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弘
法
大
師
空
海
へ
の
道
・
序
説

白　

石　

凌　

海

は
じ
め
に

表
題「
弘
法
大
師
空
海
へ
の
道
・
序
説
」に
い
う「
空
海
」と
は
、そ
の
人「
真
魚
」が
出
家
得
度
し
て
授
か
っ
た
僧
名
、そ
し
て「
弘

法
大
師
」
は
入
滅
後
に
天
皇
か
ら
贈
ら
れ
た
称
号
（
諡
号
）
で
あ
る
。
な
お
真
魚
が
空
海
と
な
る
ま
え
に
、
無
空
、
教
海
あ
る
い
は

如
空
と
改
名（

１
）、

ま
た
入
唐
し
恵
果
阿
闍
梨
か
ら
灌
頂
名
と
し
て
「
遍
照
金
剛
」
を
授
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
か
の
人
は
ま
る
で

出
世
魚
の
よ
う
に
そ
の
生
涯
、
真
魚
、
無
空
、
教
海
、
如
空
、
空
海
、
遍
照
金
剛
、
そ
し
て
弘
法
大
師
へ
と
変
容
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
「
如
来
に
十
号
あ
り
、
大
師
に
ま
た
、
十
号
あ
り
」
と
し
て
、
貴
物
、
神
童
、
五
筆
和
尚
が
加
え
ら
れ
て
い
る

（
２
）。

す
な
わ
ち
「
弘
法
大
師
空
海
」
と
は
、
い
わ
ば
僧
と
し
て
の
空
海
（
沙
門
空
海
）、
そ
し
て
入
定
し
た
後
、
時
流
に
と
も
な
っ
て

我
わ
れ
の
う
ち
に
成
熟
し
た
弘
法
大
師
の
お
姿
（
御
影
）、
こ
の
両
者
の
全
体
を
表
象
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
「
弘
法
大
師

空
海
へ
の
道
」
と
い
う
と
き
、「
…
…
へ
の
道
」
の
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
、こ
の
全
体
か
ら
な
る
世
界
と
い
え
る
が
「
…
…
へ
の
道
」

に
居
る
の
は
本
論
の
筆
者
、
真
言
僧
で
あ
る
私
で
あ
る
か
ら
「
…
…
へ
の
道
」
と
い
っ
た
と
き
、
私
は
全
体
か
ら
な
る
空
海
の
世

界
を
め
が
け
て
道
の
途
上
な
が
ら
、
す
で
に
そ
の
世
界
の
内
に
あ
り
、
さ
ら
に
真
言
僧
と
し
て
そ
の
世
界
と
一
体
で
あ
る
。
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自
ら
の
あ
り
さ
ま
を
こ
の
よ
う
に
自
省
し
、あ
ら
た
め
て
、そ
の
根
幹
を
考
え
て
み
よ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
、本
論
の
表
題
に
「
序

説
」
と
付
け
加
え
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
筆
者
で
あ
る
私
は
弘
法
大
師
空
海
を
た
ん
な
る
考
察
の
対
象
と
し
て
、
い

わ
ゆ
る
客
観
的
な
る
学
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
に
疑
義
を
い
だ
き
、
戸
惑
い
な
が
ら
も
、
あ
え
て
私
の
依
っ
て
立
つ
根
本
を
探
ろ

う
と
す
る
こ
こ
ろ
み
、
そ
の
入
門
と
な
る
。

な
お
本
論
で
は
、そ
の
書
き
手
（
主
辞
）
に
つ
い
て
文
中
「
筆
者
、私
、我
わ
れ
」
な
ど
と
い
い
、ま
た
空
海
そ
の
人
は
、筆
者
は
「
弘

法
大
師
空
海
」
を
つ
ね
に
念
想
し
て
い
る
が
、「
空
海
」
あ
る
い
は
た
ん
に
「
大
師
」
と
統
一
さ
れ
る
こ
と
な
く
定
ま
っ
て
い
な
い
。

そ
れ
は
そ
の
と
き
ど
き
の
文
脈
に
し
た
が
っ
て
の
用
い
方
と
う
け
と
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

一　

ど
こ
か
ら
発
出
す
る
の
か

す
で
に
、
弘
法
大
師
空
海
の
世
界
に
居
な
が
ら
、
そ
の
世
界
か
ら
、
た
し
か
な
根
幹
を
と
ら
え
る
。
そ
の
手
立
て
と
し
て
空
海

の
著
作
を
読
む
。
と
こ
ろ
が
私
の
こ
の
作
業
の
実
際
は
、
特
殊
な
古
代
語
で
あ
る
原
文
に
じ
か
に
あ
た
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の

道
の
専
門
家
に
よ
る
解
釈
に
も
と
づ
い
た
理
解
、
い
わ
ば
他
者
に
よ
る
判
断
・
見
識
に
私
が
向
き
合
う
の
で
あ
る
。
原
文
に
つ
い

て
の
注
釈
に
よ
り
判
定
す
る
、
あ
る
い
は
そ
の
解
釈
を
通
過
し
て
な
さ
れ
た
、
現
代
語
訳
に
ふ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
原
文
の

注
釈
あ
る
い
は
訳
文
の
細
部
に
注
目
す
る
と
、
そ
こ
に
注
釈
者
や
訳
者
の
見
方
が
映
し
出
さ
れ
、
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
こ
と

を
知
る
。
こ
こ
で
読
者
と
し
て
の
私
は
、
そ
の
解
釈
に
納
得
す
れ
ば
受
け
入
れ
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
等
閑
視
す
る
か
ら
、
我
流
の

会
得
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

原
文
は
原
文
通
り
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
な
理
屈
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
適
わ
な
い
か
ら
、
補
足
的
な
説
明

に
た
よ
る
。
原
文
が
著
せ
ら
れ
て
以
来
、
こ
の
努
力
は
連
綿
と
し
て
な
さ
れ
て
き
た
。
原
文
あ
る
い
は
原
語
の
出
典
を
つ
き
と
め
、
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そ
こ
か
ら
大
師
の
著
作
に
流
用
さ
れ
た
い
き
さ
つ
を
追
跡
し
、
文
脈
に
ふ
さ
わ
し
い
解
釈
を
ほ
ど
こ
す
。
こ
の
よ
う
な
文
献
学
的

作
業
の
方
法
論
は
確
立
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
り
、
ま
す
ま
す
詳
細
を
き
わ
め
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
っ
て
、
原
文
の
真
意

に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
先
走
っ
て
結
論
を
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
弘
法
大
師
空
海
の
世
界
へ
の
道
に
連
な
れ
る
の
か
。
い

か
な
る
解
読
手
順
に
し
て
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
大
師
の
著
作
は
い
わ
ゆ
る
文
学
作
品
で
も
歴
史
記
録
で
も
な

く
、
そ
の
よ
う
な
理
解
も
可
能
で
あ
る
が
、
ひ
た
す
ら
大
師
の
世
界
へ
導
か
れ
る
た
め
の
言
葉
（
方
便
）
で
あ
る
と
我
わ
れ
が
読
ま

な
け
れ
ば
、
そ
の
心
構
え
が
な
け
れ
ば
、
大
師
の
心
意
は
伝
わ
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
よ
う
な
意
図
に
よ
る
本
論
は
、

私
に
と
っ
て
ま
さ
し
く
こ
と
の
は
じ
め
、
序
説
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、近
代
の
文
献
学
は
思
い
も
よ
ら
な
い
問
題
を
あ
ら
わ
に
し
た
、よ
う
で
あ
る
。
私
が
本
論
で
大
師
の
処
女
作
『
三

教
指
帰
』
に
関
心
を
寄
せ
て
遭
遇
し
た
障
害
で
あ
る
。
と
に
か
く
そ
れ
ら
の
難
問
を
解
決
で
き
な
い
ま
で
も
、
私
な
り
に
見
解
を

確
保
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
文
献
と
し
て
取
り
扱
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

い
わ
ゆ
る
『
三
教
指
帰
』
に
関
す
る
真
偽
問
題
で
あ
る
。
問
題
の
所
在
は
、
ま
ず
次
の
点
に
あ
る
。

『
三
教
指
帰
』
に
は
別
本
『
聾
瞽
指
帰
』
が
存
在
す
る
。『
聾
瞽
指
帰
』
は
大
師
の
自
筆
本
と
し
て
、
高
野
山
金
剛
峯
寺
所
蔵
で

霊
宝
庫
に
保
管
さ
れ
て
お
り
、
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
田
山
方
南
氏
は
『
聾
瞽
指
帰
』
が
大
師
の
真
筆
で
あ
る
こ
と
を
報
告
し

て
「
起
筆
よ
り
終
わ
り
の
十
韻
詩
に
至
る
ま
で
に
、
か
な
り
筆
勢
の
変
化
が
あ
っ
て
、
一
気
呵
成
に
書
き
遂
げ
ら
れ
た
も
の
で
は

な
い
こ
と
が
よ
く
看
取
せ
ら
れ
る
。
用
筆
の
粗
密
、
草
法
の
変
化
、
行
字
の
按
配
等
よ
り
見
て
一
五
六
度
に
亙
っ
て
書
き
継
が
れ

た
も
の
と
見
え
る
。
そ
し
て
一
字
一
字
が
鄭
寧
な
運
筆
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
周
到
な
心
の
配
り
方
が
見
え
る
の
で
、
決
し
て
別
人

に
よ
る
単
な
る
写
本
と
は
撰
を
異
に
す
る
」
ま
た
「
か
く
全
巻
を
通
じ
て
、
変
化
と
律
動
を
見
う
る
こ
と
は
、
大
師
以
外
の
餘
人

に
は
出
来
な
い
こ
と
で
あ
ら
う
。
既
に
壮
年
時
代
に
於
て
大
師
が
鬱
然
と
し
て
大
家
を
成
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
…
…
従
っ

て
此
の
書
は
単
に
大
師
の
著
述
で
、
且
つ
大
師
の
筆
と
い
ふ
以
外
に
、
日
本
書
道
史
上
の
花
と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
」
と
評
し
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て
い
る

（
３
）。

と
こ
ろ
が
こ
の
『
聾
瞽
指
帰
』
は
大
師
の
自
筆
本
で
は
な
い
と
す
る
意
見
が
提
起
さ
れ
た
。

真
筆
は
疑
わ
し
い
、
と
は
い
ま
さ
ら
も
ち
あ
が
っ
た
説
で
は
な
い
が
、
太
田
次
男
氏
の
調
査
報
告
は
看
過
で
き
な
い

（
４
）。

い
わ
く
。

「
従
来
こ
の
種
の
調
査
で
は
書
そ
の
も
の
が
主
た
る
対
象
に
な
る
た
め
、
肉
眼
の
能
力
を
補
強
す
る
方
法
で
何
か
有
効
に
な
る
も
の

が
使
用
さ
れ
る
必
要
な
ど
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」（
九
二
頁
）
と
以
前
の
方
法
を
反
省
し
、
高
倍
率
の
ル
ー
ペ
を
用
い

て
い
る
。
余
談
な
が
ら
、
探
偵
ホ
ー
ム
ズ
の
ご
と
く
高
倍
率
の
ル
ー
ペ
に
よ
れ
ば
、「
書
そ
の
も
の
が
主
た
る
対
象
に
な
る
」
鑑
賞

か
ら
、
肉
眼
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
い
わ
ば
精
密
な
科
学
的
観
察
が
可
能
と
な
る
。

結
果
と
し
て
現
存
の『
聾
瞽
指
帰
』は「
空
海
と
は
全
く
別
個
の
人
の
作
で
あ
る
蓋
然
性
も
充
分
あ
り
得
る
」（
一
一
九
頁
）と
い
う
。

太
田
氏
に
よ
る
こ
の
知
見
は
揺
る
が
な
い
と
思
う
が
、仮
に
大
師
の
自
筆
本
で
は
な
い
と
し
て
も
、「
原
本
な
る
も
の
は
外
に
あ
り
、

補
正
が
行
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
原
本
と
照
合
し
た
う
え
で
の
操
作
に
よ
る
も
の
と
見
做
す
べ
き
で
あ
る
」（
一
一
七
頁
）
と

い
う
。
ま
た
現
存
の
『
聾
瞽
指
帰
』
に
認
め
ら
れ
る
「
こ
の
加
筆
は
こ
の
書
跡
の
筆
者
本
人
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
か
な
り

重
要
な
操
作
で
あ
る
と
い
え
る
」（
一
一
八
頁
）
と
説
明
し
、「
い
ず
れ
に
し
て
も
単
純
明
快
な
結
論
は
出
て
こ
な
い
」
と
控
え
め
に

述
べ
な
が
ら
も
、「
加
筆
・
補
筆
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
空
海
の
青
年
期
の
現
存
唯
一
の
作
品
と
し
て
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
を
遽
に

否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（
一
一
九
頁
）
と
い
う
。

い
さ
さ
か
遠
慮
が
ち
な
表
現
で
あ
る
が
、よ
う
す
る
に
現
存
の
『
聾
瞽
指
帰
』
は
大
師
の
自
筆
本
で
は
な
い
（
か
も
し
れ
な
い
）
が
、

原
作
者
は
大
師
そ
の
人
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
現
存
す
る
『
聾
瞽
指
帰
』
か
ら
「
補
正
・
加
筆
・
補
筆
」
を
除
け
ば
ひ
と
ま
ず
「
原

本
」
が
想
定
さ
れ
、
そ
れ
は
大
師
の
著
作
で
あ
る
と
認
め
て
も
よ
い
、
と
の
判
断
で
あ
る
。
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二　
『
聾
瞽
指
帰
』
か
ら
『
三
教
指
帰
』
へ

『
三
教
指
帰
』
に
は
別
本
『
聾
瞽
指
帰
』
が
存
在
す
る
が
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
撰
述
の
日
付
は
と
も
に
「
延
暦

十
六
年
臘
月
之
一
日
」（
延
暦
十
六
年
窮
月
始
日
『
聾
瞽
指
帰
』）
と
同
じ
で
あ
る

（
５
）。

な
お
『
三
教
指
帰
』
は
空
海
の
著
作
中
も
っ
と
も

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
一
書
。
入
唐
前
、
二
十
四
歳
の
と
き
著
さ
れ
た
処
女
作
で
あ
る
。
空
海
を
知
る
入
門
書
と
し
て
最
適
、
現
代

語
訳
さ
れ
普
及
版
と
し
て
市
中
の
書
店
で
容
易
に
入
手
で
き
る
ほ
ど
で
あ
る
。
一
方
、『
聾
瞽
指
帰
』
も
ま
た
空
海
の
著
書
と
し
て

存
在
す
る
が
、
こ
ち
ら
は
前
項
で
言
及
し
た
よ
う
に
大
師
の
真
筆
と
し
て
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
書
家
に
は
重
宝

さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
か
ぎ
ら
れ
た
専
門
家
を
除
い
て
は
読
む
対
象
と
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
両
者
に
お
け
る
内
容
上
の
き
わ
だ
っ
た
相
違
は
、「
序
文
」
と
巻
末
に
付
さ
れ
た
「
十
韻
詩
」
の
箇
所
で
あ
る
。
本
文
は

