
指
方
立
相
の
敖
義
に
就
て

ー

導
師
よ
り
冏
師

へ
ー

石

橋

誡

道

幽

宇
宙
の
あ
ら
ゆ
る
萬
象
は
生
成
變
化
し
て
窮
り
な
く
轉
變
限
り
な
き
も
の
で
あ
る
。
科
學
丈
學
は
1j11�
ふ
も
更
ら
な
り
、
變
化
の
な
か
る

べ
き
哲
學
宗
教
の
領
域
ま
で
往

々
そ
れ
が
侵
略
す
る
。
指
方
立
相
の
問
題
は
我
が
宗
と
し
て
は
最
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
さ

へ

多
少
考

へ
方
を
か

へ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
は
な
か
ら
う
か
、
大
に
考
慮
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

言

ふ
ま
で
も
な
く
佛
歡
は
八
萬
四
干
と
稱
せ
ら
れ
、
支
那
に
譯
さ
れ
た
經
論
で
も
七
千
餘
卷
の
多
數
に
の
ぽ
り
、
そ
の
内
容
は
千
差
萬

別

で
あ
る
に
も
關
ら
す
、
極
樂
淨
土
は
西
方
の

一
所
に
定
め
ら
れ
N

未
だ
曾
て
そ
の
他
に
あ
る
こ
と
を
耳
に
し
な
い
。
さ
れ
ば
古
の
入

々

は
西
方
淨
土
を
疑
ふ
も
の
な
く
、
指
方
立
相
の
教
義
に
於
て
疑
義
を
懷

い
た
者
は
殆
ん
ど
な
か
つ
た
。
然
し
な
が

ら
斯
る
時
代
は
既
に
已

に
過
ぎ
去

つ
た
。
苟
も
近
代
の
思
想
に
觸
れ
科
學
の
理
論
に
洗
禮
を
受
け
た
も
の
は
、
其
の
安
心
が
許
さ
れ
な
く
な
つ
た
。
そ
れ
が
爲
に

古
來
幾
多
の
先
徳
が
大
に
頭
を
腦
ま
し
た
。

そ
れ
ら
の
中
で
も
彼
の
有
名
な
佐
田
介
石
が
、
奮
然
と
も
て
起

つ
て
天
文
を
研
究
し
、
天
動

の
読
を
主
張
し
た
の
は
勿
論
佛
教
の
須
彌
説
を
擁
護
す
る
の
が
月
的
で
あ
つ
た
ら
う
が
、
蓋
し
淨
土
の
問
題
に
就

て
も
少
か
ら
す
煩
悶
を

　

績

け
た
結
果
で
あ
ら
う
。
固
よ
り
佛
教
は
印
度
の
古
読
須
彌
読
を
採
用
し
た
爲
に
、.

其
の
須
彌
読
に
反
封
で
あ
る
地
動
読
が
西
洋
か
ら
傳

指
方
立
柑
の
{教
曲義
に
就
・て
(石
橋
)

二
五



二
六

は

つ
た
時
に
は
、
我
が
國
の
佛
教
徒
は
之
を
聞
い
て
非
常
に
驚
い
た
に
違
ひ
な
い
。
然
し
佛
教
に
忠
實
な
る
介
石

は
、
憤
然
と
し
て
之
れ

が
解
決
に
身
命
を
獻
げ
た
。

・今
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
は
或
は
無
盆
の
苦
勞
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
其
志
た
る
や
實
に
稱
歎
す
べ
き
で
あ

る
。
恐
く
は
當
時
介
石

は
、
若
し
も
須
彌
読
が
破
は
な
玉
な
ら
ば
佛
教
全
體
が
破
滅
す
る
で
あ
ら
う
、
釋
尊
の
読
き
給
ふ
た
須
彌
読
が
、
若
し
も
誤
り
で
あ
つ
た

と
す
れ
ば
、
佛
教
の
教
義
全
體
が
、
誤
り
ど
し
て
傳

へ
ら
る
x
で
あ
ら
う
と
大
に
憂
慮
し
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
こ
れ
が
自
ら
介
石
を
し
て

慨
然
と
し
て
立
ち
上
ら
せ
た
原
因
で
あ
ら
う
。
謂
ゆ
る
愛
宗
護
法
の
精
神
、
佛
教
擁
護
の
神
聖
な
る
熟
意
が
、
天
丈
暦
象

の
研
究
と
し
て

頗

る
撥
刺
た
る
元
氣
を
以
て
顯
は
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
佐
田
介
石
は
肥
後
國
小
島
の
玉
泉
寺
(
眞
宗
)
の
住
職
で
あ

つ
た
が
、
十
八
歳
の
時

京
都
に
來
つ
て
佛
書
を
學
び
、
東
爾
南
禪
の
二
寺
に
留
り
、
鍛
練
す
る
こ
と
十
餘
年
、
適
ま
森
徇
謙
の
護
法
資
治
論
を
讃
み
、『
佛
法
の
大

難
は
地
理
よ
り
起
る
』
と
云
ふ
條
に
至
つ
て
大
に
悟
る
所
あ
り
、
地
球
の
読
が
佛
暦
を
破
ら
ん
と
す
る
を
憂
ひ
、
慨
然
乏
し
て
起
つ
て
天
龍

寺

に
至
り
、
寰
中
禪
甑
に
謁
し
て
佛
暦
の
事
を
尋
ね
た
が
、
未
だ
充
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
出
來
な
か
つ
た
の
で
、
靜
地
を
選
ん
で
隱
栖

し
、
白
晝
戸
を
閉
ぢ
て
燈
を
點
じ
冥
心
默
坐
十
餘
年
、
隣
里
の
人

々
之
を
稱
し
て
無
晝
庵
と
言
つ
た
。
而
し
て
途

に
恍
然
と
し
て
兩
象
を

見

る
の
理
を
悟
り
、
乃
ち
そ
の
器
を
作
り
天
動
等
象
記
を
著
し
た
。
介
石
は
叉
經
濟
の
術
に
達
し
國
家
の
形
勢
を

憂
慮
し
て
、
數
し
ば
朝

廷

及
び
幕
府
に
獻
言
し
た
の
み
な
砂
す
、
自
ら
進
ん
で
護
國
報
國
の
事
業
を
し
た
。
こ
の
後
こ
の
師
の
思
想
を
承

け
て
勤
王
護
法
の
蓮
動

に
蠱
瘁
す
る
者
甚
だ
多
く
、
我
宗
の
養
鸛
徹
定
上
人
、
聖
光
寺
の
神
阿
隆
音
上
人
も
亦
た
そ
の
列
に
あ
つ
た
人
で
あ
る
。

二

回
顧
す
れ
ば
數
十
年
の
昔
、
余
が
未
だ
若
年
で
あ

つ
た
頃
、
余
の
師

三
河
貞
照
院
の
佳
職
太
田
大
信
師
が
、
山
崎
辨
榮
上
人
を
貞
照
院



ヨ

に
招
聘
し
て

一
場
の
法
義
を
親
し
く
拜
聽
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
余
も
そ
の
席
に
列
つ
た
。
然
る
に
當
時
辨
榮
上
人
は
米
粒
に
名
號
を
書

い
て
下
さ
る
と
零
ふ
の
で
有
名
で
あ
つ
た
が
、
.
未
だ
教
師
補
の
資
格
さ

へ
な
く
て
高
座
に
上
つ
て
読
教
さ
る
N
事

は
遠
慮
さ
れ
つ
玉
あ
つ

た
時
代
で
あ
る
。
上
入
は
貞
照
院
の

奥
の
座
敷

で
懇
ろ
に

話
し
て
下
さ
つ
た
。

そ
の
時
師
匠
の
太
田
師
が
、

自

己
の
疑
問
を
質
問
さ
れ

た
。
『
近
來

地
球
回
轉
の
読
が
世
間
に
喧
し
く

傳

へ
ら
れ
て
あ
る
が
、
果
し
て
地
球
が
回
轉
す
る
か
、

或
は
天
の
日
月
が
回
轉
す
る
の
で

あ
り
ま
し
や
う
か
』
と
蕁
紅
ら
れ
た
。
こ
の
時
上
人
の
御
答
は
斯
う
で
あ
つ
た
。『
こ
の
地
の
動
く
と
云
ふ
読
は
、

