
も
そ
の
専
門
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
当
研
究
所
が
禅
仏

教
を
標
榜
す
る
曹
洞
教
団
設
立
の
大
学
で
あ
る
こ
と
、
か
つ
道
元
禅

師
の
禅
風
を
宣
揚
す
る
こ
と
に
研
究
所
の
大
き
な
目
標
を
置
い
て
い

る
こ
と
か
ら
、「
道
元
に
お
け
る
学
道
観
」
と
い
う
題
目
を
掲
げ
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

　

道
元
禅
師
の
思
想
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
主
著
で
あ
る
『
正

法
眼
蔵
』
の
な
か
に
尋
ね
る
の
が
本
筋
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
の
比
類
の
な
い
思
考
の
独
創
性
の
ゆ
え
に
、
ま
た
そ
の
表
現

の
難
解
さ
の
ゆ
え
に
、
わ
た
し
た
ち
の
尋
常
な
思
弁
を
斥
け
容
易
に

寄
せ
つ
け
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
の
情
報
夥
多
の
な
か
で
思
想

的
混
迷
に
喘
ぐ
現
代
人
に
と
っ
て
、
道
元
が
大
き
な
魅
力
と
な
っ
て

い
る
こ
と
も
ま
た
争
え
な
い
事
実
で
あ
り
ま
す
。
書
店
に
並
ぶ
道
元

な
い
し
正
法
眼
蔵
に
関
係
す
る
書
籍
が
い
か
に
多
い
こ
と
か
を
思
い

浮
べ
る
と
容
易
に
頷
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
宗
教
者
は
も
と
よ
り
、

哲
学
者
や
文
化
人
を
は
じ
め
、
多
く
の
知
識
人
を
魅
了
す
る
も
の
が

あ
る
と
い
う
こ
と
も
事
実
で
す
。
そ
こ
で
、
今
回
は
限
ら
れ
た
時
間

で
の
話
に
な
る
こ
と
と
、
只
今
こ
の
会
場
に
、
必
ず
し
も
宗
教
や
仏

教
を
専
攻
し
て
は
い
な
い
学
生
諸
君
が
多
数
聴
講
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
考
慮
し
て
、
道
元
な
い
し
「
眼
蔵
」
へ
の
近
接
の
糸
口
と
し
て
、

道
元
の
学
問
に
対
す
る
姿
勢
に
つ
い
て
管
見
を
述
べ
て
み
よ
う
と
思

い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
に
こ
れ
か
ら
取
り
組
ま
れ
る
学
生
諸
君

に
益
す
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
幸
い
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。



道
元
に
お
け
る
学
道
観
（
中
祖
）

�─　   ─

一
、「
学
問
」
と
「
学
道
」

　

わ
た
し
た
ち
が
、「
学
問
」
と
い
う
こ
と
ば
に
出
合
う
と
き
、
ま

ず
念
頭
に
浮
ん
で
く
る
の
は
、
皆
様
も
よ
く
知
っ
て
お
ら
れ
る
福
沢

諭
吉
の
『
学
問
の
す
す
め
』
で
す
。
こ
の
本
の
初
編
が
出
た
の
は
明

治
四
年
の
こ
と
で
す
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
近
代
日
本
の
幕
開
け
の
こ
ろ

で
す
。
有
名
な
「
天
は
人
の
上
に
人
を
造
ら
ず
人
の
下
に
人
を
造
ら

ず
と
言
え
り
」
と
い
う
格
調
あ
る
文
言
で
こ
の
書
は
は
じ
ま
っ
て
い

ま
す
。
こ
こ
で
福
沢
は
、「
天
は
…
…
」
と
、「
天
」
と
い
う
よ
う
な

超
越
的
な
存
在
を
い
き
な
り
持
ち
出
し
て
、
万
人
は
万
人
み
な
ひ
と

し
く
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
貴
賤
貧
富
の
別
の
な
い
こ
と
を
い
っ

て
、
学
問
を
学
ぶ
意
義
の
重
要
で
あ
る
こ
と
を
説
き
明
か
し
、
事
物

の
道
理
を
よ
く
学
び
弁
え
る
も
の
は
貴
人
・
富
人
と
な
り
、
無
学
の

も
の
は
貧
人
・
下
人
に
と
ど
ま
る
由
縁
を
主
張
し
て
い
ま
す
。
賢
愚

の
別
は
偏
に
学
ぶ
と
学
ば
ざ
る
と
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
い
い
ま
す
。

人
は
本
来
、
平
等
で
あ
る
が
、
世
の
中
に
不
平
等
が
生
じ
て
く
る
の

は
な
ぜ
か
と
問
う
て
、
学
問
の
有
る
無
し
が
そ
の
差
を
生
む
と
説
い

て
い
ま
す
。
あ
る
意
味
で
、
福
沢
は
平
等
を
唱
え
つ
つ
不
平
等
を
是

認
す
る
か
の
よ
う
な
口
吻
も
こ
の
文
言
か
ら
窺
う
こ
と
も
で
き
ま

す
。
ま
た
、
徒
ら
に
実
利
を
追
う
卑
俗
な
功
利
主
義
的
な
主
張
で
は

な
い
か
と
も
疑
え
る
面
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
同
時
に
ア
ン

シ
ャ
ン
レ
ジ
ー
ム
と
い
わ
れ
る
従
来
の
伝
統
を
重
視
す
る
社
会
秩
序

の
な
か
で
是
認
さ
れ
て
き
た
宋
学
や
水
戸
学
、
心
学
な
ど
の
学
問
に

対
し
て
、
全
く
新
た
な
学
問
を
提
唱
し
た
点
に
お
い
て
、
画
期
的
な

意
向
を
こ
の
文
言
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
書
物
の
初

編
で
、
か
れ
の
学
問
観
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
箇
所
を
挙
げ
て

み
ま
す
。

　
　
　

学
問
と
は
、
唯
む
づ
か
し
き
字
を
知
り
、
解
し
難
き
古
文
を

読
み
、
和
歌
を
楽
し
み
、
詩
を
作
る
な
ど
、
世
上
に
実じ
つ

の
な
き

文
学
を
言
ふ
に
非
ず
。
こ
れ
ら
の
文
学
も
自
ず
か
ら
人
の
心
を

悦
ば
し
め
随
分
調
法
な
る
も
の
な
れ
ど
も
、
古
来
世
間
の
儒

者
・
和
学
者
な
ど
の
申
す
よ
う
、
さ
ま
で
あ
が
め
貴
む
べ
き
も

の
に
あ
ら
ず
。
…
…
畢
竟
そ
の
学
問
の
実
に
遠
く
し
て
日
用
の

間
に
合
わ
ぬ
証
拠
な
り
。
さ
れ
ば
、
今
か
か
る
実
な
き
学
問
は

先
ず
次
に
し
、
専
ら
勤
む
べ
き
は
人
間
普
通
日
用
に
近
き
実
学

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
り
。

　

こ
の
よ
う
に
、
福
沢
に
お
い
て
は
、
空
疎
に
し
て
迂
遠
き
わ
ま
る

儒
学
や
心
学
、
有
閑
的
な
遊
び
と
し
て
の
古
来
か
ら
の
歌
学
な
ど
の
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対
極
と
し
て
、
こ
の
〈
実
学
〉
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
い
ま
挙
げ
ま
し
た
儒
学
な
ど
を
中
心
と
す
る
従
来
の
伝
統
的
な

学
問
の
価
値
に
疑
義
を
提
起
し
て
、
そ
れ
を
虚
ろ
な
学
、〈
虚
学
〉

と
称
し
て
斥
け
、
こ
れ
に
処
世
の
規
範
を
置
く
思
惟
形
態
に
仮
借
の

な
い
批
判
を
浴
せ
ま
す
。
そ
し
て
、
事
物
の
道
理
を
学
び
今
日
の
用

に
応
え
う
る
実
学
の
必
要
性
を
強
く
訴
え
て
い
ま
す
。
か
れ
は
、
こ

れ
を
「
フ
ィ
ジ
カ
ル
サ
イ
ヤ
ン
ス
」（physical science

）
と
も

い
っ
て
お
り
ま
す
。
と
く
に
、
さ
き
ほ
ど
の
儒
学
に
対
す
る
福
沢
の

批
判
は
峻
烈
を
極
め
ま
す
。
こ
の
学
問
論
と
同
じ
こ
ろ
に
平
行
し
て

書
か
れ
た
か
れ
の
主
著
『
文
明
論
之
概
略
』
に
眼
を
通
す
と
、
そ
れ

が
よ
く
理
解
で
き
ま
す
。
た
だ
文
字
を
読
む
こ
と
が
学
問
で
あ
る
と

考
え
る
の
は
大
き
な
心
得
違
い
で
あ
っ
て
、
真
の
学
問
で
は
な
い
と

し
て
、〈
論
語
読
み
の
論
語
知
ら
ず
〉
と
か
〈
文
字
の
問
屋
〉
な
ど

の
揶
揄
翻
弄
の
こ
と
ば
を
浴
せ
ま
す
。
こ
の
学
問
論
の
第
十
五
編

で
、「
信
の
世
界
に
偽ぎ

さ詐
多
く
、
疑
の
世
界
に
真
理
多
し
」
と
述
べ

て
、
人
の
言
を
む
や
み
に
信
じ
風
聞
す
る
こ
と
や
、
虚
誕
妄
説
を

軽
々
し
く
信
ず
る
こ
と
を
〈
惑
溺
〉
と
断
じ
て
い
ま
す
。
ひ
と
が
真

理
に
到
達
す
る
て
だ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
古
習
の
惑
溺
〉
を
脱
し

