










見
え
、
約
四
・
五
百
年
の
隔
歴
を
お
く
と
は
い
え
、
「
面
壁
」

な
り
語
が
熟
し
て
、
こ
れ
が
定
説
と
な
る
た
め
に
は
、
そ
れ

に
適
わ
し
い
充
分
な
根
拠
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
、

「
壁
観
」
と
「
面
壁
」
は
全
く
同
一
の
も
の
で
あ
る
の
か
、

ま
た
「
壁
観
」
と
「
面
壁
」
は
、
も
と
全
く
別
個
の
も
の
で

あ
っ
た
の
が
、
後
に
同
一
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、

又
、
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
壁
観
」
か
ら
「
面
壁
」

の
推
移
・
移
行
は
、
い
か
な
る
根
拠
に
基
づ
く
か
と
い
う
如

き
こ
と
に
つ
い
て
、
い
ま
だ
か
な
ら
ず
し
も
聞
明
さ
れ
て
い

な
い
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。
而
し
て
、
「
壁
観
」
と
「
面

壁
」
と
を
連
結
し
、
こ
れ
を
証
明
す
る
基
礎
と
な
る
文
献
は
、

皆
無
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

第
二
部
で
鈴
木
氏
は
概
要
と
し
て
こ
の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
。

「
壁
観
」
は
達
摩
の
禅
法
と
さ
れ
る
。
し
か
し
「
壁
観
」
は
、

達
摩
の
親
口
で
は
な
く
、
(
『
二
入
四
行
論
』
の
序
を
作
成
し

た
)
曇
琳
の
語
で
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
。
ま
た
、
両
者
以
外
の

誰
人
か
が
達
摩
の
禅
法
に
つ
い
て
、
か
く
評
判
し
、
か
く
表

現
し
た
の
を
、
曇
琳
、
が
筆
録
し
た
に
す
ぎ
ぬ
も
の
か
も
し
れ

ぬ
。
そ
の
何
れ
に
し
て
も
、
と
れ
を
明
か
し
、
こ
れ
を
証
か

す
丈
証
は
な
い
。
・
:
「
壁
観
」
は
か
く
の
如
く
、
実
に
唆
味

ダ
ル
マ
と
「
壁
観
」
と
発
漢
合
成
語
(
ポ
l
ル
・
ス
ワ
ン
ソ
ン
)

模
糊
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
壁
観
」
と
称
せ
ら

れ
る
禅
法
が
、
達
摩
の
定
法
と
し
て
歴
史
上
に
存
在
し
た
こ

と
だ
け
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

• 
鎌
田
茂
雄
の
『
禅
の
語
録
9
h

宗
密
の
『
縄
源
諸
詮
集
部
序
』
の
注
に
、
鎌
田
氏
は
「
壁
観
」

に
関
し
て
上
記
と
同
じ
よ
う
な
内
容
を
紹
介
し
、
「
神
会
や
司
歴

代
法
宝
記
』
は
壁
観
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
ふ
れ
な
い
。
」
と
指

摘
す
る
。
そ
の
上
で
最
後
に
独
自
の
解
釈
と
し
て
、
「
ち
な
み
に

台
湾
省
高
雄
県
仙
草
里
に
あ
る
大
仙
寺
の
裏
山
に
坐
禅
窟
が
あ
る

が
、
こ
れ
は
三
方
左
前
方
上
下
を
完
全
な
壁
で
覆
っ
た
洞
窟
で
あ

っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
類
推
し
て
四
方
壁
の
な
か
に
お
い
て
坐
禅

観
法
を
行
う
の
が
後
代
の
壁
観
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
推
測
し
て

い
る
。

-
柳
回
聖
山
の
独
創
的
解
釈

柳
田
聖
山
は
『
初
期
禅
宗
思
想
の
研
究
』
な
ど
で
「
壁
観
」
に

つ
い
て
抽
象
的
・
比
喰
的
な
意
味
を
と
り
、
独
創
的
な
解
釈
を
示

し
て
い
る
。
そ
の
概
要
と
し
て
下
記
の
説
明
を
し
て
い
る
。

壁
観
と
は
、
よ
う
す
る
に
壁
が
観
る
の
で
あ
る
。
墜
を
観

る
の
で
は
な
い
。
壁
と
な
っ
て
観
る
の
で
あ
る
。
何
を
観
る

五
七



ダ
ル
マ
と
「
壁
観
」
と
発
漢
合
成
語
(
ポ

l
ル
・
ス
ワ
ン
ソ
ン
)

