
宋

代
に
お
け
る

『
止
観
義
例
』

の
読
ま
れ
方

(
大

松
)

宋
代

に
お
け

る

『
止
観
義

例
』

の
読

ま
れ
方

大

松

博

典

標
題
に
つ
い
て
若
干
の
説
明
を
加
え
る
。
中
国
天
台
宗
を
歴
史
時
代

区
分
で
考
察
す
る
場
合
、
趙
宋
天
台
と
い
う
呼
称
が

一
般
的
で
あ
る
。

こ
れ
は
劉
宋

(
四
二
〇
1
四
七
九
)
に
対
す
る
趙
宋

(九
六
〇
1

一
二
七
九
)

の
呼
称
に
、
当
時
の
天
台
宗
と
い
う
意
味
合
い
を
込
め
て
使
わ
れ
だ
し

た
用
語
の
よ
う
で
あ
る
。
が
、

こ
れ
は
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
な

ぜ
な
ら
、
劉
宋
に
は
天
台
宗
の
形
は
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
わ
ざ

わ
ざ
趙
宋
と
区
別
し
て
、
趙
宋
天
台

と
い
う
必
要

は
な
く
、
宋

の
天

台
、
宋
代
天
台
で
充
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
宋
の
天
台
の
み

を
取
り
あ
げ
る
の
で
あ
れ
ば
、
靖
康

の
変

(
二

二
七
)
を

さ
か

い
と

す
る
北
宋
と
南
宋
と
を
別
々
に
論
ず
る
必
要
が
あ
り
、

ひ
と
つ
づ
ま
り

に
趙
宋
天
台
と
す
る
の
は
ふ
さ
わ
し
い
と
は
思
え
な
い
。
こ
の
二
点
か

ら
趙
宋
天
台
と
い
う
呼
称
に
は
検
討

の
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
と
考
え

「宋
代
」
と
し
た
。

中
国
天
台
宗
を
中
興
し
た
荊
渓
湛
然

(七
=

1
七
八
二
)
に
は
三
大

部
に
関
す
る
註
釈
書
を
始
め
と
し
て
彪
大

な
数

の
著
作

が
現
存
す

る

が
、
中
で
も
、
『
止
観
義
例
』
二
巻
は
、
『摩
詞
止
観
』
に
説
か
れ
る
要

点
を
七
章
に
分
類
し
、
天
台
観
門
の
大
要
を
述

べ
た
も

の
と
い
わ
れ

る
。
名
称
を
列
記
す
る
と
第

】
所
伝
部
別
例
、

第
二
所
依
正
教
例
、
第

三
文
義
消
釈
例
、
第
四
大
章
総
別
例
、
第
五
心
境
釈
疑
例
、
第
六
解
行

相
資
例
、
第
七
喩
疑
顕
正
例
の
七
章
で
あ
る
。

こ
の

『
止
観
義
例
』
が

…湛
然
教
学
の
中
で
も
特
異
な
位
置
を
し
め
る
こ
と
は
先
学
に
よ
っ
て
指

摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
湛
然
の
教
学
を

確
認
す

る
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
己
の
正
統
性
を
主
張
す

る
に
至
っ
た
宋
代

の
諸
師
達

も
、
当

然
、
『
止
観
義
例
』
を
研
究
し
た
で
あ
ろ
う
。

が
、
現
存
す
る
註
釈
書

と
し
て
は
、
正
統
四
明
天
台
か
ら
は
異
端
者
扱

い
に
さ
れ
、
後
山
外
派

に
属
す
る
と
さ
れ
た
神
智
従
義

(
一
〇
四
三
i

一
〇
九

一
)
の

『
止
観
義

例
纂
要
』
六
巻
と
、
正
統
四
明
三
家
の
う
ち
広
智
系
に
属
す
る
と
さ
れ

た
草
堂
処
元

(
一
〇
三
〇
1

一
一
一
九
)
の

『
止
観
義
例
随
釈
』
六
巻

が

あ
る
。
『
止
観
義
例
』

の
研
究
に
は
、
こ
の
両
本
を
並
読

し
参
照
す

る

必
要
が
あ
る
こ
と
は
夙
に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
周
知
の
ご
と
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く
、
四
明
知
礼

(九
六
〇
i

一
〇
二
八
)
没
後
の
天
台
宗
は
、
知
礼
の
立

場
を
支
持
す
る
四
明
三
家
と
称
さ
れ
る
系
統
が
大
勢
を
占
め
た
の
は
史

実
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
多
少
の
摩
擦
が
あ
っ
た
の
も
否
め
な
い
事
実
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
北
宋
代
は
四
明
学
の
位
置
づ
け
も
未
だ
確
か
で
は

な
い
の
に
対
し
、
南
宋
代
は
ほ
ぼ
確
定
し
て
く
る
。
そ
こ
に
は
南
屏
系

の
は
た
し
た
役
割
が
重
要
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
、
四
明
学
の
権
威
づ

