
金
剛
頂
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義
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の
校
合
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つ
い
て

清

田

寂

雲

本
書
は
(漢
訳
金
剛
頂
経
に
関
す
る
、
最
古
の
註
釈
で
あ
る
ば
か
り
で
な

く
、
本
経

(金
剛
頂
喩
伽
中
略
出
念
諦
経
六
巻
)
の
訳
者

・
金
剛
智

の
口

説
を
筆
記
し
た
も
の
と
し
て
、
極
め
て
貴
重

な
(資
料

で
あ

る

こ
と
に

は
、
異
論
が
な
い
と
思
う
け
れ
ど
も
、
惜
し
む
ら
く
は
元
、
上
中
下
三

巻
で
あ

っ
た
の
が
上
巻
だ
け
に
な
り
、
中
下
二
巻
が
伝

わ
ら
な

い
上

に
、
今
日

一
般
に
知
ら
れ
る
の
は
大
正
蔵
経
三
九
巻
に
収
め
ら
れ
た
、

鎌
倉
時
代

の
版
本
で
あ

っ
て
、
古
写
本
に
つ
い
て
は
格
別
の
比
較
や
研

究
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
、
寡
聞
に
し
て
承

っ
て
い
な
い
。
私

は
最
近
に

至

っ
て
本
書
の
権
威
あ
る
古
写
本
を
、
数
種
類
影
印
し
対
校
す
る
機
会

に
恵
ま
れ
た
の
で
、
そ
の
(結
果
と
し
て
考
え
ら
れ
る
諸
点
に
つ
い
て
、

一
応
の
卑
見
を
陳
べ
て
大
方
の
御
批
判
を
仰
ぎ
た
い
の
で
あ
る
。

一

義
訣

の
将
来
者(1

)
 
(
2
)

之
に
つ
い
て
は
密
教
大
辞
典

・
仏
書
解
説
大
辞
典
と
も
に
、
入
唐
八

家

の
中
の
空
海

・
円
珍
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
が
空
海
の

「御
請

(3
)

来
目
録
」
に
は
た
し
か
に

金
剛
頂
喩
伽
秘
密
心
地
法
門
義
訣

一
巻

と
明
記
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
請
来
本
が
有
名
な
三
十
帖
策
子
の

第
二
十
四
峡
に
、
収
め
ら
れ
て
現
存
す
る
以
上
、
何
等
の
問
題
も
な
い

け
れ
ど
も
、
円
珍

の
将
来
録
に
お
い
て
は
、
周
知

の
よ
う
に
五
種
も
伝

(
4
)

わ
っ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
何
れ
に
も
義
訣

ら
し
い
名
称
は
見
ら

れ
な
い
。
し
て
み
れ
ば
両
大
辞
典
と
も
、

こ
の
点
に
関
す
る
限
り
誤
謬

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
想
う
に
そ
れ
は
円
珍

が
入
唐

し
て
帰
朝

の

後
、
長
安
大
興
善
寺

の
智
恵
輪
に
書
信
を
呈
し
、

本
書
の
中

・
下
巻
を

請
う
た
こ
と
か
ら
、
か
よ
う
な
誤
解
が
生
れ
た
の
で
は
な
い
か
?
。

(5
)

安
然

の
編
集
し
た
八
家
秘
録
に
ょ
る
と
、

金
剛
頂
経
大
喩
伽
秘
密
心
地
法
門
義
訣
一
巻
智
蔵
仁
海
云
金
副
頂
喩
融
秘
密
心
地
法
門
義
訣

と
い
う
即
ち
本
書
は
智
蔵

(不
空
)
の
手
に
な

る
も

の
で
、
円
仁
と
空

海
の
二
師
が
齎
ら
し
た
が
、
後
者
の
請
来
録
に
は

「金
剛
…
…

一
巻
」

と
あ
る
、
と
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
円
仁
の
将
来
録
は
之
亦
三
種

(
6
)

あ
る
が
、
そ
の
何
れ
に
も
義
訣
の
名
は
存
在
し
な
い
。
録
外
目
録
に
も

載

っ
て
お
ら
ぬ
。
円
仁
の
門
下
で
あ
り

一
世

の
学
匠

で
あ

っ
た
安
然

金
剛
頂
経
義
訣

の
校
合

に

つ
い
て

(
清

田
)
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金
剛
頂
経
義
訣
の
校
合
に
つ
い
て

(清

田
)

が
、
何
故

に
そ
の
よ
う
な
記
述
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
?
。
私
見
を
陳

