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『禅
苑
清
規
』
に
対
す
る

『知
事
清
規
』
の
註
釈
態
度

に
つ
い
て

石

井

清

純

は
じ
め
に

『
知
事
清
規
』
は
、
寛
元
四
年

(
一
二
四
六
)
六
月
十
五
日
、

道
元
禅

師

の
手
に
よ

っ
て
、
大
仏
寺
を
永
平
寺
と
改
名
し
た
翌
日
に
、
永
平
寺

(
1
)

叢
林

の
充
実
本
格
化
を
意
図
し
て
撰
述
さ
れ
た
清
規
で
あ
る
。

筆
者
は
、

「『
典
座
教
訓
』
と

『知
事
清
規
』
典
座
章
」
(『印
度
学
仏

教
学
研
究
』
三
九
巻

一
号
)
と
題
し
た
論
考
に
お
い
て
、

同
じ
道
元
禅
師

の
手
に
な
る

『
典
座
教
訓
』
と

『
知
事
清
規
』

の
典
座
章
と
の
内
容
比

較
を
行
い
、

『知
事
清
規
』
の
記
述
内
容
に
、

①
施
主

・
檀
越
お
よ
び

施
齋
に
関
す
る
記
述
の
具
体
化
。
②
最
上
食
と
し
て
の
僧
中
食
の
強
調

(乞
食
の
敬
遠
)
③
典
座
の
管
理
者
と
し
て
の

一
面
の
明
示
、
と
い
う
三

(
2
)

点
の
傾
向

の
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
知
事
の

理
念
的
位
置
付
け
を
目
指
し
た

『典
座
教
訓
』
に
比
し

て
、
『
知
事
清

規
』
が
現
実
の
叢
林
に
お
け
る
具
体
的
な
知
事
の
位
置
付
け
を
行
う
こ

と
に
よ
る
叢
林
機
構

の
確
立
と
、
永
平
寺
叢
林
運
営
の
将
来
的
展
望
を

意
識
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
論
を
提
示
し
た
。

本
論
は
、
右
の
論
考
に
基
づ
き

つ
つ
、
四
知
事
制
を
採
る

『
知
事
清

規
』
の
そ
の
他
の
三
知
事
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
位
置
付

け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
、
道
元
禅
師
が
、
本
清
規
の
撰
述
段
階

に
お
い
て
意
図
し
て
い
た
永
平
寺
叢
林
運
営
め
方
向
性
を
探
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
も

の
で
あ
る
。

さ
て
、
ど

の
よ
う
な
形
式
を
も

っ
て
こ
の

『知
事
清
規
』
の
独
自
性

を
検
討
し
て
ゆ
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
本
清
規
は
、
内
容
的
に

前
半
と
後
半
部

の
二
つ
に
大
別
で
き
る
。

前
半
部
は
、
各
灯
史
類
か
ら
、
叢
林
の
知
事

・
頭
首
に
住
じ
ら
れ
た

租
師
の
例
を
引
き
、
ど
の
よ
う
な
些
細
な
役
職
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
が

必
ず
有
道

の
者
が
当
た
る
も
の
で
あ
り
、
弁
道
修
行

の

一
環
と
し
て
極

め
て
重
要
な
も

の
で
あ
る
こ
と
を
説
き
示
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
後
半
部
は
、
四
知
事
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
に

『
禅
苑

清
規
』
巻
三
の
記
述
を
全
文
引
用
し
、
そ
の
後
に
道
元
禅
師
が
解
説
を
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『
禅
苑
清
規
』

に
対
す

る

『
知
事

清
規
』

の
註
釈
態

度
に

つ
い
て

(石

井
)

二
=

村
す
形

を
取

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
『
知
事
清
規
』
後
半
部
は

『
禅
苑

清
規
』

の
註
釈
書
的
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

今
こ
こ
で
問
題
と
す
る
の
は
、
こ
の
後
半
部
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、

　
ヨ

　

