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一
、
は
じ
め
に

十
二
世
紀
頃
に
活
動
し
た
寂
然
の『
法
門
百
首
』は
、
春
・
夏
・
秋
・
冬
・
祝
・

別
・
恋
・
述
懐
・
無
常
・
雑
の
十
の
部
立
に
各
十
首
ず
つ
、
法
文
題
に
よ
る
和
歌

を
詠
み
、
さ
ら
に
百
首
そ
れ
ぞ
れ
に
注
が
つ
い
て
い
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
特
異

な
構
成
の
百
首
で
あ
る
。

『
法
門
百
首
』に
つ
い
て
は
、
す
で
に
基
礎
的
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
て
、
成
立

は
お
お
よ
そ
崇
徳
院
の
配
流
か
ら
崩
御
ま
で
の
間
で
あ
り
、
和
歌
に
付
さ
れ
た
注

は
寂
然
の
自
注
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る（
注
1
）。
本

百
首
の
特
徴
で
あ
る
法
文
題
に
つ
い
て
も
、
国
枝
利
久
氏
・
川
上
新
一
郎
氏
・
三

角
洋
一
氏
な
ど
に
よ
っ
て
、
題
に
用
い
ら
れ
た
句
の
出
典
や
そ
の
傾
向
な
ど
が
、

す
で
に
詳
し
く
検
証
さ
れ
て
い
る（
注
2
）。

ま
た
、
組
題
の
源
流
が『
堀
河
百
首
』に
あ
る
と
の
指
摘
も
早
く
に
な
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
の
組
題
の
問
題
に
つ
い
て
は
山
本
章
博
氏
が
四
季
題
を
中
心
に
と
り
あ

げ
、
部
立
て
の
組
み
立
て
方
や
歌
の
表
現
の
影
響
関
係
な
ど
か
ら
詳
細
に
論
じ
て

い
る（
注
3
）。
こ
こ
で
山
本
氏
は
、
本
百
首
が
仏
典
の
広
範
囲
か
ら
題
と
な
る
句

を
選
択
し
て
き
た
理
由
に
つ
い
て
、「
歌
題
に
見
合
う
よ
う
な
句
を
仏
典
の
中
に
探

っ
た
結
果
、
自
ず
と
出
典
範
囲
が
広
が
っ
た
、
と
い
う
側
面
か
ら
も
考
え
る
必
要

が
あ
ろ
う
」（
注
4
）と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
示
唆
に
富
む
指
摘
で
あ
る
。
表
だ
っ

て
は
見
え
な
い
も
の
の
、
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
て
い
る
組
題
の
流
れ
に
沿
う
よ

う
、
歌
題
と
し
て
仏
典
か
ら
選
ば
れ
る
句
の
内
容
が
規
制
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
、

本
百
首
の
題
の
出
典
を
論
じ
る
上
で
重
要
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
今
回
、『
法
門
百
首
』の
注
が
寂
然
の
自
注
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
百

首
を
改
め
て
眺
め
た
と
き
、
若
干
で
あ
る
に
せ
よ
今
様
が
法
文
題
の
出
典
と
関
わ
っ

て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
点
が
い
く
つ
か
見
え
て
き
た
。
そ
こ
で
本
稿

で
は
、
先
学
に
導
か
れ
つ
つ
考
察
し
得
た
と
こ
ろ
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

二
、
寂
然
自
注
の
語
彙
と
今
様
の
詞
章
と
の
近
似

寂
然
と
い
え
ば
勅
撰
歌
人
と
し
て
著
名
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
家
集『
唯
心
房
集
』

に
今
様
五
十
首
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
五
十
首
す
べ
て
が
寂
然
の
作
か
否
か
に
つ
い
て
は
未
だ
確
定
を

み
て
い
な
い（
注
5
）。
だ
が
、
家
集
に
纏
ま
っ
た
数
が
収
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

か
ら
す
る
と
、
そ
れ
ら
が
寂
然
の
作
で
は
な
い
と
し
て
も
、
愛
唱
歌
と
な
っ
て
い

た
今
様
が
集
成
さ
れ
た
と
の
推
測
で
き
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
寂
然
と
今
様
と

の
関
係
は
浅
い
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
今
様
は
と
い
え
ば
、
現
存
す
る
最
大
の
今
様
集『
梁
塵
秘
抄
』の
半
数

以
上
が
仏
教
に
関
わ
る
歌
詞
を
持
っ
て
お
り
、
そ
も
そ
も
仏
教
と
の
繋
が
り
の
濃

い
歌
謡
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
、
す
べ
て
が
法
文
題
に
よ
る
と
い
う
特
殊
な
百
首
に
、

今
様
が
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
て
い
る
可
能
性
を
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
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実
際
に
本
百
首
を
見
渡
す
と
、
和
歌
に
付
さ
れ
た
寂
然
の
自
注
と
今
様
の
詞
章

と
の
間
に
影
響
関
係
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
が
幾
つ
か
見
出
さ
さ
れ
た
。

【
例
一
】阿

弥
陀
経
　
是
諸
衆
鳥
和
雅
音

鶯
の
初
音
の
み
か
は
や
ど
か
ら
に
み
な
な
つ
か
し
き
鳥
の
声
か
な

経
に
舎
利
と
い
へ
る
は
鶯
な
り
と
ふ
る
き
人
し
る
し
お
け
り
、

極
楽
に
も
鶯
は
あ
る
に
こ
そ
、
春
の
は
じ
め
き
き
そ
め
た
る
あ

け
ぼ
の
の
こ
ゑ
な
ど
は
、
こ
れ
に
な
く
だ
に
身
に
し
み
て
あ
は

れ
な
る
を
、
ま
し
て
い
ろ
い
ろ
の
ひ
か
り
か
か
や
く
玉
の
み
か

ざ
り
に
に
ほ
ひ
み
ち
た
る
花
の
木
ず
ゑ
に
、
つ
た
ひ
つ
つ
な
く

ら
ん
こ
ゑ
、
大
慈
悲
の
む
ろ
の
あ
た
り
な
れ
ば
、
い
か
ば
か
り

な
つ
か
し
か
ら
ん
、
か
の
国
の
く
せ
に
て
さ
ま
ざ
ま
の
鳥
み
な

た
へ
な
る
法
を
さ
へ
づ
り
て
人
の
こ
こ
ろ
を
す
す
む
な
れ
ば
、

い
づ
れ
も
う
ぐ
ひ
す
に
お
と
ら
じ
と
な
る
べ
し
、
文
に
和
雅
と

い
へ
る
は
、
た
へ
に
や
は
ら
か
な
る
こ
ゑ
と
い
ふ
心
に
や

法
門
百
首
　
春
　
二
）

極
楽
浄
土
の
め
で
た
さ
は
　
一
つ
も
空
な
る
こ
と
ぞ
な
き
　
吹
く
風
立
つ
浪

鳥
も
皆
　
妙
な
る
法
を
ぞ
唱
ふ
な
る
　
　
　
　
　
　
（
梁
塵
秘
抄
　
一
七
七
）

さ
ま
ざ
ま
の
鳥
あ
つ
ま
り
て
法
を
説
く
と
い
ふ
事
を
よ
め
る

な
に
と
な
く
さ
へ
づ
る
だ
に
も
あ
る
も
の
を
い
か
な
る
鳥
の
法
を
と
く
ら
ん

（
散
木
奇
歌
集
　
釈
教
　
九
○
○
）

阿
弥
陀
経
の
心
を
よ
め
る
　
　
　
平
康
頼

と
り
の
ね
も
浪
の
お
と
に
ぞ
か
よ
ふ
な
る
お
な
じ
御
の
り
を
と
け
ば
な
り
け

り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
千
載
集
　
釈
教
歌
　
一
二
五
二
）

『
法
門
百
首
』二
の
題
の
出
典
は
、
題
の
傍
注（
注
6
）に
あ
る
と
お
り
、『
阿
弥
陀

経
』の「
是
諸
衆
鳥
、
昼
夜
六
時
、
出
和
雅
音
」で
あ
ろ
う
。『
往
生
要
集
』大
文
第
二

に
も「
鳧
・
雁
・
鴛
鴦
・f

・
鷺
・
鵝
・
鶴
・
孔
雀
・
鸚
鵡
・
伽
陵
頻
迦
等
の
、
百

宝
の
色
の
鳥
、
昼
夜
六
時
に
和
雅
の
音
を
出
し
て
、
仏
を
念
じ
、
法
を
念
じ
、
比

丘
僧
を
念
ず
る
こ
と
を
讃
嘆
し
、
五
根
と
五
力
と
七
菩
提
分
を
演
暢
す
」（
注
7
）と

ほ
ぼ
同
内
容
の
本
文
が
見
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
こ
で
さ
ま
ざ
ま
に
上
げ
ら
れ
る
鳥

の
名
の
中
に「
舎
利
」も「
鴬
」も
み
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て『
法
門
百
首
』二
の
題

の
出
典
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
阿
弥
陀
経
』本
文
と
と
も
に「
舎

利
」と
い
う
鳥
を「
春
鴬
」と
し
て
い
る『
阿
弥
陀
経
疏
』や『
阿
弥
陀
経
義
疏
』（
注
8
）

あ
た
り
と
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
よ
り
、『
法
門
百
首
』
二
の
自
注
は
仏
典
類
か
ら
直
接
引
か
れ
た
と

も
考
え
得
る
。
し
か
し
、【
例
一
】の
後
半
に
あ
げ
た『
散
木
奇
歌
集
』
九
○
○
や『
千

載
集
』
一
二
五
二
の
よ
う
に
、『
阿
弥
陀
経
』
と
関
わ
っ
て
鳥
が
法
を
説
く
こ
と
を
詠

ん
だ
歌
が
、
本
百
首
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
歌
わ
れ
出
し
た
の
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

こ
れ
以
前
の
歌
の
中
で
、
鳥
が
法
文
関
連
の
な
に
か
を
囀
る
と
い
う
例
を
探
る

と
、
出
て
く
る
の
は「
仏
法
僧
」の
み
で
あ
る（
注
9
）。
し
か
も
そ
れ
ら
は
実
際
に

そ
の
鳥
の
声
を
聞
い
て
詠
ん
だ
実
景
の
歌
で
あ
っ
て
、
題
詠
歌
で
あ
る
俊
頼
や
康

頼
の
歌
と
は
作
成
の
事
情
も
異
な
る
。
ま
た
、『
阿
弥
陀
経
』関
係
歌
と
い
う
こ
と

で
先
行
歌
を
探
っ
て
み
る
と
、『
阿
弥
陀
経
』に
つ
い
て
詠
ん
だ
歌
は
散
見
さ
れ
は

し
て
も
、
こ
の
箇
所
を
詠
じ
た
も
の
は
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が『
法
門
百
首
』前
後
あ
た
り
に
な
る
と
、
俊
頼
な
ど
に
よ
っ
て
俄
に
よ