べ
る
な
ら
ば
八
家
秘
録
に
は
右
の
次
に
、

金
剛
頂
喩
伽
要
訣

一
巻
醜
綴
是

と
あ
り
、
但
し
疑
是
前
本
の
四
字
は

と
さ
れ
る
、
康
保
二
年

(九
六

五
)
の
写
本

に
は
な
い
の
で
、
最
初
か
ら
在

っ
た
か
否
か
、
疑
問
が
な

ポ

ポ

い
わ

け

で

は

な

い
が

、

そ

れ

は

し
ば

ら
く

措

い

て
、

こ

の
要

訣

一
巻

は

円
仁
の
将
来
録
に
も
在
り
、
た
だ
訣
が
決

と
な
っ
て

い
る
に
す
ぎ
な

い
。
そ
こ
で
安
然
は
両
者
を
同
本
と
解
し
て
、
円
仁
に
義
訣
の
将
来
を

(
7
)

認
め
た
の
で
は
な
い
か
?
。
円
仁
は
金
剛
頂
経
疏
七
巻
を
著
述
し
、
そ

の
中
に
盛

ん
に
義
訣
を
引
用
し
て
い
る
が
、
彼
の
将
来
録
に
存
在
し
な

い
も
の
を
、
直
門
と
は
い
え
安
然

に
従

っ
て
認
め
る
こ
と
は
、
甚
だ
危

険
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
恵
運
の
将
来
録
は
二
種
あ
る
が
、
ど
ち
ら
に
も
明
ら
か
に
本
書

(
8
)

ノ
ニ

ミ

の
名
が
あ

る
即
ち

「
恵
運
禅
師
将
来
教
法
目
録
」
に
よ
る
と
、

金
剛
頂
心
地
法
門

一
巻

喩
伽
要
決
一
巻

(9
)

と
あ
り
、
「恵
運
律
師
書
目
録
」
で
は
、

金
剛
頂
経
大
鍮
伽
秘
密
心
地
法
門
義
訣
第
一

金
剛
頂
喩
伽
要
訣

一
巻

(
1
0
)

が
載

っ
て
い
る
。
仏
書
解
説
で
小
田
慈
舟
師
が
述
べ
ら
れ
た
通
り
、

こ

の
二
目
録
を
比
べ
る
と
、
後
者
の
方
が
書
物

の
巻
数
が
多
く
、
曼
茶
羅

図
な
ど
も
前
者
に
は
な
い
。
恐
ら
く
前
者
は
稿
本
で
後
者
が
完
成
本
で

あ
ろ
う
。
所
で
こ
の
要
訣

一
巻
を
義
訣
と
同
本

と
す
れ
ば
、
恵
運
は
外

題
が
異
な
る
だ
け
の
、
内
容
は
同

一
な
本
を
二
部
将
来
し
た
こ
と
に
な

り
、

い
さ
さ
か
不
自
然
な
よ
う
に
思
う
が
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
又
こ
の

要
訣
は
前
記

の
如
く
円
仁
の
将
来
録
に
も
、
要
決

と
し
て
記
さ
れ
て
い

(
1
1
)

る
。
現
存
は
し
な
い
ら
し
く
未
見
の
た
め
、
断
言

は
出
来
な
い
け
れ
ど

も
、
多
分
義
訣
と
は
別
な
も
の
で
は
な
か

っ
た

か
。

へ

そ
の
他
、
最
澄

・
円
行

・
常
暁

・
宗
叡
四
師

の
各
将
来
録
に
も
、
義

へ訣
と
み
る
べ
き
書
名
は
見
当
ら
な
い
。
従

っ
て
本
書
の
将
来
者
は
弘
法

大
師
空
海
と
、
安
祥
寺
恵
運
僧
都
と
の
二
師
で
あ

る
。

二

義
訣

の
現
存
古
写
本

と
刊
本

本
書

の
写
本
に
つ
い
て
調
査
し
た
労
作
は
、
私

の
知
る
限
り
で
は
渋

谷
亮
泰

「
昭
和
現
存
天
台
書
籍
綜
合
目
録
」
上
巻

の
み
で
あ
る
が
、
そ

か
 

こ
に
は
次

の
五
種

の
写
本
と
三
種
の
刊
本
が
あ

る
。

日

承
暦
三
年

(
一
〇
七
九
)
写
本
。

口

永
保
三
年

(
一
〇
八
三
)
写
本

日

康
和
四
年

(
一
一
〇
二
)
写
本

青
蓮
院
門
跡
吉
水
蔵
本

四

仁
平
四
年

(
一
一
五
四
)
写
本
-

西
教
寺
正
教
蔵
本

国

正
応

四
年

(
一
二
九

一
)
写
本
-
宮
内
省
図
書
寮
本

因

大

正
蔵

三
九

七)