の
か
。
空
を
み
る
の
で
あ
る
。
生
き
た
空
を
み
ま
も
る
の
で

あ
る
。
:
・
わ
た
し
は
さ
ら
に
空
想
を
は
せ
る
。
北
裂
の
と
ろ

か
ら
つ
く
り
は
じ
め
ら
れ
た
雲
岡
、
竜
門
の
石
窟
に
は
、
た

い
て
い
四
壁
に
無
数
の
仏
ボ
サ
ツ
の
像
が
ほ
ら
れ
て
い
る
。

ダ
ル
マ
も
ま
た
北
貌
に
き
た
当
初
、
ひ
と
し
れ
ず
そ
ん
な
一

つ
の
洞
窟
の
な
か
で
、
ひ
と
り
坐
禅
三
味
に
入
っ
て
い
た
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
面
壁
の
修
行
な
ど
と
い
っ
た
も
の
で
な

い
。
壁
と
な
っ
て
自
己
お
よ
び
世
界
を
観
察
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
か
れ
は
、
歴
史
の
空
し
さ
を
観
、
凡
聖
一
体
の
真
実

を
観
た
。
そ
れ
が
壁
観
と
い
う
言
葉
の
は
じ
ま
り
で
あ
ろ
う

と
、
わ
た
く
し
は
お
も
う
。
さ
ら
に
ま
た
、
壁
観
に
は
「
回

光
返
照
」
の
義
が
あ
る
。
夕
陽
の
照
り
か
え
す
、
あ
の
妙
に

明
る
い
輝
き
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
鏡
が
あ
り
と
あ
ら

ゆ
る
も
の
を
照
ら
す
、
あ
の
ふ
し
ぎ
な
作
用
の
こ
と
で
あ
る

0

・
:
と
に
か
く
い
ま
は
、
ダ
ル
マ
の
禅
が
壁
観
と
い
う
難
解
で
、

し
か
も
ふ
し
ぎ
に
魅
惑
的
な
表
現
と
と
も
に
は
じ
ま
っ
て
い

る
こ
と
を
注
意
し
て
お
け
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。

• 
英
語
で
の

「
壁
観
」
論

英
文
で
「
壁
観
」
を
も
っ
と
も
詳
細
に
解
釈
し
て
い
る
の
は

r
z
z
n
E
n
で
あ
り
、
上
記
で
ふ
れ
た
冨
司
ミ
。
ミ
言
ヨ
砕
き
ミ

s
h同
号
、
。
き
さ
S
ミ
.
E
る
g
.
s
h
w
R長
言
語
(
凶
器
。
)
で
は
柳

五
八

回
聖
山
の
説
を
中
心
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
紹
介
し
て
い
る
。

最
近
は
殿
町
町
高
司
守
主
主

N
S
で
「
壁
観
」
を
新
た
に
取
り
上
げ
、

『
摩
詞
止
観
』

q
A
8・
g巳
∞
)
の
一
句
「
止
是
壁
定
八
風
悪
賢

所
不
能
入
」
に
注
目
し
て
い
弘
)
湛
然
は
『
止
観
輔
行
停
弘
決
』

で
こ
の
一
句
を
「
壁
定
者
。
室
有
四
壁
則
八
風
不
入
。
若
得
止
巳

離
界
内
外
違
順
悪
覚
。
八
風
抵
是
四
違
四
順
。
:
・
室
壁
亦
免
此
之

八
風
。
故
以
馬
喰
。
」

2

8
・
2
r
Nア
ミ
)
と
解
釈
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
止
観
の
「
止
」
(
旨
ヨ
ミ
吉
一
)
が
「
壁
」
で
喰
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
注
目
に
値
す
る
。
冨
口
m
g
は
さ
ら
に
コ
メ
ン
ト
を
加
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• 
「
壁
観
」