わ
ず
か
に
用
語
の
不
一
致
が
あ
る
も
の
の
お
よ
そ
同
文
、
内
容
上
の
変
更
は
な
い

（
６
）。

両
指
帰
は
同
時
執
筆
と
も
考
え
ら
れ
る
が

（
７
）、

時
間
的
前
後
関
係
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち『
聾
瞽
指
帰
』が
改
定
さ
れ『
三
教
指
帰
』と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

前
者
は
空
海
が
入
唐
す
る
前
、
そ
し
て
後
者
は
帰
朝
後
と
い
う

（
８
）。

そ
の
時
期
に
つ
い
て
諸
説
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
帰
朝
し

て
か
ら

（
９
）。

問
題
は
両
者
間
に
こ
の
よ
う
な
時
間
差
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、な
ぜ
同
一
の
日
付
に
し
た
の
か
。
ま
た
「
序
文
」
と
「
十

韻
詩
」
は
あ
ら
た
な
撰
文
で
ま
っ
た
く
の
別
物
。
本
文
を
残
し
て
、
序
文
と
末
文
（
十
韻
詩
）
を
差
し
替
え
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
は
大
師
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
に
疑
い
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
は
大
師
で
は
な
く
別
人

に
よ
る
、と
の
異
論
が
主
張
さ
れ
た
。
一
説
に
向
井
隆
健
先
生
は
「
宗
祖
の
身
近
に
い
た
高
弟
が
、大
師
ご
入
定
後
に
『
聾
瞽
指
帰
』

の
序
文
を
書
き
換
え
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
真
済
師
の
よ
う
に
筆
の
立
つ
人
で
、
求
聞
持
法
に
深
い
関
心
を
示
し
た
人

で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
」（
一
三
頁

A
C
B

）
と
い
う
。
な
お
真
済
（
八
〇
〇
〜
八
六
〇
）
は
九
世
紀
中
葉
の
人
、
渡
邊
照
宏
・
宮
坂
宥
勝
両
先
生
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に
よ
れ
ば
「
空
海
、
真
済
の
頃
に
は
、
そ
の
ま
ま
唐
音
で
も
読
み
得
た
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
二
世
紀
後
の
長
元

三
年
（
一
〇
三
〇
）
勝
賢
抄
出
の
敦
光
『
三
教
指
帰
注
』
に
は
語
句
に
若
干
の
訓
読
が
付
し
て
あ
る
」
と
報
告
し
て
い
る

A
D
B

。

ま
た
河
内
昭
円
氏
は
序
文
と
十
韻
詩
が
偽
撰
で
あ
る
理
由
を
「
女
人
問
題
の
忌
避
、
渡
航
前
に
真
言
を
誦
持
し
て
い
た
と
い
う

経
歴
の
添
加
、
儒
教
を
容
認
し
融
合
す
る
社
会
性
の
回
復
、
こ
れ
ら
は
み
な
空
海
自
身
の
内
発
的
必
要
で
は
な
く
、『
聾
瞽
指
帰
』

か
ら
装
い
を
改
め
た『
三
教
指
帰
』を
登
場
さ
せ
る
た
め
の
、宗
門
な
い
し
社
会
の
要
請
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」

（
一
三
四
〜
一
三
五
頁
）
と
説
明
し
、
改
作
さ
れ
た
時
期
は
十
世
紀
中
葉
と
し
て
い
る
。
加
え
て
「
後
日
の
改
作
に
あ
た
っ
て
な
ぜ
前

作
と
同
じ
日
を
用
い
た
か
と
い
う
疑
問
は
依
然
と
し
て
残
る
の
で
あ
っ
て
、
此
の
問
題
は
〈
序
文
〉
を
偽
撰
と
判
ず
る
よ
り
ほ
か

に
明
解
な
答
え
を
得
る
こ
と
は
困
難
な
の
で
あ
る
」（
一
〇
七
頁
）
と
い
う
。

い
さ
さ
か
込
み
入
っ
た
議
論
に
立
ち
入
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
河
内
氏
は
「
こ
こ
に
い
う
偽
撰
と
は
本
文
に
つ
い
て
い
う
の
で
は

な
く
、『
聾
瞽
指
帰
』
一
巻
が
序
文
と
十
韻
詩
を
変
え
て
『
三
教
指
帰
』
三
巻
と
装
い
を
改
め
た
こ
と
を
問
題
と
す
る
」（
一
〇
二
頁
）

と
こ
と
わ
っ
て
い
る
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
本
文
に
つ
い
て
そ
の
作
者
、
空
海
を
疑
っ
て
は
い
な
い

A
E
B

。

以
上『
聾
瞽
指
帰
』と『
三
教
指
帰
』と
の
関
係
に
つ
い
て
、そ
の
研
究
の
概
要
を
み
て
き
た
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ

た
こ
と
は
、ま
ず
『
聾
瞽
指
帰
』
か
ら
『
三
教
指
帰
』
へ
と
改
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
、そ
し
て
そ
の
書
き
換
え
は
、空
海
自
身
、否
、

そ
う
で
は
な
く
別
人
で
は
な
い
か
、
と
の
異
論
。
ま
た
改
作
の
理
由
に
つ
い
て
、
改
作
を
空
海
と
す
る
立
場
か
ら
は
、
帰
朝
後
に

在
唐
で
見
聞
し
た
あ
ら
た
な
知
見
に
基
づ
い
た
入
れ
替
え
。
ま
た
別
人
に
よ
る
と
す
る
な
ら
「
宗
門
な
い
し
社
会
の
要
請
に
よ
っ

た
も
の
」
と
い
う
。
な
お
い
ず
れ
の
説
に
し
て
も
、
現
存
の
『
聾
瞽
指
帰
』
は
大
師
自
筆
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
文
の

原
作
者
は
空
海
で
あ
る
こ
と
に
異
議
を
述
べ
て
は
い
な
い
。
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三　

ど
の
よ
う
に
読
む
か

こ
れ
ま
で
み
た
よ
う
に
研
究
者
の
共
通
認
識
と
し
て
『
聾
瞽
指
帰
』
と
『
三
教
指
帰
』
の
本
文
は
お
よ
そ
同
じ
、
大
師
作
で
あ

る
。
こ
こ
に
異
論
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
私
が
本
論
「
…
…
へ
の
道
」
の
「
序
論
」
に
と
り
か
か
る
に
、
ま
ず
「
本
文
」
を
と
り

あ
げ
、
つ
い
で
、
い
ま
だ
そ
の
作
者
・
改
作
に
つ
い
て
定
説
を
み
な
い
ま
で
も
、『
三
教
指
帰
』
の
「
序
文
」
と
「
十
韻
詩
」
を
考

え
て
み
る
の
が
順
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
本
論
で
は
こ
れ
と
は
逆
に
、ま
ず『
三
教
指
帰
』の
序
文
と
十
韻
詩
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、

本
文
を
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
の
よ
う
な
異
例
な
方
法
論
に
つ
い
て
、
の
ち
に
明
ら
か
と
な
る
が
、
筆
者
に
よ
る
本
論
の
立
場
が
、

な
に
よ
り
仏
教
的
世
界
観
を
基
軸
に
し
た
考
察
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
作
者
が
誰
で
あ
れ
、
結
果
と
し
て
序
文
と
十
韻

詩
が
書
き
換
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
本
文
の
意
図
が
仏
教
的
観
点
か
ら
み
て
よ
り
明
瞭
に
な
り
、
ま
さ
し
く
「
序
文
」
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
『
聾
瞽
指
帰
』
と
『
三
教
指
帰
』
に
関
す
る
先
行
研
究
に
つ
い
て
米
田
弘
仁
氏
は
、
明
治
三
十
一
年
か
ら
平
成
六
年
ま
で

に
発
表
さ
れ
た
論
文
一
六
〇
点
に
関
し
て
、
そ
れ
ら
が
扱
っ
て
い
る
問
題
点
を
、
①
成
立　

②
思
想　

③
文
体　

④
書
法　

⑤
写

本
・
注
釈
書
、
の
五
つ
に
分
類
し
そ
れ
ぞ
れ
の
概
要
を
紹
介
し
て
い
る

A
F
B

。
こ
の
分
類
に
よ
れ
ば
筆
者
に
よ
る
本
論
は
仏
教
的
世
界

観
で
あ
り
、
②
思
想
の
範
疇
に
該
当
す
る
。

さ
て
、
そ
の
仏
教
的
世
界
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。『
三
教
指
帰
』
の
「
序
文
」
か
ら
一
節
を
取
り
出
し
、
具
体
的

に
み
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
以
下
に
引
用
す
る
原
文
か
ら
の
読
み
下
し
文
は
、
渡
邊
照
宏
・
宮
坂
宥
勝
両
先
生
に
よ
る

A
G
B

。

①
・
１　

爰こ
こ

に
一ひ

と
り
　の

沙し
や
も
ん門

有
り
。
余わ

れ

に
虚こ

　
く
う
ぞ
う
も
ん
ぢ
　

空
蔵
聞
持
の
法ほ

ふ

を
呈し

め

す
。
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①
・
２　

其
の
經き

や
う
　に

説
か
く
、
若
し
人ひ

と

、
法ほ

ふ

に
依
っ
て
此
の
眞し

ん
ご
ん言

一
百
萬ま

ん
ぺ
ん遍

を
誦じ

ゆ

す
れ
ば
、

①
・
３　

卽
ち
、
一
切さ

い

の
教け

う
ぼ
ふ法

の
文も

ん
ぎ
　義

暗あ
ん
き
　記

す
る
こ
と
を
得
。

②
・
１　

こ
こ
に
大だ

い
し
や
う聖

の
誠じ

や
う
ご
ん言

を
信
じ
て
飛ひ

　
え
ん燄

を
鑽さ

ん
す
い燧

に
望
む
。

②
・
２　

阿あ
　
こ
く國

大た
い 

瀧
り
よ
う  

嶽
の
た
け

に
躋の

ぼ

り
攀よ

　

ぢ
、
土と

　
し
う州

室む
ろ
と
の
さ
き

戸
崎
に
勤ご

ん
ね
ん念

す
。

②
・
３　

谷た
に

響ひ
び
き
 を

惜
し
ま
ず
、
明み

や
う
じ
や
う

星
來ら

い
え
い影

す
。

③
・
１　

遂つ
い

に
乃
ち
朝て

う
し
 市

の
榮え

い
ぐ
わ華

念
念
に
之
を
厭
ひ
、
巌が

ん
そ
う藪

の
煙え

ん
か
　霞

日じ
つ
せ
き夕

に
之
を
飢ね

が

ふ
。

③
・
２　

輕け
い
ひ
　
り
う
す
い

肥
流
水
を
看み

　

て
は
電で

ん
げ
ん幻

の
歎
き
忽
ち
に
起
り
、
支し

い
り
　
け
ん
じ
ゆ
ん
　

離
縣
鶉
を
見
て
は
因い

ん
ぐ
わ果

の
哀か

な

し
び
休き

ゆ
う
　せ

ず
。

③
・
３　

目
に
觸
れ
て
我わ

れ

を
勤
む
。
誰
か
能
く
風
を
係つ

な

が
む
。

以
上
の
記
述
①
か
ら
③
ま
で
の
う
ち
①
と
②
の
要
旨
は「
虚
空
蔵
聞
持
の
法
」の「
実
修
」に
よ
り「
明
星
來
影
す
」す
な
わ
ち「
さ

と
り
を
達
成
し
た
」、
そ
の
過
程
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
仏
教
教
理
に
い
う
、
さ
と
り
に
導
く
修
行
の
過
程
の
三
段
階
、「
聞
・
思
・
修
」

に
相
当
す
る
こ
と
が
観
て
と
れ
る
。

ま
ず
教
え
を
聞
い
て
了
解
す
る
智
慧
「
聞
慧
」、
つ
い
で
道
理
を
思
惟
し
て
生
じ
る
智
慧
「
思
慧
」、
そ
し
て
実
践
し
て
体
得
す

る
正
し
い
智
慧
「
修
慧
」、
で
あ
る
。
な
お
虚
空
蔵
聞
持
の
法
の
実
修
内
容
は
、
①
・
２
の
よ
う
に
「
此
の
真
言
一
百
萬
遍
を
誦
す

れ
ば
」
で
あ
る
。
ま
た
「
さ
と
り
を
達
成
し
た
」
と
い
う
と
き
、「
さ
と
り
」
に
相
応
す
る
表
現
と
し
て
①
・
３
で
は
「
一
切
の
教

法
の
文
義
暗
記
す
る
こ
と
を
得
」
と
指
示
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
達
成
さ
れ
た
と
き
に
は
②
・
３
「
明
星
來
影
す
」
と
言
説
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
詳
細
は
の
ち
に
考
察
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
要
点
の
指
摘
だ
け
に
と
ど
め
る
。
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そ
し
て
③
は
、
こ
の
よ
う
に
い
っ
て
よ
け
れ
ば
「
さ
と
り
体
験
」
し
た
後
の
心
境
の
変
化
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
③
の
内

容
は
三
分
節
さ
れ
る
。

③
・
１　

世
俗
を
厭
ひ
、
山
林
の
生
活
を
好
む
よ
う
に
な
っ
た
。
③
・
２　

無
常
観
が
生
じ
、
哀
し
み
が
止
ま
ら
な
い
。
③
・

３　

出
家
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に
三
分
節
さ
れ
る
③
の
展
開
は
明
快
で
あ
り
、
三
段
階
と
も
い
え
る
心
的
変
化
で
あ
る
。

そ
の
過
程
を
原
文
に
そ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ま
は
も
っ
と
も
普
及
し
て
い
る
加
藤
純
隆
・

加
藤
精
一
両
先
生
に
よ
る
翻
訳
を
紹
介
す
る
（
訳
例
❶
と
す
る

A
H
B

）。
以
下
の
よ
う
に
現
代
語
訳
は
原
漢
文
に
く
ら
べ
て
か
な
り
長
文
に

な
る
。
そ
れ
は
現
代
の
我
わ
れ
が
た
や
す
く
理
解
す
る
た
め
の
工
夫
に
よ
る
。

訳
例
❶

③
・
１　

そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
や
が
て
、
栄
達
を
競き

そ

う
朝
廷
で
の
宮み

や
づ
か
え仕

の
生
活
に
も
、
あ
る
い
は
利
益
を
追
い
求
め

る
市し

じ
よ
う場

で
の
駆か

け
ひ
き引

の
生
活
に
も
次
第
に
離
れ
て
い
く
よ
う
な
心
持
ち
に
な
っ
て
来
ま
し
た
。
そ
し
て
巖い

わ
や
ま山

や
藪や

ぶ
さ
わ沢

に
た
な

び
く
煙も

や

や
霞か

す
み
　に

親
し
む
生
活
に
な
れ
て
き
て
、
世せ

　
ぞ
く俗

を
脱ぬ

け
出
た
大
自
然
の
中
の
生
活
に
心
引
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
。

③
・
２　

軽
や
か
な
衣い

し
よ
う装

を
着
て
肥こ

　