続
蔵
経

一
・
三
七

・
二

囚

享
保

九
年

(
一
七

二
四
)
刊
本

-58-



但
し
三
十
帖
策
子
に
含
ま
れ
た
弘
法
本
の
こ
と
は
書
い
て
な
い
。
編

者
千
慮
の

一
失
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
右
の
う
ち
四
(正
教
蔵
本
を
仁

平
四
年
写

と
い
う
の
は
、
明
ら
か
に
謬
り
で
あ

っ
て
実
は
、
康
治
元
年

(
一
一
四
二
)
写
本
で
あ
る
。
又
刊
本
と
し
て
は
右

の
他

に
貞
享
四
年

刊
本
も
あ
る
と
、
密
教
大
辞
典
に
出

て
い
る
。
勿
論
写
本

に

つ
い
て

は
、
右
五
本
以
外
に
も
、
な
お
権
威
あ
る
も
の
が
在
る
か
も
知
れ
な
い

が
、
今
は
私

の
実
見
し
た
e
か
ら
四
(ま
で
に
限

っ
て
、
前
記
の
弘
法
本

と
の
対
比
を
含
め
、
所
見
を
陳
べ
る
こ
と
に
す
る
。

三

弘
法
請
来
本

(
三
十
帖
策
子
本
)

十
四
態
平
方
位
の
小
型
の
粘
葉
本
で
、
四
六
頁
か
ら
な
る
。
楷
書
で

あ
る
が
初

の
方
は
十
八
行
か
ら
二
十
二
、
三
行
も
あ
り
、

一
行
の
字
数

も
二
十
五
字
か
ら
二
十
七
、
八
字
に
及
ぶ
。
第

一
頁

の
初
の
十
二
行
と

十
三
行
目

の
上
の
二
字

と
は
、
そ
れ
以
下
に
比
較
し
て
別
人
の
手
に
な

る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
字
形
も
稽
々
大
き
く
な
っ
た
り
、
又
小
さ
く

な
っ
た
り
し
て
お
り
、
行
も
必
ら
ず
し
も
直
線
的
と
は
限
ら
な
い
。
し

か
し
中
途
か
ら
段

々
行
数
が
減
り
、
字
数
も
少
な
く
な
っ
て
読
み
易
く

な
る
。
第

二
十
七
頁
か
ら
は
十
六

・
七
行
位
、
末
尾

の
方
で
は
十
四
行

に
も
な
り
、
文
字
も
従

っ
て
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
非
常
に
不

揃
い
で
不
体
裁
、
特
に
初
め
の
方
は
細
字
で
読

み
に
く

い
写
本

で
あ

る
。
奥
書

は
全
く
な
い
の
で
筆
写
年
月
日
等
の
詳
し
い
こ
と
は
分
ら
な

い
が
、
空
海
の
長
安
滞
在
中
で
あ
ろ
う
か
ら
、
八
〇
五
年
か
晩
く
も
八

〇
六
年
春
の
写
本
と
思
わ
れ
る
。
空
海
自
身
の
筆
跡
で
は
な
く
、
唐
人

の
書
で
あ
ろ
う
。
そ
の
不
体
裁
は
恐
ら
く
何
か

の
事
情
が
あ

っ
て
、
非

常
に
急
い
で
写
さ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
た
め
、
と
想
像
さ
れ
る
。

一
見

し
て
誤
字
と
分
る
も
の
も
若
(干
あ
り
、

一
部
に
錯

簡
が
あ
る
。
即
ち
近

年
に
な

っ
て
京
都

・
法
蔵
館
か
ら
複
製
出
版
さ
れ
た
本
で
は
、
L
C
↓

己

2
↓
3
a
↓
h

4
↓
a
C
…
…
と

次
第
す
る
が
、
実
は
L
C
↓
己
2

↓
h

4
↓
3
a
↓
5
C
…
…
と

続
く
の
が
本
来

の
順
序
で
あ
る
。
な
お

末
尾
の
4
5
a
・
4
a
C
に
わ
た

っ
て
、
前
頁

の
終
り
六
行
と
後
頁
の

初
め

一
行
、
計
七
行
に
限
り
、
各
行
の
上
方
を
前
後
の
行
よ
り
も
六

・

七
字
ほ
ど
下
げ
て
書
き
、
た
め
に
凹
字
形
に
な

っ
て
い
る
。
何
故

こ
の

よ
う
な
形
に
写
し
た
も
の
か
?
、
そ
の
理
由
を
推
測
し
か
ね
る
け
れ
ど

も
、
或
い
は
こ
の
空
白
部
分
に
は
、
あ
と
で
何

か
図
示
し
た
い
も

の
が

(
1
3
)

あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
も
か
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
は
あ
る
に