既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
。
こ

こ
に

は
、
『禅
苑
清
規
』

の
記
述

に
則
り

つ
つ
も
、
そ

れ

に
対
す
る
道
元
禅
師
の
解
釈
に
お
い

て
、
独
自

の
変
更
点
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
独
自
の

記
述
が
、

五
山
制
度
に
組
み
込
ま
れ
た
中
国
禅
林
に
お
い
て
通
用
し
た

『
禅
苑
清
規
』
と
永
平
寺
単
独
の
清
規
と

し
て

の

『
知
事
清
規
』
の
性

格
の
違
い
を
示
す
も
の
と
な

っ
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
予
想
で
き
る
。

そ
こ
で
以
下
で
は
、
こ
の
両
者
の
内
容
対
比
を
行

い
つ
つ
、
道
元
禅

師
の
註
釈
傾
向
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

二
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら

『知
事
清
規
』
に
引
用
さ
れ
る

『禅
苑
清

規
』

の
本
文
と
、
そ
れ
以
下
の
内
容
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に

は
概
ね
次

の
よ
う
な
傾
向
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

①
知
事
間

の
合
議
制
の
強
調

・
住
持
人
の
存
在
の
希
薄
化

こ
の
こ
と
を
最
も
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る

と
思
わ
れ

る

の
が
、

「
監
院
」

の
記
述
の
中
に
見
え
る
次
の
部
分
で
あ
る
。

[引
用
の
冒
頭
の
記
号
は

(禅
)
は

『禅
苑
清
規
』
を
、
(知
)
は

『知
事

清
規
』
を
示
す
。
ま
た
引
用
は

『道
元
禅
師
全
集
』
巻
六

(春
秋
社
刊
)

所
収
の
訓
読
文
を
用
い
、
ペ
ー
ジ
数
の
み
を
記
す
]

(禅
)
監
院

の

一
職

は
院
門

の
諸
事
を
総
領
す
。

官
中

の
応
副
、

お
よ
び
参

辞
謝
賀

・
僧
集
行
香

・
相
看
施
主

…
(中
略
)
…
支
収
出
入

・
逐
年
受

用
す

る
斎
料
を
準
備

す
る

が
ご

と

し
。
…
(
中
略

)
…
冬
斎

・
年
斎

・
解
夏
斎

・

結
夏
斎
…
(
中
略

)
…

の
ご
と
き
、

こ
の
如
上

の
斎

会
に
、
も

し
監
院
力
あ

ら
ば
自
ら
営
弁
す

べ
し
。

も
し
力
及
ぼ
ざ
る
所
は
、

即
ち
人
を

請
し
て
勾

当

す
。
も
し
院

門

の
小
事

お
よ
び
尋
常

の
事

例
な
ら
ぽ
、
即

ち

一
面

に
処

置

せ
よ
。
も

し
事
体

や
や
大
な
る
、

お
よ
び
体
面

に
瓶
を
生

せ
ば
、
即

ち

知
事

・
頭
首
と
同
じ
く
共

に
商
量

し
て
、
然

し
て
後

に
住
持
人

に
稟

し
て

こ
れ
を
行
う
。

(
一
二
九
頁
)

(知
)
監
院

の
職

は
、
為
公

こ
れ
務
む
。

い

わ

ゆ

る
為

公
と
は
私
曲
な
き
な

り
。
私
曲
な

し
と

は
、
稽
古
慕
道

な
り
。
慕
道

し
て
も

っ
.て
道

に
順
う
な

り
。
先
ず
清
規
を
看

て
通
局
を
明
ら

め
、
道
を
も

っ
て
念
と
な

し
て
行
事

す
。
行
事

に
臨
む

の
時
、
必
ず
諸
も

ろ
の
知
事

と
商
議

し
て
、
然

し
て
後

に
行
事

せ
よ
。
事
大
小
と
な
く
人

と
商
議

し
て
乃

ち
行
事
す

る
は
則

ち
為

公
な

り
。

(
二
二
一二
頁
)

引
用

文

中

の
傍

線

部

を
見

て

み

る

と

、

『
禅

苑

清

規
』

は
、

事

の
大

小

に

よ

り
、

監
院

の
専

管

↓

合

議

と

い
う

二
段

階

の
処

理
方

法

を
示

し

て

い
る

。

そ

し

て
、

さ

ら

に
そ

こ
全

体

的

統

括

者

と

し

て

の
住

持

人

を

置

く

こ

と

に

よ
り

、

寺

院

内

の
縦

系

列
が

は

っ
き

り

と

示

さ
れ

て

い

る

の
で
あ

る

。

そ
れ

に
対

し

て
註

釈

部

分

は
、

傍

線

部

に

見

え

る
通

り
、

事

の
大

小

に
関

わ

り

な

く
、

諸

事

す

べ

て

を

知
事

間

の
合
議

を

も

っ
て

裁

量
す

べ
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『
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苑

清
規
』

に
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す

る

『
知
事
清
規
』

の
註
釈
態

度
に

つ
い
て

(
石

井
)