え
た
馬
に
乗
り
、
水
の
流
れ
る
よ
う
に
都み

や
こを

走
り
廻ま

わ

る
貴
族
た
ち
の
生
活
を
見
て
い
る

と
、
い
ま
は
と
き
め
い
て
い
る
彼
ら
の
生
活
も
や
が
て
電い

な
び
か
り光

の
よ
う
に
ま
た
幻ま

ぼ
ろ
し化

の
よ
う
に
は
か
な
く
消
え
去
っ
て
い
く

の
だ
と
思
い
、
人
の
世
の
無
常
を
嘆な

げ

く
心
に
さ
い
な
ま
れ
る
の
で
す
。
ま
た
身か

ら
だ体

の
不
自
由
な
人
々
や
、
ぼ
ろ
を
ま
と
っ

て
い
る
人
々
の
生
活
を
見
て
は
、
人
の
世
の
悲
し
み
が
心
に
ひ
び
い
て
何
と
も
い
え
な
い
苦
し
さ
を
お
ぼ
え
る
の
で
す
。

③
・
３　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
私
の
目
に
ふ
れ
る
す
べ
て
が
私
の
心
を
仏
道
に
傾け

い
し
や斜

さ
せ
、
私
を
仏
道
の
修
行
へ
と
か
り
立

て
て
し
ま
い
ま
す
。
吹
く
風
に
も
似に

た
こ
の
想お

も

い
を
い
っ
た
い
だ
れ
が
引
き
止と

め
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
。
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な
お
原
文
③
・
１
〜
３
の
著
者
（
空
海
）
は
、
仏
教
的
世
界
観
に
も
と
づ
い
た
教
理
的
概
念
す
な
わ
ち
仏
教
用
語
の
適
用
を
と
り

わ
け
控
え
、
自
ら
の
心
の
内
の
思
い
を
あ
り
の
ま
ま
に
述
べ
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。
あ
え
て
仏
教
的
表
現
を
指
摘
す
る
な

ら
、
③
・
２
「
電
幻
の
嘆
き
」
あ
る
い
は
「
因
果
の
哀
し
び
」
で
あ
ろ
う
。
前
者
に
つ
い
て
、
渡
邊
・
宮
坂
両
先
生
の
校
注
『
三

教
指
帰
』
は
「
電
や
幻
の
よ
う
に
無
常
迅
速
な
る
こ
と
を
嘆
く
こ
と
」
と
解
説
し
、
典
拠
と
し
て
『
金
剛
般
若
経
』
を
挙
げ
、
後

者
を
「
醜
者
・
貧
者
が
前
世
の
業
の
む
く
い
な
る
こ
と
を
哀
れ
む
」
と
説
明
す
る
。「
前
世
の
業
の
む
く
い
」
と
は
輪
廻
転
生
ま
さ

し
く
仏
教
的
世
界
観
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
典
拠
に
は
こ
と
か
か
な
い
。

こ
こ
で
筆
者
が
留
意
し
た
い
こ
と
は
、
③
の
全
文
を
通
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
さ
と
り
体
験
」
し
た
後
の
心
境
の
変
化
を
述
べ
て

い
る
と
み
な
さ
れ
る
が
、
こ
の
事
態
を
空
海
は
こ
と
さ
ら
仏
教
用
語
に
置
き
換
え
て
表
現
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

福
永
光
司
氏
は
③
・
３
「
目
に
觸
れ
て
我
を
勤
む
。
誰
か
能
く
風
を
係
が
む
」
を
次
の
よ
う
に
現
代
語
訳
（
訳
例
❷
と
す
る
）
し
て

い
る

A
I
B

。
訳
例
❷

③
・
３　

目
に
ふ
れ
る
も
の
す
べ
て
が
私
に
悟
り
へ
の
道
を
す
す
め
、
吹
く
風
の
つ
な
ぎ
と
め
よ
う
が
な
い
よ
う
に
、
私
の

出
家
の
志
を
お
し
と
ど
め
る
こ
と
は
誰
に
も
で
き
な
い
。

「
私
に
悟
り
へ
の
道
を
す
す
め
」
ま
た
「
出
家
の
志
」
と
は
仏
教
的
世
界
観
に
も
と
づ
い
た
翻
訳
と
い
え
よ
う
。
な
お
は
じ
め

に
紹
介
し
た
現
代
語
訳
（
訳
例
❶
）
は
、「
悟
り
」
や
「
出
家
」
の
用
語
を
持
ち
出
す
こ
と
な
く
、
よ
り
原
文
に
添
っ
た
言
葉
に
置

き
換
え
て
い
る
。
こ
こ
で
筆
者
が
と
り
た
て
て
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
訳
文
の
良
し
悪
し
を
評
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
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れ
ぞ
れ
の
翻
訳
に
は
特
色
が
あ
り
、
原
文
を
い
か
に
読
み
込
み
ど
の
よ
う
に
現
代
の
言
葉
に
う
つ
し
て
理
解
す
る
の
か
、
そ
の
事

例
の
紹
介
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
巻
末
の
「
十
韻
詩
」
に
目
を
転
じ
る
。
ま
ず
原
文
の
書
き
下
し
、
つ
い
で
さ
き
に
紹
介
し
た
現
代
語
訳
の
二
事

例
を
ひ
き
あ
わ
せ
て
み
る
。

六ろ
く
ぢ
ん塵

は
能
く
溺
る
る
海う

み　

四し
い
と
く徳

は
歸
す
る
所
の
岑み

ね

な
り
。

已
に
三
界が

い

の
縛ば

く

を
知
む
ぬ　

何
ぞ
纓え

い
し
ん簪

を
去
て
ざ
ら
む
。

訳
例
❶

こ
の
よ
う
に
六ろ

く
じ
ん塵

（
色し

き

・
声し

よ
う・

香こ
う

・
味み

・
触そ

く

・
法ほ

う

）
の
世
界
は
す
べ
て
無
常
で
あ
り
、

人
々
を
溺お

ぼ

ら
せ
る
「
迷
い
の
海
」
で
あ
り
、
常じ

よ
う・

楽ら
く

・
我が

・
浄じ

よ
う
　と

い
う
四
つ
の
徳
性
を
備
え
た

涅ね
　
は
ん槃

の
境
涯
こ
そ
が
、
彼ひ

　
が
ん岸

に
そ
び
え
る
目
標
の
岑み

ね

な
の
で
す
。

す
で
に
三こ

の
よ界

は
私
た
ち
の
真
の
自
由
を
さ
ま
た
げ
る
束そ

く
ば
く縛

で
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。

冠か
ん
む
りの

纓ひ
も

や
簪

か
ん
ざ
しで

象
徴
さ
れ
る
官
位
な
ど
、
捨
て
去
ら
な
い
で
よ
い
も
の
で
し
ょ
う
か
。

訳
例
❷

感
覚
知
覚
の
世
界
は
衆
生
を
溺
れ
さ
せ
る
海
、

常
楽
我
浄
の
世
界
こ
そ
身
を
寄
せ
る
究
極
の
峰
。

こ
の
世
界
の
束
縛
の
苦
し
み
を
知
っ
た
か
ら
に
は
、
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宮
仕
え
な
ど
や
め
て
出
家
す
る
こ
そ
最
上
の
道
。

前
者
（
訳
例
❶
）
の
「
す
で
に
三
界
は
私
た
ち
の
真
の
自
由
を
さ
ま
た
げ
る
束
縛
」
と
い
う
文
中
の
「
三
界
」
を
「
こ
の
よ
」
と

読
ま
せ
て
い
る
。
ま
た
後
者
（
訳
例
❷
）
は
原
文
の
三
界
を
「
こ
の
世
界
」
に
置
換
し
て
い
る
。
な
お
三
界
と
は
「
此
の
世
」
の
仏

教
的
世
界
観
、「
欲
界
・
色
界
・
無
色
界
」
の
こ
と
で
あ
る
。
我
わ
れ
に
と
っ
て
今
日
、「
三
界
」
の
言
葉
に
な
じ
み
が
あ
っ
て
も
、

そ
れ
が
三
つ
の
世
界
か
ら
成
る
こ
と
、
と
は
認
識
し
が
た
い
。
た
ん
に
「
こ
の
世
・
こ
の
世
界
」
で
あ
る
。
ま
た
文
末
に
「
官
位

な
ど
、
捨
て
去
ら
な
い
で
よ
い
も
の
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
件
を
後
者
は
「
宮
仕
え
な
ど
や
め
て
出
家
す
る
こ
そ
最
上
の
道
」（
訳

例
❷
）
と
出
家
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
。
同
様
な
解
釈
は
「
序
文
」
の
「
誰
か
能
く
風
を
係
が
む
」
を
「
出
家
の
志
」（
訳
例
❷
）
と

い
う
の
と
同
趣
旨
で
あ
る
。

細
か
い
こ
と
に
こ
だ
わ
る
と
。
か
の
時
代
、
す
な
わ
ち
空
海
二
十
四
歳
の
と
き
、
③
・
３
「
目
に
觸
れ
て
我
を
勤
む
。
誰
か

能
く
風
を
係
が
む
」
と
い
う
表
現
に
「
出
家
」
の
意
味
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
と
き
、
出
家
と
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
い
か

な
る
事
態
を
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
仮
名
乞
児
の
姿
や
ふ
る
ま
い
を
描
写
す
る
記
述
を
空
海
に
重
ね
て
み
れ
ば
、
空
海
は

二
十
四
歳
の
と
き
、
こ
の
よ
う
な
心
境
、
す
な
わ
ち
③
・
１
〜
３
を
抱
き
な
が
ら
も
、
正
式
な
出
家
僧
と
な
っ
て
は
い
な
い
。
無

空
、
教
海
あ
る
い
は
如
空
と
改
名
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
い
わ
ゆ
る
私
度
僧
で
あ
る
。
そ
の
後
も
、
詳
細
は
い
っ
さ
い
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
入
唐
の
直
前
ま
で
き
ま
っ
た
法
式
に
し
た
が
っ
て
出
家
し
て
い
な
い
。
正
式
な
出
家
僧
と
な
る
に
は
、
空
海

二
十
四
歳
の
と
き
か
ら
み
れ
ば
、
さ
ら
に
後
々
の
こ
と
で
あ
る
。

四　

体
験
の
仏
教
的
解
釈
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仏
教
的
世
界
観
に
よ
れ
ば
出
家
と
は
「
こ
の
世
」
を
出
離
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
三
界
」
を
超
え
出
て
、
悟
り
の
境
地
に
入

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
か
ら
、
こ
の
世
に
あ
る
人
び
と
に
と
っ
て
は
、
は
な
は
だ
受
け
入
れ
が
た
く
困
っ
た
事
態
で
あ
る
。『
三
教

指
帰
』
の
「
序
文
」
は
、こ
れ
ま
で
に
紹
介
し
た
逸
話
、①
か
ら
③
ま
で
に
引
き
継
い
で
、主
題
が
世
間
と
出
世
間
と
の
関
係
に
移
り
、

出
家
す
る
こ
と
の
意
義
を
弁
明
す
る
場
面
に
な
る
。
以
下
は
そ
の
冒
頭
で
あ
る
。

爰こ
こ

に
一
多
の
親し

ん 
識

し
よ
く

あ
り
、
我
を
縛ゆ

は

ふ
る
に
五
常じ

よ
う
　の

索な
は

を
以も

て
し
、
我
を
斷こ

と
はる

に
忠
孝
に
乖そ

む

け
る
を
以
て
す
。

す
な
わ
ち
ま
ず
社
会
生
活
（
五
常
）
そ
し
て
家
族
関
係
（
忠
孝
）、
そ
れ
が
「
こ
の
世
界
の
束
縛
の
苦
し
み
」
を
生
み
出
す
と
の
自

覚
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
す
る
「
十
韻
詩
」
の
文
脈
で
は
、「
已
に
三
界
の
縛
を
知
む
ぬ
」
に
む
す
び
つ
く
。

こ
こ
で
、イ
ン
ド
起
源
の
仏
教
史
上
、最
初
期
の
文
献『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』か
ら
、こ
れ
に
相
当
す
る
箇
所
を
取
り
出
し
て
み
る
。

こ
の
在ざ

い

家け

の
生
活
は
狭せ

ま
く
る苦

し
く
、
煩わ

ず
ら
　わ

し
く
て
、
塵ち

り

の
つ
も
る
場
所
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
出
家
は
、
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
野や

　
が
い外

で
あ
り
、（
煩
い
が
な
い
）」
と
見
て
、
出
家
さ
れ
た
の
で
あ
る
。（
四
〇
六
）

出
家
さ
れ
た
の
ち
に
は
、身
に
よ
る
悪
行
を
は
な
れ
た
。
こ
と
ば
に
よ
る
悪
行
を
も
す
て
て
、生
活
を
す
っ
か
り
清
め
ら
れ
た
。

（
四
〇
七
）〔
中
村
元
訳

A
J
B

〕

ブ
ッ
ダ
は
自
ら
の
生
涯
を
ふ
り
か
え
り
、
こ
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

そ
し
て
弟
子
た
ち
に
次
の
よ
う
に
諭
す
の
で
あ
る
。
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あ
あ
短
い
か
な
、
人
の
生
命
よ
。
百
歳
に
達
せ
ず
し
て
死
す
。
た
と
い
そ
れ
よ
り
も
長
く
生
き
た
と
し
て
も
、
ま
た
老
衰
の

た
め
に
死
ぬ
。（
八
〇
四
）

人
々
は
「
わ
が
も
の
で
あ
る
」
と
執し

ゆ
う
じ
や
く
　

著
し
た
物
の
た
め
に
悲
し
む
。（
自
己
の
）
所
有
し
て
い
る
も
の
は
常
住
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
世
の
も
の
は
た
だ
変
滅
す
る
も
の
で
あ
る
、と
見
て
、在ざ

い
け
　家

に
と
ど
ま
っ
て
い
て
は
な
ら
な
い
。（
八
〇
五
）〔
中

村
元
訳

A
K
B

〕

な
お
後
世
の
人
び
と
が
想
い
描
い
た
ブ
ッ
ダ
の
伝
記
に
よ
れ
ば
、
か
の
人
ゴ
ー
タ
マ
が
出
家
す
る
い
き
さ
つ
は
「
四
門
出
遊
」

の
寓
話
と
し
て
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
若
き
ゴ
ー
タ
マ
は
、
老
人
・
病
人
・
死
人
と
出
会
う
こ
と
が
動
機
と
な
っ
て
、
出
家
者

と
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
『
聾
瞽
指
帰
』
と
『
三
教
指
帰
』
の
本
文
の
作
者
、
す
な
わ
ち
若
き
空
海
は
い
か
な
る
心
情
に
あ
っ
た
の
か
。
仮
名
乞
児

に
次
の
よ
う
に
語
ら
せ
て
い
る
。

①　

老
親
皤は

　
は
　皤

と
し
て
冥め

い
じ
や
う壌

に
臨
み
近
づ
け
り
。
此
の
余わ

が
頑ぐ

わ
ん
ぐ
わ
ん
　

頑
た
る
、
哺ほ

を
反
す
る
に
由
無
し
。

②　

居き
よ
し
よ諸

、
矢
の
如
く
し
て
彼
の
短た

ん
し
う壽

に
迫せ

む
、
家
産
澆げ

う
り
　醨

し
て
牆し

や
う
を
く屋

傾か
た
ぶ
　
　

き
な
む
と
す
。

③　

二じ
　
け
い兄

重
ね
て
逝ゆ

　