せ
よ
、
最
古
の
写
本
で
あ
る
こ
と
は
間
違
な
く
、
而
も
苦
心
請
来
さ
れ

た
原
本
で
あ
る
以
上
、
極
め
て
珍
貴
な
法
宝
と
し
て
充
分
尊
重
す
べ
き

で
あ
る
。
な
お
該
写
本
の
内
題
に
は
、

金
剛
頂
経
大
瞼
伽
秘
密
心
地
法
門
義
訣
巻
上

と
あ
り
、
撰
号
は
存
し
な
い
点
に
注
意
し
て
お
く
。

(
1
4
)

四

承
暦
本

(良
祐
本
)

台
密
三
昧
流
の
祖

・
良
祐
師
の
奥
書
が
あ
り
、
内
題
は
弘
法
請
来
本

と
全
く
同
じ
で
あ
る
が
、
次

に

「沙
門
智
蔵
記
」
と
撰
号
が
記

さ

れ

金
剛
頂
経
義
訣

の
校
合

に

つ
い
て

(
清

田
)
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金
剛
頂
経
義
訣
の
校
合
に
つ
い
て

(清

田
)

る
。
普
通

の
写
経
用
紙
に
書
か
れ
た
巻
子
本
で
、
弘
法
本
と
比
べ
て
み

れ
ば
細
か
い
文
字
の
異
同
は
少
な
く
な
い
が
、
大
正
蔵
三
九

・
八
〇
九

頁
上

・
第
七
行
の

…
…
常

想
自
身
、
常
為
普
賢

…
…

の
想
字
以
下
、
同
頁
中

・
第
十
行
の

今
以
叙
之
其
甲
冑
印

の
其
字
ま
で
の
、
四
三
九
字
に
及
ぶ
錯
雑
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
注
目

を
要
す
る
事
実
で
あ
る
。
試
み
に
之
を
前
記

・
弘
法
本

の
次
第
と
比
較

す
れ
ば
、
弘
法
本
に
も
全
く
同

一
の
錯
雑
が
あ
り
、
右
に
言
う
四
三
九

字
は
弘
法
本
3
a
の
全
量
に
当
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
に
は
序
文
と
い
う
べ
き
部
分
に
お
い
て
、
金
剛
智
が
長
安
に
到

っ
た
年
を
、
弘
法
本
に
は

「開
六
七
年
」
と
い
う
が
、
そ
れ
で
は
到
底

意
味
が
通
じ
な
い
か
ら
、
恐
ら
く

「開
元
七
年
」
の
写
誤
で
あ
ろ
う
と

思
う
が
、
良
祐
本
に
も
同
様
に

「開
六
七
年
」
と
あ
り
、
開
と
六
の
中

間
の
右
側

に
元
字
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
之
は
あ
と
で
書

い
た
も
の
に

違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
六
七
の

一
致
は
注
目
に
値

す
る
。
(他

の
資
料

(
1
5
)

に
よ
れ
ば
、
金
剛
智
は
開
元
七
年
に
初
め
て
唐
の
南
岸
に
着
き
、
翌
八

年
に
洛
陽

に
入
っ
て
、
そ
の
後
洛
陽
と
長
安
の
間
を
往
復
し
た
、
と
伝

え
ら
れ
る
か
ら
、
開
元
七
年
と
い
う
義
訣
の
記
述
が
、
そ
の
ま
ま
信
用

出
来
る
か
否
か
は
疑
問
の
あ
る
所
で
あ
る
が
、
今
は
そ
の
問
題
に
は
触

れ
な
い
で
お
く
)

第
三
に
弘
法
本
の
末
尾
に
近
い
部
分
に
、
わ
ざ
と
上
部
を
空
白
に
し

た
七
行
が
あ
る
こ
と
は
、
前
記
の
通
り
で
あ
る
が
、
良
祐
本
に
も

こ
の

部
分
を
含
め
て
末
尾
ま
で
、
十
二
行
を
す
べ
て
、
そ
れ
以
前
よ
り
も
三

字
余
り
下
げ
て
写
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の

一
致
や
類
似
か
ら
し
て
、
良
祐
本

な
る
も
の
は
そ
の
実
、

弘
法
本
の

(直
接
か
間
接
か
は
し
ば
ら
く
別
と
し
て
)
写
本
で
あ
る
、

と
考
え
る
他
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
但
し
そ
の
場
合
に
は
、
撰
号

は
誰
に
よ

っ
て
加
え
ら
れ
た
か
?
、
な
ど
の
疑
問
も
残

る

の
で
あ

る

が
。

五

慈
覚
大
師

の
依
用

し
た
本

大
正
蔵
六

一
巻
所
収
の

「金
剛
頂
大
教
王
経
疏
」
七
巻
は
、
筆
(写
年

代
の
詳
し
い
こ
と
は
分
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
青
蓮
院
吉
水
蔵