く
似
た
発
想
の
歌
が
詠
ま
れ
出
し
た
と
い
う
の
は
、
何
か
し
ら
共
通
の
基
盤
が
そ

こ
に
あ
っ
た
故
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
共
通
基
盤
そ

の
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
角
を
担
う
の
が
、
阿

弥
陀
の
浄
土
で
あ
る
極
楽
の
よ
う
す
を
歌
っ
た『
梁
塵
秘
抄
』一
七
七
で
は
な
い
か

と
思
う
の
で
あ
る
。

俊
頼
と
今
様
に
つ
い
て
は
小
川
寿
子
氏（
注
10
）に
論
が
あ
り
、
俊
頼
に
遊
女
た
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ち
と
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
や
、
和
歌
を
詠
む
上
で
も
今
様
か
ら
の
影
響
が
あ
っ

た
こ
と
な
ど
が
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
康
頼
は
、『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』

に
後
白
河
法
皇
の
今
様
の
弟
子
と
し
て
名
前
が
出
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
俊
頼
・

康
頼
と
も
に
今
様
に
対
す
る
造
詣
が
深
い
こ
と
か
ら
し
て
、
彼
ら
が
歌
を
詠
む
に

あ
た
っ
て
、
今
様
が
ま
っ
た
く
念
頭
に
な
か
っ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
難
し
い
。

寂
然
の
詠
に
つ
い
て
は
、
組
題
の
構
成
か
ら
第
二
首
め
に「
鴬
」を
据
え
る
こ
と

が
ま
ず
念
頭
に
あ
り
、
続
い
て
歌
を
考
え
る
段
に
な
っ
て
、
ど
の
経
典
か
ら
句
を

と
る
か
と
い
う
こ
と
に
目
が
向
い
た
と
も
考
え
得
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
た
と

え
ば『
法
門
百
首
』九
四
の
題
と
な
っ
て
い
る「
常
啼
菩
薩
」の
行
状
に
つ
い
て
語
っ

た『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』巻
第
三
百
九
十
八「
初
分
常
啼
菩
薩
品
」第
七
十
七
之
一

（
注
11
）に
、

諸
苑
池
中
多
有
衆
鳥
。
孔
雀
鸚
鵡
鳧Y

鴻
鴈J
鵙c
e

青
鶩
白
鵠
春
鶯f

鷺

鴛
鴦
鵁B

翡
翠
精
衛b

g
D
C
E
G
b

鳳
妙
翅F
d

羯
羅
頻
迦
命
命
鳥
等
。

音
聲
相
和
遊
戲
其
中
。

と
い
う
よ
う
な
類
似
の
記
述
が
あ
り
、
鶯
を
詠
む
に
た
め
に
は
必
ず
し
も『
阿
弥

陀
経
』を
選
択
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
寂
然
は
わ
ざ
わ
ざ『
阿
弥
陀
経
』の
注
釈
書
類
か
ら「
舎
利
」の
解
釈
を

引
い
て『
法
門
百
首
』二
の
自
注
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、『
梁
塵
秘
抄
』

一
七
七
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

【
例
二
】信

解
品
　
即
脱
瓔
珞
細n

上
服

そ
む
け
ど
も
こ
の
よ
の
さ
ま
に
し
た
が
へ
ば
思
は
ぬ
け
ふ
の
衣
が
へ
か
な

如
来
長
者
、
二
乗
の
お
ろ
か
な
る
を
こ
し
ら
へ
ん
と
し
て
、
尊

特
の
か
た
ち
を
か
く
し
て
丈
六
の
身
を
し
め
し
給
ふ
、
す
ず
し

げ
な
る
や
う
ら
く
の
か
ざ
り
を
ぬ
ぎ
て
、
あ
ら
く
あ
や
し
き
す

が
た
に
き
が
へ
給
ふ
と
い
へ
る
な
り
、
世
を
そ
む
け
る
人
の
ひ

と
へ
な
る
こ
け
の
た
も
と
も
、
人
な
み
に
冬
は
か
は
る
こ
こ
ろ

に
よ
そ
へ
た
り
　
　
　
　
　
　
　
　
（
法
門
百
首
　
冬
　
三
一
）

長
者
は
我
が
子
の
愛
し
さ
に
、
瓔
珞
衣
を
脱
ぎ
す
て
て
、
あ
や
し
き
姿
に
な

り
て
こ
そ
、
漸
く
近
づ
き
た
ま
ひ
し
か
　
　
　
　
　

（
梁
塵
秘
抄
　
七
七
）

爾
時
長
者
。
将
欲
誘
引
其
子
。（
中
略
）即
脱
瓔
珞
細
軟
上
服
厳
飾
之
具
。
更

著
麁
弊
垢
膩
之
衣
。
塵
土t

身
右
手
執
持
除
糞
之
器
。
状
有
所
畏
語
諸
作
人
。

（
法
華
経
　
信
解
品
）

信
解
品
を
テ
ー
マ
と
し
た
和
歌
は
数
多
い
が
、『
法
門
百
首
』と
同
じ
く「
即
脱
瓔

珞
細
軟
上
服
」を
題
と
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
は
寂
然
以
前
に
見
あ
た
ら
な
い
。
詠
歌

内
容
か
ら
探
っ
て
み
て
も
、『
田
多
民
治
集
』の
一
七
一
の
左
注（
注
12
）が
若
干
近

し
い
か
、
と
い
う
程
度
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に『
法
門
百
首
』三
一
の
法
文
題
は
和

歌
史
上
で
も
珍
し
い
題
で
あ
る
上
、
そ
の
自
注
は『
梁
塵
秘
抄
』七
七
に
か
な
り
近

い
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。

自
注
で「
す
ず
し
げ
な
る
や
う
ら
く
の
か
ざ
り
を
ぬ
ぎ
て
、
あ
ら
く
あ
や
し
き
す

が
た
に
き
が
へ
給
ふ
と
い
へ
る
」と
表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
今
様
と
信
解
品

で
も
お
お
よ
そ
共
通
す
る
内
容
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
寂
然
が『
法
華

経
』の
本
文
か
ら
直
接
に
学
び
取
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

信
解
品
で
は「
状
有
所
畏
」と
あ
る
と
こ
ろ
を
、
寂
然
の
自
注
と
今
様
の
双
方
が「
あ

や
し
き
姿
」と
表
現
し
て
い
る
の
は
、
や
は
り
注
意
さ
れ
て
よ
い
。

【
例
三
】鬱

鬱
黄
花
無
不
般
若

あ
だ
し
野
の
花
と
も
い
は
じ
女
郎
花
み
よ
の
仏
の
は
は
と
こ
そ
き
け

総研大文化科学研究九五



是
も
か
み
の
文
の
一
具
な
り
、
い
づ
れ
の
花
の
に
ほ
ひ
も
か
は

る
ま
じ
け
れ
ど
も
、
般
若
は
仏
の
は
は
な
れ
ば
、
を
み
な
へ
し

た
よ
り
な
り
、
法
花
の
こ
こ
ろ
な
ら
ず
は
あ
だ
し
の
の
は
な
も

き
ら
は
る
べ
け
れ
ど
も
、
無
垢
世
界
に
月
す
み
し
よ
し
、
色
香

中
道
の
匂
ひ
へ
だ
つ
る
所
な
き
な
り
（
法
門
百
首
　
祝
　
四
二
）

文
殊
の
海
に
入
り
し
に
は
　
娑
竭
羅
王
波
を
や
め
　
竜
女
が
南
へ
行
き
し
か

ば
　
無
垢
や
世
界
に
も
月
澄
め
り

（
梁
塵
秘
抄
　
二
九
三
）

女
人
五
つ
の
障
り
あ
り
　
無
垢
の
浄
土
は
疎
け
れ
ど
　
蓮
華
し
濁
り
に
開
く

れ
ば
　
竜
女
も
仏
に
な
り
に
け
り
　
　
　
　
　
　
　
（
梁
塵
秘
抄
　
一
一
六
）

竜
女
成
仏

玉
ゆ
ら
に
出
で
ぬ
と
見
え
し
海
の
月
の
や
が
て
南
に
さ
し
の
ぼ
る
か
な

わ
た
つ
み
や
や
が
て
み
な
み
に
さ
す
光
玉
を
う
け
し
に
か
ね
て
見
え
に
き

（
拾
玉
集
　
詠
百
首
和
歌
　
提
婆
品
　
二
四
七
八
・
二
四
七
九
）

皆
見
竜
女

見
る
も
う
れ
し
み
な
み
の
海
の
い
ろ
く
づ
の
い
つ
つ
の
雲
の
は
る
る
け
し
き

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
拾
玉
集
　
短
冊
　
四
四
五
六
）

聞
名
転
女
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
条
院
高
倉

な
み
を
い
で
て
み
な
み
に
は
れ
し
く
も
の
あ
と
を
に
し
よ
り
さ
そ
ふ
か
ぜ
ぞ

う
れ
し
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
閑
月
集
　
釈
教
歌
　
五
一
三
）

提
婆
品
　
即
往
南
方
　
無
垢
世
界

わ
た
つ
海
を
遥
に
出
で
て
雲
の
浪
南
に
め
ぐ
る
月
ぞ
さ
や
け
き

（
松
下
集
六
　
詠
法
花
経
廿
八
品
和
歌
　
三
二
二
六
）

当
時
衆
会
皆
見
龍
女
。
忽
然
之
間
変
成
男
子
。
具
菩
薩
行
。
即
往
南
方
無
垢

世
界
。
坐
宝
蓮
華
。
成
等
正
覚
。
三
十
二
相
八
十
種
好
。
普
為
十
方
一
切
衆

生
演
説
妙
法
。

（
法
華
経
　
提
婆
品
）

『
法
門
百
首
』四
二
の
自
注
に「
法
花
の
こ
こ
ろ
な
ら
ず
は
あ
だ
し
の
の
は
な
も
き

ら
は
る
べ
け
れ
ど
も
、
無
垢
世
界
に
月
す
み
し
よ
し
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で

は
女
人
往
生
に
つ
い
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
か
で
も「
無
垢
世
界
に

月
す
み
し
よ
し
」が『
梁
塵
秘
抄
』二
九
三
の
後
半
部
分
と
よ
く
似
て
い
る
。

『
梁
塵
秘
抄
』二
九
三
の
前
半
二
句
は
今
様
独
自
の
内
容
で
あ
る
が
、
提
婆
品
に

お
い
て
そ
れ
に
該
当
す
る
箇
所
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

爾
時
文
殊
師
利
。
坐
千
葉
蓮
華
大
如
車
輪
。
倶
来
菩
薩
亦
坐
宝
蓮
華
。
従
於

大
海
娑
竭
羅
龍
宮
自
然
涌
出
。
住
虚
空
中
詣
霊
鷲
山
。
従
蓮
華
下
至
於
仏
前
。

頭
面
敬
礼
二
世
尊
足
。
修
敬
已
畢
。
往
智
積
所
共
相
慰
問
。
却
坐
一
面
。
智

積
菩
薩
問
文
殊
師
利
。
仁
往
龍
宮
所
化
衆
生
。
其
数
幾
何
。
文
殊
師
利
言
。

其
数
無
量
不
可
称
計
。
非
口
所
宣
非
心
所
測
。
且
待
須
臾
。
自
当
有
証
。
所

言
未
竟
。
無
数
菩
薩
坐
宝
蓮
華
従
海
涌
出
。
詣
霊
鷲
山
住
在
虚
空
。
此
諸
菩

薩
皆
是
文
殊
師
利
之
所
化
度
。
具
菩
薩
行
皆
共
論
説
六
波
羅
蜜
。
本
声
聞
人

在
虚
空
中
説
声
聞
行
。
今
皆
修
行
大
乗
空
義
。
文
殊
師
利
謂
智
積
曰
。
於
海

教
化
。
其
事
如
此
。

こ
こ
で
文
殊
菩
薩
は
、
今
様
で
歌
わ
れ
て
い
る
の
と
は
逆
に
、
海
中
に
あ
る
娑

竭
羅
王
の
宮
か
ら
自
ら
が
化
度
し
た
多
数
の
菩
薩
た
ち
と
と
も
に
湧
き
あ
が
っ
て

き
て
い
る
。
二
九
三
の
第
二
句
の
よ
う
に
、
娑
竭
羅
王
が
波
を
鎮
め
た
と
い
う
よ

う
な
記
述
は
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
二
九
三
の
後
半
部
に
つ
い
て
も
、
末
の
句
に
あ
る「
月
澄
め
り
」と
対
応
す