既
に
釋
尊
の
時
代
に
も

あ

つ
た
の
で
あ
る
。
或

る
時
外
道
が
釋
尊
に
封

つ
て
、
私
は
こ
の
地
が
動
く
も
の
と
考

へ
ま
す
が
、
天
が
動
く
の
で
あ
り
ま
す
か
と
蕁
ね

た
。
そ
の
時
釋
尊
が
答

へ
給

ふ
た
。
汝
の
考
は
誤
り
で
あ
る
。
若
し
も
汝
の
言

ふ
が
如
く
、
こ
の
地
が
動
く
も
の
と
す
れ
ば
、
少
し
も
風

の
な
い
時
に
、
中
天
に
向
つ
て
弓
を
射
よ
。」

若
し
も
地
面
が
動
く
な
ら
ば
、

そ
の
矢
は
必
す
己
れ
の
處
に
は
落
ち
な
い
で
あ
ら
う
。
然
る

に
若
し
も
風
な
く
ん
ば
、
そ
の
矢
は
必
す
汝
の
居
る
處
に
落

つ
る
で
あ
ら
う
。
こ
れ
が
正
し
く
地
の
動
か
な
い
證
據
で
あ
る
と
仰
せ
ら
れ

た
。
さ
れ
ば
地
動
は
信
ぜ
ら
れ
な
い
』

と
。
こ
れ
が
上
入
の
御
答
で
あ
つ
た
が
、・
然
し
な
が
ら
こ
れ
は
當
時
上
人
の
心
か
ら
の
信
念
で
あ

つ
た
か
、
或
は
封
機
の
読
法
で
あ

つ
た
か
、
そ
の
邊
は
能
く
解
ら
な
い
が
、
尚
ほ
こ
の
當
時
地
球
回
轉
に
關
す

る
読
が
寒
村
僻
地
に
も
存

在
し
て
問
題
靦
せ
ら
れ
つ
玉
あ

つ
た
こ
と
は
確
實
で
、
そ
の

一
例
話
と
し
て
、
敢
て
之
を
記
す
こ
と
玉
し
た
。

地
球
が
回
轉
す
る
か
し
な
い
か
は
今
時
そ
れ
は
問
題
で
は
な
い
。
事
實
が
既
に
證
明
し
て

一
點
の
疑
ふ
べ
き
餘

地
が
な
い
。
西
方
が
あ

る
か
な
い
か
と
云
ふ
こ
と
も
是
れ
叉
更
ら
に
問
題
で
は
な
い
。
曾
て
吾

々
が
考

へ
た
如
き
西
方
ば
或
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
事
實
西

へ

方

は
あ
る
べ
き
筈
で
あ
る
。
地
球
が
回
轉
す
る
と
し
て
も
、
地
球
以
外
の
字
宙
全
體
が
回
轉
す
べ
き
理
由
は
な

い
。
、宇
宙
が
回
轉
し
な
い

と
す
れ
ば
、
東
西
は
必
す
あ
ゐ
可
き
筈
で
あ
る
。
甑
に
西
方
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
極
樂
淨
土
の
方
處
に
於
て
、
何

の
疑
を
生
す
べ
き
や
、

指
方
立
相
の
教
義
に
就
て
(石
橋
)

二
七



二
八

經
丈
に
銑
に
十
萬
億
の
佛
土
を
過
て
世
界
あ
わ
と
云
ふ
。
こ
の
十
萬
の
土
の
中
に
は
、
動
あ
り
不
動
あ
り
千
種
萬
樣
で
あ
ら
う
。
さ
れ
ば

西

方
の
淨
土
を
ば
宏
う
し
て
否
定
す
る
こ
と
が
出
來
よ
う
か
。
但
し
斯
樣
に
言
ふ
の
み
で
は
、
世
人
は
恐
く
は
滿
足
し
な
い
で
あ
ら
う
。

蓋
し
吾
人
の
信
仰
の
上
に
最
も
大
切
で
あ
る
こ
と
は
、
如
何
に
し
て
彌
陀
を
信
す
る
こ
と
が
出
來

る
か
、
ど
う
し

て
眞
蟹
の
信
念
を
獲
得

す

る
こ
と
が
出
來
る
か
と
云
ふ
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
古
來
の
先
徳
が
最
も
惱
み
ぬ
い
た
問
題
で
あ
る
。
然
る
に

世
入
は
機
根
が
甚
だ
區

々
で
あ
る
。
或
は
智
慧
の
勝
れ
た
人
、
或
は
情
意
に
執
は
る
玉
人
、
或
臓

愚
鈍
下
智
の
人
等
、
必
す
し
も
之
を

一
定
す
る
こ
と
は
出
來
な

い
。
し
か
の
み
な
ら
す
同

一
人
で
も
、
知
識
の
進
む
に
從

つ
て
、
信
念
の
内
容
が
た
え
間
毒
く
變

つ
て
ゆ
く
に
違

ひ
な
い
、
こ
れ
を
以
て
信

仰

の
世
界
と
云
ふ
も
の
は
、

一
律
を
以
て
規
定
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
譯
が
あ
る
。

一
例
を
裹
れ
ば
余
は
曾
て
石
川
博
士
か
ら
博
士
の
信
'

仰

の
歴
程
を
聞

い
た
。
其
話
に
云
く
、
余

の
未
だ
幼
き
時
、
祗
母
は
必
す
余
を
俘

つ
て
朝
夕
佛
間
で
念
佛
す
る
の
が
常
で
あ
つ
た
。
而
し

て
常
に
阿
彌
陀
如
來
の
尊
き
こ
と
、
念
佛
の
有
り
難
き
こ
と
な
ど
を
聞
か
さ
れ
た
。

こ
れ
に
依
て
余
は
純
眞
な
信
仰
を
持
ち
、
佛
を
厚
く

信

仰
し
た
が
、
そ
の
後
漸
く
中
學
に
入
り
、
大
學
に
進
む
に
從

つ
て
、
そ
の
信
仰
は
破
壞
さ
れ
た
。
然
し
な
が
ら
そ
れ
で
は
ど
う
も
滿
足

が

出
來
す
そ
の
後
色

々
煩
悶
し
、
切
り
に
求
道
し
た
結
果
、
途
に
信
仰
を
復
活
し
て
、
唯
だ

一
向
に
念
佛
す
べ
し

と
云
ふ
結
論
に
逹
し
、

日
日
夜

々
に
な
す
仕
事
も
皆
な
是
れ
念
佛
で
あ
る
と
い
ふ
解
決
を
得

る
に
至
り
、
大
に
安
心
か
る
こ
と
が
出
來
た
と
申
さ
れ
た
っ
更
ら
に

叉
彼
の
京
大
の
仁
保
博
士
が

一
人
の
愛
子
を
失
つ
た
こ
と
か
ら
目
覺
め
て
、
非
常
に
熟
心
に
求
道
さ
れ
た
結
果
、

悲
哀
の
ど
ん
底
か
ら
法

挽
の
微
笑
匡
邏
命
の
轉
換
が
出
來
た
と
い
ふ
こ
と
を
曾
て
余
に
話
さ
れ
た
が
、
そ
の
事
が
ま
た
雜
誌
淨
土
の
中
に
も
自
ら
告
白
さ
れ
て
あ

る
。
依
て
余
は
今
參
考
の
爲
に
、
こ
玉
に
そ
れ
を
轉
載
す
る
こ
と
玉
し
た
。

仁
保
博
士
の
淨
土
教
入
信
の
記
の

一
節
に
云
く
、
智
者
も
ま
た
濟
は
る
。
智
識
の
價
値
を
思
ふ
者
が
宗
教
に
入
り
難
し
と
せ
ば
、
か
の



宗

詛
法
然
上
人
の
如
き
は
ど
う
で
あ
ら
う
。
上
人
が
求
道
の
志
の
切
に
し
て
そ
の
努
力
の
尋
常
な
ら
ざ
る
、
叡
山
に
於
け
る
十
數
年
の
苦