の
チ
ベ
ッ
ト
訳

最
後
に
、
一
味
違
っ
た
例
を
挙
げ
る
と
、
『
二
入
四
行
論
』
に

見
ら
れ
る
「
軽
住
壁
観
」
が
チ
ベ
ッ
ト
語
で
は
「
光
明
に
住
す
る
」

富
噌

2
よ
g
邑
と
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
最
近
判
明
さ

れ
た
。
「
壁
観
」
が
何
故
「
光
明
」
と
し
て
訳
さ
れ
た
の
は
わ
た

し
に
は
説
明
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
「
か
ベ
」
と

は
全
く
関
係
な
く
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
と
と
で
あ

る。

『
壁
観
」
|
|
総
括
と
新
仮
説

上
記
で
は
「
壁
観
」
の
全
事
例
や
そ
れ
に
関
す
る
仮
説
を
す
べ
て
取

り
上
げ
、
充
分
に
議
論
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
と
に
か
く
「
壁
観
」

の
意
味
が
暖
昧
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
し
て
様
々
な
解
釈
や
説
明
が
可
能

で
、
実
に
雑
多
な
捉
え
方
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

歴
史
的
文
献
で
も
、
現
代
の
学
問
的
解
釈
で
も
、
「
壁
観
」
の
捉
え
方

ダ
ル
マ
と
「
壁
観
」
と
焚
漢
合
成
語
(
ボ
1
ル
・
ス
ワ
ン
ソ
ン
)

は
多
彩
で
あ
る
が
、
二
つ
だ
け
の
共
通
点
が
み
ら
れ
る

:
(
1
)
「
壁
観
」

の
本
来
の
意
味
は
不
明
か
つ
唆
味
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
す
る
解
釈
は
す

べ
て
推
論
的
な
仮
説
に
す
ぎ
な
い
こ
と
と
、

{
2
)
「
壁
」
は
具
体
的
に
、

あ
る
い
は
抽
象
的
、
比
喰
的
に
解
釈
さ
れ
る
が
、
「
か
ベ
」
の
意
味
を

ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
「
壁
」
は
「
か
ベ
」
の
意
味
で
は
な
い
、
と
推
察
す
れ
ば
い
か
が

で
あ
ろ
う
か
。
「
壁
観
」
の
中
国
語
読
み
は
及
品

Hhg(ピ
・
グ
ア
ン
)

で
あ
る
が
、
最
初
の
「
ピ
」
は
吾
与

sbの
頭
文
字
三
を
と
り
、
「
(
い

ろ
い
ろ
な
観
法
の
な
か
の
)
吾
与

gb
と
い
う
観
法
」
を
指
し
て
最

初
は
口
語
・
口
頭
で
使
用
さ
れ
た
と
と
ら
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
か

ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
壁
」
は
「
か
ベ
」
の
意
で
は
な
く
て
、
「
音

訳
」
と
し
て
つ
か
わ
れ
、
(
「
禅
定
」
と
同
じ
く
)
最
初
の
字
は
音
釈
で
、

後
の
字
が
「
意
訳
」
の
い
わ
ゆ
る
「
究
漢
合
成
語
」
で
は
な
か
ろ
う
れ
同

v

さ
ら
に
空
想
を
は
せ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
筋
書
き
は
い
か
が
で
あ
ろ

う
か
。
菩
提
達
摩
の
時
代
(
西
暦
色
。
1
m
g年
頃
)
に
、
仏
教
の
観
法

と
し
て
の
吾
与

sbを
表
現
す
る
た
め
に
、
だ
れ
か
が
(
あ
る
い
は

違
摩
自
身
が
)
口
頭
に

S
V品、

sbの
頭
文
字
ピ
と
、
意
味
内
容
の
「
観
」

を
ビ
・
グ
ア
ン
と
い
う
「
発
漢
合
成
語
」
を
使
用
し
た
と
し
よ
う
。
こ

の
口
頭
的
表
現
が
漢
字
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
最
初
か
ら

感
想
の
修
行
に
い
ろ
い
ろ
と
関
連
の
あ
る
「
壁
」
の
字
が
当
て
ら
れ
た

の
か
、
あ
る
い
は
「
音
訳
」
と
し
て
も
っ
と
頻
繁
に
使
用
さ
れ
て
い
た

「
砕
」
や
「
壁
」
が
使
用
さ
れ
、
後
に
な
っ
て
同
音
に
近
い
「
壁
」
が

五
九



ダ
ル
マ
と
「
壁
観
」
と
党
漢
合
成
語
(
ボ

l
ル
・
ス
ワ
ン
ソ
ン

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
よ
う
。
い
っ
た
ん
口
頭
の
ピ
・
グ
ア
ン