け
が
未
だ
確
定
し
て
い
な
い
混
沌
と
し
て
い
た
北
宋
天
台
の
、
ひ
と
つ

の
象
徴
と
し
て

『
纂
要
』
と

『
随
釈
』
を
取
り
あ
げ
、
も

っ
て
北
宋
末

の
天
台
宗
を
は
か
る
と
と
も
に
、
『
止
観
義
例
』
が
ど
の
よ
う
な
読
ま

れ
方
を
し
た
の
か
を
探

っ
て
み
た
い
。

二

著
述
の
動
機
に
つ
い
て
み
る
と
、
『纂
要
』
の
序
文
に

よ
れ
ば
、
従

義
は

『
摩
詞
止
観
』
と

『
止
観
義
例
』
と
の
関
係
を
そ
れ
ぞ
れ

「法
華

の
妙
行
」
と

「妙
行
の
輪
朝
」
と
お
さ
え
る
。
さ
ら
に

『
義
例
』
が
著

わ
さ
れ
た
理
由

の
ひ
と

つ
に
、
湛
然
の
門
人
で
あ

っ
た
清
涼
澄
観
が
師

で
あ
る
湛
然
に
背

い
て
賢
首
に
は
し
っ
た
、
そ
の
こ
と
を
論
…難
す
る
た

め
に
著
わ
し
た
と
と
ら
え

る
。
『輔
行
』
と

『義
例
』
と

の
関
係
は
、

『輔
行
』

が

『
摩
詞
止
観
』
の
細
目
を
ひ
ら
い
た
も
の
で
あ
る
の
に
対

し
、
『
義
例
』
は
大
科
を
結
し
た
も
の
で
あ
る
と
お
さ
え
、
『
輔
行
』
『義

例
』
の
両
書
と
も
僻
見
を
正
し
、
妙
行
を
明
ら
か
に
示
そ
う
と
す
る
同

じ
趣
旨
の
も
と
に
著
わ
さ
れ
た
と
と
ら
え
る
。
こ
れ
に
対
し

『
随
釈
』

の
序
文
は
、
『
纂
要
』
の
主
張
を
論
駁
す
る
た
め
に
著
わ
し
た
と
謳
う
。

す
な
わ
ち
、
処
元
の
志
の
中
に
は
、
四
明
が
成

し
得

な
か

っ
た

『
義

例
』
の
解
釈
を
自
分
が
遂
げ
よ
う
と
い
う
念
願

が
以
前
か
ら
あ

っ
た
。

そ
こ
に
、
た
ま
た
ま
従
義
が

『纂
要
』
を
著
わ
し
、
そ
の
善
し
悪
し
を

尋
ね
て
き
た
。
そ
れ
を
検
討
し
た
結
果
、
納
得

の
行
か
な
い
と
こ
ろ
が

あ
り

『
随
釈
』
を
著
わ
し
た
と
い
う
。
両
本
の
間
に
は
三
十
年
ほ
ど
の

隔
た
り
が
あ
り
、
.
 
純
粋
な
意
味
で
の
対
論
書
で
は
な
い
が
、
依

っ
て
立

つ
所
が
か
な
り
異
な

っ
て
い
る
こ
と
は
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
い
え

よ
う
。

こ
れ
ら
の
序
文
を
通
し
て
み
る
限
り
、

澄
観
等
を
中
心
と
し
た

華
厳
学

へ
の
対
処
の
し
か
た
と
四
明
学
を

ど
の

よ
う
に
位
置
づ

け
る

か
、

と
い
う
二
点
に
お
い
て
、
両
本
の
相
違
が
顕
著
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

こ
の
二
点
に
つ
い
て
も
う
少
し
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
、
華
厳
学

へ
の
対
処
の
し
か
た
を

『
纂
要
』
で
見
る
と
、
後
世
の

歴
史
家
か
ら
は
後
山
外
派
と
さ
れ
異
端
視
さ
れ
た
従
義
に
し
て
は
、
華

厳
学
に
対
す
る
激
し
い
ま
で
の
対
決
姿
勢

が
読

み
と
ら

れ
る
。
そ
れ

は
、
禅
宗
批
判
部
分
に
お
け
る
圭
峰
宗
密
や
、

喩
疑
顕
正
例
に
お
け
る

清
涼
澄
観

へ
の
論
難
に
端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の

は
、
賢
首
が
修
行
禅
観
は
天
台
止
観
に
よ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
の

に
宗
密
が
天
台
止
観
を
し
り
ぞ
け
た
。
或

い
は
、
荊
渓
を
う
け
た
澄
観

が
天
台
か
ら
賢
首
に
師
事
し
た
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
祖
に
背
き
師
に

違
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
師
資
相
承
論
か
ら
の
論
…難
で
あ
る
。
ま
た
、

『
宋
高
僧
伝
』
等
の
記
事
に
よ
っ
て
荊
渓
が
批
判
し
た
の
は
澄
観
で
あ

宋
代
に
お
け

る

『
止
観
義
例
』

の
読

ま
れ
方

(
大

松
)
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宋
代
に
お
け
る

『
止
観
義
例
』
の
読
ま
れ
方

(大

松
)