學

の
あ
と
に
こ
れ
を
見
る
べ
く
、
當
時

一
切
經
を
讀
破
す
る
こ
と
六
度
に
及
ば
れ
た
と
傳

へ
ら
驚

て
ゐ
る
。
天
性
聰
明
に
加
ふ
る
に
こ
の

學
問
を
以
つ
て
上
入
の
名
は
智
慧
第

一
の
法
然
房
と
呼
ば
れ
て
、
南
都
北
嶺
の
學
匠
の
中
に
鳴
り
響

い
た
で
は
な
い
か
。
若
し
智
慧
が
絶

封

的
に
信
仰
の
障
碍
を
な
す
も
の
な
ら
ば
、
上
人
は
永
久
に
淨
土
門
を
開
き
得
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
曇
鸞
も
善
導
も
龍
樹
も
天
親
も
、

釋
尊
も
み
な
ひ
と
し
く
到
底
教
は
立
て
ら
れ
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
思
ふ
に
入
信
の
道
に
は
三
つ
あ
る
。
そ
の

一
は
直
信
と
申
し
て
直
覺

的
に
,nuす
る
道
で
、
談
理
言
読
を
絶
し
た
心
理
の
妙
境
は
こ
れ
で
あ
る
。
そ
の
二
は
種

汝
の
奇
蹟
に
逢

ふ
て
、
佛
神
の
存
在
を
事
實
の
上

に
認
む
る
も
の
帥
ち
證
信
と
云
ふ
は
こ
れ
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
三
つ
こ
そ
知
識
の
及
び
得
る
極
限
を
究
め
て
、

神
佛
の
本
體
に
録
入
す

る
道
で
あ
つ
て
、
教
に
は
こ
れ
を
智
信
と
名
け
て
ゐ
る
。
而
し
て
こ
の
最
後
の
道
こ
そ
、
私
ど
も
の
踐
み
來
り
な
ほ
現
に
踐
み
つ
玉
あ
る

所

の
も
の
で
は
な
い
か
。
直
信
證
信
智
信
と
こ
の
三
つ
の
道
が
あ
つ
て
、
始
め
て
愚
劣
も
救
は
れ
、
智
者
も
救
は
れ
、
善
人
も
惡
入
も
、

賢

不
省
も
み
な
と
も
に
彌
陀
の
光
明
に
攝
取
せ
ら
れ
て
餘
す
と
こ
ろ
は
無
い
の
で
あ
ら
う
。
さ
れ
ば
法
然
上
人
が
愚
鈍
の
身
に
な
し
て
と

、

仰

せ
ら
れ
た
の
は
、
あ
な
が
ち
に
智
者
そ
の
も
の
を
斥
け
ら
れ
た
の
で
は
な
く
て
、
謂
は
ゆ
る
智
者
の
振
舞
を
忌

み
、
智
者
に
あ
り
が
ち

の
高
慢
を
排
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
宇
宙
の
根
元
た
る
佛
の
前
に
己
れ
を
盧

ふ
し
て
跪
く
べ
き
を
教

へ
ら
れ

た
法
語
で
あ
る
と
心
得
て

よ

か
ら
う
と
思

ふ
。

私
は
專
攻
を
す
る
法
理
學
に
お
い
て
、
勢
力
読
を
取
る
者
で
あ
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
。
而
し
て
こ
の
學
読
が
淨
土
宗
の
信
仰
に
毫
も

牴
觸
せ
ざ
ゐ
こ
と
を
も
併

せ
述
べ
た
。
何
故
に
牴
觸
し
な
い
か
乞
な
れ
ば
、
歡
の
示
す
所
の
佛
は
、
宇
宙
萬
物

の
大
勢
力
の
根
元
に
外
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
大
勢
力
は
、
萬
物
の
秩
序
を
維
持
す
る
所
の
大
慈
悲
の
力
で
あ
る
。
力
を
佛

の
姿
と
す
れ
ば
慈
悲
は

指
方
立
相
の
教
義
に
就
て
(石
橋
)

二
九



三
〇

佛

の
心
で
あ
る
。
力
の
本
質
は
慈
悲
で
あ
り
、
慈
悲
の
形
體
は
力
で
あ
る
。
宇
宙
間
の
森
羅
萬
象
、
地
上
幾
千
萬

の
人
類
の
生
や
死
や
、

一
と
し
て
此
の
大
勢
力
に
依
ら
ざ
る
な
く
、
こ
の
大
慈
悲
に
漏
る
玉
も
の
は
な
い
。
私
は
斯
く
思
念
す
る
こ
と
に
依
て
、
私
の
畢
生
の
學

●

.

、

は
大
盤
石
の
上
に
、
そ
の
基
礎
を
置
く
こ
と
が
出
來
た
。

(淨
土
、
昭
和
+
二
年
六
月
號
)

　

.以
上
は
仁
保
博
士
の
信
念
告
白
の

一
部
で
あ
る
が
、
博
士
は

ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
勢
力
読
に
共
囎
し
て
居
ら
れ
た
爲

に
、
自
ち
勢
力
的
に
阿

彌

陀
佛
を
理
解
さ
れ
た
や
う
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
兎
も
角
斯
樣
に
安
心
立
命
し
た
入
は
幸
輻
で
あ
る
。
而
し
て
觀
經
の
読
き
方
は
、
固

よ
軌
凡
夫
を
本
意
と
し
、
情
意
を
主
と
し
て
諡
か
れ
て
あ
り
、
我
宗
は
ま
た
こ
の
經
に
依
て
建
立
さ
れ
た
宗
旨
で
あ
る
か
ら
、
情
意
を
主

と
す
る
立
場
に
立
ち
、
指
方
立
相
の
方
法
に
依
て
、
信
念
を
固
む
る
こ
と
が
必
要
で
み
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
彌
陀
の
淨
土
は
西
方
に
あ

り

と
読
か
れ
た
の
で
あ
る
。

三

今
我
が
宗
に
於
け
ゐ
指
方
立
柑
の
問
題
は
、
善
導
大
師
の
散
善
義
の
指
方
立
相
と
い
ふ
言
か
ら
始
ま

つ
た
。
帥

ち
我
宗
に
於
け
る
信
仰

の
對
象
阿
彌
陀
如
來
を
念
す
る
に
、
指
方
立
相
の
立
場
に
於
て
、
吾

々
の
信
念
を
固
め
る
の
が
、
最
も
適
當
な
方
法

で
あ
る
。
彌
陀
を
信
念

す

る
用
心
に
就
て
は
、
種

々
樣

々
の
立
場
が
あ
つ
て
各
宗
何
れ
も
異

つ
て
を
る
。
帥
ち
天
台
宗
の
如
き
は
、
唯
心
の
彌
陀
已
心
の
淨
土
と

い

ふ
立
場
に
於
て
し
、
又
禪
宗
は
心
性
の
彌
陀
を
見
破
ら
ん
と
す
る
立
場
に
あ
る
。
故
に
今
こ
の
下
に
於
、て
、
敢
て
此
等
の
諡
を
擧
け
て
、

讀

者
の
參
考
に
旗

し
た
い
。

帥
ち
天
台
宗
に
謂
ゆ
る
唯
心
の
彌
陀
と
稱
す
る
は
、
我
が
こ
の
個
人
の
心
の
外
に
、
全
く
彌
慨
が
な
い
と
云

ふ
の
で
は
な
い
。
彌
陀
は

固
よ
り
西
方
の
十
萬
億
土
の
彼
方
の
淨
土
に
在
す
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
が
そ
の
西
方
の
漂
土
も
彌
陀
も
み
な
我
が
心
に
外
な
ら
す



萬
法
唯
心
な
る
が
故

戦に
、
彌
陀
は
郎
ち
我
が
心
中
の
彌
陀
で
あ
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
即
ち
吾
人
の