て
窮
理
の
道
を
尋
ね
る
こ
と
に
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
西
洋
で
発

展
を
遂
げ
て
き
た
科
学
文
明
に
範
を
求
め
て
、
そ
の
背
後
に
潜
む
精

神
を
学
ぶ
こ
と
が
涵
養
で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
ま
す
。

　

福
沢
は
、
幕
府
の
親
藩
で
あ
る
豊
前
中
津
の
小
藩
の
下
級
士
族
に

生
ま
れ
て
い
ま
す
。
当
時
の
ご
く
普
通
の
士
族
の
子
弟
と
し
て
、
修

学
の
道
に
就
い
た
の
は
か
な
り
遅
く
、
十
四
・
五
歳
に
な
っ
て
か
ら

で
す
。
藩
儒
の
も
と
で
漢
学
を
学
ん
で
い
ま
す
。
か
れ
の
自
伝
に
よ

り
ま
す
と
、
の
ち
に
批
判
の
矛
先
を
向
け
る
儒
教
の
典
籍
を
は
じ
め

と
し
て
、
漢
書
、
左
伝
な
ど
の
難
解
な
史
伝
類
を
繰
り
返
し
学
ん
だ

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
の
ち
の
儒
教
批
判
の
源
に
な
っ
て
く

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
当
時
の
教
養
人
を
遙
か
に
凌
駕
す

る
素
養
を
身
に
付
け
て
旧
体
制
の
指
導
原
理
で
あ
っ
た
儒
教
の
批
判

を
行
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
ま
た
、
当
時
の
平
均
的
な
士
族
が
常

と
し
て
い
た
扶
持
米
の
補
い
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
内
職
に
も
手

を
染
め
、
金
・
銀
・
銅
・
鉄
の
鉱
物
資
源
の
知
識
や
窮
理
の
学
（
自

然
科
学
）
に
も
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
ま
す
。
や
が
て
長
崎
遊
学
に

よ
り
蘭
学
を
学
び
、
大
阪
で
の
緒
方
塾
（
適
塾
）
に
お
け
る
英
学
、

自
然
科
学
の
開
眼
に
よ
っ
て
西
洋
の
学
問
へ
の
知
見
を
拡
げ
て
い
き

ま
す
。
さ
ら
に
維
新
直
前
の
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
に
は
、
幕
藩

の
下
臣
の
末
席
と
し
て
渡
米
使
節
に
随
行
し
、
そ
の
二
年
後
に
は
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
渡
航
も
果
し
て
見
聞
を
拡
げ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
外
遊
前
か
ら
抱
き
続
け
て
い
た
自
然
科
学
へ

の
関
心
は
、
留
学
中
に
英
国
の
経
済
学
に
、
そ
し
て
経
済
活
動
の
基

盤
で
あ
る
社
会
倫
理
へ
と
視
野
を
拡
げ
て
倫
理
学
に
も
関
心
を
拡
げ

ま
す
。
福
沢
が
当
時
眼
に
し
た
経
済
学
の
書
物
は
、
カ
レ
ッ
ジ
用
の

テ
キ
ス
ト
類
、
と
く
に
ウ
ェ
イ
ラ
ン
ド
（W

ayland

）
や
バ
ッ
ク

ル
（Buckle

）
な
ど
の
啓
蒙
書
の
域
を
越
え
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
経
済
と
い
う
い
わ
ば
人
為
の
営

み
の
な
か
に
、
自
然
科
学
と
共
通
す
る
法
則
性
を
読
み
取
っ
た
点
に

お
い
て
、
福
沢
は
天
性
の
合
理
主
義
者
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
そ

し
て
、
か
れ
の
関
心
は
こ
の
経
済
学
か
ら
倫
理
学
に
移
っ
て
い
き
ま

す
。
さ
き
の
ウ
ェ
イ
ラ
ン
ド
の
『
道
徳
哲
学
綱
要
』（Elem

ents of 
M
oral Science

）
に
よ
っ
て
西
洋
の
倫
理
学
を
知
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
帰
国
後
、
慶
応
義
塾
で
、「
修
身
論
」
の
講
義
を
行
っ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
内
容
は
ウ
ェ
イ
ラ
ン
ド
の
こ
の
書
物
を
活
か
し
た
も

の
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

学
問
論
の
な
か
で
、「
モ
ラ
ル
サ
イ
ヤ
ン
ス
」（m

oral science

）

と
い
う
こ
と
ば
で
市
民
の
義
務
や
人
性
の
自
由
を
説
く
見
解
と
し
て

こ
れ
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
様
に
バ
ッ
ク
ル
の
影
響
も
濃
厚
に

認
め
ら
れ
ま
す
。
バ
ッ
ク
ル
の
書
物
は
、
福
沢
が
大
阪
か
ら
江
戸
に

移
る
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
に
す
で
に
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
英

国
を
は
じ
め
と
す
る
西
洋
諸
国
の
文
明
の
進
歩
と
繁
栄
を
謳
い
あ
げ

た
文
明
論
と
し
て
西
洋
社
会
で
も
世
評
の
高
か
っ
た
も
の
と
い
わ
れ

ま
す
。
科
学
文
明
と
そ
の
背
景
に
潜
む
自
由
と
権
利
の
精
神
（
福
沢

は
権
利
通
義
と
か
権
義
と
い
っ
て
い
ま
す
）
が
か
れ
の
旺
盛
な
知
識

欲
を
駆
り
立
て
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

福
沢
の
学
問
論
が
、
一
方
的
な
〈
古
習
の
惑
溺
〉
と
か
〈
腐
儒
の
妄

誕
〉
と
い
っ
た
激
越
な
古
学
・
儒
学
の
批
判
に
終
始
せ
ず
、
西
洋
文

明
の
背
後
に
あ
る
精
神
を
汲
み
取
っ
て
、
わ
が
国
の
現
実
に
生
か
す

こ
と
を
意
図
し
た
こ
と
に
、
単
な
る
欧
化
主
義
者
と
一
線
を
劃
す
啓

蒙
家
と
し
て
の
面
目
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

さ
て
、
本
日
ご
紹
介
し
よ
う
と
考
え
て
い
ま
す
道
元
の
学
問
観
を

こ
れ
か
ら
取
り
挙
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
最
初
に
す
で
に
触
れ

た
と
こ
ろ
で
す
が
、
道
元
の
場
合
に
は
、
福
沢
流
の
〈
学
問
〉
と
い

う
言
い
方
で
は
な
く
、〈
学
道
〉
と
い
う
こ
と
ば
で
学
問
が
論
じ
ら

れ
て
い
ま
す
。
周
知
の
と
お
り
、
道
元
に
は
『
正
法
眼
蔵
』
と
い
う

全
部
で
七
十
五
巻
、
あ
る
い
は
九
十
五
巻
と
い
う
実
に
厖
大
な
著
作

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
哲
理
の
深
遠
さ
と
思
索
の
独
創
性
に
お
い
て
、
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比
類
の
な
い
思
想
書
と
し
て
日
本
思
想
史
の
ひ
と
つ
の
頂
点
を
な
す

著
作
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
あ
る
意
味
で
、
こ
の
著
作
全
体
が

道
元
の
学
問
論
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
こ

ろ
で
、
道
元
に
は
も
っ
と
小
部
の
端
的
に
学
問
を
論
じ
た
小
論
が
残

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、『
学
道
用
心
集
』
と
い
う
道
元
の
著
作

の
比
較
的
初
期
の
こ
ろ
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
本
日
は
、

こ
の
著
作
を
中
心
に
し
て
、
福
沢
の
学
問
論
と
の
対
比
を
試
み
な
が

ら
道
元
の
学
問
に
対
す
る
姿
勢
を
紹
介
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
、
無
常
と
学
道