が
文
字
の
「
壁
観
」
に
な
る
と
、
党
語
に
関
し
て
の
意
識
が
薄
い
者
に

と
っ
て
、
「
壁
」
を
「
か
ベ
」
と
し
て
読
み
取
る
こ
と
は
自
然
の
な
が

れ
で
あ
り
、
吾
与

S
む
と
の
関
連
が
失
わ
れ
で
も
不
思
議
で
は
な
い
。

さ
ら
に
、
こ
の
「
壁
観
」
と
い
う
表
現
が
内
容
不
明
な
ま
ま
で
達
摩
伝

説
と
関
連
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
「
面
壁
九
年
」
は

歴
史
的
事
実
と
し
て
こ
の
言
葉
を
生
ん
だ
の
で
は
な
く
、
こ
の
言
葉
が

伝
説
を
生
ん
だ
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
よ
う
す
る
に
、
関
口
氏
が
指

摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
「
『
壁
観
』
は
も
と
も
と
達
摩
が
壁
の
前
で
観
想
す

る
こ
と
を
表
現
す
る
も
の
で
は
な
く
、
『
壁
観
』
と
い
う
表
現
に
よ
っ

て
面
壁
九
年
の
伝
説
が
出
来
上
が
っ
た
」
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い

か
。
と
に
か
く
、
宋
の
時
代
に
な
る
と
、
暖
昧
な
「
壁
観
」
が
、
は
っ

き
り
と
し
た
「
面
壁
」
と
い
う
表
現
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
壁
」
は
「
か
べ
」
を
意
味
し
、
そ
の
「
か
べ
」
を
ど
う
理
解
し
、
解

釈
す
る
の
が
問
題
と
な
っ
た
。

こ
の
仮
説
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
難
点
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
ひ

と
つ
は
「
援
」
の
古
代
読
み
は
立
兵
あ
る
い
は
明
石
山
円
で
あ
り
、
読
み

の
最
後
に
昨
の
音
が
あ
る
の
で
、
三
の
立
日
訳
と
し
て
使
用
さ
れ
る
可
能

性
は
な
い
と
は
い
え
な
い
が
、
か
な
り
無
理
が
あ
る
。

ま
た
、
「
壁
」
が
仏
教
語
音
訳
と
し
て
使
用
さ
れ
る
例
は
ほ
と
ん
ど

み
ら
れ
な
い
。
わ
∞
開
、
『
〉
の

nu--NCZ
で
大
蔵
経
を
検
索
す
れ
ば
、

「
壁
」
が
音
訳
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
例
は
一
つ
し
か
み
つ
か
ら
な

六
O

ぃ
。
そ
れ
は
敦
爆
の
文
献
『
諸
経
要
略
文
』
で
、
宮
島
町
r
§
E
A沼
市
の

音
訳
と
し
て
「
陸
一
支
悌
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
司
自

-
E
C
S
3。

こ
こ
で
一
般
に
司
円
即
時
吋
四
冨
の
音
訳
と
し
て
使
用
さ
れ
る
「
砕
」
の
か
わ

り
に
「
壁
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。
「
砕
」
や
「
壁
」
は

音
訳
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
「
経
一
」
が
音
訳
に

使
わ
れ
な
い
と
は
一
概
に
い
え
な
い
し
、
最
初
は
「
砕
」
か
「
墜
」
が

使
用
さ
れ
、
後
に
「
壁
」
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

更
な
る
問
題
と
し
て
、
「
壁
鏡
」
の
内
容
が
暖
昧
で
あ
っ
て
も
、
『
二

入
四
行
論
』
の
「
安
心
者
壁
観
」
に
し
て
も
、
『
摩
詞
止
観
』
の
「
壁

定
」
に
し
て
も
、
内
容
的
に
は
ぜ
む
uhH
。
応
急
よ
り
な
き
H
H
E

に
近
い
と

い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

最
後
の
難
点
と
し
て
、
仏
教
用
語
の
漢
訳
は
「
音
訳
」
か
「
意
訳
」

の
ど
ち
ら
か
で
、
そ
れ
を
混
合
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
よ
く
言
わ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
実
際
は
そ
う
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
論
文
の
後