一
念
の
心
申
に
、
三
千
の

諸

法
が
悉
く
具
さ
に
牧
ま
る
と
云
ふ
立
場
か
ら
見
た
考

へ
で
あ
る
。
故
に
天
台
の
二
百
題
に
、
圓
頓
の
行
者
は
萬

法
唯
心
の
旨
に
達
す
る

が

故
に
、
彼
の
安
養
の
境
に
託
す
と
雖
も
、
依
正
同
じ
く

一
心
に
居
す
と
了
引
。
故
に
絡
日
佛
を
觀
す
る
は
終
日
心
を
觀
す
る
な
り
。
何

ん
ぞ
單
に
西
方
の
彌
陀
を
念
す
と
云
は
ん
や
。
故
に
觀
經
の
如
き
觀
佛
を
以
て
題
目
と
す
る
に
、
疏
に
は
(妙
宗
鈔
)
心
觀
を
以
て
宗
と
な

す
。
こ
れ
大
乘
の
妙
觀
を
示
す
な
り
。
是
の
故
に
四
明
奪
者
の
融
心
解
に
云
く
、
經
に
云
く
、
諸
佛
の
法
界
の
身
一
衆
生
心
想
の
中
に
入

る
。
是
の
故
に
心
に
佛
を
想
ふ
時
、
こ
の
心
帥
ち
是
れ
三
十
二
相
な
り
、
こ
の
心
佛
を
作
る
是
の
心
是
れ
佛
な
り

と
。
疏

に
は
感
應
道
交
、

解
入
相
應
の
釋
を
な
す
。
若
し
初
の
釋
な
く
ん
ば
則
ち
觀
佛
に
非
す
。
若
し
坎
の
釋
な
く
ん
ば
生
佛
體
異
な
る
鷲
.
二
釋
相
成
す
是
れ
今
の

觀
法
な
り
。

こ
れ
則
ち
初
の
義
は
西
方
の
佛
を
觀
す
る
こ
と
を
顯
は
し
、
次
の
義
は
我
が
心
性
に
帥
す
る
こ
と
を
顯
は
す
。
慨
に
二
釋
相

成

す
是
れ
今
の
觀
法
な
り
と
云
ふ
。
若
し
但
だ
西
方
の
佛
を
念
す
と
言
は
ぜ
何
ん
ぞ
大
乘
の
觀
法
を

顯
は
さ
ん
や
と
。

以
上
。

帥
ち
天

台
宗
で
は
摩
訶
止
觀
の
読
に
原
い
て
、
,吾
入
の

一
念
の
心
の
中
に
十
界
三
千
の
性
相
を
具
足
す
る
と
読
く
ガ
故
に
、
佛
界
か
ら
地
獄
界
ま

で
十
界
の
依
正
色
心
は
、
皆
な

一
念
に
具
す
と
云
ふ
。
故
に
極
樂
は
經
説
の
如
く
十
萬
億
の
彼
方
に
在
な
が
、
し
か
も
そ
れ
が
吾
入
の
心

ゆ

の
外
の
存
在
で
あ
る
と
思
ふ
て
は
な
ら
な
い
。
故
に
終
日
西
方
繪

陀
を
觀
す
る
は
帥
ち
吾
入
の
心
の
彌
陀
を
觀
す
る
の
で
あ
る
と
解
釋

す
る
の
で
あ
る
。
(雛

啌

纛

砺
纓

誰

鑼

黝
宗
V。

四

す
べ
て
物
は
立
場
に
依

つ
て
各
の
見
方
が
違
つ
て
來
る
。

一
水
四
見
の
譬
も
あ
り
、
猿
澤

の
池
の
例
話
も
あ
る
通
り
、
ど
う
し
て
も
己

れ
の
學
解
を
基
礎

と
し
て
解
釋
す
る
の
が
當
然
で
あ
る
が
、
禪
家
は
維
摩
經
に
読
く
所
の
隨
其
心
淨
鄙
佛
土
淨
の
教
義
に
從
ひ
、
直
ち
に

指
方
立
相
の
歡
義
に
就
て
(石
橋
)

三

}



三
二

心
性
を
悟
り
得
れ
ば
、
印
心
印
佛
で
あ
る
と
云
ふ
理
に
原
き
、
彌
陀
を
吾
人
の
心
の
中
に
探
し
索
め
ん
と
す
る
行
き
方
で
あ
る
。
こ
の
點

へ

に
於
て
我
宗
や
天
台
宗

ど
は
大
に
其
の
趣
を
異
に
す
る
。
そ
の
要
領
を
最
も
解
り
易
ぐ
読
き
示
し
て
あ
る
の
は
彼

の
六
租
惠
能
大
師
の
法

寶
壇
經

で
あ
る
か
ら
、
今
こ
の
下
に
之
を
抄
出
す
る
こ
と
玉
し
た
。
(大
正
藏
四
八
)

韋
刺
史
叉
た
問

ふ
。
弟
子
常
に
僭
俗
ガ
阿
彌
陀
佛
を
念
じ
て
西
方
に
生
ぜ
ん
と
願
ふ
を
見
る
。
請

ふ
和
爾
彼
こ
に
生
す
る
こ
と
を
得
る

　

ノ

や
否
や
を
読
い
て
願
く
は
爲
に
疑
を
破
れ
。
師
言
く
、
使
君
善
く
聽
け
、
惠
能
爲
め
に
読
か
ん
。
世
尊
舍
衞
城
中

に
在
て
西
方
を
読

い
て

引
化
す
る
こ
と
經
文
分
明
な
り
。
此
を
去
る
こ
と
遠

か
ら
す
。
若
し
相
読
を
論
す
れ
ば
、
里
數
十
萬
八
千
あ
り
、

帥
ち
身
中
の
十
惡

八
邪

な

り
。
便
ち
是
れ
遠
く
読
く
は
箕

の
下
根
の
爲
な
り
、
近
く
説
く
は
其
の
上
智
の
爲
な
り
。
人
に
は
兩
種
あ
り
、

法
は
兩
般
な
し
。
迷
悟

殊
り
あ
亀

嚢

あ
り
。
迷
入
は
念
佛
し
て
彼
こ
に
蠡

會

序

求
廷

悟
人
は
自
ら
あ

心
霪

む
。
所
以
毳

2

、
は
-
そ
の
心
淨

き
に
隨
つ
て
印
ち
佛

土
淨
し
と
。
使
者
は
東
方
の
人
な
り
但
だ
心
淨

け
れ
ば
帥
ち
罪
な
し
、
西
方
の
入
と
雖
も
心
淨
か
ら
ざ
れ
ば
亦
た
愆

あ
り
。
東
方
の
人
罪
を
造
り
念
佛
し
て
西
方
に
生
ぜ
ん
こ
と
を
求
む
、
西
方
の
入
罪
を
造
れ
ば
念
佛
し
で
何
れ
の
國
に
か
生
れ
ん
。
凡
愚

は
自
性
を
了
せ
す
身
中
の
淨
土
を
識
ら
す
。
東
を
願
ひ
西
を
願

ふ
悟
人
は
在
處

一
般
な
り
。
所
以
に
佛
の
言
は
く
、
所
佳
の
處
に
隨

つ
て

恆

に
安
樂
な
り
と
。
使
君
心
地
に
但
だ
不
善
な
け
れ
ば
、
西
方
此
を
去
る
こ
と
遙
か
な
ら
す
、
若
し
不
善
の
心
を
懷
け
ば
念
佛
往
生
到
り

難

し
。
今
善
知
識
に
勸
む
先
づ
十
惡
を
除
い
て
帥
ち
十
萬
を
行
ひ
、
後
に
八
邪
を
除
い
て
乃
ち
八
千
を
過
れ
ば
、
念

々
に
性
を
見
て
常
に

準
直
を
行
ひ
、
彈
指
の
如
く
に
便
ち
彌
陀
を
覩
る
。
使
君
但
だ
+
善
を
行

へ
、
何
ん
ぞ
往
生
を
願
ふ
べ
け
ん
や
。
+
惡
を
斷
ぜ
す
ん
ば
何

れ
の
佛
か
來
迎

せ
ん
や
。
若
し
無
生
の
頓
法
を
悟
れ
ば
、
西
方
を
見
る
こ
と
只
だ
刹
那
に
あ
り
。
念
佛
を
悟
ら
す

し
て
生
を
求
れ
ば
、
路

遙

か
に
し
て
如
何
ん
ぞ
達
す
る
こ
と
を
得
ん
や
。
惠
能
諸
人
と
與
に
西
方
に
刹
那
の
間
に
移
り
、
目
前
に
便
ち
見