　

道
元
の
『
学
道
用
心
集
』
は
、
禅
師
が
四
カ
年
に
亘
る
中
国

（
宋
）
で
の
留
学
か
ら
帰
国
し
て
か
ら
数
年
経
っ
た
こ
ろ
に
書
か
れ

て
い
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
帰
国
直
後
に
著
わ
さ
れ
た
も
の
に
『
普
勧

坐
禅
儀
』
が
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
の
方
は
、
道
元
の
唱
導
す
る
〈
只

管
打
坐
〉
の
禅
風
宣
揚
の
書
と
し
て
書
か
れ
た
坐
禅
の
指
南
書
で

す
。『
学
道
用
心
集
』
の
方
は
、〈
学
道
〉
に
志
す
弟
子
た
ち
へ
の
垂

訓
と
も
い
え
る
十
箇
条
か
ら
な
る
学
道
へ
の
入
門
書
、
心
得
書
と
い

う
性
格
を
も
つ
書
物
で
す
。
し
た
が
っ
て
、〈
学
問
〉
と
〈
学
道
〉

と
い
う
表
現
の
違
い
を
度
外
視
す
れ
ば
、
福
沢
の
著
わ
し
た
『
学
問

の
す
す
め
』
に
対
応
す
る
書
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
十

三
世
紀
に
仏
道
の
学
を
究
め
た
道
元
と
十
九
世
紀
に
近
代
日
本
の
幕

開
け
を
先
導
し
た
福
沢
を
単
純
に
同
列
に
並
べ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
の
生
き
た
時
代
背
景
と
生
き
ざ
ま
に
は

見
事
に
対
応
す
る
点
も
確
か
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

道
元
の
生
き
た
時
代
は
、
頻
発
す
る
天
変
地
災
に
起
因
す
る
社
会

不
安
や
古
代
公
家
社
会
と
新
興
武
士
階
層
と
の
間
の
権
力
の
確
執
に

揺
れ
る
時
代
の
転
換
期
の
真
っ
只
中
の
非
凡
な
時
代
で
あ
っ
た
こ
と

が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
平
治
の
乱
（
一
一
五
九
年
）
に
お
い
て
勝

利
を
手
中
に
収
め
た
平
清
盛
に
は
じ
ま
る
武
家
政
権
が
、
公
家
政
権

と
の
拮
抗
と
源
平
の
争
乱
と
い
う
緊
張
の
な
か
で
、
や
が
て
承
久
の

乱
（
一
二
二
一
年
）
で
の
北
条
氏
の
圧
勝
に
よ
っ
て
確
固
た
る
基
盤

を
築
い
た
時
期
で
あ
り
ま
す
。
他
方
、
福
沢
の
生
き
た
時
代
は
、
ペ

リ
ー
の
来
航
（
一
八
五
三
年
）
に
は
じ
ま
り
日
米
和
親
条
約
の
締
結

の
外
圧
に
揺
れ
る
幕
末
、
維
新
の
激
動
の
時
代
で
あ
っ
た
わ
け
で

す
。
と
も
に
常
な
ら
ざ
る
時
代
の
転
換
期
に
そ
れ
ぞ
れ
生
き
抜
い
た

と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　

法
然
を
は
じ
め
と
す
る
鎌
倉
仏
教
を
築
い
た
祖
師
の
多
く
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
出
自
に
つ
い
て
比
較
的
に
明
確
に
辿
る
こ
と
が
で
き
る
の
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に
対
し
て
、
道
元
の
出
自
に
つ
い
て
は
揺
い
で
い
ま
す
。
公
約
数
的

な
定
説
と
し
て
は
、
父
は
源
通
具
、
あ
る
い
は
そ
の
父
通
親
が
、
そ

し
て
母
が
藤
原
基
房
女
と
す
る
説
が
有
力
で
す
。
宗
門
の
伝
え
る
伝

記
類
や
宗
門
外
の
二
次
資
料
を
含
め
て
、
そ
の
出
自
を
辿
る
資
料
は

必
ず
し
も
少
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
未
だ
確
た
る
定
説
が

な
い
と
い
う
の
が
実
状
の
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
出
自
に
つ
い
て
、

村
上
天
皇
第
九
代
の
苗
裔
と
す
る
記
述
が
『
建
撕
記
』
を
は
じ
め
と

す
る
伝
記
類
に
一
致
し
て
見
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、
道
元
を

取
り
巻
く
血
縁
の
サ
ー
ク
ル
を
、
公
家
社
会
の
、
そ
れ
も
最
上
位
の

門
閥
に
辿
る
こ
と
は
あ
な
が
ち
不
当
な
こ
と
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
と
に
か
く
、
四
歳
に
し
て
李り

嶠き
ょ
う

の
「
百
詠
」
を
読
み
、
七

歳
で
「
左
伝
」・「
毛
詩
」
を
、
そ
し
て
九
歳
に
し
て
「
倶
舎
論
」
を

読
ん
だ
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
限
ら
れ

た
一
部
の
門
閥
の
子
弟
で
な
け
れ
ば
手
に
し
え
な
い
も
の
で
す
。
読

む
と
は
い
っ
て
も
恐
ら
く
素
読
、
暗
誦
の
範
囲
を
越
え
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
道
元
の
教
育
環
境
が
高
位
の
公
家
の

サ
ー
ク
ル
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
ま
す
。

　

八
歳
の
時
、
母
の
死
に
遇
い
世
間
の
無
常
を
感
じ
、
十
三
歳
で
出

家
を
志
し
、
十
四
歳
で
比
叡
山
に
登
り
剃
髪
し
て
正
式
の
僧
に
な
っ

て
い
ま
す
。
比
叡
に
住
す
る
六
年
の
間
に
一
切
経
を
看
閲
す
る
こ
と

二
回
で
あ
っ
た
こ
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
仏
教
の
典
籍
を

じ
っ
く
り
学
ん
だ
こ
と
と
思
い
ま
す
。
伝
記
で
は
、
先
ほ
ど
の
「
読

む
」
で
は
な
く
「
看
閲
」、「
披
閲
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
う
か
が
え
ま
す
。

　

当
時
の
比
叡
山
で
は
、
多
く
の
学
僧
た
ち
が
天
台
や
倶
舎
の
教
学

の
学
問
を
競
い
合
っ
て
い
ま
し
た
。
真
剣
に
学
道
を
究
め
る
も
の
も

当
然
い
た
は
ず
で
す
が
、
他
方
で
は
僧
と
し
て
の
名
聞
利
達
を
求
め

る
こ
と
に
汲
汲
と
す
る
僧
た
ち
や
蒼
然
と
し
た
教
理
の
蓄
積
に
慢
心

す
る
だ
け
の
学
僧
た
ち
も
い
た
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の

な
か
で
道
元
は
大
い
な
る
疑
問
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

伝
記
の
ひ
と
つ
（『
建け
ん

撕ぜ
い

記き

』）
に
こ
の
大
い
な
る
疑
団
を
つ
ぎ
の

よ
う
に
伝
え
て
い
ま
す
。

　
　
　

宗
家
の
大
事
、
法
門
の
大
綱
、
本
来
本
法
相

0

0

0

0

0

、
天
然
自
性

0

0

0

0

身0

、
此
の
理
を
顕
密
の
両
宗
に
て
も
落
居
せ
ず
、
大
い
に
疑
滞

あ
り
。
…
…
如
来
自
ら
法
身
法
性
な
ら
ば
、
諸
仏
甚な

に麼
と
為し

て

か
更
に
発
心
し
て
三
菩
提
の
道
を
修
行
す
る
や
。

　

わ
れ
わ
れ
が
本
来
す
で
に
仏
性
を
具
え
て
お
り
、
本
来
は
清
浄
で

あ
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
三
世
の
諸
仏
は
さ
ら
に
発
心
し
て
悟
り
を
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求
め
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
で
す
。
顕
密
二
教
と
い
う
の

は
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
顕
か
に
示
さ
れ
た
教
え
と
秘
密
裡
に
示
さ
れ

た
教
え
の
こ
と
で
す
。
こ
の
区
別
は
空
海
に
は
じ
ま
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
衆
生
教
化
の
た
め
に
如
来
が
衆
生
の
能
力
に
応
じ
て
、
こ