る
本
文
は
提
婆
品
の
な
か
に
見
あ
た
ら
な
い
。
つ
ま
り
こ
こ
で
取
り
あ
げ
た
今
様

は
、
題
材
そ
の
も
の
は
人
口
に
膾
炙
し
た
も
の
で
あ
る
も
の
の
、
歌
謡
化
す
る
と

き
に
独
自
の
解
釈
を
加
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

竜
女
成
仏
に
つ
い
て
詠
ま
れ
た
和
歌
は
幾
つ
も
あ
る
が
、
南
方
に
あ
る
竜
女
の

浄
土
で
あ
る
無
垢
世
界
の
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
は
、
管
見
に
よ
れ
ば【
例
三
】に
あ
げ
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た
も
の
の
み
で
あ
り
か
な
り
少
な
い
。

『
松
下
集
』の
詠
は
だ
い
ぶ
時
代
が
下
る
が
、
慈
円
と
八
条
院
高
倉
の
詠
は『
法
門

百
首
』や
今
様
と
時
代
が
近
い
。
慈
円
の
三
首
の
う
ち
二
四
七
八
は
、
海
の
月
が
南

に
昇
る
と
詠
ま
れ
て
い
て
、
内
容
的
に
も
今
様
と
似
通
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ

は
逆
に
言
え
ば
、
竜
女
成
仏
を
詠
む
に
あ
た
っ
て「
月
」が
念
頭
に
置
か
れ
る
こ
と

は
珍
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

和
歌
に
関
わ
っ
て「
無
垢
世
界（
浄
土
）」が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い

こ
と
と
合
わ
せ
て
、「
無
垢
世
界
に
月
す
み
し
よ
し
」と
い
う
自
注
の
表
現
に
も
今

様
の
影
響
を
考
え
て
良
い
よ
う
に
思
う
。

【
例
四
】

薬
王
品
　
病
即
消
滅
不
老
不
死

舟
の
中
に
お
い
を
つ
み
け
る
い
に
し
へ
も
か
か
る
み
の
り
を
た
づ
ね
ま
し
か

ば

法
花
経
は
閻
浮
提
の
人
の
良
薬
な
り
と
い
ふ
文
な
り
、
蓬
莱
不

死
は
な
の
み
き
き
て
そ
の
益
な
し
、
円
融
実
相
の
薬
は
も
と
め

ず
し
て
お
の
づ
か
ら
え
た
り
　
　

（
法
門
百
首
　
祝
　
四
四
）

娑
婆
に
不
思
議
の
薬
あ
り
　
法
華
経
な
り
と
ぞ
説
い
た
ま
ふ
　
不
老
不
死
の

薬
王
は
　
聞
く
人
あ
ま
ね
く
賜
る
な
り
　
　
　

（
梁
塵
秘
抄
　
一
五
四
）

此
経
則
為
閻
浮
提
人
病
之
良
薬
。
若
人
有
病
。
得
聞
是
経
病
即
消
滅
。
不
老

不
死
。

（
法
華
経
　
薬
王
品
）

『
梁
塵
秘
抄
』一
五
四
は
、『
法
華
経
』薬
王
品
の
引
用
部
分
を
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま

歌
謡
と
し
て
和
ら
げ
た
も
の
で
、
内
容
的
に
経
意
に
反
す
る
部
分
は
な
い
。

薬
王
品
の
同
じ
部
分
を
題
と
し
て
詠
ん
で
い
る『
法
門
百
首
』四
四
も
、
示
す
内

容
は
お
お
よ
そ
同
じ
と
い
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
歌
に「
舟
の
中
に
お
い
を

つ
み
け
る
い
に
し
へ
」と
言
い
、
自
注
に「
蓬
莱
不
死
」と
言
っ
て
、
始
皇
帝
の
命
令

で
徐
福
が
蓬
莱
へ
不
老
不
死
の
妙
薬
を
求
め
に
出
た
話
を
持
ち
出
し
、
そ
れ
と
薬

王
菩
薩
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る『
法
華
経
』と
い
う
妙
薬
と
の
対
比
を『
法
門
百
首
』

は
打
ち
出
し
て
い
る
。
こ
の
点
が『
梁
塵
秘
抄
』一
五
四
と
異
な
る
部
分
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
病
即
消
滅
不
老
不
死
」が
一
部
な
り
と
も
題
に
と
ら
れ
て
歌

が
詠
ま
れ
た
の
は
、
十
三
世
紀
初
め
ま
で
の
間
で
は
慈
円
の
一
首（
注
13
）の
み
と

い
う
よ
う
に
ご
く
僅
か
で
あ
る
上
、
そ
の
詠
に
は『
法
門
百
首
』四
四
や『
梁
塵
秘
抄
』

一
五
四
と
通
じ
る
部
分
が
な
い
。
あ
る
い
は
、
詠
歌
内
容
か
ら
追
っ
て
み
て
も
、

『
法
華
経
』を
良
薬
・
妙
薬
と
し
て
詠
じ
た
歌
は
な
く
、
歌
の
題
材
と
し
て
は
か
な

り
珍
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
自
注
の
末
尾
の「
円
融
実
相
の
薬
は
も
と
め
ず
し
て
お
の
づ
か
ら
え
た
り
」

と
、
今
様
の「
不
老
不
死
の
薬
王
は
　
聞
く
人
あ
ま
ね
く
賜
る
な
り
」と
は
言
葉
遣

い
は
異
な
る
が
、『
法
華
経
』を「
し
い
て
求
め
ず
と
も
得
ら
れ
る
薬
」と
す
る
共
通

の
認
識
が
あ
る
。

【
例
五
】水

流
趣
海
法
爾
無
停

さ
ま
ざ
ま
の
な
が
れ
あ
つ
ま
る
海
し
あ
れ
ば
た
だ
に
は
き
え
じ
み
づ
ぐ
き
の

あ
と

麁
言r

語
み
な
第
一
義
に
帰
し
て
、
一
法
と
し
て
も
実
相
の
理
に

そ
む
く
べ
か
ら
ず
、
い
は
む
や
こ
の
卅
一
字
の
筆
の
あ
と
、
ひ
と

へ
に
世
俗
文
字
の
た
は
ぶ
れ
に
あ
ら
ず
、
こ
と
ご
と
く
権
実
の
教

文
を
も
て
あ
そ
ぶ
な
り
、
な
が
れ
を
汲
み
て
み
な
も
と
を
尋
ぬ
る

に
、
法
性
の
海
を
い
づ
る
事
な
け
れ
ば
、
お
の
づ
か
ら
妄
想
の
な

み
を
し
づ
め
て
、
涅
槃
の
き
し
に
い
た
る
方
便
と
も
成
り
ぬ
べ
し

と
い
ふ
な
り
、
実
相
の
理
を
縁
し
て
こ
こ
ろ
を
お
こ
す
を
、
円
教

の
発
菩
提
心
と
な
づ
く
、
こ
れ
は
最
上
の
発
心
な
り
、
は
じ
め
三
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蔵
よ
り
今
の
発
心
に
い
た
る
ま
で
は
、
四
教
の
心
を
あ
か
す
な
り

（
法
門
百
首
　
雑
　
一
〇
〇
）

狂
言
綺
語
の
あ
や
ま
ち
は
　
仏
を
讃
む
る
を
種
と
し
て
　
あ
ら
き
言
葉
も
い

か
な
る
も
　
第
一
義
と
か
に
ぞ
帰
る
な
る
　
　
　
　
（
梁
塵
秘
抄
　
二
二
二
）

『
梁
塵
秘
抄
』二
二
二
の
前
半
部
分
は『
和
漢
朗
詠
集
』に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
白

居
易
の「
願
　
以
今
生
世
俗
文
字
之
業
狂
言
綺
語
之
誤
　
翻
　
為
当
来
世
世
讃
仏
乗

之
因
転
法
輪
之
縁
　
白
」（
五
八
八
　
仏
事
）、
後
半
部
は『
涅
槃
経
』の「
諸
仏
常
軟

語
　
為
衆
故
説Z

Z

語
及
軟
語
　
皆
第
一
義
帰
」に
拠
る
。

『
法
門
百
首
』一
○
○
の
注
の
冒
頭
部
は
、
今
様
と
同
じ
く『
涅
槃
経
』の
一
部
を

用
い
て
い
る
の
だ
が
、「
ひ
と
へ
に
世
俗
文
字
の
た
は
ぶ
れ
に
あ
ら
ず
」と
の
記
述

か
ら
、
白
居
易
の
詩
文
も
念
頭
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
白
居
易
の
そ
れ
は
当

時
の
文
人
ら
に
著
名
な
詩
句
で
あ
っ
た
か
ら
、
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
何
の

不
思
議
も
な
い
。

ま
た
、
白
居
易
の
詩
で
は
な
く『
涅
槃
経
』の
一
節
が
自
注
の
冒
頭
に
と
ら
れ
て

い
る
の
は
寂
然
の
企
画
し
た
の
が「
法
文
題
」に
よ
る
百
首
で
あ
る
か
ら
に
は
当
然

で
あ
り
、
百
首
を
締
め
く
く
る
に
あ
た
っ
て「
和
歌
即
仏
道
観
」を
語
ろ
う
と
す
る

の
も
当
然
の
成
り
ゆ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、「
狂
言
綺
語
之
誤
　
翻
　
為
当
来
世
世
讃
仏
乗
之
因
転
法
輪
之
縁
」と

す
る
こ
と
を
経
典
に
よ
っ
て
語
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
他
に
も
適
切
な
部
分
は
幾