い
て
、
數す

　
か
う行

汍く
わ
ん
ら
ん瀾

た
り
。
九き

う
そ
く族

倶
に
匱と

も

し
く
し
て
一
心
潺せ

ん
え
ん湲

た
り
。

④　

慷か
う
が
い慨

の
思お

も
ひ
　を

起
し
て
日ひ

を
月よ

に
繼
ぎ
、
悽せ

い
さ
う愴

の
痛い

た
み
　を

興お
こ

し
て
旦あ

し
た
　よ

り
夕ゆ

う
べ
　に

達い
た

る
。

⑤　

嗟あ
　
あ
　呼

、
悲
し
き
哉
。
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訳
例
❶

①　

年
老
い
た
両
親
は
次
第
に
髪か

み

の
白
さ
を
増
し
て
冥め

い
ど
　土

に
近
づ
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
私
が
孝
行
で
き
な
い
こ
と
に
な

り
ま
す
。

②　

月つ
き
ひ
　日

は
矢
の
よ
う
に
父
母
の
残
り
少
な
い
寿い

の
ち
　に

迫
っ
て
お
り
ま
す
し
、
一
家
の
財
産
は
乏と

ぼ

し
く
て
墻か

き
ねも

家
も
傾
き
か
け

て
い
る
の
で
す
。

③　

そ
の
上
、
父
母
が
頼
り
に
し
て
い
た
二
人
の
兄
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
な
く
な
っ
て
涙
が
は
ら
は
ら
と
頬ほ

お

を
つ
た
っ
て
流
れ
ま

す
。
親し

ん
せ
き戚

も
み
な
生
活
が
楽
で
は
な
く
、
心
の
内
で
は
さ
め
ざ
め
と
涙
す
る
思
い
で
暮
し
て
い
る
の
で
す
。

④　

私
は
昼
も
夜
も
、
朝
か
ら
晩
ま
で
、
な
げ
き
悲
し
ん
で
い
る
ほ
ど
な
の
で
す
。

⑤　

あ
あ
何
と
悲
し
い
こ
と
か
。

訳
例
❷

①　

両
親
は
年
老
い
て
冥め

い
ど
　土

に
近
づ
い
て
い
る
と
い
う
の
に
、
こ
の
ふ
つ
つ
か
者
の
わ
た
く
し
は
、
ご
恩
に
報
い
る
す
べ
も

あ
り
ま
せ
ん
。

②　

月
日
は
矢
の
よ
う
に
速
く
過
ぎ
去
っ
て
、
余
命
い
く
ば
く
も
な
い
親
を
お
び
や
か
し
、
わ
が
家
の
資
産
は
乏
し
く
て
、

家
屋
は
倒
壊
し
か
け
て
い
る
。

③　

二
人
の
兄
は
つ
ぎ
つ
ぎ
に
世
を
去
っ
て
、
涙
は
幾
す
じ
も
頬ほ

お

に
あ
ふ
れ
お
ち
、
親
族
は
み
な
貧
し
く
て
、
わ
が
心
は
涙

に
か
き
く
れ
る
。
悲
し
く　

い
き
ど
お
　

憤
ろ
し
い
気
持
ち
に
な
っ
て
日
月
を
過
ご
し
、

④　

い
た
ま
し
い
心
の
う
ず
き
を
感
じ
て
一
日
を
明
け
暮
れ
る
。
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⑤　

あ
あ
こ
の
や
り
き
れ
ぬ
悲
し
さ
。

筆
者
は
、
原
漢
文
（
四
六
駢
儷
体
）
を
そ
の
ま
ま
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
言
わ
ん
と
す
る
事
態
は
想
定
で
き
る
。
こ

の
よ
う
な
境
遇
に
在
っ
た
青
年
空
海
は
、
勉
学
に
猛
烈
に
と
り
く
む
が
（
雪
蛍
を
猶
怠
れ
る
に
拉
ぎ
、
縄
錐
の
勤
め
ざ
る
に
怒
る
）、
と
て

も
平
常
心
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
あ
あ
何
と
悲
し
い
こ
と
か
」「
あ
あ
こ
の
や
り
き
れ
ぬ
悲
し
さ
」〔
嗟
呼
、

悲
し
き
哉
〕
と
嘆
く
、
こ
の
さ
な
か
、
一
沙
門
に
出
会
い
、
教
え
を
授
か
る
の
で
あ
る
（
爰
に
一
の
沙
門
有
り
、
余
に
虚
空
蔵
聞
持
の
法

を
呈
す
）。
す
な
わ
ち
生
き
方
の
転
換
で
あ
る

A
L
B

。

空
海
の
心
境
の
変
化
を
こ
の
よ
う
に
思
い
え
が
か
な
け
れ
ば
、
何
故
に
教
え
ら
れ
た
虚
空
蔵
聞
持
の
法
に
全
身
全
霊
を
込
め
て

と
り
く
ん
だ
（
勤
念
）
の
か
、
し
か
も
あ
ち
こ
ち
と
移
動
し
な
が
ら
（
②
・
２
参
照
）、
こ
の
よ
う
な
疑
問
に
こ
た
え
ら
れ
な
い
の
で

は
あ
る
ま
い
か

A
M
B

。

五　

虚
空
蔵
聞
持
法
の
勤
念

ひ
と
り
の
修
行
者
、
私
度
僧
が
「
虚
空
蔵
聞
持
の
法
」
を
教
わ
る
こ
と
に
な
る
「
一
沙
門
」
に
出
会
う
の
は
偶
然
で
は
な
い
。

前
項
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
大
師
は
、
か
の
人
ゴ
ー
タ
マ
が
出
家
す
る
動
機
に
共
通
す
る
よ
う
な
心
情
に
あ
っ
た
か
ら
、
出
家
の

道
を
選
び
と
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
ら
の
う
ち
か
ら
沸
き
起
こ
る
自
発
的
な
選
択
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、「
こ
の
よ
う
に
し
て
、

私
の
目
に
ふ
れ
る
す
べ
て
が
私
の
心
を
仏
道
に
傾
斜
さ
せ
、
私
を
仏
道
の
修
行
へ
と
か
り
立
て
て
し
ま
い
ま
す
。
吹
く
風
に
も
似

た
こ
の
想
い
を
い
っ
た
い
だ
れ
が
引
き
止
め
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
」（
訳
例
❶
③
・
３
）
と
胸
中
を
明
か
す
の
で
あ
る
。

出
家
し
た
ゴ
ー
タ
マ
は
、
ま
ず
、
世
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
師
に
教
え
を
求
め
て
遍
歴
し
て
い
る
。
か
た
や
大
師
は
「
一
沙
門
」
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に
出
会
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
「
一
沙
門
」
を
求
め
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か

A
N
B

。
筆
者
は
こ
こ
で
い
さ
さ
か
想
像
に
走

り
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
。
拙
論
は
小
説
で
は
な
く
論
述
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
よ
う
に
な
る
、
根
拠
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
一
沙
門
」
そ
し
て
ま
た
「
虚
空
蔵
聞
持
の
法
」
の
詳
細
は
の
ち
に
考
察
す
る
が
、
本
論
に
お
け
る
現
段
階
の
了
解
と
し
て
は
、

さ
き
に
確
認
し
た
よ
う
に
、「
虚
空
蔵
聞
持
の
法
」
の
「
実
修
」
に
よ
り
「
明
星
來
影
す
」、
す
な
わ
ち
「
さ
と
り
を
達
成
し
た
」

と
の
想
定
で
あ
る

A
O
B

。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、『
聾
瞽
指
帰
』
と
『
三
教
指
帰
』
の
本
文
の
以
下
の
文
脈
が
う
か
び
あ
が
っ
て

く
る
。
虚
亡
隠
士
が
仮
名
乞
児
に
た
ず
ね
、
そ
れ
に
仮
名
乞
児
が
こ
た
え
る
場
面
で
あ
る
。

虚
亡
隠
士
は
問
う
。

吾　

塾
つ
ら
つ
ら

公き
み

を
視
る
に
已
に
世よ

の
人
に
異こ

と

な
り
。
頭か

う
べ
　を

視
る
に
一
の
毛
無
し
。
體か

た
ち
　を

視
る
に
多た

　
も
つ物

を
持
て
り
。

公き
み

は
是
れ
何い

づ
れ
　の

州く
に

、
何い

づ
れ
　の

縣こ
ほ
り
　、

誰た
　

が
子こ

、
誰た

　

が
資し

ぞ
。

仮
名
乞
児
こ
れ
に
答
え
て
、
大
き
に
笑
っ
て
曰
く
〔
假
名
大
笑
曰
〕

⑴　

三
界が

い

は
家い

へ

無
し
〔
三
界
無
家
〕　

⑵　

六
趣
は
不ふ

ぢ
や
う定

な
り
〔
六
趣
不
定
〕

⑶　

或
る
と
き
は
天て

ん
だ
う童

を
國く

に

と
し
或
る
と
き
は
地ぢ

　
ご
く獄

を
家
と
し
、

或
は
汝
が
妻せ

い
ど
　孥

た
り
或
は
汝
が
父ふ

　
ぼ
　母

た
り
。
有
る
と
き
は
波は

じ
ゆ
ん旬

を
師
と
し
、
有
る
と
き
は
外げ

　
だ
う道

を
友と

も

と
す
。
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餓が
　
き
　鬼

・
禽き

ん
し
う獣

は
皆
是
れ
吾
と
汝
と
が
父ふ

　
ぼ
　母

・
妻せ

い
ど
　孥

な
り
。

始は
じ
め
　よ

り
今
に
至
る
ま
で
、
曾
て
端た

ん
し
ゆ首

無
し
。
今
よ
り
始
に
至
る
ま
で
安い

づ
く
　む

ぞ
定
ま
れ
る
數か

ず

有
ら
む
。

環た
ま
き
　の

如
く
し
て
四し

し
や
う生

に
擾ぜ

う
ぜ
う擾

た
り
。
輪く

る
ま
　に

似
て
六ろ

く
だ
う道

に
轟く

わ
う
く
わ
う
　

轟
た
り
。

⑷　

汝
が
髪か

み

は
雪
の
如
く
な
れ
ど
も
、
未
だ
必
ず
し
も
兄

こ
の
か
みた

ら
ず
。
吾
が
鬢び

ん

は
雲
の
如
く
な
れ
ど
も
、
弟を

と
とに

非
ず
。

是
れ
汝
と
吾
と
無
始
よ
り
來

こ
の
か
た 

更か
は
る
が
はる

生
れ　

か
は
る
が
は
　

代
る
死
し
て
轉て

ん
ぺ
ん變

無
常
〔
不
常
【
聾
瞽
指
帰
】〕
な
り
。
何
ぞ
決さ

だ
ま定

れ
る
州し

ゆ
う・

縣け
ん

・
親し

ん
と
う等

あ
ら
む
。

⑸　

然
れ
ど
も
頃こ

の
ご
ろ日

の
間あ

い
だ
　、

刹し
ば
ら
く那

、　
ま
ぼ
ろ
し
　

幻
の
ご
と
く
に
南な

ん
え
ん
ぶ
　
だ
い

閻
浮
提
の
陽や

う
こ
く谷

、
輪り

ん
わ
う
し
よ
け
　

王
所
化
の
下も

と

、
玉た

ま
も
　藻

歸よ

る
所
の
嶋し

ま

、
櫲よ

し
や
う樟

日
を

蔽か
く

す
の
浦う

ら

に
住
し
、
未
だ
思
ふ
所
に
就
か
ざ
る
に
忽
ち
に
三さ

ん
ぱ
つ八

の
春し

ゆ
ん
し
う秋

を
經へ

た
り
。

引
用
者
で
あ
る
筆
者
の
視
点
は
、
仮
名
乞
児
が
語
る
⑴
か
ら
⑸
ま
で
の
文
脈
に
、「
さ
と
り
を
達
成
し
た
」
と
み
ら
れ
る
世
界

か
ら
の
表
出
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
本
文
は
、
こ
れ
に
つ
い
で
「
無
常
の
賦
」

そ
し
て
「
生
死
海
の
賦
」
と
つ
づ
く
が
、
そ
こ
で
は
こ
と
さ
ら
仏
教
的
概
念
、
そ
れ
ら
の
言
葉
を
援
用
し
た
陳
述
と
な
る
。

さ
て
引
用
文
中
⑴
と
⑵
は
仏
教
的
世
界
の
言
説
で
あ
り
、
⑶
と
⑷
は
、
⑴
と
⑵
で
確
定
さ
れ
た
世
界
観
の
一
般
的
な
認
識
、
そ

し
て
⑸
は
そ
の
具
体
的
事
実
、
こ
の
世
の
現
実
の
こ
と
で
あ
る
。
仮
名
乞
児
の
返
答
の
展
開
を
こ
の
よ
う
に
み
て
、
ま
ず
、
そ
の

は
じ
め
⑴
と
⑵
に
つ
い
て
、
⑴
の
「
三
界
」
を
我
わ
れ
に
な
じ
み
の
「
こ
の
世
」
と
置
き
換
え
る
と
「
こ
の
世
は
家
無
し
」、
そ
し

て
⑵
の
「
六
趣
」
を
「
全
世
界
（
こ
の
世
の
す
べ
て
）
に
お
け
る
生
存
」
と
す
る
な
ら
、「
こ
の
世
の
す
べ
て
の
生
存
は
定
ま
っ
て
い

な
い
」
と
な
る
。
⑴
の
「
こ
の
世
は
家
無
し
」
と
は
、
我
わ
れ
の
通
常
の
理
解
に
し
た
が
え
ば
、
こ
の
世
に
定
住
す
る
こ
と
な
く
、
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家
な
く
、
さ
ま
よ
っ
て
い
る
、
遍
歴
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
、
か

A
P
B

。
ま
た
⑵
の
「
こ
の
世
の
す
べ
て
の
生
存
は
定
ま
っ

て
い
な
い
」
と
は
ま
さ
し
く
仏
教
的
世
界
観
に
か
か
わ
る
表
現
で
あ
る
。

こ
こ
で
現
代
語
訳
を
参
照
し
て
み
る
。

訳
例
❶

⑴　

こ
の
世
に
自
分
の
家
な
ど
と
い
う
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

⑵　

六ろ
く
ど
う道

（
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修し

ゆ
ら
　羅

・
人に

ん

・
天
）
の
中
を
め
ぐ
っ
て
い
て
住
処
は
一
定
し
て
い
ま
せ
ん
。

訳
例
❷

⑴　

三さ
ん
が
い界

す
な
わ
ち
迷
い
の
世
界
に
定
ま
っ
た
家
は
な
く
、

⑵　

六り
く
し
ゆ趣

す
な
わ
ち
天
・
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人
の
輪り

ん
ね
　廻

転
生
の
六
つ
の
コ
ー
ス
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
す
る
。

こ
れ
ら
の
訳
例
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
⑴
の
言
説
も
ま
た
我
わ
れ
の
通
常
の
理
解
に
加
え
て
、
仏
教
的
世
界
観
に
照
ら
し
て
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
訳
例
❷
で
は「
三
界
無
家
」に
い
う「
三
界
」を「
迷
い
の
世
界
」と
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、「
こ

の
世
、
迷
い
の
世
界
」
に
は
「
定
ま
っ
た
家
は
な
く
」
と
、
仮
名
乞
児
は
こ
た
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
「
さ
と
り
を
達