の
古
写
本

で
あ

っ
て
、
そ
の
中
に
引
用
す
る
義
訣

の
文
に
も
、
当
然
注
意
す
べ
き

で
あ
る
と
思
う
が
、
第

一
巻
の
中
に
義
訣
の
序

の

一
小
部
分
が
引
か
れ

(
1
6
)

る
他
は
、
第
三
巻
の
初
頭
か
ら
末
尾
ま
で
に
、
同
じ
く
中
程
か
ら
終
り

ま
で
が
引
用
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
決
し
て
全
文
で
は
な
い
。
何
故
な

ら
ば
疏
は
不
空
訳

・
三
巻
本
」
教
王
経
」
の
註
釈

で
あ
っ
て
、
「
略
出

経
」
の
解
説
書
で
は
な
い
し
、
義
訣
は
六
巻
本

「
略
出
経
」

の
註
書
で

あ

っ
て
、
略
出
経
の
初
め
の
部
分
は
教
王
経
と
は

一
致
せ
ず
、
従

っ
て

そ
の
部
分
の
註
解
は
疏
に
必
要
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
今
そ
の
引
用
文

を
検
す
る
に
、
時
と
し
て
は
簡
略
化
さ
れ
た
も

の
も
あ
る
け
れ
ど
も
、

良
祐
本
な
ど
の
古
写
本
と
よ
く

一
致

し
て
お
り
、
格
別

の
相
違
点

と
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か
、

特

色

と

い
う

べ
き

も

の

は
認

め

ら

れ

な

い
よ

う

で

あ

る
。

従

っ
て

我
々
は
疏

の
引
用
文
か
ら
推
し
て
、
円
仁
そ
の
人
が
義
訣
を
将
来
し
た

と
い
う
、
積
極
的
な
証
拠
を
見
出
す
こ
と
は
、
恐
ら
く
不
可
能
で
あ
ろ

う
と
思
う
。

一
方
、
良
祐
本
の
奥
書
を
み
て
も
、

?

承
暦
三
年
六
月
十
九

・
廿

・
廿

一
之
三
箇
日
間
於
二南
泉
房
一与
二
阿
闇
梨
御

房
一共
奉
レ受
了

良
祐
記
之

と
あ
る
の
み
で
、
原
写
本
に
つ
い
て
は
何
等

の
記
述
も
な
い
。
し
か
し

良
祐
ほ
ど
の
阿
閣
梨
が
伝
受
し
た
本
な
ら
ば
、
そ
の
当
時
、
台
密
で
正

統
伝
本
と
認
め
ら
れ
て
い
た
、
権
威
あ
る
写
本
と
考
え
る

べ
き

で
あ

り
、
そ
れ
は
即
ち
慈
覚
円
仁
が
依
用
し
た
本

の
、
直
接
か
又
は
闇
接
の

転
写
本
だ

っ
た
の
で
は
?
 

と
想
う
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
私

は
目
下
の
と
こ
ろ
、
断
定
は
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
円
仁

の
依
用
し
た
義
訣
は
恐
ら
く
、
三
十
帖
策
子
本
の
写
本
で
あ
ろ
う
、
と

推
測
す
る
以
外
に
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
即
ち
円
仁
が
疏
七
巻
を

著
述
す
る
頃

ま
で
に
は
、
比
叡
山
の
経
蔵
に
は
弘
法
本
の
系
統
に
属
す

る
、
義
訣

の
写
本
が
収
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
う
。
伝
教
大
師
最
澄

は
弘
法
大
師
か
ら
、
少
な
か
ら
ぬ
数
量

の
法
宝
を
借
出
し
て
筆
写
し
た

が
、
そ
れ
ら
の
中
に
義
訣
の
名
は
見
ら
れ
な
い
所
か
ら
し
て
、
そ
の
時

期
は
伝
教

の
入
滅

(
八
二
二
)
の
後
、
お
そ
く
も
疏
が
撰
述
さ
れ
る

(八

五
一
-
八
五
四
の
頃
と
云
わ
れ
る
)
直
前

の
頃
ま
で
、
と
想
定
す
る

の
が

自
然
で
あ

ろ
う
。

但
し
こ
こ
で
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
三
十
帖
策
子
は
東
密
家
に
お

い
て
無
二
の
法
宝
と
し
て
、
東
寺
の
経
蔵
に
秘
襲

さ
れ
、
門
外
の
者
に

は
勿
論
、
宗
内
で
も
披
見
さ
せ
る
こ
と
は
稀
で
あ

っ
た
。
そ
の
よ
う
な

秘
宝
が
如
何
な
る
事
情
に
よ
っ
て
、
伝
写
さ
れ
て
延
暦
寺
経
蔵
に
収
め

ら
れ
た
か
?
、
そ
れ
は
初
期
台
東
両
密
交
渉
史

の
一
問
題
と
し
て
、
考

慮
に
値
す
る
こ
と
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

一
方
に
は
恵
運
禅
師
の
請
来

(
1
7
)