つ
も
あ
る
。

若
人
於
塔
廟
　
宝
像
及
画
像
　
以
華
香
旛
蓋
　
敬
心
而
供
養
　
若
使
人
作
楽

撃
鼓
吹
角
貝
　
簫
笛
琴
箜
篌
　
琵
琶
鐃
銅H

如
是
衆
妙
音
　
尽
持
以
供

養
　
或
以
歓
喜
心
　
歌
唄
頌
仏
徳
　
乃
至
一
小
音
　
皆
已
成
仏
道

（
法
華
経
　
方
便
品
）

復
次
常
精
進
。
若
善
男
子
善
女
人
。
如
来
滅
後
。
受
持
是
経
。
若
読
若
誦
若

解
説
若
書
写
。
得
千
二
百
意
功
徳
。
以
是
清
浄
意
根
。
乃
至
聞
一
偈
一
句
。

通
達
無
量
無
辺
之
義
。
解
是
義
已
。
能
演
説
一
句
一
偈
。
至
於
一
月
四
月
乃

至
一
歳
。
諸
所
説
法
随
其
義
趣
。
皆
与
実
相
。
不
相
違
背
。
若
説
俗
間
経
書
。

治
世
語
言
資
生
業
等
。
皆
順
正
法
。
三
千
大
千
世
界
六
趣
衆
生
。
心
之
所
行
。

心
所
動
作
。
心
所
戯
論
。
皆
悉
知
之
。

（
法
華
経
　
法
師
功
徳
品
）

本
百
首
の
出
典
の
多
く
と
関
わ
る
と
さ
れ
る『
法
華
経
』だ
け
を
見
て
も
、
こ
の

よ
う
に
二
箇
所
を
抜
粋
し
て
く
る
の
は
容
易
い
こ
と
で
あ
る
。
さ
り
な
が
ら
、
寂

然
は『
法
門
百
首
』の
結
び
に
あ
た
っ
て
、『
法
華
経
』か
ら
で
は
な
く『
涅
槃
経
』の

一
節
を
と
っ
た
。

寂
然
以
前
に
和
歌
に
関
わ
っ
て『
涅
槃
経
』の
こ
の
部
分
を
用
い
た
も
の
は
見
出

せ
な
か
っ
た
。
同
時
代
で
も
僅
か
に
慈
円
が「
麁
言
」と
い
う
言
葉
を
用
い
て
狂
言

綺
語
に
つ
い
て
記
し
た
の
み
で
あ
っ
た
。（
注
14
）し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
も
今
様

の
影
が
あ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
寂
然
の
自
注
に
見
ら
れ
る
語
句
と
今
様
の
詞
章
と
の
近
似
に

つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。

『
法
門
百
首
』の
題
で
も
和
歌
で
も
な
く
、
そ
こ
に
添
え
ら
れ
た
自
注
に
の
み
今

様
の
影
響
が
見
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
見
方
に
よ
れ
ば
百
首
歌
の
副
次
的
な
部
分

に
し
か
今
様
の
影
響
は
見
ら
れ
ず
、
法
文
題
の
出
典
に
は
直
接
関
わ
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
本
百
首
の
題
に
つ
い
て
は
、
川
上
氏
に「
当
時
の
貴
族
の
仏
典
に
関
す
る

知
識
が
か
な
り
高
度
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、
題
だ
け
示
さ
れ
て

百
首
を
よ
み
こ
な
す
の
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
」と
の
指
摘
が
あ
る
。

ま
た
川
上
氏
は
、
寂
然
が
本
百
首
と
同
題
で
の
詠
を
他
の
歌
人
に
勧
め
た
可
能
性

総研大文化科学研究 九八
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を
論
じ
た
上
で
、「
寂
然
の『
法
門
百
首
』が
現
在
見
ら
れ
る
よ
う
な
題
、
歌
、
注
と

そ
ろ
っ
た
形
で
ま
ず
成
立
し
、
そ
れ
以
外
の
人
々
の
百
首
は
、
寂
然
の
も
の
を
見

な
が
ら
詠
ま
れ
た
可
能
性
が
高
い
」と
述
べ
て
い
る
。（
注
15
）川
上
氏
の
指
摘
す
る

よ
う
に
、
特
殊
な
題
材
を
他
の
人
々
に
詠
み
こ
な
し
て
も
ら
う
た
め
、
寂
然
自
身

の
作
品
が
手
本
と
し
て
提
示
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
と
き
、
特
殊
な
法
文
題
と
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
和
歌
と
を
理

解
す
る
助
け
と
し
て
、
本
百
首
全
て
に
付
さ
れ
た
自
注
は
重
要
か
つ
不
可
分
の

存
在
と
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
重
要
な
存
在
で
あ
る
自
注
に
今
様
の
影
響
が
見

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
百
首
の
題
の
出
典
を
考
え
る
上
で
は
、
や
は
り
看

過
で
き
な
い
。

例
え
ば【
例
一
】で
は
、
あ
ら
か
じ
め
組
題
の
元
で
設
定
さ
れ
て
い
た「
鶯
」に
合

う
よ
う
に
、
直
接
経
典
に
あ
た
っ
て
当
該
の
法
文
題
が
選
ば
れ
た
の
で
は
な
く
、

そ
の
前
段
階
と
し
て
今
様
が
想
起
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
裏

を
返
せ
ば
、
注
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
な
る
べ
き
も
の
が
今
様
に
よ
っ
て
ま
ず
引
き
だ

さ
れ
た
後
で
、
あ
ら
た
め
て
注
と
組
題
と
に
相
応
し
い
法
文
題
が
選
び
だ
さ
れ
た
、

と
い
っ
た
道
筋
を
想
定
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

勿
論
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
百
首
す
べ
て
に
当
て
は
ま
る
と
言
う
つ
も
り
は

な
い
。
だ
が
少
な
く
と
も
、
こ
こ
で
例
に
あ
げ
た
歌
に
つ
い
て
は
、
今
様
と
の
関

連
か
ら
法
文
題
が
選
び
だ
さ
れ
た
可
能
性
が
残
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
、

と
思
う
の
で
あ
る
。

三
、
今
様
に
よ
る
歌
材
の
拡
充

前
段
で
は『
法
門
百
首
』の
自
注
と
今
様
の
詞
章
と
の
間
に
近
し
い
も
の
が
あ
る

こ
と
を
見
て
き
た
が
、
本
段
で
は
今
様
に
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
で
、
か
つ
歌
の

素
材
と
し
て
も
珍
し
い
も
の
を
、
寂
然
が
用
い
て
い
る
例
を
見
て
い
く
。

【
例
六
】浄

名
経
　
入
苫
蔔
林
不
臭
余
香

春
の
よ
の
や
み
は
い
か
に
と
た
づ
ね
き
て
只
こ
の
花
の
香
を
の
み
ぞ
か
ぐ

浄
名
大
士
の
む
ろ
に
い
り
ぬ
れ
ば
、
た
だ
諸
仏
の
功
徳
法
門
を

の
み
き
く
、
こ
れ
を
苫
蔔
の
は
な
の
、
な
べ
て
の
に
ほ
ひ
に
す

ぐ
れ
た
る
に
た
と
ふ
、
こ
の
大
士
は
衆
生
の
病
を
や
ま
ひ
と
し

て
ふ
し
給
へ
り
、
仏
文
殊
を
つ
か
ひ
と
し
て
と
ぶ
ら
は
せ
給
ひ

し
時
、
も
ろ
も
ろ
の
菩
薩
声
聞
し
た
が
ひ
て
ゆ
き
き
、
み
な
仏

法
の
か
を
か
が
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
、
春
の
夜
や
み
と
い
へ
る

は
、
こ
れ
を
思
ひ
よ
そ
へ
た
る
に
や

（
法
門
百
首
　
春
　
八
）

花
有
着
身
不
著
身

諸
人
の
つ
ら
ぬ
る
袖
に
散
り
か
か
る
花
も
わ
き
て
ぞ
身
に
は
し
み
け
る

是
を
お
な
じ
む
ろ
に
天
女
の
散
ら
す
る
は
な
、
菩
薩
の
衣
に
は

つ
か
ず
、
二
乗
の
衣
に
は
つ
け
り
、
ま
ど
ひ
を
し
め
す
花
な
れ

ば
、
い
ま
だ
界
外
の
ま
ど
ひ
を
だ
ん
ぜ
ぬ
人
の
み
に
つ
き
し
な

り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
法
門
百
首
　
春
　
九
）

浄
名
経
　
浄
名
居
士

む
ろ
の
道
ふ
み
あ
や
ま
て
ば
い
さ
め
つ
つ
と
が
み
え
に
く
き
お
き
な
し
り
け

り

此
浄
名
は
大
乗
の
法
門
に
さ
と
り
ふ
か
き
人
に
て
、
も
ろ
も
ろ

の
小
乗
の
ひ
じ
り
を
は
ぢ
し
め
き
、
こ
れ
方
等
の
と
き
な
り
、

此
む
ね
を
と
く
が
ゆ
ゑ
に
、
方
等
を
弾
呵
の
教
と
い
ふ
な
り
、

偏
真
無
漏
の
道
は
そ
の
と
が
お
ほ
か
る
べ
し
、
か
る
が
ゆ
ゑ
に

ふ
み
あ
や
ま
つ
と
は
い
ふ
に
や
　

（
法
門
百
首
　
雑
　
九
三
）

毘
舎
離
城
に
住
せ
り
し
　
浄
名
居
士
の
御
室
に
は
　
三
万
二
千
の
床
立
て
て

そ
れ
に
ぞ
や
　
十
方
の
仏
は
ゐ
た
ま
ひ
し
　
　

（
梁
塵
秘
抄
　
二
二
一
）
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毘
舎
離
城
に
住
せ
し
維
摩
居
士
来
至
す

い
に
し
へ
は
し
づ
け
き
む
ろ
に
ゆ
か
た
て
て
住
み
し
人
に
も
あ
ひ
み
つ
る
か

な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
長
秋
詠
草
　
四
四
六
）

唯
摩
経

む
ろ
の
内
も
さ
と
る
心
し
ひ
ろ
け
れ
ば
よ
ろ
づ
の
床
を
み
て
ぞ
た
て
け
る

（
殷
富
門
院
大
輔
集
　
九
八
）

浄
名
居
士
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
崇
徳
院
御
歌

く
み
て
と
ふ
人
な
か
り
せ
ば
い
か
に
し
て
山
井
の
み
づ
の
そ
こ
を
し
ら
ま
し

（
続
古
今
集
　
釈
教
歌
　
七
八
九
／
続
詞
花
集
　
釈
教
　
四
六
一
）

『
法
門
百
首
』で
は
、「
浄
名
」と
い
う
語
が
二
首
の
題
と
自
注
と
に
用
い
ら
れ
て

い
る
。
ま
た『
法
門
百
首
』九
は
自
注
に「
是
を
同
じ
室
に
」と
あ
る
こ
と
か
ら
八
と

連
作
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、
八
に
は「
浄
名
」と
い
う
語
は
全
く
見
え
な
い

が
、『
法
門
百
首
』八
・
九
・
九
三
の
合
計
三
首
が
浄
名
居
士
と
関
わ
る
作
品
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
和
歌
や
そ
の
詞
書
な
ど
で
は「
浄
名
」で
は
な
く「
維
摩
」が
用
い
ら

れ
る
の
が
通
常
の
よ
う
で
、
崇
徳
院
が『
法
門
百
首
』を
詠
ん
だ
折
り
に
同
題
で
詠

じ
た
他
は
、
す
べ
て「
維
摩
」と
な
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、
そ
の
場
合
の「
維
摩
」
は
ほ
と
ん
ど
が
「
維
摩
経
十
喩
」
か
「
維
摩
会
」
を

詠
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
、『
法
門
百
首
』と
内
容
的
に
一
致
す
る
も
の
は
ひ
と
つ
も
な
い
。