成
し
た
」、
す
な
わ
ち
三
界
（
こ
の
世
）、
あ
る
い
は
世
俗
・
迷
い
を
超
え
た
、
そ
の
境
界
か
ら
の
言
説
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
よ

う
に
い
っ
て
よ
け
れ
ば
「
三
界
（
こ
の
世
の
迷
い
の
世
界
）」
を
超
え
た
か
ら
、
仮
名
乞
児
の
よ
う
に
「
三
界
は
家
無
し
」
と
自
覚
す

る
こ
と
が
で
き
た
、
つ
ま
り
、
さ
と
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
「
生
死
海
の
賦
」
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。「
夫
れ
生し

や
う
じ死

の
海か

い

た
ら
く
、
三
有う

の
際き

は

を
纏ま

と

う
て
彌び

　
ぼ
う望

す
る
に
極
ま
り
罔な

し
」（
訳
例
❶　

そ
れ
、
こ
の
生し

よ
う
じ死

の
迷
い
の
世
界
と
は
、
ま
さ
に
大
海
に
も
た
と
え
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ら
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
大
海
こ
そ
世
界
の
最さ

い
は
て端

ま
で
も
行
き
わ
た
っ
て
い
て
、
限
界
が
あ
り
ま
せ
ん
）。
な
お
三
有
と
は
三
界
で
あ
る
。

さ
て
⑵
は
い
わ
ゆ
る
「
輪
廻
転
生
」
の
世
界
、六
道
と
も
六
趣
と
も
い
い
具
に
は
「
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人
・
天
」
で
あ
る
。

そ
の
「
六
趣
は
不
定
」
と
は
「
…
…
の
中
を
め
ぐ
っ
て
い
て
住
処
は
一
定
し
て
い
ま
せ
ん
」
あ
る
い
は
「
六
つ
の
コ
ー
ス
は
、
さ

ま
ざ
ま
に
変
化
す
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
⑴
と
⑵
の
表
現
は
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
「
欲
界
・
色
界
・
無
色
界
」
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
三
界
は
、
ま
た
「
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人
・
天
」
の
六
趣
か
ら
成
る
、
全
世
界
で
も
あ
る
。
三
界
そ
し

て
六
趣
は
同
じ
ひ
と
つ
の
世
界
に
対
す
る
別
様
の
見
方
で
あ
る
か
ら
、「
三
界
は
家
無
し
〔
三
界
無
家
〕」
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
一

方
で
「
六
趣
は
不
定
な
り
〔
六
趣
不
定
〕」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
世
（
三
界
）
か
ら
脱
し
て
い
な
が
ら
、
こ
の
世
（
六
趣
）

に
お
い
て
、
そ
の
六
趣
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
は
不
定
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
か
の
存
在
と
し
て
あ
る
。
こ
の
言
説
は
矛
盾
と
な
る
。

こ
こ
で
我
わ
れ
は
、
維
摩
居
士
の
説
く
不
二
思
想
を
お
も
い
だ
す
が
、
そ
れ
は
後
に
あ
ら
た
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る

A
Q
B

。

こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
世
界
観
を
な
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
⑶
に
注
目
し
て
み
る
。

文
中
に
み
ら
れ
る
「
天
童
・
地
獄
・
餓
鬼
・
禽
獣
」
は
六
道
の
う
ち
四
つ
の
世
界
で
あ
る
。「
修
羅
・
人
」
の
言
葉
を
欠
く
が
、「
汝

が
妻
孥
た
り
或
は
汝
が
父
母
た
り
」
が
人
界
、
そ
し
て
「
波
旬
を
師
と
し
、
有
る
と
き
は
外
道
を
友
と
す
」
の
記
述
が
修
羅
界
に

該
当
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
六
道
の
世
界
は「
始は

じ
め
　よ

り
今
に
至
る
ま
で
、曾
て
端た

ん
し
ゆ首

無
し
。（
中
略
）輪く

る
ま
　に

似
て
六ろ

く
ど
う道

に
轟く

わ
う
く
わ
う
　

轟
た
り
」

（
訳
例
❶　

原お
お
む
か
し初

か
ら
い
ま
に
い
た
る
ま
で
、初
め
と
い
う
も
の
も
な
く
、（
中
略
）
車
輪
の
よ
う
に
轟ご

う
ご
う轟

と
六
つ
の
道
〔
六
道
〕
を
輪り

ん
ね
　廻

し
て
い
き
ま
す
）

と
説
明
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
仮
名
乞
児
は
、
始
め
も
な
く
終
わ
り
も
な
い
迷
い
の
輪
廻
の
世
界
、
そ
の
総
体
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
そ
の
輪
廻
の
世
界
、
す
な
わ
ち
三
界
を
超
え
た
か
ら
こ
そ
の
認
識
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
「
さ
と
り
を
達
成
し
た
」
人
、
仮
名

乞
児
の
智
見
で
あ
る
。
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ブ
ッ
ダ
の
弟
子
た
ち
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
境
地
に
達
し
、
そ
し
て
語
っ
て
い
る
。

わ
た
し
は
ア
ン
ジ
ャ
ナ
ー
林
に
入
り
込
ん
で
、
庵
を
つ
く
っ
て
住
ん
だ
。
三
つ
の
明
知
を
体
得
し
た
。
ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
な

し
と
げ
た
。（
五
五
）

偉
大
な
る
健た

け

き
人
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
の
彼
岸
に
お
も
む
い
て
、（
わ
た
く
し
を
）
教
え
み
ち
び
い
て
く
だ
さ
っ
た
。
わ
た
し

は
、あ
の
方か

た

の
教
え
を
聞
い
て
、そ
の
御み

　
も
と許

に
楽
し
ん
で
住
ん
で
い
た
。
三
つ
の
明
知
を
達
成
し
、仏
の
教
え
を
な
し
と
げ
た
。

（
六
六
）〔
中
村
元
訳

A
R
B

〕

こ
れ
ら
の
詩
句
に
い
う
「
三
つ
の
明
知
」
と
は
、
過
去
世
を
見
通
す
宿
命
通
・
衆
生
の
生
死
を
見
通
す
天
眼
通
・
あ
ら
ゆ
る
煩

悩
を
滅
し
た
漏
尽
通
で
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
、そ
し
て
「
ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
な
し
と
げ
た
」
弟
子
た
ち
は
、自
ら
あ
ら
ゆ
る
煩
悩
を
滅
し
、

輪
廻
の
総
体
す
な
わ
ち
過
去
世
と
衆
生
の
生
死
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
三
つ
の
明
知
を
体
得
」
ま
た
「
三
つ
の
明
知

を
達
成
」
し
た
と
の
自
覚
と
は
、
こ
の
世
界
を
す
っ
か
り
超
え
た
、
の
謂
で
あ
る
。
完
全
に
出
離
し
た
か
ら
、
世
間
（
世
界
）
に
お

け
る
輪
廻
の
総
体
が
す
っ
か
り
視
野
に
は
い
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
空
海
が
唐
に
在
り
密
教
の
法
を
授
け
ら
れ
た
恵
果
阿
闍
梨

に
送
っ
た
書
状
に
「
伏
し
て
惟
み
れ
ば
和
尚
、
三
明
、
圓
か
に
し
て
萬
行
足
れ
り
」
と
記
し
て
い
る

A
S
B

。
恵
果
阿
闍
梨
も
ま
た
、
ま

さ
し
く
、
そ
の
よ
う
な
お
方
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
仮
名
乞
児
に
よ
る
⑷
の
言
葉
は
、
こ
の
世
の
深
妙
な
る
現
実
、
す
な
わ
ち
六
道
輪
廻
の
「
人
」
と

し
て
生
存
す
る
、
そ
の
説
示
と
読
め
る
。「
…
…
是
れ
汝
と
吾
と
無
始
よ
り
來

こ
の
か
た

更
か
は
る
が
はる

生
れ
代

か
は
る
が
はる

死
し
て
轉て

ん
ぺ
ん變

無
常
〔
不
常
【
聾

瞽
指
帰
】〕
な
り
」
で
あ
る
か
ら
し
て
、
こ
の
世
に
お
け
る
人
び
と
の
兄
あ
る
い
は
弟
は
、
た
だ
無
始
よ
り
転
変
し
て
い
る
無
常
な
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る
姿
。
す
な
わ
ち
兄
と
弟
と
は
、
こ
の
世
の
存
在
と
し
て
の
出
来
事
で
、
そ
れ
こ
そ
が
「
無
常
な
姿
」
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
無
常
な
る
吾
の
存
在
は
「
何
ぞ
決さ

だ
ま定

れ
る
州し

ゆ
う・

縣け
ん

・
親し

ん
と
う等

あ
ら
む
」（
訳
例
❶　

私
た
ち
に
ど
う
し
て
一
定
の
州
や
県

や
親
な
ど
あ
り
得え

ま
し
ょ
う
か
）、
で
あ
る
。

仮
名
乞
児
は
こ
の
よ
う
に
弁
明
し
て
か
ら
、よ
う
や
く
虚
亡
隠
士
の
問
い
「
公き

み

は
是
れ
何い

づ
れ
　の

州く
に

、何い
づ
れ
　の

縣こ
ほ
り、誰た

が
子こ

、誰た

が
資し

ぞ
」

に
答
え
て
、「
然
れ
ど
も
頃こ

の
ご
ろ日

の
間あ

い
だ、

刹し
ば
ら
く那

、
幻

ま
ぼ
ろ
しの

ご
と
く
に
…
…
住
し
」〔
然
頃
日
間
、
刹
那
、
幻
住
〕
と
自
ら
の
こ
の
世
の
現
実
の

真
実
を
語
る
の
で
あ
る
。

六　

既
に
前
世
之
酔
を
醒
せ
り　

仮
名
乞
児
は
さ
ら
に
語
る
。

余わ
れ

も
前さ

き

に
は
汝
が
如
く
迷ま

ど

ひ
疑
ひ
き
。
但
し
頃こ

の
ご
ろ日

の
間あ

ひ
だ、

適
た
ま
た
ま〔

偶
【
聾
瞽
指
帰
】〕
良
師
の
教を

し
へ
　に

遇
う
て
、
既
に
前ぜ

ん
し
や
う生

の
酔ゑ

ひ

を

醒さ
ま

せ
り
〔
既
醒
〔
察
〕
前
世
醉

A
T
B

〕。

訳
例
❶　

私
も
以
前
に
は
、
あ
な
た
方
の
よ
う
に
心
を
離
れ
た
と
こ
ろ
に
天
国
や
地
獄
が
あ
る
の
か
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
た
ま
た
ま
先さ

き
ご
ろ頃

仏
教
に
出で

　
あ
　遇

う
こ
と
が
で
き
て
、
永
い
迷
い
か
ら
目
が
覚
め
た
の
で
す
。

訳
例
❷　

わ
た
し
も
以
前
に
は
、
天
国
や
地
獄
に
つ
い
て
、
そ
な
た
の
よ
う
な
疑
惑
を
抱
い
て
い
た
が
、
近
ご
ろ
た
ま
た
ま

良
き
師
で
あ
る
釈
尊
の
教
え
に
め
ぐ
り
あ
っ
て
、
前
世
か
ら
の
迷
い
を
醒
ま
す
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。

（
43
）	（
44
）（
45
）	（
46
）（
47
）（
48
）	

（
49
）（
49
）

A
C
B
A
D
B
A
E
B
A
F
B
A
G
B
A
H
B
A
I
B
A
J
B
A
K
B
A
L
B
A
M
B
A
N
B
A
O
B
A
P
B
A
Q
B

A
R
B
A
S
B
A
T
B
A
U
B
A
V
B
A
W
B
A
X
B
A
Y
B
A
Z
B
A
[
B
A
\
B
A
]
B
A
^
B
A
_
B
A
`
B
A
a

B
A
b
B
A
c
B
A
d
B
A
e
B
A
f
B
A
g
B
A
h
B
A
i
B
A
j
B
A
k
B
A
l
B
A
m
B
A
n
B
A
o
B
A
p
B
A

q
B
A
r
B
A
s
B
A
t
B
A
u
B
A
v
B
A
w
B
A
x
B
A
y
B
A
z
B
A
{
B
A
|
B
A
}
B
A
~
B
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『
聾
瞽
指
帰
』
と
『
三
教
指
帰
』
の
本
文
が
作
者
二
十
四
歳
の
と
き
撰
述
さ
れ
た
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
作
者
・
空
海
は
前
項

で
み
た
よ
う
に
、
こ
れ
以
前
に
い
わ
ゆ
る
「
さ
と
り
体
験
」
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
本
文
の
記
述
は
、
そ
の
体
験
に

至
る
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
か
ら
、
な
お
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
結
果
と
し
て
、
ブ
ツ
ダ
の
弟
子
た
ち
と
同
じ
境

地
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
頷
け
る
。

我
わ
れ
は
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
『
三
教
指
帰
』
の
「
序
文
」
に
た
ち
か
え
っ
て
み
る
。
そ
の
始
め
の
文
句
に
あ
る
。

①
・
１　

爰こ
こ

に
一ひ

と
り
　の

沙し
や
も
ん門

有
り
。
余わ

れ

に
虚こ

　
く
う
ぞ
う
も
ん
ぢ
　

空
蔵
聞
持
の
法ほ

ふ

を
呈し

め

す
〔
爰
有
一
沙
門　

呈
余
虚
空
蔵
聞
持
法
〕

す
な
わ
ち「
一
の
沙
門（
一
沙
門
）」よ
り「
虚
空
蔵
聞
持
の
法
」を
授
か
っ
た
の
で
あ
り
、そ
の
勤
念
の
成
果
と
し
て「
明
星
來
影
す
」

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

②
・
３　

谷た
に

響ひ
び
き
　を

惜
し
ま
ず
、
明み

や
う
じ
や
う

星
來ら

い
え
い影

す
〔
谷
不
惜
響　

明
星
來
影
〕

『
三
教
指
帰
』
の
「
序
文
」
は
空
海
に
よ
る
後
の
差
し
替
え
、
あ
る
い
は
他
者
に
よ
る
新
た
な
撰
述
で
あ
る
の
か
、
い
ず
れ
に

し
て
も
『
聾
瞽
指
帰
』
と
『
三
教
指
帰
』
の
本
文
に
も
と
づ
き
、こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、空
海
が
「
さ
と
り
体
験
」
に
至
っ

た
、
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
本
文
に
よ
る
限
り
、
そ
の
い
き
さ
つ
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、「
序
文
」
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
そ
れ
は
「
虚
空
蔵
聞
持
の
法
」
の
勤
念
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
真
言
僧
に
と
っ
て
、

の
ち
の
ち
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
ほ
ど
大
事
な
「
虚
空
蔵
聞
持
の
法
」
で
あ
る

A
U
B

。
そ
れ
は
時
を
通
過
し
て
現
在
に
ま
で
相
続
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さ
れ
て
い
る

A
V
B

。

な
ら
ば
空
海
が
勤
念
し
た
そ
の
「
虚
空
蔵
聞
持
の
法
」
と
は
ど
の
よ
う
な
内
容
（
修
法
）
な
の
か
。
ま
た
「
一
沙
門
」
よ
り
授
か
っ