と
ば
に
よ
っ
て
説
き
明
か
し
た
教
え
と
、
人
間
の
現
実
存
在
が
絶
対

の
存
在
で
あ
る
如
来
と
本
質
に
お
い
て
異
ら
な
い
こ
と
を
自
覚
す
る

教
え
を
意
味
し
ま
す
。
要
す
る
に
、
顕
密
二
教
と
も
に
衆
生
が
本
来

仏
性
を
具
え
て
い
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
仏
道
修
行

の
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
す
。
こ
の
テ
ー
マ

は
、
そ
の
当
時
だ
け
で
な
く
、
い
ま
に
至
る
ま
で
仏
教
の
教
学
上
の

大
き
な
課
題
と
し
て
依
然
と
し
て
続
い
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
人
間

が
生
ま
れ
な
が
ら
仏
性
を
具
有
す
る
と
い
う
教
学
上
の
命
題
と
、
修

行
を
積
む
と
い
う
実
践
上
の
課
題
が
い
か
に
会え

通づ
う

（
矛
盾
な
く
一
致

す
る
こ
と
）
し
う
る
か
と
い
う
宗
教
の
本
質
に
か
か
わ
る
疑
問
に
道

元
は
逢
着
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
道
元
は
こ
こ
で
大
い
な
る
疑
団

を
抱
え
込
ん
だ
わ
け
で
す
。
叡
山
の
碩
学
た
ち
は
こ
の
疑
問
に
納
得

で
き
る
解
答
を
与
え
て
く
れ
ま
せ
ん
。
徒
ら
に
煩
雑
な
教
学
の
体
系

を
提
示
す
る
ば
か
り
で
す
。
そ
こ
で
、
道
元
は
叡
山
を
下
り
、
洛
中

の
建
仁
寺
に
身
を
投
じ
て
明
全
の
も
と
で
栄
西
の
伝
え
る
臨
済
の
禅

風
を
学
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

さ
て
、『
学
道
用
心
集
』
で
は
、
そ
の
冒
頭
、
第
一
条
に
「
菩
提

心
を
発
す
べ
き
こ
と
」
と
い
う
箇
条
が
ま
ず
掲
げ
ら
れ
ま
す
。
つ
づ

い
て
次
の
コ
メ
ン
ト
が
付
け
ら
れ
ま
す

　
　
　

右
、
菩
提
心
と
は
、
多
名
一
心
な
り
。
龍
樹
祖
師
の
曰
く
、

唯
だ
世
間
の
生
滅
無
常
を
観
ず
る
の
心

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
亦
た
菩
提
心
と
名
づ

く
と
。
然
れ
ば
乃
ち
暫
く
此
の
心
に
依
る
を
、
菩
提
心
と
為
す

べ
き
か

　

こ
の
コ
メ
ン
ト
の
な
か
で
、
学
道
に
志
す
も
の
は
、
ま
っ
さ
き
に

「
菩
提
心
」
を
お
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
く
述
べ
て
い

ま
す
。「
菩
提
」
と
は
、
古
代
イ
ン
ド
の
こ
と
ば
の
“
ボ
ー
デ
ィ
”

を
音
写
し
た
、
い
わ
ゆ
る
音
写
語
で
す
。
一
般
的
に
、「
道
」
と

か
、「
知
」・「
悟
」・「
覚
」
な
ど
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

こ
こ
で
早
速
、
私
た
ち
は
躓
い
て
し
ま
い
ま
す
。
い
っ
た
い
何
の
道

な
の
か
、
何
を
知
り
、
何
を
悟
る
の
か
一
向
に
見
え
て
き
ま
せ
ん
。

一
応
の
こ
と
ば
の
意
味
合
い
と
し
て
は
、
真
理
に
目
覚
め
る
こ
と
、

欲
望
に
打
ち
克
っ
て
事
物
の
真
相
を
あ
り
の
ま
ま
に
知
る
こ
と
な
ど

と
し
て
理
解
で
き
ま
す
。『
大
日
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
「
如
実
知

自
心
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
が
菩
提
心
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
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う
。
要
す
る
に
、
我
欲
を
去
っ
て
こ
の
世
に
お
け
る
真
実
の
あ
り
方

を
見
出
す
こ
と
が
菩
提
心
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
つ
づ

い
て
、「
右
、
菩
提
心
と
は
多
名
一
心
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
ま
す
。

菩
提
心
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
名
称
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
根
本
に
な
る
の

は
「
一
心
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
唯
だ
世
間
の
生
滅
無
常
を
観
ず

る
の
心
」
の
こ
と
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
根

拠
と
し
て
龍
樹
菩
薩
の
説
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
龍
樹
菩
薩
と
い

う
方
は
、
二
世
紀
の
こ
ろ
南
イ
ン
ド
に
生
き
た
大
乗
仏
教
最
大
の
著

名
な
論
師
（
学
匠
）
で
す
。『
大
智
度
論
』
百
巻
と
い
う
厖
大
な
般

若
経
の
注
釈
書
や
『
中
論
』
と
い
う
空
思
想
の
論
書
を
著
わ
し
て
大

乗
仏
教
の
教
学
体
系
を
築
い
た
学
僧
と
し
て
知
ら
れ
た
方
で
す
。
道

元
は
、「
用
心
集
」
に
お
い
て
、
こ
の
『
大
智
度
論
』
の
所
説
に
依

拠
し
て
菩
提
心
を
規
定
し
た
わ
け
で
す
。

　

釈
尊
の
滅
後
、
仏
教
の
教
団
が
遊
行
の
仏
教
か
ら
僧
院
の
仏
教
へ

と
移
行
し
て
い
く
課
程
で
、
次
第
に
教
学
の
体
系
が
整
備
さ
れ
て
ま

い
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
阿
毘
達
磨
仏
教
と
称
さ
れ
る
教
学
が
築
か
れ

て
い
き
ま
す
。
龍
樹
の
生
き
た
時
期
に
は
、
修
行
道
と
し
て
の
菩
提

心
が
「
三
十
七
菩
提
分
」
と
し
て
細
分
化
さ
れ
て
実
践
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
そ
の
体
系
の
な
か
の
「
四
念
處
」（
四
つ
の
観
想
法
）
の
ひ

と
つ
で
あ
る
心
念
處
と
い
う
観
想
に
お
い
て
、
心
に
無
常
を
観
察
す

る
こ
と
が
勧
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
道
元
は
、
龍
樹
の
所
説
を
採
用
し

て
、
世
間
の
無
常
を
深
く
観
察
す
る
こ
と
が
菩
提
心
の
核
心
で
あ
る

こ
と
を
提
唱
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
〈
生
滅
無
常
を
観
ず

る
〉
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
私
た
ち
を
取
り
囲
む
現
象
世
界
や
人

事
に
か
か
わ
る
事
柄
が
、
単
に
客
観
的
事
実
と
し
て
有
為
転
変
を
免

か
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
〈
無
常
〉

の
認
識
は
、
そ
の
当
時
の
転
換
期
に
生
き
る
す
べ
て
の
人
び
と
の
共

通
認
識
で
あ
っ
た
は
ず
で
す
。
九
世
紀
初
頭
、
空
海
、
最
澄
に
よ
っ

て
確
立
さ
れ
た
天
台
の
教
学
や
真
言
の
密
教
は
、
わ
が
国
の
宗
教
的

土
壌
を
大
い
に
豊
か
に
し
、
日
本
の
精
神
文
化
の
向
上
に
多
大
の
貢

献
を
い
た
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
や
が
て
、
相
い
継
ぐ
政
変
や
天
変

地
災
が
民
意
の
喪
失
を
招
き
、
い
わ
ゆ
る
末
法
到
来
の
意
識
が
時
代

思
潮
と
し
て
蔓
延
し
て
き
ま
す
。
わ
が
国
で
は
永
承
七
年
（
一
〇
五

二
）
が
末
法
の
初
年
と
擬
さ
れ
て
、
仏
法
の
道
理
が
衰
退
し
て
五
濁

悪
世
の
到
来
を
迎
え
る
と
す
る
終
末
観
が
強
く
意
識
さ
れ
て
き
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
末
法
到
来
の
意
識
の
な
か
で
無
常
の
思
い
が
募
っ

て
き
ま
す
。
恵
心
僧
都
の
『
往
生
要
集
』
や
慈
円
の
『
愚
管
抄
』
に

説
か
れ
る
危
機
意
識
は
無
常
の
観
念
を
い
や
が
上
に
も
駆
り
立
て
て
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い
き
ま
す
。
無
常
は
、『
方
丈
記
』
を
は
じ
め
と
す
る
同
時
代
の
随