二

一
二

き

こ

と

を

示

し

て

い
る
。

ま

た
住

持

人

に
関

す

る

記

述

は
見

受

け

ら

れ

な

い
。

次

に
示

す

「
典

座

」

の
項

に
お

け

る

記

述
も

、

こ
れ

と

同
様

の
傾

向

を
示

し

た
も

の

と
考

え

ら

れ

る

。

ま
ず
　

(
禅
)
も
し
物
料
な
ら
び
に
斎

粥

の
味
数

を
打

せ

ん

に

は
、
す

べ
て
予
先
庫

司
知
事
と
商
議
す

べ
し
。
も

し
醤
酷

・
滝

蔵

・
収

菜

の
類
は
、
す

べ
て
こ

れ
典
座
専
管

し
て
時

を
失

う
こ
と
を
得
ざ

れ
。

(
一
五
三
頁
)

(知
)
禅
苑
清
規

に
云
く
、
物
料

な
ら

び

に
斎
粥

の
昧
数

を
打

せ
ん
に
は
、

ま

ず

な
ら
び
に
予
先
庫
司
知
事
と
商
量
せ
よ
と
。
典
座
自
意
に
ま
か
せ
て
行
ず

べ
か
ら
ず
。
先
ず
予
め
知
事
と
商
議
す
べ
き
な
り
。
議
定
再
三
町
摩
に
し

て
、
倉
卒
な
る
べ
か
ら
ず
。
諸
も
ろ
の
知
事
、
私
意
に
任
せ
て
定
む
べ
か

ら
ず
。
た
だ
公
心

・
道
心
を
専
ら
に
し
て
商
議
せ
よ
。
(
一
五
七
頁
)

こ
の
部
分
の
註
釈
は
、
冒
頭
に
引
い
た

『
禅
苑
清
規
』
巻
三
を
再
度

引
用
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
引
用
文
の
傍
線
部
に
明
ら

か
な
よ
う

に
、
そ
れ
は
知
事
が
合
議
の
上
こ
れ
を
決
定
す
べ
き
と
す
る

前
半
部

の
み
の
引
用
で
あ
り
、
典
座
の
専
管
を
述
べ
る
後
半
部
に
は
ま

っ
た
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

②
識
掌
の
限
定

次
に
指
摘
で
き
る

の
が
、
知
事
そ
れ
ぞ

れ

の
識
掌
に
関
す
る
記
述

が
、
引
用
さ
れ
る

『禅
苑
清
規
』

の
内
容
に
比
し
て
極
め
て
限
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
例
え
ぽ
維
那
に
関
し
て
い
え
ぽ
、
『
禅
苑
清
規
』
で
は
、
「
お

よ
そ
僧
中

の
事
、

す
べ
て
こ
れ
を
主
る
」
(
一
四
九
頁
)
と
い
う
書
き
出

し
の
下
に
、
新
到
の
掛
搭

・
小
頭
首
の
招
請

・
規
矩
違
反
者
の
処
罰

・

聖
僧
銭
の
管
理

・
大
僧
帳
の
告
報

・
公
愚

の
緻
判

・
亡
僧
の
度
牒
の
返

納
等
の
職
務
が
列
挙
さ
れ
、
ま
さ
し
く
衆
僧

の
生
活

一
般
を
統
括
す
る

役
割
を
担
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
註
釈
部
分
に
お
い
て
は
、
維
那
の
心
構
え
は

「
い
わ

ゆ
る
方
来
を
顧
愛
し
、
雲
水
を
慈
育
し
、
衆

心
を
自
心
と
な
し
、
道
念

を
自
念
と
な
す
」
(
一
五

一
頁
)
こ
と
で
あ
る

と

さ
れ
、
『
大
比
丘
三
千

威
儀
経
』

の

「新
至
比
丘
七
事
」

(大
正
二
四

・
九
二
二
)
の
引
用
を
含

め
、
そ
れ
が
新
到
の
教
育
の
み
に
限
定
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

同
じ
傾
向
は
直
歳
の
記
述
に
関
し
て
も
見
受
け
ら

れ
る
。
す

な
わ

ち
、
『
禅
苑
清
規
』
に
お

い

て
は
、
そ
の
職
掌
は

「院
中
に
係
れ
る
作

務
、
す
べ
て
こ
れ
を
主
る
」
(
一
六
五
頁
)
と
さ

れ
、
田
園

・
荘
舎

・
油

房

・
船
車
等
の
提
挙
お
よ
び
人
工

・
荘
客
の
差
配
が
具
体
例
と
し
て
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
、
註
釈
部
分
に
は
以
下

の
よ
う
に
あ

っ
て
、
山
門
内
に

お
け
る
活
動
が
中
心
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(知
)
直
歳
は
山
門
を
巡
護
し
、
い
よ
い
よ
謹
み
、
い
よ
い
よ
節
し
て
解
怠