た
（
法
を
呈
す
）
と
い
う
が
、
そ
れ
は
誰
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
に
答
え
る
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
「
虚
空
蔵
聞
持
の
法
」
が
、
い
つ
頃
、

誰
に
よ
っ
て
我
が
国
に
請
来
さ
れ
、
相
伝
さ
れ
た
の
か
を
つ
ぶ
さ
に
知
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
上
の
事
実
経
路
を
探
し
求
め
る
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
の
確
定
は
憶
測
の
域
を
出
る
こ
と

な
く
、
結
論
と
し
て
、
す
で
に
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
の
で
は
な
い
か
と
愚
推
す
る
。

な
ぜ
な
ら
、「
序
文
」
の
作
者
が
空
海
で
あ
る
な
ら
、
彼
は
実
名
を
記
す
こ
と
な
く
あ
え
て
「
一
沙
門
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、空
海
に
と
っ
て
教
え
を
授
け
ら
れ
た
そ
の
「
一
沙
門
」
が
誰
で
あ
る
か
知
っ
て
い
る
、は
ず
で
あ
る
。
ま
た
「
序

文
」
の
作
者
が
空
海
で
は
な
く
他
者
と
す
る
な
ら
、こ
の
場
合
も
そ
れ
が
誰
で
あ
っ
た
の
か
承
知
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、「
一

沙
門
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
伝
授
を
う
け
た
当
人
で
な
い
他
者
が
、
当
人
を
差
し
置
い
て
、
事
実
と
し
て
、
そ
れ
を

明
か
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
、
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
な
に
よ
り
、
空
海
と
は
別
人
で
あ
る
作
者
は
、
空
海
を
よ
そ
お
っ

て
い
る
な
ら
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
「
序
文
」
で
、
空
海
入
唐
以
前
に
「
一
沙
門
」
の
実
名
を
明
記
し
て
し
ま
え
ば
、
完
成
さ
れ
た

密
教
儀
軌
で
あ
る
「
虚
空
蔵
聞
持
の
法
」
を
正
式
に
伝
授
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
本
文
ま
で
も
ま
た
、
全
面
的
に
改
変
せ
ざ

る
を
え
な
い
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
に
関
す
る
文
献
資
料
が
あ
れ
ば
よ
い
が
、
そ
れ
も
期

待
で
き
な
い
。
も
し
も
そ
れ
ら
が
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
空
海
入
唐
以
前
に
か
な
り
本
格
的
な
密
教
が
相
伝
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
な
り
、
入
唐
の
必
然
性
に
と
っ
て
看
過
し
え
な
い
変
更
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

加
え
て
「
序
文
」
に
記
さ
れ
た
「
虚
空
蔵
聞
持
の
法
」
に
つ
い
て
も
、
文
献
の
詮
索
に
よ
っ
て
、
確
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
情
報
（
史
料
）
と
い
え
ば
「
①
・
２　

其
の
経
に
説
か
く
、
若
し
人
、
法
に
依
っ
て
此
の
真
言
一
百
萬
遍
を
誦
す
れ
ば
、
①
・

３　

卽
ち
、
一
切
の
教
法
の
文
義
暗
記
す
る
こ
と
を
得
」、
そ
し
て
「
明
星
來
影
す
」
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
も
漠
然
と
し
て
い
る
の
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で
あ
る
。
あ
る
い
は
意
図
的
に
曖
昧
に
し
て
象
徴
的
に
表
現
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
一
方
、「
虚
空
蔵
聞
持
の
法
」
と
い
っ
た
と
き
、
そ
れ
は
善
無
畏
訳
「
虚
空
蔵
菩
薩
能
満
所
願
最
勝
心
陀
羅

尼
求
聞
持
法
」（
求
聞
持
法
）
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
、
筆
者
は
こ
こ
で
お
も
い
き
っ
て
、
空
海
は
実
名
が
隠
匿
さ
れ
た
「
一

沙
門
」
に
よ
り
善
無
畏
訳
「
求
聞
持
法
」
が
伝
授
さ
れ
、こ
れ
を
勤
念
し
成
就
し
た
の
で
あ
る
（
あ
ろ
う
）
と
想
定
し
て
お
き
た
い
。

『
聾
瞽
指
帰
』
と
『
三
教
指
帰
』
の
本
文
お
よ
び
「
序
文
」
の
記
述
の
関
連
に
基
づ
い
た
、
筆
者
の
帰
着
は
以
上
で
あ
る
。
い

わ
ゆ
る
近
代
文
献
学
の
方
法
論
に
よ
る
確
定
で
は
な
く
、
独
自
の
憶
測
で
あ
る
。
な
ら
現
代
の
文
献
学
は
筆
者
の
こ
の
見
定
め
を

修
正
、
あ
る
い
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
さ
さ
か
本
論
の
趣
旨
を
逸
脱
す
る
か
に
思
わ
れ
る
が
、
な
お
考

え
て
み
た
い
課
題
で
あ
る
。

七　

明
星
來
影
す

「
求
聞
持
法
」
が
我
が
国
へ
伝
え
ら
れ
た
経
路
（
伝
）
に
は
ふ
た
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
空
海
が
入
唐
し
恵
果
よ
り
授
か
っ
た
確
か

な
相
伝
、そ
し
て
こ
れ
と
は
べ
つ
に
、空
海
が
入
唐
す
る
以
前
に
流
布
し
て
い
た
ら
し
い
伝
承
で
あ
る
。
問
題
は
こ
の
後
者
で
あ
る
。

そ
れ
は
道
慈
（
〜
七
四
四
）
が
唐
に
て
善
無
畏
（
六
三
七
〜
七
三
五
）
よ
り
授
か
り
請
来
し
て
、
善
議
・
勤
操
（
七
五
八
〜
八
二
七
）、
そ

し
て
空
海
（
七
七
四
〜
八
三
五
）
へ
伝
え
ら
れ
た
と
い
う

A
W
B

。
い
う
ま
で
も
な
く
『
三
教
指
帰
』
の
「
序
文
」
に
い
う
「
虚
空
蔵
聞
持
の
法
」

と
は
こ
の
伝
承
で
あ
る
。
こ
の
経
路
が
通
説
と
も
な
っ
て
い
る
が
、
文
献
か
ら
み
て
そ
れ
は
推
測
な
い
し
仮
説
で
あ
る
こ
と
は
こ

れ
ま
で
の
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

善
無
畏
は
七
一
六
年
に
唐
に
や
っ
て
き
た
。
そ
の
翌
年
（
七
一
七
）
に
「
求
聞
持
法
」
を
訳
出
、
こ
の
と
き
道
慈
は
在
唐
中
。
そ

し
て
道
慈
は
養
老
二
年
（
七
一
八
）
こ
れ
を
携
え
て
帰
朝
し
た
、
と
は
た
ん
な
る
可
能
性
に
と
ど
ま
り
、
現
存
す
る
文
献
か
ら
構
築
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さ
れ
る
歴
史
学
で
は
確
か
め
ら
れ
な
い
。「『
求
聞
持
法
』
一
巻
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
と
き
わ
が
国
に
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」

と
い
う
推
定
で
あ
る

A
X
B

。
し
た
が
っ
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
空
海
が
入
唐
す
る
以
前
に
勤
念
し
た
と
さ
れ
る
「
虚
空
蔵
聞
持
の
法
」

は
善
無
畏
訳
「
求
聞
持
法
」
で
あ
っ
た
と
い
う
「
根
拠
は
現
段
階
で
は
明
示
し
得
な
い
」
こ
と
に
な
る

A
Y
B

。

な
お
空
海
が
勤
操
か
ら
受
法
し
た
と
の
伝
承
の
は
じ
ま
り
は
、
空
海
が
弟
子
た
ち
に
遺
し
た
「
御
遺
告
」
の
記
述
に
あ
る
が
、

辻
善
之
助
氏
は
勤
操
と
空
海
と
の
「
そ
の
師
弟
関
係
は
な
か
っ
た
も
の
と
認
め
、随
っ
て
遺
告
の
い
う
所
は
疑
わ
し
い
」（
三
〇
〇
頁
）

と
い
う

A
Z
B

。
こ
の
よ
う
な
説
の
根
拠
は
お
も
に『
性
霊
集
』巻
第
八
の「
先
師
の
為
に
梵
網
経
を
講
釈
す
る
表
白
」お
よ
び『
続
性
霊
集
』

巻
第
十
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
故
贈
僧
正
勤
操
大
徳
の
影
の
讃　

序
を
幷
せ
た
り
」
の
解
釈
に
よ
る
。

こ
こ
で
そ
の
詳
細
を
検
討
す
る
い
と
ま
が
な
い
ま
で
も
、
意
見
の
別
れ
る
要
点
は
、
同
じ
文
献
を
援
用
し
な
が
ら
理
解
の
相
違

に
も
と
づ
く
の
で
あ
る
。
薗
田
香
融
氏
は
勤
操
と
空
海
と
の
師
弟
関
係
に
つ
い
て
、「
と
こ
ろ
が
現
在
の
学
界
は
こ
れ
に
否
定
的
で

あ
り
、
故
辻
善
之
助
博
士
な
ど
も
、〈
若
し
師
弟
関
係
あ
り
と
す
れ
ば
、
か
く
の
如
き
白
々
し
き
書
き
方
を
す
る
筈
は
な
い
〉
と
い

わ
れ
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
」
と
辻
善
之
助
氏
の
主
張
（
学
説
）
を
し
り
ぞ
け
、「
私
は
勤
操
を
も
っ
て
空
海
の
出
家

の
師
と
断
定
し
て
差
し
支
え
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
」
と
結
論
し
て
い
る

A
[
B

。
な
お
蛇
足
な
が
ら
、辻
氏
の
言
う
「
か
く
の
如
き
白
々

し
き
書
き
方
」
と
は
客
観
的
か
つ
公
平
な
学
的
態
度
と
は
う
け
と
り
が
た
い
。
何
を
根
拠
に
そ
の
よ
う
に
判
断
す
る
の
か
。
も
っ

と
も
客
観
的
か
つ
公
平
な
学
的
態
度
が
成
立
す
る
の
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
辻
氏
の
識
見
と
み
れ
ば
、
一
学
説
と
し

て
反
論
す
る
ま
で
も
な
く
私
と
し
て
は
黙
止
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

文
献
を
そ
れ
ぞ
れ
の
憶
測
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
各
自
の
勝
手
な
解
釈
と
い
え
ば
わ
か
り
や
す
い
が
、
双
方
が

意
見
の
一
致
を
み
る
に
は
難
儀
と
い
う
ほ
か
な
い
。
文
献
学
と
は
何
か
、
あ
ら
た
め
て
反
省
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、
こ
の

あ
た
り
の
事
情
、
意
見
の
行
き
違
い
を
よ
く
よ
く
承
知
し
た
う
え
で
、
公
式
の
発
言
と
な
る
と
、
池
田
源
太
氏
は
「
だ
か
ら
『
先

師
』（
引
用
者
注
〈
先
師
の
為
に
梵
網
経
を
講
釈
す
る
表
白
〉
の
〈
先
師
〉
の
こ
と
）
と
は
勤
操
の
こ
と
で
あ
り
、勤
操
は
空
海
に
と
っ
て
は
『
吾
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ガ
師
』で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
勤
操
の『
弟
子
』で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、空
海
に
と
っ
て
は
師
匠
で
あ
っ

た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
賢
明
な
評
言
に
な
る

A
\
B

。
そ
れ
に
し
て
も
、
今
日
の
常
識
に
照
ら
し
て
も
ま
た
、
師
弟

関
係
と
は
双
方
の
了
解
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
な
い
の
か
、
と
思
う
が
、
謎
は
深
ま
る
ば
か
り
で
あ
る
。

さ
て
「
谷
響
を
惜
し
ま
ず
、
明
星
來
影
す
〔
谷
不
惜
響　

明
星
來
影
〕」
と
は
『
三
教
指
帰
』
の
「
序
文
」
の
一
節
、
筆
者
は
本
論

の
「
三　

ど
の
よ
う
に
読
む
か
」
で
明
言
し
た
よ
う
に
、「
虚
空
蔵
聞
持
の
法
」
の
「
実
修
」
に
よ
り
「
明
星
來
影
す
」
す
な
わ
ち
「
さ

と
り
を
達
成
し
た
」
と
承
知
す
る

A
]
B

。
し
た
が
っ
て
「
明
星
來
影
す
」
と
は
、
空
海
の
「
さ
と
り
体
験
」
の
空
海
に
よ
る
象
徴
的
な

表
現
と
う
け
と
め
る

A
^
B

。
こ
の
事
態
を
我
わ
れ
は
看
過
す
べ
き
で
は
な
く
、
空
海
は
入
唐
に
さ
き
だ
っ
て
、
完
成
さ
れ
た
密
教
儀
軌

で
あ
る
「
虚
空
蔵
聞
持
の
法
」
を
伝
授
さ
れ
、
成
就
し
て
い
る
の
で
あ
る

A
_
B

。

そ
し
て
『
聾
瞽
指
帰
』
あ
る
い
は
『
三
教
指
帰
』
の
本
文
の
作
者
、空
海
に
と
っ
て
、こ
の
体
験
こ
そ
が
も
っ
と
も
重
要
で
あ
り
、

さ
ら
に
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
っ
た
、
と
私
は
思
う
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
私
に
と
っ
て
も
ま
た
、
空
海
の
こ
の

事
態
を
空
海
に
学
び
な
が
ら
怠
り
な
く
細
心
に
な
ぞ
る
こ
と
が
、
さ
ら
な
る
役
務
と
な
る
。

お
わ
り
に

本
論
は
、「
弘
法
大
師
空
海
へ
の
道
」
そ
の
「
序
説
」
で
あ
り
、
私
が
弘
法
大
師
空
海
へ
の
道
へ
連
な
る
に
、
ど
こ
か
ら
、
い

か
に
発
出
す
る
の
か
、
そ
の
基
軸
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
試
論
で
あ
る
。
そ
の
一
方
法
と
し
て
、
空
海
の
処
女
作
を
ひ
も
と
い
て

み
た

A
`
B

。
あ
ら
た
め
て
先
徳
の
研
究
に
敬
服
し
な
が
ら
も
、
せ
め
て
、
日
頃
よ
り
親
し
く
ご
指
導
い
た
だ
い
て
い
る
諸
先
生
に
は
学
ば
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
つ
つ
、
成
果
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
受
け
継
ぐ
こ
と
が
か
な
わ
ず
、
私
は
た
だ
自
ら
の
好
む
に
ま
か
せ
た
記
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述
に
終
始
し
た
。
と
こ
ろ
が
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
、
そ
の
一
方
で
、
あ
ら
た
な
疑
義
が
わ
き
お
こ
る
。
ま
た
本
論
中
で
「
詳
細

は
の
ち
に
考
察
す
る
が
…
…
」
と
た
び
た
び
述
べ
な
が
ら
、
さ
ら
に
言
及
す
る
機
会
が
な
か
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
は
先
送
り

に
な
っ
た
が
、
弘
法
大
師
御
生
誕
千
二
百
五
十
年
記
念
に
あ
た
り
、
大
師
に
想
い
を
よ
せ
る
機
縁
と
な
っ
た
。