る
と
の
確
信
を
得
、
漸
頓

・
頓
頓

の
問
題
を
か
ら
め
て
、
執
拗
な
ま
で

に
澄
観
の
姿
勢
を
名
指
し
で
批
判
し
て
行
く
。

一
方

『
随
釈
』
を
見
る

と
、
華
厳
学
に
対
す
る
表
だ

っ
た
批
判
は

『
纂
要
』
に
比
べ
て
は
る
か

に
少
な

い
。
宗
密
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
澄
観
に
つ
い
て
も
、
喩
疑
顕
正

例
に
至
る
ま
で

「
僻
解
の
師
」
と
し
て
語
ら
れ
澄
観
の
名
前
す
ら
出
さ

な
い
。
次
に
四
明
学

の
位
置
づ
け
を
み
る
と
、
『
纂
要
』
は
従
義

に
与

え
ら
れ
た
評
価
か
ら
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
四
明
を
批
判
し
て
い
る
所

が
多
い
。

こ
れ
は
、
従
義
の
教
学
全
般
に
わ
た
る
こ
と
が
既
に
先
人
の

研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
姿
勢
の
根
本
に
は
、
荊
渓
ま
で

の
天
台
学
と
そ
れ
以
後
の
天
台
学
と
を
は
っ
き
り
区
別
す
る
従
義
の
姿

勢
が
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『随
釈
』
は

『
纂
要
』

の
こ
う

し
た

姿
勢
に
徹
底
し
た
反
論
を
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
、
処
元
は
自
己
の
天

台
学
の
範
囲
を
四
明
学
に
ま
で
ひ
ろ
げ
、
四
明
を
擁
護
す
る
立
場
に
ま

わ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
『義
例
』
を
通
し
て
、
『纂
要
』
に
説
か
れ
た

四
明
批
判
を
こ
と
ご
と
く
、

し
か
も
注
意
深
く
払
拭
し
よ
う
と
し
た
の

が

『随
釈
』
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

三

従
義

と
処
元
は
、
四
明
三
家
の
中
で
中
核
を
な
し
活
躍
し
た
と
い
わ

れ
る
広
智
系
の
法
孫
で
あ
る
が
、
後
世
に
は
従
義
が
異
端
者
と
し
て
攻

撃
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
、
四
明
学
の
問
題
が
微
妙
に
か
ら

ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
今
回
は
特
に

『
纂
要
』
と

『
随
釈
』
の
著

述
の
動
機
、
及
び
、
相
違
点
に
絞

っ
て
考
察
を
加
え
て
み
た
。
『纂
要
』

も

『
随
釈
』
も

『
義
例
』
を

『
止
観
』
の
綱
要
書
と
と
ら
え
る
点
に
つ

い
て
は
同
じ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
対
華
厳
学
あ
る
い
は
四
明
学

へ
の
対
処
の
仕
方
に
つ
い
て
相
違
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
『纂
要
』

は

『
義
例
』
が
華
厳
に
対
す
る
目
的
で
著
わ
さ
れ
た
と
す
る
見
方
を
前

面
に
お
し
出
し
、
澄
観
ば
か
り
で
は
な
く
宗
密
ま
で
を
も
激
し
く
批
難

す
る
。
ま
た
、
四
明
学
に
対
し
て
も
論
鋒
の
衰

え
を
見
せ
な
い
。
こ
れ

に
対
し

『
随
釈
』
は

『
義
例
』
を
あ
く
ま
で
も
天
台
宗
内
の
書
物
と
し

て
読
み
込
ん
で
ゆ
く
姿
勢
を
貫
き
、
『纂
要
』
が
対
論
書
と
で
も

い
う

性
格
づ
け
を
し
て

『
義
例
』
を
取
り
あ
げ
て

い
っ
た
の
と
は
大
い
に
異

な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
『纂
要
』
が

『義
例
』
を
通

し
て
天
台
宗
内
外

の
教
学
に
対
決
的
に
迫

っ
て
い
っ
た
の
に
対
し
、
『
随
釈
』
は
専
ら

『纂

要
』
に
盛
ら
れ
た
天
台
宗
内
の
、
特
に
四
明
学

に
関
す
る
部
分
に
照
明

を
あ
て
、
そ
れ
ら
を
是
正
し
な
が
ら

『
義
例
』
を
読
ん
で
い
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
従
義

・
処
元
が
生
き
た
時
代
は
、
北
宋
も
終
わ
り
に
近
づ
い

て
お
り
、
天
台
宗
徒
と
し
て
の
自
負
を
持

つ
二
人
が
、
同
門
の
出
で
あ

り
な
が
ら
同
じ
宗
典
を
違

っ
た
形
で
取
り
あ
げ

る
よ
う
な
状
況
に
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
宋
代
の
天
台
宗
が
乗
り
越
え
て
行
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
大
き
な
問
題
、
山
家

・
山
外
論
争
の
収
束
と

い
う
課
題
を
解
決
す
る
時
期
が
迫

っ
て
い
た
。
『
纂
要
』
と

『
随
釈
』

は
そ
の
意
味
で
も
興
味
深
い
書
物
で
あ
る
。

(細
註
省
略
)

(専
修
大
学
北
上
高
校
教
諭
)
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