ま
た
、『
法
門
百
首
』の
よ
う
に「
維
摩（
浄
名
）居
士
」
を
題
に
と
り
い
れ
て
詠
ん
だ
の

は
、【
例
六
】に
あ
げ
た
以
外
に
は
江
戸
時
代
に
作
例
が
一
首
あ
る
の
み
で
あ
る
。

浄
名
居
士
は
こ
の
よ
う
に
和
歌
に
お
い
て
非
常
に
作
例
の
少
な
い
題
材
な
の
だ

が
、
こ
の
う
ち
俊
成
と
殷
富
門
院
大
輔
の
詠
に
は「
床
を
た
て
る
」と
共
通
す
る
表

現
が
み
ら
れ
る
。

『
梁
塵
秘
抄
』に
あ
る「
三
万
二
千
の
床
立
て
て
」と
い
う
表
現
は
、『
今
昔
物
語
集
』

巻
三「
天
竺
毘
舎
離
城
浄
名
居
士
語
第
一
」（
注
16
）に
類
似
の
表
現
が
あ
る
。
こ
の

『
今
昔
物
語
集
』の
本
文
自
体
、『
梁
塵
秘
抄
』の
詞
章
と
語
彙
が
重
な
る
と
こ
ろ
が

多
い
の
で
、
こ
の
二
つ
に
は
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
俊
成
が「
ゆ
か
た
て
て
」と
詠
ん
だ
と
き
に
直
接
影
響
を
受
け
た
の
は
、

『
梁
塵
秘
抄
』二
二
一
で
あ
ろ
う
。
俊
成
が
題
と
し
て
い
る「
毘
舎
離
城
に
住
せ
し
維

摩
居
士
来
至
す
」は
、
源
信
の『
極
楽
六
時
讃
』（
注
17
）の
本
文
を
そ
の
ま
ま
取
っ
た

も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
の「
毘
舎
離
城
に
住
せ
し
維
摩
居
士
」と
い
う
句
か
ら『
梁
塵

秘
抄
』二
二
一
が
想
起
さ
れ
た
と
す
る
ほ
う
が
考
え
や
す
い
。
俊
成
に
は
他
に
も
今

様
を
下
敷
き
に
し
て
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
歌
が
あ
る（
注
18
）。
よ
っ
て
、
こ
の
歌

に
つ
い
て
も
俊
成
が
与
え
ら
れ
た
題
か
ら『
梁
塵
秘
抄
』二
二
一
を
連
想
し
、
そ
こ

か
ら「
ゆ
た
か
て
て
」と
い
う
表
現
を
と
っ
た
と
す
る
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ

と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
こ
こ
に
あ
げ
た
俊
成
の
歌
は
、
永
暦
元
年（
一
一
六
○
）に
崩
御
し
た
美
福

門
院
の
依
頼
に
よ
っ
て
、「
極
楽
六
時
讃
」の
絵
に
基
づ
い
て
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
。

一
方
、
殷
富
門
院
大
輔
の
詠
は『
寿
永
百
首
』中
の
一
首
で
あ
る
の
で
、
両
首
の
制

作
年
代
よ
り
、
こ
の
俊
成
歌
の
影
響
で
類
似
の
表
現
が
な
さ
れ
た
と
も
考
え
得
る
。

た
だ
し
、
殷
富
門
院
大
輔
自
身
も
今
様
と
の
影
響
関
係
を
想
定
さ
せ
る
よ
う
な
歌

（
注
19
）を
詠
ん
で
い
る
の
で
、
殷
富
門
院
大
輔
と
今
様
の
関
係
も
一
概
に
は
否
定

で
き
な
い
。

他
の
時
代
に
は
ほ
と
ん
ど
用
例
の
な
い「
浄
名（
唯
摩
）」を
題
材
と
し
た
歌
が
、

な
に
ゆ
え
平
安
末
の
ほ
ぼ
同
時
代
に
詠
ま
れ
た
の
か
。
そ
れ
を
考
え
る
と
き
、
や

は
り
今
様
の
興
隆
期
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
お

そ
ら
く
そ
の
延
長
上
で
、
寂
然
も
和
歌
の
題
材
と
し
て
は
珍
し
い「
浄
名
居
士
」を

詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
、
次
の「
常
啼
菩
薩
」に
つ
い
て
も
い
え
る
か
と
思
う
。

【
例
七
】大

品
経
　
常
啼
菩
薩
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あ
は
れ
に
も
む
な
し
き
法
を
こ
ひ
侘
び
て
涙
は
色
に
出
で
に
け
る
か
な

此
菩
薩
、
般
若
を
も
と
め
し
に
、
え
が
た
か
り
し
か
ば
、
七
日

七
夜
し
づ
か
な
る
は
や
し
に
か
な
し
び
な
き
き
、
そ
ら
の
中
に

声
あ
り
て
つ
げ
し
か
ば
、
ひ
む
が
し
に
行
き
て
き
く
事
を
え
て

き
、
般
若
経
に
此
事
を
あ
か
せ
り
、
般
若
を
ば
、
汰
の
教
と
い

ふ
、
方
等
に
弾
呵
せ
ら
れ
し
二
乗
の
、
や
う
や
う
す
す
む
心
な

り
、
般
若
に
は
空
の
理
を
あ
か
せ
ば
、
む
な
し
き
法
と
は
云
ふ

な
り
、
色
に
い
づ
る
と
い
へ
ば
、
色
則
是
空
、
空
即
是
色
の
こ

こ
ろ
に
お
も
ひ
あ
は
せ
つ
べ
し

（
法
門
百
首
　
雑
　
九
四
）

決
一
　
莫
懐
身
相

い
た
づ
ら
に
を
し
み
き
に
け
る
か
り
の
み
を
誠
の
道
に
か
へ
ざ
ら
め
や
は

雪
山
童
子
は
半
偈
に
か
つ
て
身
を
な
げ
、
常
啼
菩
薩
は
般
若
を

も
と
め
な
み
だ
を
な
が
せ
り
、
し
か
の
み
な
ら
ず
天
台
の
智
者
、

師
を
尋
ね
て
光
州
の
大
蘇
山
と
い
ふ
と
こ
ろ
へ
お
は
し
ま
す
に
、

そ
の
道
け
は
し
く
し
て
お
そ
れ
お
ほ
か
る
さ
か
ひ
な
り
、
し
か

れ
ど
も
法
を
お
も
く
し
生
を
か
ろ
く
し
て
、
嶮
を
わ
た
り
て
さ

る
と
の
給
へ
り
、
ま
こ
と
に
こ
と
わ
り
を
し
ら
む
人
、
た
れ
か

法
の
た
め
に
身
を
を
し
ま
む
、
此
文
は
常
啼
の
た
め
に
そ
ら
の

中
の
こ
ゑ
の
を
し
へ
し
こ
と
を
い
ふ
な
り
、
身
相
を
く
だ
く
と

い
ふ
は
、
む
な
し
き
み
を
あ
り
と
思
ひ
て
ま
も
り
を
し
め
ば
、

法
の
た
め
に
さ
は
り
有
り
と
云
ふ
心
な
り

（
法
門
百
首
　
述
懐
　
七
九
）

般
若
の
御
法
を
尋
ぬ
と
て
、
常
啼
東
へ
尋
ね
行
き
　
妙
香
城
に
至
り
て
ぞ

畢
竟
空
を
ば
悟
り
て
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
梁
塵
秘
抄
　
五
四
）

大
品
経
の
、
常
啼
菩
薩
の
心
を
よ
め
る
　
寂
超
法
師

く
ち
は
つ
る
袖
に
は
い
か
が
つ
つ
ま
ま
し
む
な
し
と
と
け
る
み
の
り
な
ら
ず

（
千
載
集
　
釈
教
歌
　
一
二
三
三
／
月
詣
集
　
十
二
月
附
釈
教
　
一
○
六
三
）

般
若
経
、
常
啼
菩
薩
を
　
前
大
僧
正
覚
実

法
の
た
め
わ
が
身
を
か
へ
ば
を
車
の
う
き
世
に
め
ぐ
る
み
ち
や
た
え
な
ん

（
風
雅
集
　
釈
教
歌
　
二
○
六
○
）

『
法
門
百
首
』七
九
と
九
四
で
寂
然
は
、
今
様
と
同
じ
く
常
啼
菩
薩
を
題
材
に
取

り
あ
げ
て
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
常
啼
菩
薩
と
い
う
の
は
、
釈
教
歌
の
題
と
し
て
は

ほ
と
ん
ど
例
が
な
い
も
の
で
、
寂
然
の
他
に
は
右
に
あ
げ
た
よ
う
に
寂
超
と
覚
実

が
一
首
ず
つ
詠
ん
で
い
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
中
で『
梁
塵
秘
抄
』五
四
と
近
し
い
内
容
を
持
っ
て
い
る
の
は
、『
法
門

百
首
』九
四
の
自
注
で
あ
る
が
、
今
様
と
完
全
に
合
致
す
る
よ
う
な
句
は
な
い
。
九

四
の
自
注
は
内
容
的
に
は『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』に
記
述
さ
れ
た
常
啼
菩
薩
の
行

状
か
ら
外
れ
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
そ
れ
は
今
様
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
常
啼
菩
薩
」を
題
と
し
て
歌
が
詠
ま
れ
た
の
は
、
や
は
り
こ

の
平
安
末
と
い
う
一
時
代
の
み
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
も「
浄
名
居
士
」

の
場
合
と
同
様
に
、
今
様
の
多
く
歌
わ
れ
た
の
と
同
じ
時
代
だ
け
に
用
い
ら
れ
た

題
材
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
、「
浄
名
居
士
」・「
常
啼
菩
薩
」に
つ
い
て
は
題
材
そ
の
も
の
の
珍
し
さ
が

あ
っ
た
が
、
次
に
あ
げ
る
も
の
は
題
材
そ
の
も
の
は
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
な
が
ら
、

そ
の
表
現
の
仕
方
に
特
徴
が
あ
る
。

【
例
八
】経

於
千
歳

法
の
た
め
雲
井
を
い
で
て
あ
し
た
づ
の
よ
は
ひ
と
と
も
に
す
ぎ
に
け
る
か
な

仏
釈
氏
の
み
や
を
い
で
て
、
あ
ら
ら
仙
に
つ
か
へ
給
ひ
し
こ
と
、

ち
と
せ
を
へ
て
の
ち
妙
法
を
え
た
り
と
い
ふ
文
な
り

（
法
門
百
首
　
祝
　
四
六
）（
注
20
）
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阿
私
仙
人
の
洞
の
中
　
千
歳
の
春
秋
仕
へ
て
ぞ
　
会
ふ
こ
と
聞
く
こ
と
持
つ