本
と
の
関
係
も
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
点
で
あ
ろ
う
。

六

永

保

本

之
も
前

の
良
祐
本
と
同
じ
く
吉
水
蔵
の
古
写
本
。
竪
十
九
セ
ン
チ

・

横
十
五
セ
ン
チ
の
一
頁
に
、
六
行
ま
た
は
七
行
書

か
れ
、

一
行
の
字
数

は
十
二

・
三
字
で
あ
り
、
字
形
は
大
き
く
楷
書
で
読
み
易
い
。
奥
書
を

み
る
と

(
1
8
)

永
保

三
年

(
一
〇

八
三
)
…
…
於

二
井
房

一奉
レ
読

了
勝
豪

と

あ

り
、

井

ノ
房

と

は
叡

山

東

塔

南

谷

に
在

っ
た
寺

で
、

曾

て
谷

阿

闇

梨
皇
慶
が
住
し
た
処
で
あ
ろ
う
。
こ
の
本
は
或
本

と
呼
ぶ

一
種
の
対
校

本
を
用
い
、
例
え
ば
内
題
の

一
番
下
の
巻
上
の
上
字
の
右
側
に

一
と
記

し
て
、
そ
の
直
下
に
或
本

と
記

し
、
撰
号

「
沙
門
智
蔵
記
」
の
下

に

「或
本
無
此
五
字
」
と
あ
り
、
末
尾
の
内
題
も

「金
剛
頂
砒
盧
遮
那
喩

伽
略
訣

一
巻
」
と
書
い
て
、
そ
の
次
に

「
金
剛
頂
大
喩
伽
秘
密
心
地
法

門
義
訣
云
々
」
と
細
字
で
註
記
す
る
。
又
こ
の
本

に
は
弘
法
本

・
良
祐

本
に
見
ら
れ
る
錯
雑
は
な
く
、
正
し
い
順
序

に

な
っ
て
い
る
。
「
開
六

金
剛
頂

経
義

訣

の
校
合

に

つ
い
て

(
清

田
)
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金
剛
頂
経
義
訣

の
校
合

に

つ
い
て

(
清

田
)

七
年
で
は
な
く
て

「開
元
六
年
」
と
な
り
、
六
字
の
右
側
に
細
字
で
七

が
あ
る
。

な
お
終
り
の
部
分
も
、
別
に
上
方
を
空
白
に

は
し
て
い
な

い
。之

に
つ
い
て
私
は
そ
の
い
わ
ゆ
る
或
本
と
は
何
で
あ

っ
た
の
か
?
、

終
り

の
内
題
は
ど
こ
か
ら
出
た
も
の
か
?
、
と
い
う
疑
問
を
懐
か
ざ
る

を
得
な
い
。
弘
法
本
に
は
末
尾
の
題
名
は
な
く
、
良
祐
本
に
は
そ
れ
が

あ
る
。
但

し
巻
初
の
そ
れ
と
同

一
で
あ
る
が
、
こ
の
永
保
本
で
は
初
と

終
り
で
題
名
が
異
な
る
。
し
か
し
或
本
で
は
両
者
同

一
で
あ

っ
た
。
撰

号
は
弘
法
本
に
は
無
い
が
良
祐
本
に
は
在
り
、
永
保
本
も
同
様
。
但
し

或
本
に
は
そ
れ
は
無
か

っ
た
。
こ
れ
ら
の
同
異

の
う
ち
で
、
良
祐
本
の

末
尾
の
問
題
は
、
巻
首
に
準
じ
て
補

っ
た
と
み
れ
ば
、
怪
し
む
に
足
ら

ず
撰
号
は
内
容
か
ら
み
て
加
え
た
、
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
永

保
本
の
前

・
後

の
題
名
の
相
違
は
、
ど
う
い
う
理
由
で
生
じ
た
も
の
か

?
、
之
は
弘
法
本
以
外
の
系
統

の
本
、

っ
ま
り
現
在
私

の
推
測
す
る
限

り
で
は
恵
運
請
来
本
、
に
由
来
す
る
と
考
え
る
以
外
に
は
な
い
よ
う
で

あ
る
。
即
ち
永
保
本
は
元
来
、
恵
運
本
を
底
本
と
し
て
、
そ
れ
に
弘
法

本

の
系
列
に
属
す
る
或
本
を
対
校
し
た
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
或
本