筆
や
戦
記
文
学
の
共
時
的
な
宿
命
観
と
し
て
受
け
取
ら
れ
、
当
時
の

人
び
と
を
絶
望
の
淵
に
追
い
遣
っ
て
、
現
世
の
生
に
望
み
を
失
な

い
、
来
世
に
浄
土
を
冀
う
浄
土
教
信
仰
へ
の
道
を
開
い
て
い
き
ま

す
。
他
方
、
こ
の
時
代
意
識
の
な
か
で
、
末
法
意
識
や
無
常
観
を
強

く
意
識
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
対
決
し
超
克
す
る
か
た
ち
で
新
ら
し
い

信
仰
の
道
を
切
り
開
い
て
い
っ
た
人
び
と
が
あ
り
ま
す
。
法
然
を
は

じ
め
と
す
る
鎌
倉
仏
教
の
祖
師
た
ち
で
す
。
こ
の
両
者
は
、
と
も
に

末
法
の
意
識
や
無
常
観
を
機
縁
と
し
な
が
ら
も
全
く
異
な
る
道
を
歩

ん
だ
と
い
え
ま
す
。
前
者
は
、
末
法
、
悪
世
の
時
代
認
識
に
立
っ
て

〈
行
〉
と
い
う
実
践
的
課
題
を
放
棄
し
て
無
常
観
と
い
う
呪
縛
に
身

を
托
す
こ
と
に
安
住
す
る
意
向
が
窺
え
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者

は
、
末
法
と
い
う
現
実
を
直
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
求
道
に
徹
し

て
い
こ
う
と
す
る
強
靱
な
意
志
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
欣
求
浄

土
を
強
く
意
識
し
た
源
信
の
「
夫
れ
往
生
極
楽
の
教
行
は
、
濁
世
末

代
の
目
足
な
り
。
道
俗
貴
賤
、
誰
か
帰
せ
ざ
る
も
の
あ
ら
ん
や
」

（『
往
生
要
集
』）
の
な
か
に
、
当
時
の
時
代
意
識
を
み
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
道
元
の
「
教
家
に
名
相
を
こ
と
と
せ
る

に
、
大
乗
実
教
に
は
、
正
・
像
・
末
を
わ
く
こ
と
な
し
、
修
す
れ
ば

み
な
得
道
す
」（「
弁
道
話
」）
を
較
べ
て
み
る
と
両
者
の
違
い
が
明

ら
か
で
す
。
道
元
に
あ
っ
て
は
、〈
無
常
〉
は
五
濁
悪
世
に
お
け
る

避
け
難
い
運
命
的
命
題
で
は
な
く
し
て
、
身
を
も
っ
て
克
服
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
現
実
と
し
て
受
け
留
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。〈
知ち

げ解
の
無
常
〉
は
傍
観
者
の
域
を
越
え
る
こ
と
が
で
き

ず
、
道
元
の
い
う
学
道
の
周
辺
を
巡
る
外
堀
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、

〈
感
傷
の
無
常
〉
は
空
し
く
自
ら
の
慰
藉
に
終
始
す
る
に
と
ど
ま
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
道
元
に
あ
っ
て
は
、〈
学
道
〉
と
は
求
道
の
志

の
実
現
を
目
指
し
て
止
む
こ
と
な
い
勇
猛
心
に
外
な
ら
な
い
と
い
え

ま
す
。
そ
の
動
機
は
、
わ
が
身
の
無
常
を
直
視
す
る
こ
と
に
は
じ
ま

り
ま
す
。
同
様
の
趣
旨
は
、
道
元
の
言
行
を
し
る
す
『
正
法
眼
蔵
隨

問
記
』
の
な
か
に
も
数
多
で
て
ま
い
り
ま
す
。「
無
常
迅
速
を
観
ず

る
こ
れ
第
一
の
用
心
な
り
」
や
「
こ
の
志
を
発
さ
ば
、
た
だ
世
間
の

無
常
を
思
う
べ
し
」
な
ど
や
、「
無
常
を
観
ず
る
時
、
吾
我
の
心
生

ぜ
ず
、
名
利
の
念
起
ら
ず
、
時
光
の
太
だ
速
か
な
る
を
恐
怖
す
」

（『
学
道
用
心
集
』）
の
こ
と
ば
を
み
る
と
き
、
求
道
の
志
、
決
意
を

喚
起
す
る
こ
と
に
学
問
の
第
一
歩
を
置
い
て
い
る
こ
と
の
証
し
を
そ

こ
に
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
点
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
は
、
道
元
の
叡
山
を
下
っ
た
の
ち
の
軌
跡
を
辿
る
こ
と
が
必
要
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と
な
り
ま
す
。

三
、
学
道
の
用
心

　

叡
山
に
お
い
て
大
い
な
る
疑
団
を
抱
い
た
道
元
は
、
山
を
下
っ
て

洛
中
建
仁
寺
に
赴
き
、
栄
西
に
見
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
栄
西
は

二
度
の
中
国
（
宋
）
留
学
を
果
し
た
仏
教
界
随
一
の
知
識
人
と
し

て
、
都
の
仏
教
界
の
重
鎭
の
座
に
君
臨
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
も
と

で
道
元
は
、
栄
西
の
伝
え
る
中
国
の
臨
済
の
禅
風
に
触
れ
る
わ
け
で

す
。
こ
れ
が
正
式
の
師
弟
の
相
見
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う

か
は
は
っ
き
り
は
い
た
し
ま
せ
ん
。
た
だ
栄
西
の
講
筵
の
場
に
列
し

た
と
い
う
に
留
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
時

期
、
道
元
は
比
叡
の
山
と
京
洛
の
都
を
往
来
し
つ
つ
、
諸
山
の
善
知

識
歴
遊
に
時
を
過
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
い
わ
ば
道
元
の

修
学
期
が
こ
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

　

こ
う
し
て
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
す
な
か
で
、
建
保
五
年
の
秋
、
道

元
十
八
歳
の
と
き
、
栄
西
の
跡
を
継
い
だ
そ
の
高
足
、
明
全
の
も
と

で
師
弟
の
礼
を
と
り
、
そ
の
死
ま
で
九
年
間
、
行
動
を
と
も
に
し
て

参
学
い
た
し
ま
す
。
そ
の
と
き
、
仏
教
の
深
奥
を
窮
め
る
に
は
入
宋

す
る
外
な
い
と
確
信
す
る
道
元
に
好
機
が
訪
れ
ま
す
。
か
れ
と
同
じ

思
い
を
抱
く
師
明
全
の
入
宋
の
計
画
が
実
現
し
ま
す
。
こ
う
し
て
積

年
の
願
い
で
あ
っ
た
入
宋
の
機
会
が
恵
ま
れ
ま
す
。
師
と
と
も
に
、

同
行
四
人
で
瀬
戸
内
を
下
り
、
博
多
を
発
っ
て
宋
へ
旅
立
ち
ま
す
。

宋
国
慶
元
府
の
港
、
寧
波
に
着
い
た
の
は
嘉
定
十
六
年
（
一
二
二

三
）
の
春
の
こ
ろ
で
し
た
。
道
元
は
二
十
四
歳
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
師
の
明
全
は
、
直
ち
に
所
期
の
修
行
地
、
天
童
山
に
向
い
ま
す

が
、
道
元
は
暫
く
停
泊
の
船
に
留
ま
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
時

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
道
元
の
『
典
座
教
訓
』
と
い
う
書
物
に
で
て
き
ま

す
。
中
国
僧
と
の
最
初
の
出
会
い
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

明
全
の
方
は
、
二
度
も
入
宋
経
験
を
も
つ
師
栄
西
の
高
弟
で
あ
り
、

天
童
山
で
も
恐
ら
く
そ
の
名
も
知
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、

道
元
は
無
名
の
倭
国
の
僧
に
過
ぎ
ず
、
下
船
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
の

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
と
に
か
く
、
こ
の
船
中
で
貴
重
な
体
験
を
い
た

し
ま
す
。

　

倭わ

椹じ
ん

（
日
本
産
の
き
の
こ
）
を
購
い
に
来
た
近
郊
の
阿
育
王
山
で

典て
ん
ぞ座
役
を
勤
め
る
一
老
僧
と
の
問
答
で
す
。
典
座
と
い
う
の
は
、
禅

院
で
修
行
僧
の
食
事
を
司
る
役
職
で
す
。
翌
日
の
重
要
な
法
要
で
修

行
の
僧
に
馳
走
す
る
た
め
に
、
日
本
の
椹
を
手
に
入
れ
よ
う
と
道
元

の
寄
留
し
て
い
る
船
を
訪
れ
た
わ
け
で
す
。
道
元
に
と
っ
て
こ
れ
が
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最
初
の
中
国
僧
と
の
出
会
い
に
な
り
ま
す
。
求
道
の
志
に
燃
え
る
道