こ
と
　
難
き
法
を
ば
我
は
聞
く
　
　
　
　
　
　
　
　
（
梁
塵
秘
抄
　
一
一
五
）

（
前
略
）さ
れ
ば
ま
こ
と
し
く
、
其
こ
と
わ
り
を
思
ふ
人
の
ふ
か
き
色
に
そ
め

る
は
な
の
宮
こ
の
ち
り
に
ま
じ
は
り
て
、
阿
私
仙
に
つ
か
へ
し
秋
の
こ
の
み

を
わ
す
れ
た
る
は
な
し
、
仏
法
を
ひ
ろ
め
た
ま
ひ
し
大
師
た
ち
の
あ
と
の
我

立
杣
に
冥
加
を
い
の
り
し
も
、
高
野
の
山
に
入
定
と
き
こ
ゆ
る
も
、
さ
て
の

み
こ
そ
は
侍
り
け
れ（
後
略
）

（
拾
玉
集
　
五
七
三
二
の
後
ろ
）

時
有
阿
私
仙
　
来
白
於
大
王
　
我
有
微
妙
法
　
世
間
所
希
有
　
若
能
修
行
者

吾
当
為
汝
説
　
時
王
聞
仙
言
　
心
生
大
喜
悦
　
即
便
随
仙
人
　
供
給
於
所

須
　
採
薪
及
果I

随
時
恭
敬
与
　
情
存
妙
法
故
　
身
心
無
懈
倦
　
普
為
諸

衆
生
　
勤
求
於
大
法
　
亦
不
為
己
身
　
及
以
五
欲
楽（

法
華
経
　
提
婆
達
多
品
）

提
婆
品
採
薪
及
菓
　
随
時
恭
敬
与

薪
と
り
嶺
の
菓
を
こ
の
み
も
と
め
て
ぞ
え
が
た
き
法
は
聞
き
は
じ
め
け
る

（
長
秋
詠
草
　
四
一
四
）

『
法
門
百
首
』四
六
と『
梁
塵
秘
抄
』一
一
五
が
題
材
と
し
て
い
る
の
は
、
提
婆
品

に
お
い
て
竜
女
成
仏
と
並
ん
で
著
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
和
歌
に
も
よ
く
詠

ま
れ
て
お
り
、
題
材
と
し
て
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
和
歌
に
関
わ
る

場
面
で「
阿
私
仙
」が
用
い
ら
れ
た
例
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
右
に
あ
げ
た
二
つ
で
あ

る
。
た
だ
し
散
文
で
は
、『
狭
衣
物
語
』や『
愚
管
抄
』に
そ
の
名
が
見
え
る（
注
21
）

こ
と
も
合
わ
せ
て
指
摘
し
て
お
く
。
し
か
し
、
こ
の
四
六
の
自
注
は『
梁
塵
秘
抄
』

一
一
五
と
は
表
現
の
仕
方
が
異
な
る
も
の
の
、
内
容
的
に
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
を
踏

襲
し
て
い
る
。
本
百
首
に
先
行
す
る
用
例
と
し
て『
狭
衣
物
語
』な
ど
の
存
在
は
あ

る
が
、
こ
こ
は
今
様
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

本
段
で
は
、
三
例
で
は
あ
る
が
、
寂
然
が
今
様
か
ら
新
た
に
歌
の
題
材
を
得
よ

う
と
し
て
い
た
ら
し
い
跡
を
み
て
き
た
。
ほ
ん
の
数
例
で
は
あ
る
が
、
今
様
の
興

隆
と
と
も
に
現
れ
、
そ
の
衰
退
と
と
も
に
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
歌
材
が

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
本
百
首
の
成
立
に
あ
た
っ
て
今
様
が
何
ら
か
の
影
響

を
与
え
て
い
た
こ
と
の
表
れ
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四
、
お
わ
り
に

以
上
、『
法
門
百
首
』の
法
文
題
に
、
今
様
が
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て

述
べ
て
き
た
。

多
様
な
人
々
に
よ
っ
て
歌
い
継
が
れ
る
こ
と
で
広
が
っ
て
い
く
と
い
う
今
様
の

性
質
上
、
作
品
の
ほ
と
ん
ど
の
作
成
年
次
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
歌
詞
に
つ
い
て
も

場
に
応
じ
て
細
か
な
詞
章
の
変
化
を
繰
り
返
す
た
め
、『
梁
塵
秘
抄
』に
留
め
ら
れ

た
も
の
の
み
が
流
通
し
て
い
た
の
か
判
然
と
し
な
い
。
ま
た
、
最
大
の
今
様
集
で

あ
る『
梁
塵
秘
抄
』自
体
、
巻
の
多
く
が
散
逸
し
て
い
て
、
当
時
歌
わ
れ
て
い
た
今

様
が
他
に
ど
れ
だ
け
あ
っ
た
の
か
分
か
ら
な
い
状
態
に
あ
る
。

そ
の
た
め
、
今
回
論
じ
て
き
た
の
と
は
逆
に『
法
門
百
首
』の
歌
や
注
か
ら
今
様

が
詠
み
出
さ
れ
て
き
た
可
能
性
も
完
全
に
は
否
定
し
き
れ
な
い
。

今
の
段
階
で
指
摘
で
き
る
の
は
、
本
百
首
全
体
に
渡
っ
て
と
は
言
え
な
い
に
し

て
も
、
い
く
つ
か
の
歌
に
つ
い
て
は
今
様
か
ら
発
想
の
糸
口
を
得
て
い
た
可
能
性

が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
法
門
百
首
』の
出
典
の
根
幹
に
あ
る
の
は
寂
然

が
培
っ
て
き
た
仏
教
の
知
識
で
あ
り
、
組
題
の
構
成
は『
堀
河
百
首
』題
を
ベ
ー
ス

を
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
是
認
す

る
観
点
に
立
っ
た
と
き
、
膨
大
な
仏
典
の
中
か
ら
如
何
に
し
て『
堀
河
百
首
』題
に

見
合
っ
た
法
文
題
を
拾
い
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
疑
問
に

な
ろ
う
。

私
は
、
百
首
全
て
で
は
な
い
に
し
ろ
、
法
文
題
の
発
想
の
一
端
を
担
っ
て
い
た
の
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が
今
様
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
百
首
分
の
法
文
題
、
し
か
も
十
の
部
立
に

分
か
れ
た
組
題
と
い
う
細
か
な
規
制
の
下
で
、
大
量
の
仏
典
か
ら
題
と
な
る
べ
き
句

を
抽
出
す
る
と
な
れ
ば
、
思
考
は
身
近
な
と
こ
ろ
に
着
地
す
る
は
ず
で
あ
る
。

六
時
偈
　
採
花
萱
日
中
能
得
幾
時
鮮

朝
顔
の
日
影
ま
つ
ま
を
さ
か
り
と
ぞ
は
な
め
く
世
こ
そ
哀
な
り
け
れ

あ
さ
が
ほ
は
す
こ
し
ふ
り
た
る
い
へ
の
、
は
つ
れ
ゆ
く
す
い
が

い
に
咲
き
か
か
り
て
、
心
地
よ
げ
な
る
あ
さ
つ
ゆ
の
ぬ
れ
い
ろ
、

い
と
な
ま
め
か
し
け
れ
ど
、
日
ざ
し
い
で
ぬ
れ
ば
ま
こ
と
に
見

ど
こ
ろ
な
し
、
ひ
と
の
よ
も
又
か
く
の
ご
と
し
、
は
な
と
さ
か

ゆ
れ
ど
、
露
の
い
の
ち
き
え
ぬ
れ
ば
、
蓬
が
本
に
埋
も
れ
て
、

む
な
し
き
あ
と
を
ば
た
づ
ぬ
る
人
や
は
あ
る
、
あ
さ
ぢ
が
は
ら

に
は
む
し
の
ね
か
ぜ
の
お
と
な
ど
の
、
お
の
づ
か
ら
お
と
づ
る

ら
ん
、
文
集
の
詩
に
い
は
く
、
古
墓
何
世
人
、
不
知
姓
与
名
、

化
為
道
傍
土
、
年
年
春
草
生
　

（
法
門
百
首
　
無
常
　
八
四
）

随
喜
功
徳
　
世
皆
不s

固
如
水
沫
泡
焔

む
す
ぶ
か
と
み
れ
ば
き
え
ゆ
く
水
の
あ
わ
の
し
ば
し
た
ま
ゐ
る
よ
と
は
し
ら

ず
や

四
百
万
億
那
由
他
の
く
に
の
人
に
、
み
な
さ
ま
ざ
ま
の
た
か
ら

を
あ
た
へ
、
そ
の
人
の
お
も
て
の
な
み
た
た
み
、
か
し
ら
の
ゆ

き
つ
も
り
ぬ
る
の
ち
、
か
く
の
ご
と
く
世
の
は
か
な
く
あ
だ
な

る
事
を
い
ひ
き
か
せ
て
、
道
果
を
え
し
め
た
ら
む
功
徳
ば
か
り

な
け
れ
ど
も
、
法
花
経
の
一
偈
を
も
つ
た
へ
き
き
て
、
随
喜
す

る
事
五
十
転
に
い
た
ら
む
人
の
く
ど
く
に
は
、
た
と
へ
て
い
ふ

べ
か
ら
ず
と
い
ふ
文
な
り
、
か
か
る
御
法
に
あ
ひ
な
が
ら
、
つ

ゆ
も
ち
ぎ
り
を
む
す
ば
で
、
は
か
な
き
水
の
あ
わ
と
消
え
な
む

こ
そ
、
口
惜
し
け
れ
　
　
　
　
　
（
法
門
百
首
　
無
常
　
八
五
）

金
剛
般
若
　
　
如
露
亦
如
電
応
作
如
是
観

い
な
づ
ま
の
光
の
程
か
秋
の
田
の
な
び
く
ほ
ず
ゑ
の
露
の
命
は

露
の
い
の
ち
と
い
ふ
事
は
、
お
く
れ
さ
き
だ
つ
た
め
し
に
い
ひ

お
け
れ
ど
、
あ
し
た
の
露
は
ひ
か
げ
を
す
ぎ
ず
、
人
の
い
の
ち

は
も
も
と
せ
に
お
よ
ぶ
も
あ
れ
ば
、
さ
す
が
に
か
は
る
や
う
に

う
ち
お
ぼ
ゆ
る
を
、
よ
く
お
も
ひ
と
け
ば
す
こ
し
も
た
が
は
ず

あ
る
な
り
、
い
く
と
せ
を
な
が
ら
ふ
と
も
か
な
ら
ず
あ
る
べ
き

こ
と
わ
り
を
し
り
て
、
そ
の
ほ
ど
ま
で
と
も
た
の
ま
ば
の
ど
か

な
る
べ
き
に
、
い
ま
も
あ
ら
き
か
ぜ
に
は
い
か
が
と
あ
や
ふ
く

て
、
お
の
づ
か
ら
す
ぐ
る
は
、
す
ぐ
る
に
も
あ
ら
ず
、
は
ぐ
く

み
や
し
な
は
ず
は
、
一
日
を
す
ぎ
ん
こ
と
も
か
た
し
、
お
な
じ

露
な
れ
ど
、
は
ち
す
の
う
き
葉
な
ど
に
や
ど
り
ぬ
る
は
、
た
ま

と
あ
ざ
む
き
て
ま
ろ
び
あ
り
く
ほ
ど
も
あ
り
、
風
打
ち
そ
よ
ぐ

秋
の
田
の
ほ
ず
ゑ
に
か
か
れ
る
露
と
ぞ
、
こ
の
み
を
ば
お
も
ふ

べ
き
、
さ
れ
ば
い
づ
る
い
き
は
入
る
い
き
を
ま
た
ず
と
申
し
け

る
比
丘
を
こ
そ
、
是
名
精
進
吾
修
無
常
と
仏
は
ほ
め
さ
せ
給
ひ

け
れ
、
い
な
づ
ま
は
小
乗
の
た
と
ひ
に
あ
ら
ず
、
大
乗
の
空
に

た
と
へ
た
り
、
諸
法
は
か
り
に
あ
り
と
み
ゆ
れ
ど
も
、
ま
こ
と

に
は
そ
の
体
む
な
し
き
事
、
か
の
ひ
か
り
の
ご
と
し

（
法
門
百
首
　
無
常
　
八
六
）

こ
こ
に
あ
げ
た
三
首
は『
法
門
百
首
』の
八
四
〜
八
六
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
自