す
べ
か
ら
ず
。
什
物
を
修
換
し
、
乃
ち
厳
に
乃
ち
飾
せ
よ
。
百
姓
の
た

め
、
火
客
の
た
め
、
公
を
も
っ
て
心
と
な
し
、
私
を
も
っ
て
心
と
す
る
な

か
れ
。
(
一
六
七
頁
)

先
に
示
し
た
維
那

の
記
述

に

お
い

て
、
大
僧
帳
や
公
愚

・
度
牒
な
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『
禅
苑
清
規
』

に
対
す

る

『
知
事
清
規
』

の
註
釈
態

度
に

つ
い
て

(石

井

)

二

二
二

ど
、
官
庁
関
連
の
事
項
が
註
さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
永
平
寺

の

存
立
状
態

を
そ
の
ま
ま
受
け
た
も
の
で
あ

る
可
能
性
が

高

い
。
そ
の

他
、
頭
首

の
招
請
や
処
罰
に
関
し
て
は
、
①
に
て
も
触
れ
た
、
寺
院
内

の
縦
系
列

(
こ
こ
で
は
知
事
↓
大
衆
)
の
排
除
の
姿
勢
と
し
て
見
る
こ
と

が
可
能

で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
直
歳
に
関
し
て
も
、
荘
園
や
常
住
田

・
山
林
等
、
叢
林
ご
と

に
相
違
す

る
部
分
の
職
掌
に
つ
い
て
、
そ
の
註
釈
が
行
わ
れ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
永
平
寺
に
お
い
て
は
、
多
分
に
荘
舎

・
油
坊
の
設
備
は
具

体
的
に
機
能
し
て
い
な
か

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上

の
よ
う
に
見
れ
ぽ
、
維
那

・
直
歳
の
二
知
事
の
記
述
に
見
ら
れ

る
傾
向
は
、
永
平
寺

の
実
際
の
運
営
状
況
を
鑑
み
つ
つ
、
『禅
苑
清
規
』

の
内
容

の
取
捨
が
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
れ
は
、

明
か
に
道
元
禅
師
の
私
寺
的
性
格
を
強
く
全
面
に
押
し
出
し

た
も
の
と
な

っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

③
知
事
の
管
理
者
と
し
て
の
位
置
付
け

こ
れ
は
、
前
掲
拙
論
に
お
い
て

『
典
座
教
訓
』
と
本
清
規
と
の
内
容

比
較
の
上
に
て
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
ま
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
諸

知
事
全
体

の
記
述
か
ら
拾
い
出
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
代
表
的
な
も

の
は
以
下

の
ご
と
く
で
あ
る
。

「監
院
」
"
監
院
は
、
浄
人

・
人
工
を
し
て
市
買
せ
し
む
る
に
、
先
ず
当
に
他

に
向

っ
て
子
細
に
説
い
て
、
然
る
後
に
乃
ち
使
い
せ
し
む
べ
し
。
(
一
四

七
頁
)

「典
座
」
"
行
者
米
を
択
び
菜
を
択
ぶ
等
の
処
に
は
、
典
座
親
し
く
臨
ん
で
こ

れ
を
照
顧
せ
よ
。
(
一
六
一
頁
)

「直
歳
」
"
直
歳
と
諸
知
事
と
は
斉
し
く
庫
院
に
あ
り
、
然
応
に
れ
ど
も
常
に

直
歳
司
に
あ
っ
て
、
人
工
等
の
所
作
の
成
否
を
照
顧
す
べ
し
。
(
一
六
五

頁
)

以
上
の
三
例
か
ら

み
れ
ば
、
知
事
が
職
務
を
遂
行
す

る

に
当
た

っ

て
、
そ
れ
が
知
事

一
個
人
の
み
に
係
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
補
佐

役
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
と
と
も
に
、
知
事
の
職
務
が
、
叢

林
運
営
全
体
の
円
滑
化
の
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
人

々
の
管
理
に
ま
で
も

及
ん
で
い
る
こ
と
が
知
れ
る
。

し
か
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
れ
は
住
持
↓
知
事
↓
大
衆
と
い

う
縦
関
係
に
基
づ
く

『
禅
苑
清
規
』
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
受
け
た
も
の

で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
の
で
あ
る
が
、
両
者
の
大
き
な
違

い
は
、
右
の
三
例
に
お
い
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
管
理
す
る
対
象
と

し
て
示
さ
れ

る

の
が
、
「
人
工

・
行
者
」
と

い
う
、
叢
林
運
営
の
補
起

役
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
出
家
修
道
を
行
な
う
大

衆
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
こ
こ
に
お
い
て
も
、
①
に
て
指
摘
し
た
と
同
じ
く
、
叢
林