に
は

「
巻
上
」
で
な
く

「巻

一
」
と
あ
り
、
撰
号
も
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
考
え
て
、
弘
法
本
の
系
統
で
は
あ
る
が
良
祐
本
で
は
な
か
っ
た
、
と

思
わ
れ
る
。
但
し
内
容
に
お
い
て
は
格
別
の
特
色
が
あ
る
と
は
認
め
ら

れ
な
い
。

七

康

和

本

之
も
吉
水
蔵

の
古
写
本
で
あ
り
、
大
き
さ
は
タ
テ
二
四
×
ヨ
コ
十
四

セ
ン
チ
位

の
一
頁

に
七
行
写

し
、

一
行

の
字
数

は
十
五

・
六
字
程
度

で
、
や
や
崩
し
た
書
体
で
あ
る
。
現
状
で
は
第

一
・
二
頁
が
遥
か
末
の

方

へ
移
さ
れ
て
い
る
が
、
後
世
の
整
理
の
際
の
不
手
際
で
あ
ろ
う
。
奥(

1
9
)

書

に
よ
っ
て
本
書

は
康
和
四
年

(
一
一
〇
二
)
四
月
七
日
、
比
丘
清
仁

が
写
し
た
こ
と
を
知
る
。
外
題
に
は

「金
剛
頂
砒
盧
遮
那
喩
伽
略
訣

一

巻
」
と
し
、
内
題
に
は

「金
剛
頂
経
義
決

一
巻
」

と
あ
る
。
撰
号
は
存

在
し
な
い
。
巻
尾
の
題
名
は
外
題
と
同
様
で
あ

る
。
こ
の
本
に
は
弘
法

本
や
良
祐
本
に
あ
る

「錯
雑
」
は
存
在
し
な
い
、

そ
の
点
は
永
保
本
と

同
じ
で
あ
る
。
金
剛
智
の
長
安
到
着
は

「
開
元
六
年
」
と
す
る
、

こ
の

点
も
永
保
本
と
同

一
。
別
に
対
校
本
を
用
い
た
形
跡
は
な
い
。
奥
書
を

み
て
も
原
本
に
関
す
る
記
述
が
な
い
の
で
、
い
か
な
る
系
統
の
本
か
不

明
で
あ
る
が
、
前
の
永
保
本
と
か
な
り
近
縁
関
係
に
あ
る
も
の
か
、
と

思
わ
れ
る
。

八

康
治
本

(正
教
蔵
本
)

正
教
蔵
は
天
台
真
盛
宗
(総
本
山
西
教
寺

の
宝
庫
で
あ
る
が
、
元
来
は

琵
琶
湖
東
岸

の
芦
浦
観
音
寺

に
あ

っ
て
、
元
亀

二
年

(
一
五
七
一
)
の

焼
亡
後
、
叡
山
復
興

の
と
き
移
転
さ
れ
た
も
の
と
聞
く
。
本
書
は
横
十

五
×
竪
十
八
セ
ン
チ
位

の
一
頁
に
、
各
七
行
を
写
し

一
行
の
字
数
は
十

-62-



五
字
位
で
、

読
み
易

い
。
奥
書
に
よ
る
と

「康
治
元
年

(
一
一
四
二
)