注
の
中
に
は
、『
唯
心
房
集
』に
載
せ
ら
れ
て
い
る
物
尽
く
し
の
今
様「
あ
る
に
は
か

な
き
　
も
の
は
よ
な
　
ま
が
き
の
あ
さ
が
ほ
　
の
べ
の
つ
ゆ
　
い
な
づ
ま
か
げ
ろ

ふ
　
み
づ
の
あ
わ
　
ゆ
め
よ
ま
ぼ
ろ
し
　
ひ
と
の
い
の
ち
」（
七
一
）に
あ
げ
ら
れ
る

「
は
か
な
き
も
の
」が
、
ほ
と
ん
ど
入
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
今
様
の
七
一
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る「
は
か
な
き
も
の
」は
、
一
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見
す
る
と
和
歌
で
よ
く
詠
ま
れ
る
儚
い
も
の
の
羅
列
と
見
え
る
。
し
か
し
こ
れ
は

『
維
摩
経
」方
便
品
に
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
維
摩
十
喩「
聚
沫
・
泡
・
炎
・
芭
蕉
・
幻
・

夢
・
影
・
響
・
浮
雲
・
雷
」（
注
22
）と
重
な
る
部
分
が
大
き
い
。
よ
っ
て「
あ
さ
が

ほ
」
・「
の
べ
の
つ
ゆ
」と
自
然
物
か
ら
歌
い
起
こ
し
て
そ
の
繋
が
り
か
ら「
い
な
づ

ま
」へ
と
続
け
、
さ
ら
に
維
摩
十
喩
と
も
重
な
り
合
う「
は
か
な
き
も
の
」へ
、
そ
し

て
最
終
的
に「
ひ
と
の
い
の
ち
」と
結
ぶ
こ
と
で
無
常
の
色
合
い
を
強
め
て
い
っ
て

い
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

歌
語
と
し
て
の「
朝
顔
」は
、
初
期
に
は
秋
歌
や
恋
歌
と
関
わ
っ
て
詠
ま
れ
る
こ

と
が
多
か
っ
た
が
、
や
が
て
仏
教
的
な
無
常
を
詠
む
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が

次
第
に
増
え
て
く
る
。
ま
た「
野
辺
の
露
」と
い
う
表
現
は
、
勅
撰
集
で
は『
新
古
今

集
』以
降
に
用
い
ら
れ
、
そ
の
他
に
作
例
の
あ
る
歌
人
を
見
渡
し
て
も
院
政
期
末
以

降
か
ら
用
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
袖
に
こ
ぼ
れ
る
涙
の
連
想
か
ら
恋
歌
に

用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
露
は
も
と
よ
り
儚
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
無
常

と
結
び
つ
く
の
は
さ
ほ
ど
珍
し
い
発
想
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
今
様
で
表
現

さ
れ
て
い
る「
は
か
な
き
も
の
」は
、
全
体
的
に
仏
教
的
な
儚
さ
と
の
結
び
つ
く
物

尽
く
し
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
今
様
に
う
た
わ
れ
た「
か
げ
ろ
ふ
・
ゆ
め
・
ま
ぼ
ろ
し
」以
外
の

「
あ
る
に
は
か
な
き
」も
の
が
、
厳
密
に
は
表
現
が
違
っ
て
い
る
も
の
の
、
こ
こ
に

あ
げ
た「
無
常
」の
部
立
に
あ
る
三
首
の
自
注
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
偶

然
と
は
言
い
難
い
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
よ
り
も
、
七
一
の
今
様
か
ら
発
想
を
得
て
、

連
想
的
に
こ
の
三
首
を
並
べ
た
と
す
る
ほ
う
が
自
然
で
は
な
い
か
思
わ
れ
る
。『
唯

心
房
集
』に
載
せ
ら
れ
て
い
る
今
様
が
自
作
か
否
か
に
つ
い
て
は
確
定
し
て
い
な
い

が
、
自
作
で
あ
る
に
し
ろ
な
い
に
し
ろ
、
寂
然
に
近
し
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
今
様

に
発
想
の
源
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。

ま
た『
法
門
百
首
』に
は「
六
時
讃
」と
い
う
傍
注
の
あ
る
歌（
八
三
・
八
四
）が
二

首
詠
ま
れ
て
い
る
が
、
国
枝
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
二
首
の
法
文
題
は
従
来
言
わ
れ

て
い
た
よ
う
な「
出
旺
経
」や「
法
句
経
」と
い
う
よ
う
な
経
典
か
ら
直
接
と
っ
た
の

で
は
な
く
、「
法
華
懺
法
」の
六
時
無
常
偈
が
出
典
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
さ
ら

に
国
枝
氏
は
、
こ
の
六
時
無
常
偈
に
は
博
士（
音
符
）が
つ
け
ら
れ
て
い
て
、
偈
は

「
独
特
な
曲
調
を
付
し
て
諷
誦
さ
れ
て
」お
り
、『
法
門
百
首
』の
二
首
は
偈
の
哀
切

な
調
べ
を
わ
か
っ
た
上
で
鑑
賞
す
る
べ
き
も
の
だ
と
も
述
べ
て
い
る（
注
23
）。

今
様
と
偈
の
諷
誦
で
は
些
か
方
向
性
が
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の

よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
も
、
寂
然
が
声
に
関
わ
る
文
芸
に
関
心
を
も
っ
て『
法
門
百
首
』

を
詠
じ
て
い
た
可
能
性
が
見
て
と
れ
る
よ
う
に
思
う
。

本
稿
で
は
、
寂
然
の『
法
門
百
首
』を
取
り
上
げ
て
和
歌
と
今
様
の
関
わ
り
に
つ

い
て
見
て
き
た
が
、
詠
歌
に
今
様
の
影
響
が
見
ら
れ
る
歌
人
が
寂
然
の
み
で
は
な

い
こ
と
は
、
す
で
に
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
が
あ
る（
注
24
）。
し
か
し
、
平
安
後
期

は
宮
廷
に
お
い
て
今
様
が
盛
ん
で
あ
っ
た
時
期
で
あ
る
。
程
度
の
差
は
あ
る
と
し

て
も
多
く
の
歌
人
が
今
様
に
親
し
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
、
和
歌
と
今
様
の
関
係

に
つ
い
て
論
じ
尽
く
さ
れ
て
る
と
は
言
い
難
い
。

そ
こ
で
今
後
は
、
今
様
が
歌
人
ら
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
角
度

か
ら
検
討
す
る
こ
と
で
、
今
様
と
い
う
新
興
歌
謡
が
平
安
末
の
和
歌
表
現
に
も
た

ら
し
た
も
の
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

【
注
】

（
１
）
国
枝
利
久
氏「
法
門
百
首
私
注
―
釈
教
歌
研
究
の
基
礎
的
作
業（
二
）―
」（『
親
和
国
文
』八
号
　
昭

和
四
九
年
二
月
）、「
法
門
百
首
私
注（
二
）―
釈
教
歌
研
究
の
基
礎
的
作
業（
三
）―
」（『
親
和
国
文
』

九
号
　
昭
和
五
○
年
二
月
）。
川
上
新
一
郎
氏「『
法
門
百
首
』の
考
察
」（『
王
朝
の
歌
と
物
語
　
国

文
学
論
叢
』新
集
一
　
桜
楓
社
　
昭
和
五
五
年
四
月
）。
石
原
清
志
氏「
法
門
百
首
考
」（『
龍
谷
大

学
論
集
』四
一
九
　
昭
和
五
六
年
一
○
月
）。
三
角
洋
一
氏「『
法
門
百
首
』の
法
文
題
を
め
ぐ
っ
て

―
天
台
浄
土
教
思
想
の
輪
郭
―
」（『
人
文
科
学
科
紀
要
　
国
文
学
・
漢
文
学
』第
九
一
集
　
平
成

二
年
）。
植
木
朝
子
氏「
地
蔵
の
今
様
―『
梁
塵
秘
抄
』四
十
番
歌
と
そ
の
前
後
」（『
梁
塵
　
研
究
と

資
料
』一
八
　
平
成
一
二
年
一
二
月
）、「
堤
婆
達
多
の
今
様
―『
梁
塵
秘
抄
』法
文
歌
の
一
性
格
」

（『
同
志
社
国
文
学
』六
三
　
平
成
一
七
年
一
二
月
）。
山
本
章
博
氏「
恋
と
仏
道
―
寂
然『
法
門
百

首
』恋
部
を
中
心
に
―
」（『
国
文
学
論
叢
』三
三
号
　
平
成
十
二
年
一
月
）、「
寂
然『
法
門
百
首
』の

形
成
と
受
容
」（『
和
歌
文
学
研
究
』八
○
号
　
平
成
一
二
年
六
月
）、「
寂
然『
法
門
百
首
』注
釈（
一
）」

（『
学
習
院
高
等
科
紀
要
』二
号
　
平
成
十
六
年
六
月
）、「
寂
然『
法
門
百
首
』注
釈（
二
）」（『
学
習

院
高
等
科
紀
要
』三
号
　
平
成
十
七
年
七
月
）な
ど
。
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（
２
）
注
一
の
国
枝
氏
・
川
上
氏
・
三
角
氏
論
文
。

（
３
）
注
一
の
石
原
氏
・
山
本
氏（「
寂
然『
法
門
百
首
』の
形
成
と
受
容
」）論
文
。

（
４
）
注
三
の
山
本
氏
論
文
。

（
５
）
今
様
が
寂
然
自
作
か
に
つ
い
て
は
、
具
恵
卿
氏「『
唯
心
房
集
』所
収
今
様
に
つ
い
て
の
考
察
―
寂

然
自
作
の
可
能
性
―
」（『
古
代
中
世
国
文
学
』十
二
号
　
平
成
十
年
一
月
）に
、
そ
れ
ま
で
ど
の
よ

う
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
か
が
纏
め
ら
れ
て
い
る
。
具
氏
は
、
同
論
の
中
で
寂
然
自
作
の
可
能
性

が
見
直
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
後
も
寂
然
自
作
の
可
否
に
つ
い

て
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
決
着
を
見
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

（
６
）「
阿
弥
陀
経
」な
ど
仏
典
の
略
記
は
、
本
来
は
句
題
の
脇
に
小
字
で
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
本