内

の
縦
関
係
を
生
じ
さ
せ
ぬ
範
囲
に
お
い
て
、
叢
林
運
営
の
円
滑
化
が

図
ら
れ
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
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『
禅
苑
清
規
』

に
対
す

る

『
知
事
清
規

』

の
註
釈
態

度

に
つ
い
て

(石

井
)

二

一
四

む
す
び

以
上
、

『禅
苑
清
規
』

に
対
す

る

『
知
事
清
規
』
の
註
釈
傾
向
を
三

点
に
ま
と
め
て
見
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
か
ら
指
摘
で
き
る
の

は
、
・ま
ず
基
本
的
に

『知
事
清
規
』
の
註
釈
が
、
叢
林
の
内
的
な
機
構

に
関
す

る
規
定
を
重
視
し
つ
つ
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ

は
す
な
わ
ち
、
中
央
か
ら
ほ
ぼ
独
立
し
た
形
で
存
立
し
て
い
る

と
思
わ
れ

る
永
平
寺
自
体
の
性
格
が
大
き
く
関
与
し
て
い
よ
う
。
そ
れ

に
ょ

っ
て
、
知
事
の
対
外
的
な
職
務
は
実
質
的
に
は
機
能
し
え
ず
。
註

釈
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
註
釈
傾
向
の
す
べ
て
を
こ
の
よ
う
な
外
的
要
因
で
の
み

理
由
付
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
や
は
り
そ
こ
に
、
純
粋
な
修
行

道
場
と
し

て
の
永
平
寺
存
続

へ
の
、
道
元
禅
師
の
思
い
入
れ
が
存
在
し

て
い
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
る
。

そ
の
方
向
性
の

一
端
を
示
し
て
い
る
の
が
、
知
事
の
合
議
制
の
強
調

と
い
え
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
道
元
禅
師
は
、
各
知
事
そ
れ
ぞ
れ
に

職
掌
が
存
在
す
る
に
も
関
わ
ら
す
、
そ

の
専
管
を
極
力
縮
小
し

て
い

る
。
そ

こ
に
は
、
僧
団
内
に
内
部
的
な
縦
系
列
を
生
じ
さ
せ
ぬ
た
め
の

配
慮
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

永
平
寺

で
は
、

一
年
あ
る
い
は

一
夏
交
替
制
と
い
う
知
事
任
免
の
原

(
4
)

則
が
堅
持
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
点
で
知
事
の
固
定
化
は
避

け
ら
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ

る
。
こ

の
よ
う

な
制
度
面
に
加
え
て
、

『知
事
清
規
』
に

お

い
て
、
さ
ら
に
具
体
的
な
職
務
の
遂
行
段
階
に
お

け
る
規
定
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
大
衆
の
階
層
化
が
行
わ
れ
に
く
い
方

向
が
意
図
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に

『
知
事
清
規
』
の
註
釈
姿
勢
か
ら
は
叢
林
の

内
部
充
実
と
い
う
方
向
性
を
見
い
出
す
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
、
経
済
機
構
の
確
立
が
あ

っ
て
初
め
て
実
行
可
能
と
な
る
も
の

と
い
え
る
。

今
こ
こ
で
永
平
寺
に
お
け
る
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
形
式
を
取

っ
て
い

た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
冒
頭
に
て
触
れ
た
、

僧
中
食
の
強
調
は
、
明
ら
か
に
そ
の
恒
常
的
な
供
給
源
の
存
在
を
予
想

さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
他
、
先

の
③
に
示
し
た
よ
う
な
、

叢
林
運
営
の
補
佐
的
な
人

々
へ
の
対
応
が
規
定
さ
れ

る
と

い
う

こ
と

も
、
永
平
寺
周
辺
の
機
構
が
あ
る
程
度
整

っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
予
想

さ
せ
る
。
特
に

「
監
院
」

の
項
に
見

え

る

「市
買
」
と

い
う
表
現

な

ど
、
永
平
寺
自
体
に
何
ら
か
の
経
済
活
動
の
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示

(
5
)

唆
す
る
表
現
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

も
と
よ
り
、
こ
の
永
平
寺
の
具
体
的
な
経
済
機
構

に
関
し
て
は
史
料

不
足
の
感
を
否
め
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
禅
師
の
説
示
の
背
景
を
探

る
意
味
か
ら
も
そ
れ
を
解
明
す
る
こ
と
は
重
要
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に

つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
て
ゆ
き
た
い
。

(細
註
省
略
)

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

『知
事
清
規
』、
『禅
苑
清
規
』、
四
知
事
、
叢
林
運
営

(駒
沢
大
学
講
師
)
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