菩
提
樹
下
で
さ
と
り
を
達
成
し
た
ブ
ッ
ダ
は
、
人
び
と
に
向
か
っ
て
表
明
し
た
。

比
丘
た
ち
よ
、
耳
を
傾
け
よ
。
不
死
が
得
ら
れ
た
の
だ
。

私
は
教
え
よ
う
。
私
は
教
え
を
説
こ
う
。

教
え
ら
れ
た
よ
う
に
行
う
な
ら
ば
、

遠
か
ら
ず
良
家
の
息
子
た
ち
が
ま
さ
し
く
家
か
ら
出
て
出
家
者
と
な
っ
た
目
的
で
あ
る
か
の
無
上
の
清
浄
な
修
行
の
完
成

を
、
こ
の
現
世
に
お
い
て
自
ら
知
り
、
自
分
自
身
で
体
験
し
、
体
現
す
る
で
あ
ろ
う
（
畝
部
俊
英
訳

A
a
B

）

入
唐
し
恵
果
阿
闍
梨
か
ら
受
法
し
た
空
海
、
す
な
わ
ち
遍
照
金
剛
は
公
言
す
る
。

此
の
法
は
佛ほ

と
け
 の

心し
ん

、

國
の
鎮し

ず
め
　な

り
、
氛ふ

ん

を
攘は

ら

ひ
、
祉さ

い
は
　ひ

を
招
く
の
摩ま

　
に
　尼

、
凡ぼ

ん

を
脱ま

ぬ
か
　れ

聖せ
い

に
入
る
爐き

よ
け
い徑

な
り

A
b
B

。

我
わ
れ
は
弘
法
大
師
空
海
へ
の
道
に
連
な
り
、
大
師
が
も
た
ら
し
た
「（
此
の
法
は
）
佛ほ

と
け
 の

心し
ん

」
を
学
び
、
我
が
も
の
と
し
て
、

行
ず
る
の
で
あ
る
。
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註（
１
）「
御
遺
告
二
十
五
箇
條
」『
弘
法
大
師
全
集
』
第
二
輯
（
密
教
文
化
研
究
所
、一
九
七
八
〔
復
刊
〕）（
七
八
二
〜
七
八
三
頁
）
参
照
。
な
お
運
敞
『
三

教
指
帰
註
删
補
七
巻
』（
續
真
言
宗
全
書
刊
行
会
、
一
九
七
七
〔
復
刊
〕）
に
は
「
自
称
無
空
・
改
名
教
海
・
復
改
如
空
」（
一
五
四
頁
）
と
あ
る
。

（
２
）
長
谷
寶
秀
「
大
師
の
十
号
」（
二
三
〇
頁
）（
長
谷
寶
秀
全
集
第
一
巻
、
法
蔵
館
、
種
智
院
大
学
密
教
資
料
研
究
所
、
一
九
九
七
）
初
出
は
『
六

大
新
報
』
第
二
五
〇
号
（
一
九
〇
八
）

（
３
）
田
山
方
南
「
弘
法
大
師
書　

聾
瞽
指
帰
の
解
題
」『
聾
瞽
指
帰
釈
文
並
解
題
』（
弘
法
大
師
御
入
定
一
千
百
五
十
年
御
遠
忌
大
法
会
記
念
、
総

本
山
金
剛
峯
寺
、
一
九
八
二
）

（
４
）
太
田
次
男
「『
聾
瞽
指
帰
』
を
拝
見
し
て
―
料
紙
及
び
筆
者
を
繞
っ
て
―
」『
成
田
山
仏
教
研
究
所
紀
要
』
第
十
五
号
、
特
別
号
、
仏
教
文
化

史
論
集
Ⅰ
（
成
田
山
新
勝
寺
、
一
九
九
二
）

（
５
）
夢
窓
国
師
疎
石
が
『
聾
瞽
指
帰
』
の
奥
書
に
貞
和
二
年
（
一
三
四
六
）
に
記
し
た
文
に
「
此
書
是
弘
法
大
師
所
作
也　

初
名
聾
瞽
指
帰　

後

改
名
三
教
指
帰　

此
本
乃
大
師
真
筆
也　

然
草
本
故
与
世
伝
本
少
異
耳
」
と
あ
る
。
大
師
真
筆
の
『
聾
瞽
指
帰
』
は
草
本
で
あ
り
後
に
改
名

さ
れ
た
の
が
世
伝
本
と
し
て
の
『
三
教
指
帰
』
と
の
伝
承
は
こ
こ
に
端
を
発
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
『
聾
瞽
指
帰
』（
草
本
）
と
『
三
教
指
帰
』

（
世
伝
本
）
が
少
し
く
異
な
る
（
少
異
）
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
宮
坂
宥
勝
「
聾
瞽
指
帰
」
佐
和
隆
研
・
中
田
勇
次
郎
編
『
弘
法
大
師
真
蹟
集

成　

解
説
』（
法
蔵
館
、
一
九
七
四
）
所
収
参
照
。
な
お
『
聾
瞽
指
帰
』
が
高
野
山
金
剛
峯
寺
所
蔵
に
な
る
ま
で
の
い
き
さ
つ
は
村
岡
空
「
聾

瞽
指
帰
（
序
・
十
韻
の
詩
）」
解
説
『
弘
法
大
師
空
海
全
集
』
第
六
巻
（
七
八
九
〜
七
九
三
頁
）（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
四
）
に
詳
し
い
。

（
６
）
太
田
次
男
氏
は
『
三
教
指
帰
』
の
改
作
に
つ
い
て
考
察
す
る
場
合
、
本
文
の
わ
ず
か
な
語
句
の
変
更
に
も
、
そ
れ
は
大
師
に
よ
る
と
す
る
根

拠
に
と
っ
て
看
過
し
え
な
い
問
題
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。「
聾
瞽
指
帰
と
三
教
指
帰
―
付
・
天
理
図
書
館
蔵
仁
平
四
年
写
本
の
翻
字
―
」『
成

田
山
仏
教
研
究
所
紀
要
』
第
十
二
号
（
成
田
山
新
勝
寺
、
一
九
八
八
）

（
７
）
福
田
亮
成
先
生
は
「
よ
う
す
る
に
、『
聾
瞽
指
帰
』
と
『
三
教
指
帰
』
は
、
前
者
が
後
者
の
艸
稿
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
各
々
に
主

張
を
こ
め
て
同
時
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
推
測
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
前
者
は
当
時
の
中
国
思
想
界
を
充
分
に
意
識
し
た

も
の
で
あ
り
。
後
者
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
空
海
自
身
の
求
道
の
過
程
を
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
表
現
し
、
そ
こ
に
自
身
の
出
家
宣
言
を
も
同
時
に

主
張
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
」（
一
四
四
頁
）
と
い
う
。「『
聾
瞽
指
帰
』
と
『
三
教
指
帰
』」『
佛
教
文
化
論
集
（
第
六
輯
）』（
川
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崎
大
師
教
学
研
究
所
研
究
紀
要
、
一
九
九
二
）

（
８
）
加
地
伸
行
氏
は
『
聾
瞽
指
帰
』
の
序
文
が
改
作
さ
れ
、か
つ
『
三
教
指
帰
』
と
改
題
さ
れ
た
事
情
に
つ
い
て
「
そ
れ
は
、『
三
教
指
帰
』
序
文
が
、

安
史
の
乱
後
の
、
中
国
に
お
け
る
時
代
の
転
換
を
実
感
し
て
帰
朝
し
た
後
の
作
で
は
な
い
か
」（
九
九
頁
）
と
推
測
し
て
い
る
。「
弘
法
大
師

と
中
国
思
想
と
―
『
指
帰
』
両
序
に
寄
せ
て
―
」
中
野
義
照
編
『
弘
法
大
師
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
八
七
八
年
）
所
収
。

（
９
）
品
田
聖
宏
先
生
は
「『
三
教
指
帰
』
の
題
名
は
大
師
の
再
請
来
本
『
弁
正
論
』
を
典
故
と
す
る
も
の
で
、『
三
教
指
帰
』
へ
の
改
題
が
帰
朝
後

で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
た
」
と
い
い
「『
三
教
指
帰
』
は
そ
の
旧
題
、
巻
数
、
本
論
の
字
句
を
改
訂
し
、
新
た
な
序
と
十
韻
の
詩
を
差
替
え
た

も
の
で
、
宗
団
の
後
進
学
侶
を
対
象
に
し
て
帰
朝
後
に
成
立
し
た
」（
一
一
三
頁
）
と
み
て
い
る
。「『
三
教
指
帰
』
の
成
立
問
題
―
そ
の
構
成

分
析
と
典
故
論
的
考
察
―
」『
豊
山
学
報
』
第
二
十
六
・
二
十
七
号
併
合
号
（
豊
山
宗
学
研
究
所
、
一
九
八
二
）
ま
た
大
柴
慎
一
郎
氏
は
「『
三

教
指
帰
』
の
改
変
に
は
序
文
・
本
文
・
末
尾
の
十
韻
詩
の
全
て
に
亘
っ
て
大
師
の
将
来
本
と
『
文
鏡
秘
府
論
』
が
深
く
関
与
し
て
い
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
」
と
い
い
「『
三
教
指
帰
』
の
成
立
時
期
は
、
弘
仁
一
〇
年
（
八
一
九
、
大
師
御
歳
四
十
六
才
）
以
降
数
年
の
間
で
あ
る
と
筆
者

は
考
え
る
」（
一
五
二
頁
）
と
し
て
い
る
。「『
三
教
指
帰
』
真
作
説
」『
密
教
文
化
』
第
二
〇
四
号
（
密
教
研
究
会
、
二
〇
〇
〇
）
な
お
前
谷

彰
（
惠
紹
）
氏
は
「
空
海
が
『
三
教
指
帰
』
を
著
し
た
の
は
帰
朝
後
間
も
な
く
の
時
期
で
は
な
く
、『
即
身
成
仏
』
を
著
し
た
時
期
と
重
な
り
合
っ

て
い
る
」（
六
四
頁
）
と
み
て
い
る
。「
虚
空
蔵
求
聞
持
法
の
意
義
」『
高
野
山
大
学
論
叢
』
第
三
十
六
号
（
高
野
山
大
学
、
二
〇
〇
一
）

（
10
）
向
井
隆
健
「〈
御
遺
告
〉
成
立
順
と
『
三
教
指
帰
』
序
文
と
の
関
係
―
上
山
春
平
著
『
空
海
』
を
読
ん
で
―
」『
豊
山
学
報
』
第
三
十
六
・ 

三
十
七
号
併
合
（
豊
山
宗
学
研
修
所
、
一
九
九
二
）

（
11
）
渡
邊
照
宏
・
宮
坂
宥
勝
校
注
『
三
教
指
帰　

性
霊
集
』「
解
説
」（
七
一
頁
）（
日
本
古
典
文
学
大
系
七
十
一
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
）

（
12
）
河
内
昭
円
「『
三
教
指
帰
』
偽
撰
説
の
提
示
」『
大
谷
大
学
研
究
年
報
』（
第
四
十
五
号
、
大
谷
学
会
、
一
九
九
四
）
参
照
。

（
13
）
米
田
弘
仁
「『
聾
瞽
指
帰
』『
三
教
指
帰
』
研
究
の
現
状
と
諸
問
題
」『
密
教
文
化
』
第
一
九
三
号
（
密
教
研
究
会
、一
九
九
五
）
に
「『
聾
瞽
指
帰
』

『
三
教
指
帰
』
関
係
論
文
目
録
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。

（
14
）
前
掲
の
渡
邊
・
宮
坂
校
注
『
三
教
指
帰　

性
霊
集
』

（
15
）
加
藤
純
隆
・
加
藤
精
一
訳
『
空
海
「
三
教
指
帰
」』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
〇
七
）

（
16
）
福
永
光
司
『
空
海　

三
教
指
帰
ほ
か
』（
中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
、
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
三
）
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（
17
）
中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば—

ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ—

』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
）

（
18
）
前
掲
の
中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば—

ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ—

』

（
19
）
中
川
栄
照
先
生
は
「
つ
ま
り
死
の
前
に
、
全
て
を
捨
て
、
さ
ら
に
死
の
超
克
を
も
っ
て
、
全
て
を
含
超
す
る
と
こ
ろ
の
態
度
を
と
っ
た
と
み

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。『
三
教
指
帰
』
に
お
い
て
、
生
と
死
と
の
間
に
、
矛
盾
と
絶
望
と
を
置
き
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
を
克
服
し
な
が
ら
、
本
来

的
な
自
己
へ
と
帰
入
し
、
一
方
自
己
の
世
界
を
創
造
し
、
そ
の
世
界
を
含
超
し
て
行
く
と
こ
ろ
の
考
え
が
う
か
が
え
る
」（
一
九
二
頁
）「『
三

教
指
帰
』
に
お
け
る
弘
法
大
師
空
海
と
実
存
に
つ
い
て
」『
豊
山
教
学
大
会
紀
要
』
第
十
号
（
豊
山
教
学
振
興
会
、
一
九
八
二
）
と
い
い
、
さ

ら
に
「
弘
法
大
師
に
お
け
る
実
存
と
死
」『
豊
山
学
報
』
第
二
十
六
・
二
十
七
号
併
合
（
豊
山
宗
学
研
修
所
、
一
九
八
二
）
で
は
「
多
く
の
人

た
ち
の
死
に
廻
り
会
い
。
具
体
的
に
一
人
一
人
の
死
と
の
出
会
い
か
ら
（
中
略
）
こ
の
体
験
は
、
大
師
教
学
の
体
系
化
に
際
し
て
、
常
に
側

面
に
置
き
な
が
ら
、
内
部
へ
と
働
き
か
け
て
い
っ
た
も
の
と
、
想
像
さ
れ
る
」（
四
一
頁
）
と
い
う
。

（
20
）
平
井
宥
慶
先
生
は
『
三
教
指
帰
』
の
中
に
登
場
す
る
空
海
の
修
行
地
名
を
あ
げ
「
以
上
こ
れ
だ
け
を
み
て
も
、
四
国
地
方
、
関
西
各
地
を
転

歴
し
て
い
る
さ
ま
が
よ
く
知
ら
れ
る
。
の
ち
の
ち
空
海
伝
説
は
日
本
全
国
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
素
地
は
こ
う
い
う
自
ら
の
修

行
地
の
多
岐
に
渡
る
分
布
に
起
因
す
る
と
い
え
る
の
で
な
い
か
」（
二
五
頁
）『
空
海
―
即
身
成
仏
へ
の
道
』（
佼
成
出
版
社
、
二
〇
一
九
）
と

指
摘
。
な
お
「
序
文
」
に
い
う
阿
國
大
瀧
嶽
と
土
佐
室
戸
崎
の
所
在
は
と
も
に
四
国
東
南
部
の
一
帯
、
こ
れ
ら
は
「
本
文
」
に
記
述
さ
れ
な

い
が
、
何
ら
か
の
意
図
が
あ
る
の
か
。

（
21
）
前
谷
彰
（
惠
紹
）
氏
は
「
正
当
な
官
僧
は
当
然
国
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、〈
一
処
止
住
型
〉
の
修
行
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
国
の
直
接
の
管
理
下
に
置
か
れ
得
な
い
優
婆
塞
や
私
度
僧
は
、
山
林
を
斗
薮
渉
覧
す
る
〈
一
処
不
住
型
〉
の
修
行
が
可