元
は
そ
の
中
国
僧
か
ら
生
の
仏
法
を
学
ぼ
う
と
思
い
、
倭
椹
を
手
に

入
れ
た
か
の
僧
を
引
き
留
め
よ
う
と
話
し
か
け
ま
す
。
し
か
し
そ
の

僧
は
、
自
分
が
こ
こ
か
ら
三
十
四
、
五
里
（
約
二
〇
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
）
離
れ
た
阿
育
王
山
の
典
座
で
、
こ
れ
か
ら
す
ぐ
帰
っ
て
料
理
の

準
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
告
げ
ま
す
。
道
元
は
僧
に
語

り
か
け
ま
す
。
年
老
い
た
身
で
何
も
ご
自
分
で
そ
の
よ
う
な
こ
と
を

な
さ
ら
な
く
て
も
誰
か
替
り
の
方
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
今
日
は
私
と

仏
道
に
つ
い
て
じ
っ
く
り
と
話
し
合
お
う
で
は
な
い
で
す
か
、
と
促

し
ま
す
。
す
る
と
そ
の
僧
は
大
笑
し
て
、「
外
国
の
好
人
、
未
だ
弁

道
を
了
得
せ
ず
、
未
だ
文
字
を
知
得
せ
ざ
る
」
と
放
ち
ま
す
。
こ
の

こ
と
ば
に
道
元
は
、
一
瞬
、
虚
を
衝
か
れ
て
、
意
味
の
容
易
な
ら
ざ

る
こ
と
を
察
知
し
、
言
下
に
問
を
発
し
ま
す
。「
如
何
に
あ
ら
ん
か

是
れ
文
字
、
如
何
に
あ
ら
ん
か
是
れ
弁
道
。」
す
る
と
典
座
は
、
そ

の
問
い
に
答
え
ず
、「
若
し
問
処
を
蹉し
ゃ

過か

せ
ず
ん
ば
、
豈
に
其
の
人

に
非
ざ
ら
ん
や
」（
若
し
あ
な
た
が
、
い
ま
質
問
し
た
と
こ
ろ
を
見

過
す
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
あ
な
た
が
文
字
を
知
り

弁
道
を
わ
き
ま
え
る
人
に
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
）、

と
告
げ
終
る
と
す
ぐ
さ
ま
、「
日
も
晏く

れ
了
れ
り
、
忙い
そ

ぎ
去
ら
ん
」

と
い
っ
て
、
さ
な
が
ら
時
を
惜
し
む
よ
う
に
し
て
船
を
下
り
ま
す
。

　

後
日
こ
の
典
座
と
の
出
会
い
を
述
懐
し
て
道
元
は
、
自
分
の
今
日

あ
る
は
こ
の
典
座
の
お
陰
で
あ
る
と
語
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
対
話
に

は
後
日
譚
が
あ
り
、
再
会
の
機
が
間
も
な
く
や
っ
て
き
ま
す
が
、
の

ち
ほ
ど
紹
介
し
ま
す
。
道
元
は
、
こ
の
時
、
大
き
な
カ
ル
チ
ャ
ー

シ
ョ
ッ
ク
を
蒙
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
叡
山
で
道
元
は
大
き
な
疑

団
に
逢
い
、
学
道
と
は
何
か
と
い
う
課
題
に
突
き
当
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
解
決
す
べ
く
、
遙
か
宋
国
に
波
濤
を
越
え
て
や
っ
て
き
た
の

で
す
。
し
か
し
、
道
元
の
脳
裡
に
は
「
文
字
」（
学
道
）
と
「
弁

道
」（
修
行
）
と
の
間
に
ひ
と
つ
の
区
別
を
置
い
て
い
た
と
い
え
ま

す
。
つ
ま
り
、
究
極
の
目
的
で
あ
る
証
悟
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
と
し

て
、
学
問
な
り
修
行
な
り
を
捉
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
典
座

の
職
を
完
う
す
る
こ
と
が
証
悟
と
か
か
わ
り
な
い
こ
と
と
し
て
理
解

し
て
い
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
老
典
座
は
違
っ
て
い
ま
し

た
。
い
ま
の
自
分
の
役
目
（
典
座
職
）
を
完
う
す
る
こ
と
を
措
い
て

仏
道
が
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
自
覚
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

後
日
、
こ
の
典
座
が
天
童
山
に
道
元
を
訪
ね
ま
す
。
恐
ら
く
こ
の

典
座
は
道
元
の
非
凡
さ
を
見
抜
い
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
問

答
を
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。
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山
僧
（
道
元
）
他
（
典
座
）
に
問
う
。「
如
何
な
る
か
、
是

れ
文
字
。」
座
云
う
。「
一
二
三
四
五
。」
ま
た
問
う
。「
如
何
な

る
か
、
是
れ
弁
道
。」
と
。
座
云
う
。「
遍
界
曽
て
蔵
さ
ず
」

と
。

　

ま
た
も
や
不
可
解
な
問
答
に
な
り
ま
し
た
。〈
文
字
と
は
何
か
〉

の
問
い
に
、〈
一
二
三
四
五
〉
と
答
え
、〈
弁
道
と
は
何
か
〉
の
問
い

に
、〈
遍
界
曽
て
蔵
さ
ず
〉
と
い
う
の
で
す
か
ら
取
り
着
く
て
だ
て

が
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
見
解
を
こ
こ
で
述
べ
て
み
ま
す
。
道
元
は
、

文
字
（
学
道
）
の
本
質
を
大
上
段
に
問
い
か
け
て
い
ま
す
。
し
か
し

典
座
は
、
五
つ
の
数
字
を
一
か
ら
五
へ
と
並
べ
立
て
ま
す
。
一
・
二

…
…
は
、
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
な
数
字
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
は
一
と

し
て
の
、
そ
し
て
二
は
二
と
し
て
の
完
結
し
た
独
自
の
意
味
を
も
っ

て
い
る
こ
と
を
、
こ
の
答
え
が
示
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
だ

か
ら
、
こ
の
数
字
は
五
に
尽
き
る
の
で
は
な
く
、
一
〇
で
も
一
〇
〇

で
も
よ
い
と
い
え
ま
す
。
ま
た
、
文
字
を
介
し
て
学
道
の
真
相
に
迫

る
て
だ
て
は
無
限
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で

し
ょ
う
。
す
る
と
、
第
二
の
問
答
と
重
な
っ
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。〈
弁
道
〉
を
〈
遍
界
曽
て
蔵
さ
ず
〉
と
言
い
放
っ
て
い
ま
す

が
、
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
あ
り
方
は
、
そ
の
ま
ま
で
そ
っ
く
り
真
実

を
包
み
蔵
さ
ず
露
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
弁
道
と
い
う
の
は

何
も
僧
院
に
お
け
る
修
行
や
儀
礼
な
ど
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な

い
、
日
々
の
行
住
坐
臥
す
べ
て
の
行
為
が
弁
道
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
典
座
の
仕
事
が
仏
道
修
行
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
考
え
る
の

は
迷
い
で
あ
り
、
日
常
の
行
為
が
す
べ
て
弁
道
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ

と
を
こ
の
対
話
は
教
え
て
い
ま
す
。
の
ち
に
道
元
が
、「
修
証
一

等
」、「
只
管
打
坐
」
を
禅
風
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

そ
の
原
点
は
す
で
に
こ
の
老
典
座
と
の
問
答
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
ま
す
。

　

入
宋
四
年
の
留
学
は
、
道
元
に
と
っ
て
決
し
て
平
坦
か
つ
快
適
な

も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
寧
波
の
港
で
下
船
し
た
後
、

い
っ
た
ん
は
天
童
山
に
掛か

錫し
ゃ
く

（
一
時
的
な
寄
留
）
い
た
し
ま
す

が
、
前
半
の
二
年
余
り
は
諸
山
歴
遊
に
年
月
を
費
し
て
い
ま
す
。
自

分
の
納
得
し
う
る
師
に
逢
う
機
に
恵
ま
れ
ず
、
悶
々
と
遍
歴
の
旅
に

日
を
送
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ひ
と
つ
の
転
期
が
訪
れ
ま
す
。
天

童
山
に
如
浄
と
い
う
明
眼
の
善
知
識
が
、
前
住
（
前
任
の
住
職
）
の

遷
化
に
伴
い
晋
山
し
た
噂
を
耳
に
し
て
再
度
天
童
山
に
登
り
ま
す
。

こ
う
し
て
、
運
命
的
な
如
浄
禅
師
と
道
元
と
の
師し

し資
相し
ょ
う
け
ん見
が
実
現

い
た
し
ま
す
。
帰
朝
の
の
ち
、
道
元
は
『
正
法
眼
蔵
』
の
な
か
に
、
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そ
の
対
面
の
模
様
を
感
慨
を
込
め
て
語
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　