ん
、
各
の
見
ん
こ
と
を



願

ふ
や
否
や
と
、
衆
皆
な
頂
禮
じ
て
云
く
、
若
し
此
の
處
に
見
ば
何
ん
ぞ
往
生
セ
願
ふ
可
き
、
願
く
は
和
徇
慈
悲
を
以
て
、
便
ち
西
方
を

現
じ
て
普
く
見
る
こ
と
を
得
せ
し
め
よ
と
。
師
言
は
く
、
大
衆
よ
世
人
の
自
ら
の
色
身
は
是
れ
城
な
り
。
眼
耳
鼻
舌
は
是
れ
門
な
び
。

外

り

に

五
門
あ
り
内
に
意
門
あ
り
。
,
心
は
是
れ
地
な
り
、

性
は
是
れ
王
な
り
。

王
心
地
の
上
に
居
り
、

性
在
れ
ば
王
あ
り
、
性
去
れ
ば
王
な

し
。
性
在
れ
ば
身
心
存
す
、
性
去
れ
ば
身
壞
は
る
。
佛
は
性
中
に
向
つ
て
作
れ
、
身
外
に
向
つ
て
求
む
る
こ
と
な

か
れ
。
自
性
迷

へ
ば
帥

　

ち
是
れ
衆
生
な
り
、
自
性
覺
れ
ば
印
ち
是
れ
佛
な
り
。
慈
悲
は
帥
ち
是
れ
觀
音
、
喜
捨
を
名
け
て
勢
至
と
な
す
。
能
く
淨
む
る
は
即
ち
釋

迦
、
卒
直
は
印
ち
彌
陀
な
り
。
人
我
は
是
れ
須
彌
な
り
。
貪
欲
は
是
れ
海
水
な
り
。
煩
惱
は
是
れ
波
浪
な
吻
。
毒
害
は
是
れ
悪
龍
な
り
。

.

虚

妄
は
是
れ
鬼
神
な
り
①
塵
勞
は
是
れ
魚
蟹
な
り
。
貪
瞋
は
是
れ
地
獄
な
り
。

哩
愚
痴
は
是
れ
畜
生
な
り
。
善
知
識

ば
常
に
十
善
を
行

つ
て

天
堂
便
ち
至
る
。
入
我
を
除
け
ば
須
彌
倒
れ
去
る
。
.貪
欲
の
海
水
竭
き
。
煩
惱
な
く
波
浪
滅
し
。
毒
害
除
き
魚
龍
絶
し
。
心
培
の
上
よ
り

覺
性
の
如
來
、
大
光
明
を
放
つ

て
六
門
を
照
し
。
清
淨
に
し
て
能
く
六
欲
の
諸
天
を
破
し
。
自
性
内
に
照
し
て
三
毒
帥
ち
除
き
。
地
獄
等

O

の
罪

一
時
に
銷
滅
す
。
内
外
明
徹
に
し
て
西
方
に
異
ら
す
。
此
の
修
を
作
さ
す
し
て
如
何
ん
ぞ
彼
こ
に
到
ら
ん
や
。
大
衆
読
を
聞
い
て
了

然

と
し
て
性
を
見
る
。
悉
く
皆
な
禮
拜
し
て
倶
に
善
哉
と
歎
す
と
。
以
上
は
六
祀
壇
經
の
読
で
あ
る
が
、
淨

土
他
力
の
行
き
方
と
は
全
く

そ
の
方
向
が
違
つ
て
を
る
。
帥
ち
見
性
帥
往
生
、
性
を
見
る
も
の
は
彌
陀
を
見
る
、
彌
陀
も
淨
土
も
遠
か
ら
す
、
觀
じ
來
れ
ば
我
が
心
に

在
り
と
云
ふ
見
方
で
、
全
く
智
的
官
力
的
聖
道
的
悟
解
の
見
方
で
あ
る
。
禪
關
策
進
、
蓮
宗
寶
鑑
、
歸
元
直
指
、
淨
土
或
問
、
淨
土
旨
訣

等

の
申
に
、
禪
家
の
知
識
の
彌
陀
に
對
す
る
信
仰
が
述
べ
ら
れ
て
あ
る
が
、
大
體
に
於
て
皆
な
こ
の
見
性
的
の
見

方
で
あ
る
。

五

次
に
我
宗
の
善
導
大
師
は
、
定
善
義
に
於
て
定
善
十
三
觀
を
釋
す
る
中
、
第
八
像
想
觀
を
釋
す
る
に
際
し
、
『諸

佛
如
來
は
是
れ
法
界
身

指
方
立
相
の
{教
亠義
に
就
て
(石
橋
)
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三
四

な
り
、

一
切
衆
生
の
心
想
の
申
に
入
り
給

ふ
』

と
云
ふ
丈
を
釋
し
て
、
指
方
立
相
の
旨
を
述
べ
ら
れ
た
。
今
こ
の
諸
佛
如
來
と
云
ふ
は
、

、阿
彌
陀
如
來
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
彌
陀
如
來
が
法
界
身
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
抑

々
法
界
と

い
ふ
言
の
中
に
は
、
事

的
と
理
的
と
の
兩
方
面
が
あ
る
。
若
し
こ
の
法
界
を
事
的
に
解
す
れ
ば
、
法
と
は

一
切
の
諸
法
で
あ
り
、
界
と
は
分
界
の
意
味
で
あ
る
。

諸

法
が
各
の
異

つ
て
、
差
別
不
伺
な
る
有
樣
を
此
を
名
け
て
界
と
去
ふ
。
故

に
諸
法
の

一
々
は
何
れ
も
法
界
と
稱

せ
ら
れ
、
或
は
萬
法
を

總
稱
し
て
、
之
を
法
界
と
も
言

ふ
の
で
あ
る
。
是
れ
は
師
ち
事
物
其
物
を
法
界
と
云
ひ
、
帥
ち
事
的
の
法
界
で
あ
る
。
次
に
理
的
の
法
界

ど
は
、

一
切
の
諸
法
の
根
本
で
あ
る
眞
如
の
理
性
そ
の
も
の
を
指
し
て
法
界
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
故
遮
こ
れ
を
眞

如
、
法
性
、
實
相
、
實

際
等
と
云
ひ
、
い
つ
れ
も
同
體
異
名
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
時
は
界
の
意
味
は
帥
ち
因
の
意
味
で
あ
り
、
或
は
性

の
意
味
で
あ
る
。
因
と

は
總
て
の
聖
法
は
皆
な
℃
の
眞
如
を
原
因
と
し
て
生
じ
來
る
か
ら
で
あ
る
。
性
乏
は
眞
如
は

一
切
の
諸
法
の
所
依
の
本
性
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。

然
る
に
善
導
以
前
の
諸
師
は
、
こ
の
事
理
法
界
の
中
に
於
て
、
多
く
は
理
法
界
の
義
を
以
て
、
,法
界
身
を
解
釋
さ
れ
た
が
、
善
導
は
獨

り
事
法
界
の
立
場
に
立
つ
て
解
釋
さ
れ
た
。
こ
れ
が
諸
師
と
は
大
に
異
る
點
で
あ
る
。
故
に
善
導
は
定
善
義
に
、
諸
師
の
読
を
難
破
し
て

云
く
、
『
或
は
行
者
あ
つ
て
此
の

一
門
の
義
を
將
つ
て
、

唯
識
法
身
の
觀
と
な
し
、

或
は
自
性
清
淨
佛
性
の
觀
と
な
す
は
其
意
甚
だ
錯
れ

り
、
絶

へ
て
少
分
も
似
た
る
こ
と
な
し
』
と
痛
撃
さ
れ
た
。
こ
の
中
善
導
が
行
者
と
言
は
れ
た
の
は
、
何
人
で
あ
る
か
解
ら
な
い
が
、
古