八
月
十
八
日
於
二五
条
御
坦
所
一書
写
了

求
法
仏
子
教
玄
」
と
あ
り
改

行
し

て

「
康
治
元
年
九
月
十
二
日
於
二五
条
御
坦
所
一
以
二
座
主
御
房
御

本
一移
転
了
」
と
云
い
、
更

に
又

「点
本
云
、
以
二
谷
御
本
一点
交
了
」

等

々
と
あ
り
、
最
後
に

「如
来
蔵
」
と
大
字
で
記
す
。

当
時

の
座
主

(
延
暦
寺
)
は
行
玄
大
僧
正

で
、

一
一
二
三
年
か

ら

一

一
五
三
年

ま
で
そ
の
職
に
在

っ
た
人
で
、
青
蓮
院
門
跡
の
第

一
世
で
あ

り
、
密
教

の
法
系
は
良
祐
の
資
で
あ
る
。
教
玄
と
い
う
筆
者
に
つ
い
て

は
未
詳
で
あ

る
が
、
恐
ら
く
は
行
玄
の
弟
子
で
あ
ろ
う
。
内
題
は
前
後

と
も
に
永
保
本
と
同

一
、
撰
号
も
ま
た
同
じ
。
或
本
と
い
う
対
校
本
を

用
い
る
点
も
同
様
で
、
「巻
上
」
の
右
側
に

一
と
し
、
下

に
或
本

と
付

記
す
る
こ

と
や
、
撰
号

の
下

に

「或
本
無
二
此
五
字

一」
と
註
記

す
る

点
、
い
ず
れ
も
同
じ
で
あ
る
。
内
容
も
大
体
永
保
本
に
近
似
す
る
。

九

大

正
蔵
経
本

奥
書
に

よ
っ
て
本
書

は
正
応
四
年

(
一
二
九

一
)
沙
門
慶
賀

が
高
野

山
往
生
院
で
開
板
し
た
こ
と
が
分
る
。
三
十
帖
策
子
本

の
系
統

の
写
本

を
底
本
に
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
が
原
本
に
つ
い
て
は
記

さ

れ
て
な

い
。
撰
号
は
な
く
終
り
の
題
名
も
な
い
。
し
か
し
内
容
は
適
宜
に
改
行

し
て
読
み
易
く
し
、
錯
乱
を
訂
正
す
る
な
ど
、
策
子
本
に
比
べ
る
と
全

体
に
か
な
り
整
理
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
若
干
の
誤
字
も
あ
る
の
で
、

全
面
的
に
信
用
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

な

お

版

本

と
し

て

は

こ

の

他

に

も
、

享

保

九
年

(
一
七
二
四
)

の

も

の
等

が

あ

る

と
聞

く

が

、
私

は
未

見

の
た

め

に

言

及

す

る

こ
と

が

出

来

な

い
。

以

上

の
よ

う

に

少

な

か

ら

ぬ
古

写

本

が
現

存

す

る

が
、

そ

の
内

訳

は

弘
法

請

来

本

と
、

そ

し

て

(
断

定

は
差

控

え

る

べ
き

で

あ

る

が
)

恐

ら

く

は

恵

運
請

来

本

と

の
二
系

統

で

あ

ろ

う

と

思

わ

れ

る
。

我

々

は

そ

れ

ら

を

比
較

対

照

し

つ

つ
、

内

容

に

つ

い
て
逐

一
考

究

す

べ

き

で

あ

る
。

1

七
〇
七
頁
中

2

十

三

・
四
八
〇
頁

3

大

正
五
五

・
一
〇

六
四

・
中

4

門
元
寺
求
得

経
疏
記
等
目
録

・
福
州
温
州
台

州
求
得

経
律
論

疏
記
外
書

等

目
録

・
青
竜

寺
求
法
目
録

・
日
本
比

丘
円
珍

入
唐
求
法

目
録

・
智
証
大

師
請
来

目
録
。
何

れ
も
大
正
五
五
巻

5

大

正
五
五

・
一
一
一
六

・
上

6

日
本

国
承
和

五
年

入
唐

求
法
目
録

・
慈
覚
大
師
在
唐
送
進
録

・
入
唐
新

求
聖
教

目
録
、
各

一
巻
、

何
れ
も
大

正
五
五

7

大

正
蔵

六

一
、

七
-

一
一
四
頁

8

同

・
五
五

・
一
〇
〇
〇

・
下
、

一
〇

八
九

・
上

9

同

・
同

・
一
〇

八
九

・
中

10

第

一
巻

二
四
〇
頁
上
、

11

大
正

五
五

・
一
〇

八

一
・
上

12

上
巻

・
四
三

三
頁
上

・
中

13

例
え
ば
諸
尊

の
座
位

の
如

き
も
の
?

14

青
蓮
院
御
門
主

・
東
伏
見
大
僧
正

の
御
厚
意

で
、
正
確

な
写
真

を
頂
戴

金
剛
頂
経
義
訣

の
校
合

に

つ
い
て

(
清

田
)
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金
剛
頂
経
義
訣

の
校

合
に

つ
い
て

(
清

田
)

し
た

こ
と
を
拝
謝

す
る
。

15

大
正
五
五

・
五
七

一
・
下

(
開

元
録
九
)
、
同

・
八
七
六

・
下

(
貞
元
録

十
四
)
等

16

大

正
六

一
・
一
八
・
上

「
故
金
剛
頂
訣

云
、
…
…
南

天
竺
界
鉄
塔
之
中
」

17

し
か

し
又

一
方
、
園
城
寺

の
秘
宝

「
五
部
心
観
」

の
古
写
本
が
、

高
野

山
西
南
院
な
ど

に
存
在
す
る
事
実
か
ら

み
て
、
そ

の
よ
う
な

こ
と
も

「
法

器
」

と
認
め
ら
れ

」
ば
随
分

と
行

わ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。

B

勝
豪

に
つ
い
て
は
未
詳

19

清
仁
と

い
う
名
は

皇
慶
-

勝
範
-

定
慶
-

清
仁

の
法
系

で

認

め

ら

れ

る
、

あ
る

い
は

こ
の
人
で

あ

ろ

う

か
。

(
望
月

「仏
教

大
年
表
」
附
録

三

四
頁
)

(
叡
山
学
院
教
授
)
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