能
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」（
一
一
九
頁
）
と
い
い
、「
空
海
が
山
林
修
行
に
身
を
委
ね
る
に
至
っ
た
動
機
は
、
仏
教
の
実
践
的
修

行
を
通
し
て
、
そ
の
教
え
の
本
格
を
確
認
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
呪
的
能
力
の
獲
得
を
目
的
と
し
て
山
林
修
行
に

入
っ
た
な
ど
と
は
、
決
し
て
言
い
得
な
い
」（
一
一
八
頁
）「
奈
良
・
平
安
期
に
お
け
る
山
林
修
行
の
意
義
」『
密
教
学
研
究
』
第
三
十
四
号
（
日

本
密
教
学
会
、
二
〇
〇
二
）

（
22
）
大
沢
聖
寛
先
生
の
先
行
研
究
「
一
八
道
次
第
と
求
聞
持
次
第
に
つ
い
て
」『
豊
山
教
学
大
会
紀
要
』
第
二
号
（
豊
山
教
学
振
興
会
、

一
九
七
四
）
お
よ
び
「
弘
法
大
師
の
事
相
に
つ
い
て
」『
密
教
学
研
究
』
第
十
二
号
（
日
本
密
教
学
会
、一
九
八
〇
）
は
、「
一
沙
門
」
に
よ
る
「
虚
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空
蔵
聞
持
の
法
」
と
は
い
か
な
る
「
次
第
（
儀
軌
）」
な
の
か
、
ま
た
そ
の
勤
念
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
「
さ
と
り
」
と
は
何
か
の
考
察
に
と
っ
て

依
拠
と
な
る
。

（
23
）
星
野
英
紀
先
生
は
大
師
が
青
年
期
に
経
験
し
た
宗
教
的
体
験
こ
そ
「
彼
を
し
て
宗
教
的
価
値
と
世
俗
的
価
値
の
微
妙
で
は
あ
る
が
鋭
い
対
立
」

を
生
じ
さ
せ
た
と
と
ら
え
、「
彼
の
仮
名
乞
児
の
描
写
は
、
青
年
期
の
反
律
令
的
修
行
者
生
活
の
反
映
と
い
っ
た
素
朴
な
歴
史
的
還
元
主
義
で

は
汲
み
尽
し
得
な
い
、
深
い
現
在
的
意
味
を
持
ち
う
る
で
あ
ろ
う
」（
五
一
頁
）
と
指
摘
。「
仮
名
乞
児
の
象
徴
性
」『
豊
山
教
学
大
会
紀
要
』

第
五
号
（
豊
山
教
学
振
興
会
、一
九
七
七
）、加
え
て
「
中
心
と
周
辺
の
プ
ロ
セ
ス
―
弘
法
大
師
空
海
の
生
涯
理
解
へ
の
試
み
―
」『
豊
山
学
報
』

第
二
十
三
号
（
豊
山
宗
学
研
修
所
、
一
九
七
八
）
で
は
大
師
の
生
涯
を
前
論
の
視
点
か
ら
さ
ら
に
詳
細
に
分
析
し
理
解
す
る
こ
と
を
試
み
て

い
る
。

（
24
）
髙
橋
尚
夫
先
生
は
「
弘
法
大
師
空
海
と
『
維
摩
経
』」
と
題
す
る
第
四
十
五
回
豊
山
教
学
大
会
記
念
講
演
で
「
大
師
の
『
即
身
成
仏
義
』
に
説

か
れ
る
〈
六
大
無
礙
常
瑜
伽
〉、『
声
字
実
相
義
』
の
〈
五
大
に
み
な
響
あ
り
〉
等
の
法
身
説
法
や
、〈
方
便
を
究
竟
と
す
〉
る
真
言
行
者
の
あ

り
方
な
ど
、『
維
摩
経
』
の
法
身
観
や
菩
薩
思
想
と
大
い
に
重
な
る
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
」
と
し
て
弘
法
大
師
空
海
の
著
作
に
顕
れ
る
『
維

摩
経
』の
文
章
な
ら
び
に
関
連
す
る
文
献
を
紹
介
・
解
説
し
て
い
る
。
講
演
内
容
は『
豊
山
教
学
大
会
紀
要
』第
四
十
五
号（
豊
山
教
学
振
興
会
、

二
〇
一
七
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
25
）
中
村
元
訳
『
仏
弟
子
の
告
白—

テ
ー
ラ
ガ
ー
タ
ー—

』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
）

（
26
）「
四
二　

青
龍
和
尚
に
衲
の
袈
裟
を
獻
ず
る
状
」
前
掲
の
渡
邊
・
宮
坂
校
注
『
三
教
指
帰　

性
霊
集
』
所
収
。

（
27
）『
三
教
指
帰
』
に
は
「
既
に
前
生
の
酔
を
醒
せ
り
」
で
あ
る
が
、『
聾
瞽
指
帰
』
は
「
既
に
前
生
の
酔
を
察
せ
り
」
と
あ
る
。「
察
」
を
「
醒
」

に
置
き
換
え
て
い
る
。
文
脈
か
ら
み
て
「
察
」
と
「
醒
」
は
同
じ
意
味
で
あ
ろ
う
が
、「
察
」
は
止
観
の
「
観
」
と
み
れ
ば
、
改
変
し
た
「
醒
」

は
一
般
的
な
表
現
に
な
る
、
か
。

（
28
）
覚
鑁
に
よ
る
「
虚
空
蔵
聞
持
の
法
」
に
つ
い
て
は
拙
著
『
覚
鑁—
内
観
の
聖
者
・
即
身
成
仏
の
実
現
』（
佼
成
出
版
社
、
二
〇
二
一
）
を
参
照

さ
れ
た
し
。

（
29
）
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
記
の
う
ち
田
中
千
秋
氏
に
よ
る
「
虚
空
蔵
求
聞
持
行
記
」『
高
野
山
大
学
論
叢
』
第
四
巻
（
高
野
山
大
学
、
一
九
六
九
）
は

初
学
者
の
参
考
と
な
ろ
う
。



—139—

弘法大師空海への道・序説（白石）

（
30
）
道
慈
・
善
議
・
勤
操
は
大
安
寺
・
三
論
宗
の
系
譜
。
佐
野
賢
治
氏
は
「
虚
空
蔵
信
仰
は
雑
密
的
性
格
を
も
っ
て
、
奈
良
期
に
は
内
道
場
や
大

寺
で
病
気
治
癒
、
災
害
消
除
的
性
格
を
も
っ
て
誦
呪
さ
れ
た
。
ま
た
求
聞
持
法
の
記
憶
増
進
の
効
験
が
、
僧
制
と
も
関
連
し
て
、
自
然
智
宗

と
い
う
形
で
顕
在
化
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
二
者
の
性
格
が
空
海
を
結
節
点
に
し
て
合
流
し
、
以
後
、
主
と
し
て
真
言
系
僧
侶
、
修
験
の
間

に
こ
の
信
仰
が
伝
流
す
る
基
盤
が
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」（
三
八
四
頁
）
と
い
う
。「
虚
空
蔵
信
仰
の
研
究
成
果
と
課
題
」『
虚

空
蔵
信
仰
』
民
衆
宗
教
史
叢
書
第
二
四
巻
（
雄
山
閣
、
一
九
九
一
）
所
収
。

（
31
）
薗
田
香
融
「
空
海
を
導
い
た
《
一
沙
門
》」『
南
都
大
安
寺
論
叢
』（
二
六
一
〜
二
六
七
頁
）（
大
安
寺
、
一
九
九
五
）

（
32
）
前
谷
彰
（
惠
紹
）「
虚
空
蔵
求
聞
持
法
の
意
義
」『
高
野
山
大
学
論
叢
』
第
四
巻
（
高
野
山
大
学
、
一
九
六
九
）

（
33
）
辻
善
之
助
「
第
四
章
第
三
節　

空
海
」『
日
本
仏
教
史
』
第
一
巻
上
世
編
（
岩
波
書
店
、
一
九
四
四
）

（
34
）
前
掲
の
薗
田
香
融
論
文
。

（
35
）
池
田
源
太
「
日
本
密
教
の
成
立
の
東
大
寺
大
仏
」（
一
九
八
二
、三
、二
七
、
於
大
安
寺
文
華
講
座
講
演
筆
録
）
前
掲
の
『
南
都
大
安
寺
論
叢
』

（
一
四
六
〜
一
五
三
頁
）

（
36
）
善
無
畏
訳
「
求
聞
持
法
」
に
は
「
明
星
來
影
す
」
の
件
は
な
い
。
北
尾
隆
心
氏
に
よ
れ
ば
「
虚
空
蔵
菩
薩
と
明
星
を
結
び
つ
け
る
解
釈
は
、元
来
、

虚
空
蔵
菩
薩
を
説
く
経
典
の
中
に
存
し
て
い
る
要
素
」
で
あ
り
、「
虚
空
蔵
菩
薩
が
密
教
化
さ
れ
る
中
に
お
い
て
、
虚
空
蔵
菩
薩
と
明
星
と
の

結
び
付
き
は
薄
れ
て
い
き
」（
趣
意
）
と
い
う
。「
弘
法
大
師
の
虚
空
蔵
菩
薩
求
聞
持
法
（
一
）」『
佛
教
文
化
論
集
（
第
九
輯
）』（
川
崎
大
師

教
学
研
究
所
研
究
紀
要
、
二
〇
〇
三
）
参
照
。
も
し
筆
者
の
よ
う
に
、
無
畏
訳
「
求
聞
持
法
」
が
「
一
沙
門
」
に
よ
り
伝
授
さ
れ
た
と
す
る

な
ら
、
序
文
に
あ
る
「
明
星
來
影
す
」
の
記
述
に
つ
い
て
釈
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、「
さ
と
り
体
験
」
の
空
海
に
よ
る
象
徴
的
表
現
と

理
解
し
た
い
。

（
37
）
筆
者
の
理
解
は
高
柳
健
太
郎
氏
の
い
う
「
空
海
は
〈
求
聞
持
法
の
体
験
〉
を
、〈
自
身
の
仏
教
観
が
確
立
し
た
体
験
〉
と
し
て
意
味
づ
け
て
い

た
、と
私
は
考
え
る
」（
一
二
〇
頁
）
と
同
意
。「
空
海
に
お
け
る
求
聞
持
法
体
験
の
意
味—

〈
谷
響
き
を
惜
し
ま
ず
〉
の
解
釈
を
中
心
に—

」『
密

教
学
研
究
』
第
五
〇
号
（
日
本
密
教
学
会
、
二
〇
一
八
）

（
38
）
北
尾
隆
心
氏
は
弘
法
大
師
の
修
し
た
虚
空
蔵
菩
薩
求
聞
持
法
が
善
無
畏
訳
「
求
聞
持
法
」
の
系
譜
上
に
あ
る
こ
と
を
疑
い
、「
実
際
に
弘
法
大

師
が
修
さ
れ
た
と
さ
れ
る
虚
空
蔵
菩
薩
求
聞
持
法
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
明
確
化
さ
れ
て
い
な
い
の
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が
現
状
で
あ
る
」（
二
五
四
頁
）
と
結
論
。
な
お
弘
法
大
師
以
前
に
奈
良
吉
野
比
蘇
寺
を
中
心
と
し
た
自
然
智
宗
で
は
「
密
教
に
入
る
以
前
の

経
典
で
あ
る
『
大
方
等
大
集
経
』「
虚
空
蔵
菩
薩
品
」
等
に
説
か
れ
て
い
る
虚
空
蔵
菩
薩
に
よ
っ
て
自
然
智
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
実
践
さ
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
」（
二
五
九
頁
）
と
い
う
。「
弘
法
大
師
の
虚
空
蔵
菩
薩
求
聞
持
法
（
二
）」『
頼
富
本
宏
博
士
還
暦
記
念
論
集　

マ
ン
ダ

ラ
の
諸
相
と
文
化
〔
上
〕
―
金
剛
界
の
巻
』（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
五
）
所
収
。

（
39
）
加
藤
精
純
（
純
一
郎
）
先
生
の
論
考
は
「『
聾
瞽
指
帰
』『
三
教
指
帰
』
に
あ
ら
わ
れ
る
仮
名
乞
児
、
換
言
す
れ
ば
、
青
年
期
に
お
け
る
大
師

が
考
え
る
仏
教
の
修
行
方
法
や
仏
教
の
到
達
地
点
を
確
認
し
な
が
ら
、〈
仮
名
乞
児
論
〉
の
文
脈
に
沿
っ
て
、
当
時
の
大
師
が
目
指
す
仏
教
と

は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
考
察
す
る
」（
五
一
頁
）「
仮
名
乞
児
が
目
指
し
た
も
の
」『
豊
山
学
報
』
第
六
十
二
号
（
真
言
宗
豊
山
派
総
合
研
究

院
、
二
〇
一
九
）
と
い
う
よ
う
に
、
弘
法
大
師
教
学
の
全
体
を
視
野
に
入
れ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
に
お
け
る
筆
者
の
視
点
は
あ

く
ま
で
私
自
身
の
現
実
の
問
題
に
根
ざ
し
、「
ど
こ
か
ら
、
い
か
に
発
出
す
る
の
か
」（
序
論
）
で
あ
る
が
、
か
か
る
弘
法
大
師
教
学
の
全
体

こ
そ
、
私
も
ま
た
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
。
な
お
品
田
聖
宏
先
生
は
『
三
教
指
帰
』
に
み
ら
れ
る
仏
教
観
と
帰
朝
後
に

展
開
さ
れ
た
弘
法
大
師
教
学
と
を
対
比
し
て
「
そ
の
出
発
点
、
原
型
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
。
本
書
こ
そ
は
大
師
教
学
の
始
原
と

し
て
の
位
置
付
け
を
も
つ
も
の
」（
九
〇
頁
）
と
い
い
、入
唐
以
前
に
大
師
は
す
で
に
「『
大
日
経
』
及
び
そ
の
註
釈
書
『
大
日
経
義
釈
』
と
『
略

出
念
誦
経
』
を
披
見
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
」（
八
八
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。「『
三
教
指
帰
』
に
み
ら
れ
る
密
教
思
想
―
吉
慶
讃
を
主

と
し
た
典
故
論
的
一
考
察
―
」『
豊
山
学
報
』
第
二
十
八
・
二
十
九
号
併
合　

弘
法
大
師
一
一
五
〇
年
御
遠
忌
記
念
特
集
号
（
豊
山
宗
学
研
修
所
、

一
九
八
四
）

（
40
）
畝
部
俊
英
訳
「
成
道
か
ら
伝
道
へ
（
律
蔵
・
大
品
一
〜
二
四
）」『
原
始
仏
典
第
一
巻
、ブ
ッ
ダ
の
生
涯
』（
六
八
頁
）（
講
談
社
、一
九
八
五
）
所
収
。

（
41
）「
四
一　

本
国
の
使
と
共
に
帰
ら
む
と
請
う
啓
」
前
掲
の
渡
邊
・
宮
坂
校
注
『
三
教
指
帰　

性
霊
集
』
所
収
。


	白石
	107-140　Shiraishi.pdf