來
之
は
善
導
以
前
の
淨
影
天
台
等
の
諸
師
を
指
し
た
も
の
で
あ
ら
う
と
言
は
れ
て
あ
る
。
師
ち
善
導

の
考
に
依
れ
ば
、
諸
師
が
第
八
像
想

觀

の
法
界
身
を
觀
す
る
に
、
或
は
唯
識
唯
心
の
立
場
に
立
ち
、
或
は
眞
如
佛
性
の
立
場
か
ら
法
身
の
如
來
と
し
て
觀
す
る
の
は
そ
れ
は
大

な

る
錯

で
あ
る
。
法
身
は
眞
如
の
理
性
と
同

一
で
あ
る
か
ら
無
相
で
あ
る
。
然
る
に
經
丈
に
既
に
三
十
二
相
を
其

す
と
言
は
れ
て
あ
る
か



ら

に
は
、
報
身
と
し
て
觀
す
る
の
が
當
然
で
あ
る
。
諸
師
が
法
身
と
考

へ
た
の
は
全
く
誤
解
で
あ
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
と
主
張
さ
れ
た
。

六

更
ら
に
法
界
身
に
對
す
る
善
導
の
読
を
委
丸
記
せ
ば
、
善
導
は
ど
こ
ま
で
も
凡
夫
.を
本
位
と
せ
ら
れ
た
か
ら
、
有
椙
的
情
的
に
読
明
せ

ん
と
企
て
ら
れ
た
。
故
に
法
界
身
の
解
釋
が
、
諸
師
の
考
と
は
全
然
異

つ
て
、
事
法
界

と
見
て
解
釋
さ
れ
た
。
さ
れ
ば
定
善
義
に
云
く
、

法
界
と
云
ふ
は
三
義
が
あ
る
。

一
に
は
心
偏
す
る
が
故
に
法
界
を
解
す
。

二
に
は
身
偏
す
る
が
故
に
法
界
を
解
す
。
三
に
は
障
.礙
な
き
が

故

に
法
界
を
解
す
。
正
し
く
心
到
る
に
由
る
が
故
に
身
も
亦
た
隨
つ
て
到
る
。
身
は
心
に
隨
ふ
が
故
に
是
れ
法
界
身
な
り
と
云
ふ
。
法
界

と
云
ふ
は
是
れ
所
化
の
境
、
帥
ち
衆
生
界
な
⑥
。
身
と
云
ふ
は
是
れ
能
化
の
身
、
印
ち
諸
佛
の
身
な
り
。
衆
生
の

心
想
の
中
に
入
る
と
云

ふ
は
、
乃
ち
衆
生
念
を
起
し
て
、
諸
佛
を
見
奉
ら
ん
と
願
す
れ
ば
、
佛

は
帥
ち
無
礙
智
を
以
て
知
り
給
ふ
に
由
て
、
帥
ち
能
く
彼
の
想
心

の
中
に
入
つ
て
現
す
。
但
し
諸
の
行
者
若
く
は
想
念
の
中
、
若
し
は
夢
定
の
中
に
於
て
佛
を
見
奉
る
は
.鄒
ち
此
の
義
を
成
す
る
な
り
と
言

は
れ
て
あ
る
。

即
ち
善
導
は
法
界
身
を
有
相
的
事
的
に
解
釋
し
、
主
義
を
以
て
読
明
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
心
偏
す
る
が
故
に
法
界
を
解
す
、
身
偏
す
る

が
故
に
法
界
を
解
す
と
云
ふ
は
、
阿
彌
陀
如
來
の
身
心
は
法
界
の
衆
生
の
心
想
の
中
に

(阿
彌
陀
佛
を
信
す
る
衆
生
)
偏
く
來
入
し
給
ふ

嶽
故
に
法
界
身
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
叉
障
礙
な
き
が
故
に
法
界
を
解
す
と
云
ふ
は
、
衆
生
の
心
想
の
申
に
出
入
し
給
ふ
こ
と
自
在
無
礙
な

る
が
故
に
法
界
身
と
云
ふ
の
で
あ
る
。

然
る
に
諸
師
は
善
導
の
如
く
淨
土
の
彌
陀
の
身
心
が
出
入
す
る
と
は
考

へ
な
か
つ
た
。
師
ち
如
來
で
も
衆
生
で
も
法
身
は
同
じ
∫
同
體

で
あ
る
か
ら
、
衆
生
の
心
想
の
中
に
現
す
る
佛
ば
帥
ち
如
來
の
法
身
で
あ
る
と
與
に
、
ま
た
衆
生
の
法
身
で
あ

る
と
考

へ
た
。
故
に
淨
影

指
方
立
相
の
教
義
に
就
て
(石
橋
)

三
五



三
六

の
觀
經
義
疏
に
は
諸
佛
の
法
身
は
己
れ
と
同
體
な
る
が
故
に
、
現
に
佛
を
觀
す
る
時
心
の
中
に
現
す
る
も
の
は
、
帥
ち
是
蜘
諸
佛
法
身
の

體

な
れ
ば
經
に
は
是
れ
を
是
の
心
是
れ
佛
な
り
と
云
ふ
と
記
さ
れ
て
あ
る
。

然
し
な
が
ら
善
導
は
こ
の
読
に
全
く
反
樹
で
あ
つ
た
。
齦
ち
善
導
の
意
に
依
れ
ば
、
今
こ
の
法
界
身
が
衆
生

と
同
體
の
法
身
な
れ
ば
、

騨

ち
眞
如
法
身
で
あ
ら
う
。
既
に
眞
如
法
身
な
れ
ば
、
眞
如
に
相
好
の
あ
る
譯
は
な
い
。
然
る
に
經
文
に
は
賜
ら
か
に
三
十
二
相
を
具
す

と
云
ふ
。
既
に
相
好
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
眞
如
法
身
で
あ
る
と
は
言
は
れ
な
い
。
眞
如
は
無
相
に
し
て
盧
室
の
如
く
、
相
を
絶
し

念
を
離
れ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
既
に
經
丈
に
相
を
読

い
て
如
來
が
読
明
し
て
あ
る
か
ら
に
は
、
こ
れ
は
當
然
報
身
有
相
の
示

現

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
さ
れ
た
。
故
に
定
善
義
に
諸
師
の
読
を
破
し
て
云
く
、
或
は
行
者
あ
つ
て
此
の

一
門
の
義
を
將
つ
て
、

唯
識
法
身
の
觀
と
な
し
、
或
は
自
性
清
淨
佛
性
の
觀

と
な
す
は
其
の
意
甚
だ
錯
れ
り
、
絶

へ
て
少
分
も
相
ひ
似
た
る
事
な
し
。
既
に
像
を

想

へ
と
云
つ
て
三
十
、二
相
を
假
立
せ
ば
、
眞
如
法
界
の
身
豈
に
相
あ
つ
て
縁
す
べ
く
、
身
あ
つ
て
取
る
べ
け
ん

や
。
然
る
に
法
身
は
無
色

に

し
て
眼
對
を
絶
す
、
更
ら
に
類
と
し
て
方
ぶ
可
き
な
し
、
故
に
虚
筌
を
取
て
以
て
法
身
の
體
に
喩
ふ
。
叉
今

こ
の
觀
門
は
等
し
く
唯
だ

方
を
指
し
相
を
立
て
x
心
を
佳
し
て
境
を
取
ら
し
む
、
總
べ
て
無
相
離
念
を
明
さ
す
。
如
來
懸
か
に
知
り
給
ふ
、
末
代
濁
惡
の
凡
夫
の
相

を

立
て

x
心
を
佳
す
る
す
ら
、
爾
ほ
得
る
こ
と
能
は
す
。
い
か
に
況
ん
や
相
を
離
れ
て
事
を
求
る
は
、
術
通
な
き
入