稿
で
は
書
式
の
都
合
上
、
句
題
の
上
に
題
と
同
じ
大
き
さ
で
置
い
た
。
以
下
、
題
の
傍
注
に
つ

い
て
は
全
て
こ
れ
に
準
ず
る
。

（
７
）『
往
生
要
集
』（
岩
波
書
店
　
平
成
四
年
十
月
）

（
８
）
注
一
の
山
本
氏（「
寂
然『
法
門
百
首
』注
釈（
一
）」）論
文
。

（
９
）

延
喜
十
八
年
八
月
十
三
日
、
右
大
臣
家
八
講
お
こ
な
ふ
に
、
于
時
仏
法
僧
と
い
ふ
と
り

な
く
、
有
感
こ
の
う
た
を
た
て
ま
つ
る

あ
し
ひ
き
の
　
み
や
ま
に
す
ら
も
　
こ
の
と
り
は
　
た
に
に
や
は
な
く
　
い
か
な
れ
ば
　
し
げ

き
は
や
し
の
　
お
ほ
か
る
を
　
た
か
き
こ
ず
ゑ
も
　
あ
ま
た
あ
れ
ど
　
は
ね
う
ち
は
ぶ
き
　
と

び
す
ぎ
て
　
は
る
な
つ
ふ
ゆ
の
　
と
き
も
あ
る
を
　
き
み
が
あ
き
し
も
　
も
み
ぢ
ば
の
　
か
ら

く
れ
な
ゐ
の
　
ふ
り
い
で
て
　
な
く
ね
さ
だ
か
に
　
き
か
せ
そ
め
つ
る

（
躬
恒
集
　
一
八
一
）

仏
法
僧
と
な
く
鳥
を
き
き
て

み
つ
な
が
ら
た
も
て
る
鳥
の
こ
ゑ
聞
け
ば
我
が
身
ひ
と
つ
の
つ
み
ぞ
か
な
し
き

（
赤
染
衛
門
集
　
二
六
○
）

（
10
）
小
川
寿
子
氏「
俊
頼
と
今
様
」

（『
国
語
と
国
文
学
』五
九
巻
六
号
　
昭
和
五
七
年
六
月
）

（
11
）
以
下
、
経
典
の
引
用
は
す
べ
て『
大
正
新
脩
大
藏
經
』に
よ
る
。

（
12
）

信
解
品
、
窮
子
見
父
、
有
大
力
勢
、
即
懐
恐
怖
、
悔
来
至
此

法
の
た
め
う
と
く
も
す
ぐ
る
心
こ
そ
お
や
を
わ
す
れ
し
子
に
に
た
り
け
れ

人
の
子
、
お
や
を
は
な
れ
て
、
は
る
か
に
し
あ
り
き
て
、
た
ま
た
ま
お
や
の
ほ
と

り
に
か
へ
り
き
て
、
そ
の
お
や
を
見
わ
す
れ
て
、
お
ぢ
お
そ
る
、
と
か
く
こ
し
ら

へ
て
、
お
や
と
し
ら
せ
て
き
、
こ
の
の
り
は
お
や
、
わ
れ
ら
は
子
な
り

（
田
多
民
治
集
　
一
七
一
）

（
13
）

病
即
消
滅

法
の
風
に
秋
の
き
り
さ
へ
晴
れ
の
き
て
し
ぼ
む
は
な
な
き
ま
せ
の
中
か
な（

拾
玉
集
　
二
五
二
五
）

（
14
）
吾
大
菩
薩
者
釈
尊
弥
陀
一
如
之
和
光
神
宮
八
幡
同
体
之
本
源
也
、
以
和
語
和
経
文
以
信
心
信
尊

神
如
在
之
礼
讃
法
而
満
足
本
有
之
法
楽
、
爰
而
奉
行
大
神
之
擁
護
道
理
勿
違
于
道
、
小
量
之
懇

念
求
願
豈
背
于
願
、
於
戯
法
花
百
句
之
要
文
詞
花
十
十
之
風
月
、
今
以
麁
言
深
転
法
輪
雖
似
狂

言
又
通
実
道
、
故
妙
経
八
軸
之
中
二
十
八
品
之
内
取
百
句
為
百
題
、
其
詞
云

（
拾
玉
集
　
詠
百
首
和
歌
法
門
妙
経
八
巻
之
中
取
百
句
　
序
文
）

（
15
）
注
一
の
川
上
氏（「『
法
門
百
首
』の
考
察
」）論
文
。

（
16
）
今
昔
、
天
竺
ノ
毘
舎
離
城
ノ
中
ニ
浄
名
居
士
ト
申
ス
翁
在
マ
シ
ケ
リ
。（
中
略
）無
量
無
数
ノ
菩

薩
・
聖
衆
ヲ
引
具
シ
給
テ
、
彼
ノ
方
丈
ノ
室
ノ
内
ニ
各
微
妙
ニ
荘
厳
セ
ル
床
ヲ
立
テ
ヽ
、
三
万

二
千
ノ
仏
、
各
其
ノ
床
ニ
坐
シ
給
テ
法
ヲ
説
キ
給
フ
。

（
今
昔
物
語
集
　
巻
三
　
天
竺
毘
舎
離
城
浄
名
居
士
語
第
一
）

な
お
、
本
文
は
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。

（
17
）
き
け
ば
娑
婆
世
界
の
　
南
瞻
浮
洲
中
天
竺
　
毘
舎
離
城
に
住
せ
り
し
　
維
摩
居
士
来
至
す
と

お
ど
ろ
き
出
で
て
見
た
と
き
に
　
ひ
と
り
の
老
人
歩
み
つ
ゝ
　
か
う
べ
に
蓮
化
の
か
う
ぶ
り
し

（
極
楽
六
時
和
讃
　
日
没
讃
補
接
）

本
文
は『
釈
教
歌
詠
全
集
』第
五
巻（
東
方
出
版
　
昭
和
五
三
年
九
月
）に
よ
る
。

（
18
）
大
集
方
等
は
秋
の
山
　
四
教
の
紅
葉
は
い
ろ
い
ろ
に
　
弾
呵
は
う
ゑ
は
濃
く
薄
く
　
随
類
ご
と

に
ぞ
染
め
て
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
梁
塵
秘
抄
　
四
九
）

方
等

聞
き
そ
め
し
し
か
の
園
に
は
こ
と
か
へ
て
い
ろ
い
ろ
に
な
る
四
方
の
紅
葉
ば

（
長
秋
詠
草
八
四
／
久
安
百
首
　
八
八
七
）

（
19
）
太
子
の
身
投
げ
し
夕
暮
に
　
衣
は
掛
け
て
き
竹
の
葉
に
　
王
子
の
宮
を
出
で
し
よ
り
　
沓
は
あ

れ
ど
も
主
も
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
梁
塵
秘
抄
　
二
○
九
）

薩z

王
子
の
心
を
よ
み
侍
り
け
る
　
　
　
殷
富
門
院
大
輔

身
を
す
つ
る
衣
か
け
け
る
た
け
の
葉
の
そ
よ
い
か
ば
か
り
か
な
し
か
り
け
む
　
　
　
　
　
　

（
新
勅
撰
集
　
釈
教
歌
　
六
○
六
）

（
20
）『
法
門
百
首
』で
は「
あ
ら
ら
仙
」と
表
記
さ
れ
て
い
て「
あ
し
仙
」で
は
な
い
が
、「
し
」と
い
う
仮

名
の
崩
れ
方
に
よ
っ
て
は「
ら
ら
」と
見
え
る
可
能
性
も
あ
る
。
内
容
か
ら
し
て「
あ
ら
ら
仙
」が

「
阿
私
仙
」で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
、
こ
こ
は
後
代
の
誤
記
に
よ
る
と
推
測
す
る
。

（
21
）
も
と
の
雫
、
い
つ
と
て
も
同
じ
こ
と
な
れ
ば
、「
五
濁
惡
世
を
ま
ぬ
が
れ
て
、
か
の
、
契
り
し
阿

私
仙
に
仕
へ
ん
」こ
と
を
の
み
、
人
知
れ
ず
思
し
て
け
り
。

（
狭
衣
物
語
）

提
婆
品
ニ
ハ
時
有
阿
私
仙
。
來
白
於
大
王
。
我
有
微
妙
法
。
世
間
所
希
有
。
即
便
随
仙
人
。

（
愚
管
抄
　
巻
三
）

な
お
、
本
文
は
と
も
に
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。

（
22
）
維
摩
十
喩
が
和
歌
の
題
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
、
十
喩
で「
炎
」と
さ
れ
て
い
る
部
分
に
つ
い

て
、
赤
染
衛
門
は
そ
の
ま
ま「
ほ
の
ほ
」と
し
て
い
る
が
、
公
任
は「
か
げ
ろ
ふ
」と
し
て
い
る
。

当
時
一
流
の
知
識
人
で
あ
っ
た
公
任
が「
か
げ
ろ
ふ
」と
詠
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
十
喩
の

「
炎
」は「
か
げ
ろ
ふ
」と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
と
さ
れ
て
い
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。

此
身
か
げ
ろ
ふ
の
ご
と
し

夏
の
日
の
て
ら
し
も
は
て
ぬ
か
げ
ろ
ふ
の
あ
る
か
な
き
か
の
身
と
は
し
ら
ず
や

（
公
任
集
　
二
九
一
　
ゆ
い
ま
ゑ
の
十
の
た
と
へ
）

ほ
の
ほ
の
ご
と
し
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夏
の
よ
の
火
か
げ
に
ま
ど
ふ
し
か
み
れ
ば
た
だ
み
づ
か
ら
の
こ
と
に
有
り
け
る

（
赤
染
集
　
四
五
七
　
維
摩
経
十
喩
）

（
23
）
注
一
の
国
枝
氏（「
法
門
百
首
私
注（
二
）―
釈
教
歌
研
究
の
基
礎
的
作
業（
三
）―
」）論
文
。

（
24
）
新
間
進
一
氏「「
千
五
百
番
歌
合
」と
今
様
」
（『
解
釈
』二
二
―
六
　
昭
和
五
一
年
六
月
）、
小
川

氏
の
注10

の
論
文
、
小
野
恭
靖
氏「
今
様
と
和
歌
―『
梁
塵
秘
抄
』所
収
歌
を
中
心
と
し
て
―
」

（『
王
朝
文
学
　
資
料
と
論
考
』
笠
間
書
院
　
平
成
四
年
八
月
）、
植
木
朝
子
氏『『
梁
塵
秘
抄
』と

そ
の
周
縁
―
今
様
と
和
歌
・
説
話
・
物
語
の
交
流
―
』（
三
省
堂
　
平
成
一
三
年
五
月
）、
小
島
裕

子
氏「
西
行
の
和
歌
に
見
る
歌
謡
的
世
界
―『
山
家
集
』「
朝
日
ま
つ
程
は
闇
に
や
迷
は
ま
し
」の
歌

か
ら
―
」（『
和
歌
文
学
研
究
』第
六
七
号
　
平
成
六
年
一
月
）な
ど
論
は
多
く
、
こ
こ
に
あ
げ
た
の

は
、
そ
の
ご
く
一
部
で
あ
る
。

本
文
中
で
の
引
用
は
特
に
断
り
の
な
い
限
り
、
和
歌
は『
新
編
国
歌
大
観
』（
角
川
書
店
）、『
梁
塵
秘
抄
』

は「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」（
小
学
館
）に
拠
っ
て
い
る
。
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