道
元
は
じ
め
て
先
師
古
仏
（
如
浄
）
を
妙
高
台
に
焼
香
礼
拝

す
。
先
師
古
仏
は
じ
め
て
道
元
を
み
る
。
そ
の
と
き
、
道
元
に

指
授
面
授
す
る
に
い
は
く
、「
仏
々
祖
々
、
面
授
の
法
門
現
成

せ
り
。
こ
れ
す
な
は
ち
霊
山
の
拈ね
ん

華げ

な
り
、
崇す
う

山
の
得
髄
な

り
。
…
…
こ
れ
は
仏
祖
の
眼
蔵
面
授
な
り
」
と
。

　

教
主
釈
尊
か
ら
二
祖
摩
訶
迦
葉
へ
の
拈
華
微
笑
の
伝
法
、
そ
し
て

達
磨
か
ら
慧
可
へ
の
断
臂
得
髄
の
伝
法
と
寸
分
も
違
い
の
な
い
伝
法

を
、
如
浄
の
も
と
で
得
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
叡
山
で
抱
い
た
「
本

来
本
法
性
・
天
然
自
性
身
」
の
大
疑
団
以
来
、
多
年
に
亘
っ
て
模
索

し
て
き
た
学
道
へ
の
確
信
を
こ
こ
で
漸
く
手
に
入
れ
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。
如
浄
の
も
と
で
の
そ
の
後
の
厳
し
い
精
進
の
末
、
道
元
は
自

ら
の
境
位
の
核
心
で
あ
る
〈
身
心
脱
落
〉
を
見
出
し
、
師
も
ま
た
こ

れ
に
印
可
証
明
を
与
え
ま
す
。
道
元
の
前
半
生
の
軌
跡
に
お
い
て
、

師
如
浄
と
の
出
会
い
が
決
定
的
な
機
縁
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
極
め

て
重
要
で
す
。
そ
れ
は
、〈
師
と
の
邂
逅
〉
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
『
学
道
用
心
集
』
で
は
、
そ
の
第
一
の
箇
条
の
〈
観
無
常
〉
と
並

ん
で
、
第
五
の
箇
条
に
、〈
参
禅
学
道
は
正
師
を
求
む
べ
き
事
〉
と

い
う
重
要
な
こ
と
が
ら
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
道
元
の
学
道

観
の
核
心
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
本
日
は
お
話
を
す

る
余
裕
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
つ
ぎ
の
こ
と
だ
け
は
申
し
上
げ

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
こ
の
世
界
の

ど
こ
か
に
、
正
師
と
い
う
（
こ
の
意
味
を
ど
う
受
け
取
る
か
と
い
う

こ
と
が
問
題
で
す
が
）、
い
わ
ゆ
る
高
徳
な
あ
る
い
は
博
識
の
師
が

い
て
、
他
方
こ
ち
ら
に
何
ら
の
志
を
抱
く
こ
と
な
い
私
が
い
て
、
師

た
る
べ
き
ひ
と
に
偶
然
に
出
会
う
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
つ
ね
に
向
上
（
仏
教
で
は
仏
向
上
と
称
し
ま
す
）
を
志
し
て
止

む
こ
と
の
な
い
学
道
の
師
が
あ
り
、
そ
し
て
〈
い
ま
、
こ
こ
に
〉
同

様
に
向
上
し
て
止
ま
な
い
志
を
も
つ
学
道
の
士
が
あ
る
と
き
、
は
じ

め
て
師
資
相
承
の
運
命
的
な
邂
逅
が
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う

で
な
い
出
会
い
は
す
べ
て
偶
然
の
出
会
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
道
元
は
こ
れ
を
、〈
而に

今こ
ん

〉
と
か
〈
時
節
因
縁
〉
と
い
う
こ
と

ば
で
表
わ
し
て
い
ま
す
。
自
己
の
全
生
命
を
投
げ
入
れ
る
と
き
、
時

節
因
縁
の
成
就
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
平
板
な
時
の
流

れ
に
処
し
て
偶
然
的
な
出
会
い
が
到
来
す
る
の
で
は
な
く
、
全
生
命

を
賭
し
て
、
今
日
た
だ
今
を
生
き
切
る
と
こ
ろ
に
学
道
と
い
う
宝
蔵

の
扉
が
開
け
て
く
る
と
い
え
ま
す
。
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四
、
学
道
不
尽

　

二
十
一
世
紀
の
情
報
化
社
会
の
一
員
と
し
て
生
き
る
宿
命
を
背

負
っ
て
歩
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
代
人
は
、
も
ち
ろ
ん
実
利
を
追

う
知
識
と
無
縁
で
あ
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
現
代
を
生
き
て
い

く
相
応
の
才
覚
も
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に

は
、
た
と
え
ば
福
沢
の
説
く
〈
実
学
〉
を
い
ま
い
ち
ど
再
考
す
る
こ

と
も
無
駄
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
同
時
に
、
道
元
が
身
体
で
究

め
て
い
っ
た
〈
学
道
〉
へ
の
真
摯
な
姿
勢
も
ま
た
現
代
人
に
と
っ
て

意
義
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　

今
日
、
科
学
技
術
の
進
歩
や
知
識
の
増
幅
は
往
年
の
比
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
本
質
的
に
は
福
沢
の
説
く
実
学
の
路
線
上
に
あ
る
と
い

え
ま
す
。
私
た
ち
は
、
少
な
く
と
も
物
質
的
に
は
格
段
の
豊
か
さ
を

享
受
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
代
償
と
し
て
弊
害
を
も
甘
受
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
も
事
実
で
す
。
目
下
、
近
代

文
明
全
般
に
亘
っ
て
、
挫
折
の
実
感
を
切
実
に
経
験
し
て
い
ま
す
。

か
つ
て
、
福
沢
が
古
習
の
惑
溺
か
ら
の
転
回
を
図
っ
て
実
学
の
必
要

性
を
説
い
た
の
に
做
っ
て
、
学
問
の
あ
り
方
を
改
め
て
問
い
直
し
て

み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
福
沢
の
説
く
実
学
が
、
単
に
実
用
性
や
日

常
生
活
と
の
結
合
と
い
う
こ
と
だ
け
に
尽
き
る
の
で
あ
っ
た
な
ら

ば
、
江
戸
期
の
儒
学
や
石
田
梅
岩
な
ど
の
心
学
に
も
す
で
に
先
例
が

あ
る
と
い
え
ま
す
。
福
沢
の
い
う
と
こ
ろ
の
実
学
は
こ
れ
と
は
大
い

に
異
な
っ
て
い
ま
す
。
西
洋
に
起
源
を
も
つ
近
代
自
然
科
学
の
積
極

的
な
移
入
と
、
と
く
に
そ
れ
を
産
み
出
し
た
背
後
に
あ
る
〈
精
神
〉

に
重
要
な
意
味
を
見
出
し
た
こ
と
に
、
福
沢
の
実
学
の
特
徴
が
あ
っ

た
と
い
え
ま
す
。
福
沢
の
文
言
に
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
い
わ
ば
〈
実

学
の
実
学

0

0

〉
と
で
も
い
い
う
る
精
神
を
読
み
取
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
考
え
ま
す
。

　

他
方
、
道
元
に
お
い
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
道
元

の
生
き
た
時
代
は
現
代
の
私
た
ち
の
科
学
的
な
世
界
観
と
は
無
縁
で

あ
り
ま
し
た
。
功
利
的
な
才
覚
な
ど
は
全
く
か
か
わ
り
な
い
状
況
で

あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
道
元
の
説
く
〈
学
道
〉
の
な
か
に
は
そ
れ
は

存
在
い
た
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
叡
山
の
煩
瑣
な
教
学
の
大
系
に
学

道
の
い
と
ぐ
ち
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
山
を
下
っ
た
道
元
の
眼
に

は
、
福
沢
が
嗅
ぎ
取
っ
た
〈
古
習
の
惑
溺
〉
に
通
ず
る
も
の
が
あ
っ

た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
幕
末
の
鎖
国
か
ら
開
国
へ
の
国
家
存
亡
の

転
換
期
に
お
い
て
、
日
本
と
い
う
国
家
の
自
主
独
立
を
喫
緊
の
課
題

で
あ
る
と
し
て
認
識
し
た
福
沢
に
と
っ
て
、
真
の
学
問
を
樹
立
す
る
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こ
と
が
自
ら
の
使
命
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