の
筌
に
居
し
て
舍
を

立
る
が
如
し
と
○

毒

盖
、覆

鑿

.義
の
深
蘰

の
下
に
於
涯

自
身
鏡

に
是
莓

墾

死
の
凡
夫
皇
含.は
般

叉
散
善
義
の
終
に
嫁

髏

漑
に

是

れ
生
死
の
凡
夫
に
し
て
智
慧
淺
短
な
り
と
仰

せ
ら
れ
た
如

く
、
既
に
御
自
身
を
凡
夫

と
考

へ
、
斯
る
凡
夫
を

救
濟
す
る
の
が
印
ぢ
彌
陀

の
本
願
で
あ
り
、
翫
た
觀
經
の
目
的
で
あ
る
。

さ
れ
ば
觀
經
の
説
ぎ

方
は
、
い
つ
れ
も
凡
夫
救
濟
の
事
相
、
有
相
を
以
つ
て
読
か
れ
て
あ



る
。
然
な
に
諸
師
は
そ
の
意
を
解
せ
す
j

ｵr1り
に
高
徇
な
る
理
論
に
走

つ
て
、
法
身
と
解
す
る
の
は
錯
り
で
あ

る
。
指
方
立
相
の
立
場
に

立

つ
た
教
義
が
柳
ち
こ
の
觀
の
眞
相
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
。
之
を
要
す
る
に
善
導
と
諸
師
と
の
こ
の
觀
に
羯

す
る
意
見
の
相
違
は
、
諸

師

は
主
觀
的
立
場
に
立
つ
て
、
自
己
の
法
身
を
彌
陀
と
し
て
觀
じ
、
善
導
は
彌
陀
を
客
觀
的
に
認
め
て
報
身
と
し
て
觀
す
る
所
に
、
.
大
な

る
異
り
が
あ
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
宗
教
と
し
て
な
、
.
煎

が
大
な
る
問
題
で
、
.
れ

が
即
ち
自
力
と
他
力
と
の
分
蕪

で
勇

。

吾

人
が
客
觀
に
彌
陀
を
認
め
、
そ
の
偉
大
な
る
救
濟
力
に
救
は
れ
ん
と
す
る
念
願
に
、
他
力
救
濟
の
信
仰
が
自

ら
起
り
來
る
の
で
あ
る
。

そ
の
客
觀
の
封
象
は
指
方
立
相
の
方
法
に
依
つ
て
、
認
む
る
こ
と
が
最
も
適
當
で
あ
ろ
こ
と
は
言

ふ
ま
で
も
な

い
。
然
れ
ば
善
導
が
こ
の

點
に
、
大
に
力
を
用
ひ
ら
れ
た
こ
と
は
、
ま
た
當
然
の
こ
と
で
あ
る
。

言

ふ
ま
で
あ
な
く
吾

々
は
、
有
形
有
相
の
國
に
生
れ
、
有
相
の
生
活
を
綾
く
る
限
り
は
、

一
時

一
刻
の
間

と
雖
も
、
有
相
の
念
を
離

る

玉
こ
と
は
出
來
な
い
。
す
べ
て
何
事
も
有
相
に
依
て
了
解
し
有
相
に
依
て
進
退
し
、
有
相
に
依
て
活
動
し
つ
玉
あ
る
で
は
な
い
か
。
さ
れ

ば
淨
土
を
了
解
し
、
彌
陀
を
信
仰
す
る
上
に
毛
勿
論
有
相
的
で
あ
る
こ
と
が
、
最
も
適
當
で
は
あ
る
ま
い
か
。
吾
人
が
先
租
①
偉
徳
を
彰

は
し
英
雄
偉
人
の
功
業
を
傳

ふ
る
に
も
、
必
す
何
等
か
の
有
形
の
形
式
を
取
む
、
而
し
て
之
を
奪
敬
し
崇
拜
す

る
の
が
常
で
あ
る
σ
吾
人

が
神
瓧
佛
閣
に
參
拜
し
名
所
古
跡
を
巡
拜
す
る
も
、
ま
た
こ
の
形
式
を
取
つ
て
以
て
懐
古
敬
虜
の
念
を
起
し
、
崇
高
の
念
に
打
た
る
玉
の

で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
宗
教
は

指
方
立
相
の
形
式
に
依
る
の
が
、

最
庵
適
當
と
思
は
る
玉
。

謂
は
ゆ
る
信

な

莊
嚴
よ
り
と
云
ふ
言

も
、
斯
る
淌
息
を
洩
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
ゆ

七

然
し
な
が
ら
人
類
は
、
唯
だ
情
の
み
で
は
決
し
て
滿
足
す
る
も
の
で
は
な
い
。
情
の
裏
面
に
は
必
す
や
智
的
理
性
が
働
か
な
く
て
は
な

指
方
立
相
の
教
義
に
就
て
(石
橋
)

三
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三

八

ら
次
い
。
即
ち
知
惰
意
の
三
方
面
が
い
つ
も
不
離
の
關
係
を
た
も
つ
べ
き
が
當
然
で
あ
る
。
而
し
て
前
に
も
述
べ
た
如
く
、
こ
の
觀
經
は

大
體
に
於
て
、
惰
的
有
相
的
に
読
明
さ
れ
て
あ
る
が
、
叉
往

々
に
し
て
智
的
理
性
的
に
考

へ
な
く
て
は
な
ら
な
い
所
の
あ
る
こ
と
を
忘
れ

て
は
な
ら
ぬ
。
例

～
ば
第
九
佛
身
觀
の
如
き
、
佛
の
身
量
の
読
明
は
、
實
に
偉
大
な
も
の
で
あ
つ
て
、
到
底
普
通
の
情
量
で
は
、
了
解
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
帥
ち
彌
陀
の
身
量
を
示
ル
て
、
佛
身
の
高
さ
六
十
萬
億
那
由
他
恆
河
沙
由
旬
な
り
、
眉
間
の
白
毫
は
右
に
旋
つ

て
婉
轉
せ
り
五
つ
の
須
彌
山
の
如
し
、
佛
眼
嫉
四
大
海
水
の
如
く
惹
し
て
青
白
分
明
な
り
、
彼
の
佛
の
圓
光
は
百
億
三
千
大
千
世
界
の
如

し

と
言
は
れ
て
あ
る
。
是
は
實
に
廣
大
無
邊
の
相
で
あ
つ
て
、
普
通

一
般
の
常
識
で
は
到
底
解
釋
す
る
こ
と
の
出
來
な
い
數
量
で
あ
る
。

然

る
に
列
租
の
中
に
於
て
は
、

こ
の
丈
に
封
し
て
委
し
い
読
明
を
試
ら
れ
た
入
が
な
い
や
う
で
あ
る
が
、
獨
り
義

山
上
人
は
觀
經
隨
聞
講

録
に
於
て
、
靈
芝
の
元
照
の
靆

義
疏
な
ど
を
參
照
し
て
ご

應
之
れ
が
讒

を
試
み
ら
爨

・
印
ち
義
山
の
読
に
依
れ
ば
報
身
如
來
は

所

證
の
理
が
、
實
に
無
邊
で
あ
る
所
か
ら
、
能
證
の
智
も
亦
た
自
か
ら
無
邊
で
あ
る
。
既
に
そ
の
智
が
蕪

邊
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
身
も
亦

た
無
邊
際
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
な
が
ら
今
は
所
觀
の
境
を
取
る
爲
に
、
暫
く
分
量
を
読

い
た
の
で
あ
る
。
、そ

の
實
能
觀
の
者
の
所

見

に
隨

つ
で

、
身
量
は
自
ら
不
同
で
み
る
。
佛
身
に
身
量
が
あ
る
譯
で
は
な
い
・
只
だ
是
れ
非
數
量
の
上
に
數
蟄
を
読

い
て
六
十
萬
億
等

と
言

つ
た
の
で
あ
る
四
故
に
下
の
雜
想
觀
に
は
、
先
に
読
き
し
所
の
如
く
、
紐
貸
里
壽
佛
は
身
量
無
邊
な
り
、。
こ
れ
凡
夫
心
力
の
及
ぶ
所
に

あ
あ
す
。
或
は
大
身
を
現
す
れ
ば
盧
筌
の
中
に
滿
ち
、
或
は
小
身
を
現
す
れ
ば
丈
六
八
尺
な
り
と
言
は
れ
て
あ
る
。
故
に
六
十
萬
億
等
と

云
は
是
れ
即
ち
非
數
量
な
り
と
言
は
れ
て
あ
る
。
以
上
。

こ
れ
は
帥
ち
普
通

一
般
の
常
識
を
以
て
は
考

へ
ら
れ
な

い
所
の
読
明
で
あ
り
、

無
邊
の
法
身
を
有
相
的
に
読
明
し
た
か
の
如
く
に
も
思
は
る

x
。



而
し
て
冏
師
の
頌
義
三
十
卷
淨
土
の
實
義
を
釋
す
る
下
起
は
や
玉
法
身
的
に
読
か
れ
て
あ
る
。
帥
ち
周
師
の
考

に
依
れ
ば
、
極
樂
淨
土

に

三
輩
が
あ
り
、
九
品
が
あ
る
と
説
く
は
方
便
で
あ
る
。
其
の
實
上
下
の
差
別
も
な
く
、
聲
聞
菩
薩
人
天
も
な
い
。
往
生
す
れ
ば
成
佛
し

準
等
法
身
無
極
の
佛
果
、
大
般
涅
槃
を
證
得
す
る
。
故
に
無
量
壽
經
に
云
く
、
彼
の
佛
の
國
土
は
清
淨
安
穩
に
し

て
微
妙
快
樂
な
り
、
無

ひ

爲

泥
沍
の
道
に
次
け
り
、
そ
の
諸
の
聲
聞
菩
薩
天
人
は
、
智
慧
高
明
に
し
て
禪
通
洞
達

せ
り
、
咸
な
同
く

一
類
に
し
て
形
ち
異
歌
な
し
、

但
だ
餘
方
に
因
順
す
る
が
故
に
天
人
の
名
あ
り
、
顏

貌
端
正
に
し
て
世
に
超

へ
て
希
有
な
り
、
天
に
非
す
入
に
非

す
皆
な
自
然
虚
無
の
身

無
極
の
體
を
受
く
と
。
帥
ち
餘
方
に
因
順
し
て
聲
聞
菩
薩
天
人
と
云
ふ
が
實
に
は
其
等
の
人
は
な

い
、
唯
だ
法
身

の
佛
の
み
で
あ
る
。
盧

無

の
身
と
は
障
礙
な
き
法
性
の
身
と
云
ふ
意
で
あ
る
。
無
極
と
云
ふ
は
佛
果
の
こ
と
で
あ
る
。
論
註
の
中
に
は
第

一
義
諦
妙
境
界
の
相
と

云

ふ
、
第

一
義
と
は
實
柑
で
あ
る
。
妙
境
界
相
と
は
師
ち
法
身
で
あ
る
。
法
身
と
は
師
ち
平
等
で
あ
る
。
甼
等
は
印
ち
是
れ
無
差
別
で
あ

る
。
無
差
別
は
是
れ
無
相
で
あ
る
。
無
相
に
し
て
而
か
も
相
な
る
は
、
自
然
虚
無
の
身
無
極
の
體
で
あ
る
。
然
し

な
が
ら
鄙
相
不
退
の
淨

土

の
教
は
、
見
生
即
ち
無
生
で
あ
る
。
故
に
無
生
の
人
は
無
生
の
解
を
以
て
、
而
か
も
往
生
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
無
生
而
生
の
往
生
で

'

あ

る
。
見
生
の
入
は
見
生
の
心
で
無
生
を
得
る
か
ら
、
生
帥
無
生
の
往
生
で
あ
る
。
然
れ
ば
指
方
立
相
に
鄙
し
て
、
而
か
も
無
相
で
あ
り

得

る
の
で
あ
を
。
往
生
の
見
を
改
め
す
し
て
當
體
帥
ち
無
生
で
あ
る
。
然
れ
ば
則
ち
事
相
全
く
理
性
で
あ
り
、
見
生
全
く
無
生
で
あ
る
。

故

に
善
導
大
師
の
鼓
く
、
佛
の
密
意
は
窮
深
に
し
て
教
門
は
曉
ら
め
難
し
、

三
賢
十
聖
も
測
て
窺

ふ
所
に
あ
ら
す
、
.
況
ん
や
我
は
信
外
の

輕
毛
な
軌

敢
へ
て
旨
撃

智

ん
や
。
仰
ぎ
惟
れ
縫

謬

此
方
よ
り
蠶

資

露

は
彼
の
國
よ
り
凍
迎
し
給
ふ
。
彼
に
喚
び
砦

遣

る
豈
に
去
ら
ざ

る
べ
け
ん
や
と
。
以
上
は
大
體
冏
師
の
思
想
の
要
領
で
あ
る
が
、
冏
師
は
知
情
の
兩
方
面
を
見
生
印
無
生
の
義
に
依

つ

て
、
巧
み
に
調
和
結
合
さ
れ
た
。
蓋
し
冏
師
の
時
代
に
於
て
は
禪
宗
が
甚
だ
盛
ん
で
み
つ
て
、
高
術
な
る
理
論
を

も
て
あ
そ
び
7

見
性
の

指
方
立
相
の
教
義
に
就
て
(石
橋
)

・

三
九



四
〇

研
討
甚
し
く
、
單
な
る
情
的
読
明
で
は
、
世
入
が
滿
足
し
な
か
つ
た
で
あ
ち
う
。
仍
て
お
の
つ
か
ら
我
宗
の
教
義

も
智
的
読
明
を
用
ひ
な

く
て
は
な
ら
な
か
つ
た
結
果
、
斯
る
読
明
を
用
ひ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

惟
ふ
に
觀
經
の
申
心
訟
第
九
の
佛
身
觀
で
あ
る
。
故
に
鎭
西
上
人
は
、
觀
經
十
三
觀
は
中
高
か
で
あ
る
と
仰

せ
ら
れ
た
が
そ
の
意
味
は
、

　

十

三
觀
の
中
で
は
佛
身
觀
が
中
心
で
あ
る
と
云

ふ
意
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
の
彌
陀
を
中
心
と
す
る
三
尊
觀
が
最

も
大
切
で
あ
る
こ
と
は
言

ノ

ノ

ふ
ま
で
も
な
い
。
こ
の
大
切
な
三
尊
は
、
知
情
意
の
三
が
完
全
に
具
は
吻
ま
し
ま
す
相
で
あ
る
。
帥
ち
意
志
と
智
慧
乏
慈
悲
と
が
、
最
も

完
全
に
結
合
し
調
和
さ
れ
た
る
か
た
ち
で
あ
る
。
吾
入
は
朝
夕
如
來
を
拜
し
、
そ
の
救
濟
を
仰
ぐ
こ
と
に
依
つ
て
、
自
ら
光
攝
の
靈
化
を

'

蒙
り
、
漸
く
完
全
な
る
人
格
に
進
み
ゆ
く
こ
そ
本
望
で
あ
る
。
如
來
は
帥
ち
靈
體
で
あ
る
。
宇
宙
を
照
す
太
陽

の
如
く
、
暗
夜
を
照
す
皎

月

の
如
く
、
智
慧
と
慈
悲
と
の
光
を
以
て
、
普
く
人
類
を
救
濟
す
る
完
全
圓
滿
な
靈
格

で
あ
る
が
、
特
に
宗
教

の
立
場
か
ら
更
ら
に
他
力

の
方
面
か
ら
、
佛
心
と
は
大
慈
悲
是
れ
な
り
と
觀
經
に
読
か
れ
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
P

こ
れ
よ
り
推
し
て
佛

心
と
は
大
智
慧
是
れ
な
り

と
も
読
か
る
可
劇
筈
で
あ
る
。
之
を
要
す
る
に
客
觀
的
に
、
如
來
の
偉
大
な
る
靈
格
を
認
め
て
、
す
べ
て
己
れ
の
情
量
を
捨
て

玉
、
深
く

信

じ
て
疑
は
す
、
無
知
の
輩
に
同

ふ
し
て
、
唯

一
向
に
念
佛
す
べ
し
と
云
ふ
信
念
に
佳
す
る
の
が
、
指
方
立
相
の
教
で
あ
る
。