道
元
も
、
同
様
に
、
平
安
末
期
と
い
う
時
代
の
危
機
に
臨
ん
で
、
都

の
公
家
社
会
と
本
質
に
お
い
て
異
な
る
こ
と
の
な
い
叡
山
の
宗
教
的

使
命
の
問
題
意
識
の
欠
如
し
た
学
問
仏
教
に
疑
念
を
抱
い
て
、
真
の

学
道
の
道
を
尋
ね
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

最
後
に
、
福
沢
と
道
元
の
宗
教
観
に
つ
い
て
申
し
上
げ
て
お
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
福
沢
の
学
問
論
や
文
明
論
に
は
、
正
面
か
ら
宗
教

を
取
り
挙
げ
た
箇
所
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
人
物
像
と
し
て
し

ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
、
啓
蒙
家
、
合
理
主
義
者
、
実
利
主
義

者
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
か
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
に
は
無
縁
な
人
物
と

し
て
私
た
ち
に
映
り
ま
す
。
自
伝
に
よ
れ
ば
、
人
間
と
い
う
の
は
所

詮
蛆
虫
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
が
、
蛆
虫
な
が
ら
も
ひ
と
た
び
こ
の

世
に
生
を
享
け
た
以
上
は
相
当
の
覚
悟
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
人
生
は
戯
れ
と
知
り
な
が
ら
も
、
一
場
の
戯
れ
と
せ
ず
真
面
目

に
勤
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
生

を
虚
構
で
あ
る
と
認
め
て
、「
本
来
戯
と
認
る
が
故
に
、
大
節
に
臨

ん
で
動
く
こ
と
な
く
、
憂
ふ
る
こ
と
な
く
、
後
悔
す
る
こ
と
な
く

…
…
安あ
ん
じ
ん心
を
得
る
も
の
な
り
」
と
い
う
よ
う
な
仏
教
的
な
い
し
禅
的

な
境
涯
に
通
ず
る
心
境
も
述
べ
て
い
ま
す
。
人
生
の
戯
れ
を
戯
れ
と

知
り
な
が
ら
、
俗
世
の
百
戯
の
中
に
あ
り
つ
つ
独
り
戯
れ
ざ
る
こ
と

も
で
き
る
、
と
も
い
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
〈
古
習
の
惑
溺
〉
の

対
局
に
あ
る
境
位
と
い
え
ま
す
。

　

道
元
が
宋
か
ら
帰
国
後
し
ば
ら
く
経
っ
て
行
な
っ
た
開
堂
の
最
初

の
説
法
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　

上
堂
。
山
僧
叢
林
を
歴ふ

る
こ
と
多
か
ら
ず
。
只
是
等な
お
ざ
り閑
に
天
童

先
師
に
見ま
み

え
て
、
当
下
に
眼
横
鼻
直
な
る
こ
と
を
認
得
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て
、

人
に
瞞あ
ざ
む

か
れ
ず
、
便す
な
わ乃
ち
空
手
に
し
て
郷
に
還
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
所ゆ

え以
に

一
毫
も
仏
法
な
し
。
任に
ん

運う
ん

に
且し
ば
ら

く
時
を
延
ぶ
る
の
み
な
り
。

朝
朝
、
日
は
東
よ
り
出
で
、
夜
夜
、
月
は
西
に
沈
む
。
雲
収
っ

て
山
骨
露あ
ら

わ
れ
、
雨
過
ぎ
て
四
山
低
し
。

　

こ
れ
は
、
天
童
山
に
お
い
て
、
如
浄
の
も
と
で
学
道
の
真
髄
を
体

得
し
て
帰
国
し
た
と
き
の
心
境
を
述
べ
た
も
の
で
す
。
道
元
は
、
自

ら
が
学
ん
だ
こ
と
は
、
眼
は
横
に
つ
い
て
鼻
は
縦
に
ま
っ
す
ぐ
に
つ

い
て
い
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
も
は
や
人
に
だ
ま
さ
れ
る
こ
と
は
な

く
な
っ
た
、
と
い
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
「
人
」
と
い
う
の
は
師
如

浄
の
こ
と
で
す
が
、
こ
の
こ
と
が
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
で
す
。
す

で
に
、「
眼
横
鼻
直
」
な
る
こ
と
を
学
ん
だ
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
如

浄
か
ら
手
土
産
と
し
て
貰
っ
て
持
ち
帰
っ
た
も
の
は
何
も
な
い
、
空
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手
で
郷
に
帰
っ
た
だ
け
で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
古
く

か
ら
唐
・
宋
に
多
く
の
留
学
生
が
渡
っ
て
行
き
ま
し
た
が
、
多
く
が

経
典
・
法
具
を
持
ち
帰
っ
て
新
し
い
教
学
を
普
及
し
て
い
っ
て
い
ま

す
。
道
元
の
場
合
は
、
こ
こ
に
み
る
よ
う
に
、
全
く
空
手
で
帰
り
、

一
本
の
毛
ほ
ど
も
仏
法
な
ど
と
い
う
も
の
は
持
ち
合
せ
て
い
な
い
と

い
う
趣
意
で
す
。
こ
の
開
堂
の
説
法
は
、
い
わ
ば
道
元
の
開
教
宣
言

で
す
。
こ
の
堂
々
た
る
宣
言
は
過
去
に
例
を
見
な
い
も
の
と
い
え
ま

す
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
文
字
通
り
に
道
元
が
何
も
得
る
こ
と
も
な

く
四
年
の
歳
月
を
む
な
し
く
如
浄
の
も
と
で
過
し
て
帰
っ
て
き
た
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
は
や
何
人
に
も
、
師
で
あ
る
如
浄
に
も
惑

わ
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
揺
ぎ
な
い
も
の
を
如
浄
か
ら
し
っ
か
り
と
得

た
と
い
う
師
へ
の
無
上
の
信
頼
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
必
要
で

す
。
つ
ま
り
、
若
き
日
に
疑
団
と
し
て
抱
き
続
け
て
き
た
教
綱
（
教

理
の
束
縛
）
と
い
う
〈
古
習
の
惑
溺
〉
を
、
こ
こ
に
漸
く
断
ち
切
っ

た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
も
、
い
わ
ば
道
元

の
抱
い
た
疑
団
と
同
じ
〈
無
限
課
題
的
課
題
〉
を
究
め
て
い
く
こ
と

が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

幕
末
、
維
新
と
い
う
近
代
日
本
の
転
換
期
を
生
き
、
西
洋
近
代
文

明
の
摂
取
を
み
ず
か
ら
の
使
命
と
し
た
福
沢
の
〈
学
〉
の
提
唱
は
、

単
に
実
用
の
学
の
勧
奨
に
尽
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
古
習
の

惑
溺
と
い
う
退
嬰
的
な
気
風
を
払
拭
し
て
、
一
国
の
独
立
自
存
を
志

向
す
る
〈
実
学
の
実
学

0

0

〉
と
で
も
言
い
得
る
高
邁
な
精
神
に
由
来
す

る
と
い
え
ま
す
。
同
様
に
、
公
家
社
会
の
没
落
と
武
士
の
台
頭
の
は

ざ
ま
に
生
き
、
鬱
蒼
と
し
た
教
理
の
呪
縛
を
解
い
て
、
手
段
と
し
て

の
〈
行
〉
と
目
的
と
し
て
の
〈
学
〉
と
の
一
致
を
究
極
の
課
題
と
し

た
の
が
道
元
で
す
。
只し
か
ん管
打た

ざ坐
の
禅
風
を
確
立
し
た
道
元
の
〈
無
限

課
題
的
課
題
〉
を
究
め
た
そ
の
姿
勢
を
、
現
代
に
生
き
る
わ
た
し
た

ち
も
範
と
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
学
を
究
め
る
道
に
は
、〈
足
る
を

知
る
〉
と
い
う
安
易
な
物
分
り
の
良
さ
は
妥
協
以
外
の
何
物
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。〈
い
ま
〉
と
い
う
こ
の
一
時
を
全
生
命
を
賭
し
て
生
き

抜
く
姿
勢
こ
そ
道
元
の
真
骨
頂
で
す
。
と
も
に
時
代
を
超
越
せ
ん
と

す
る
精
神
の
典
型
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ま
す
。

　

ご
清
聴
ま
こ
と
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
（
講
演
当
日
、
イ
ベ
ン
ト
に
類
す
る
行
事
の
た
め
時
間
が
大
幅
に
割
か
れ

ま
し
た
の
で
、
当
日
用
意
し
ま
し
た
草
稿
に
よ
っ
て
加
筆
し
た
部
分
が
含

ま
れ
ま
す
）