半
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
党
漢
合
成
語
」
が
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
は

な
く
、
い
く
つ
か
興
味
深
い
事
例
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

『
究
漢
合
成
語
」
に
つ
い
て

「
壁
観
」
が
て
も
良
吉
誌
の
「
党
漢
合
成
語
」
で
は
な
い
か
、
と
多

く
の
方
に
提
案
し
て
み
た
が
、
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
問
題
に
さ
れ

た
こ
と
は
、
仏
教
用
語
の
漢
訳
は
「
音
訳
」
か
「
意
訳
」
で
あ
り
、
そ

れ
を
混
ぜ
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
通
常



は
「
音
訳
」
あ
る
い
は
「
意
訳
」
の
ど
ち
ら
か
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、

こ
の
件
に
つ
い
て
調
べ
た
と
こ
ろ
、
い
わ
ゆ
る
「
明
漢
合
成
語
」
は
そ

れ
ほ
で
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
た
、
広
く
研
究

し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
大
雑
把
な
印
象
と
し
て
、
二
つ
の
特
徴
が
見

ら
れ
る
気
が
す
る
。

1
.

初
期
漢
訳
仏
典
(
前
鳩
摩
羅
什
、
特
に
支
婁

迦
識
や
支
謙
の
漢
訳
仏
典
)
に
は
、
後
の
漢
訳
仏
典
よ
り
「
究
漢
合
成

語
」
が
頻
繁
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
鳩
摩
羅
什
以
後
の
漢
訳
経
典
に
は

合
成
語
は
希
な
の
で
、
漢
訳
経
典
全
般
も
そ
う
で
あ
る
と
恩
わ
れ
て
い

る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

2
.
「
観
法
」
と
関
連
の
あ
る
熟
語
と
し

て
使
用
さ
れ
て
い
る
例
が
目
立
つ
。
よ
っ
て
、
「
壁
観
」
が
四
1

五
世

紀
の
「
究
漢
合
成
語
」
で
あ
る
こ
と
は
、
特
に
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、

そ
の
た
め
に
こ
の
仮
説
を
否
定
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
え
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
に
か
く
、
「
音
訳
」
と
「
意
訳
」
を
混
合
す
る
熟
語
、
と
い
う
現

象
は
い
ろ
い
ろ
な
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
る
。
現
在
も
っ
と
も
よ
く
使
用

さ
れ
て
い
る
の
は
「
発
漢
合
成
語
」
の
よ
う
で
あ
る
。
望
月
信
亨
編
の

『
悌
教
大
辞
典
』
や
中
村
元
の
『
悌
教
辞
典
』
に
は
「
讐
奉
」
(
あ
る

い
は
「
双
挙
」
)
や
「
併
奉
」
が
み
ら
れ
る
。
須
藤
隆
仙
著
の
『
仏
教

故
事
名
言
辞
典
』
(
新
人
物
往
来
社
・

E
自
"
足
。
項
)
に
は
「
唐
焚
重

標
」
と
い
う
表
現
を
つ
か
っ
て
い
る
。
『
織
田
悌
教
大
辞
典
』
に
は
「
党

漢
隻
奉
」
を
使
用
し
て
い
る
。
十
一
世
紀
の
『
糟
氏
要
寛
』

2

2
・
N

話回
N
)

で
は
「
鉢
孟
」
を
「
華
党
兼
名
」
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。

ダ
ル
マ
と
「
壁
観
」
と
党
漢
合
成
語
(
ポ
l
ル
・
ス
ワ
ン
ソ
ン
)

梁
暁
虹
氏
は
現
代
中
国
語
と
し
て
「
党
漢
合
壁
詞
」
と
い
う
熟
語
を
使

用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
音
訳
」
と
「
意
訳
」
を
混
合
す
る
こ

と
を
定
義
す
る
た
め
に
、
ひ
と
つ
の
表
現
が
定
着
す
る
ほ
ど
注
目
さ
れ

た
現
象
で
は
な
い
が
、
一
応
認
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
「
二
言
語
合
成
語
」

(
E
Z宮
包
窓
口
O
田
町
田
)
は
古
代
の
中
央

ア
ジ
ア
で
頻
繁
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
最
近
】

S
Z喜
一
向
に
よ
っ

て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

Z
皇
官
氏
は
支
謙
な
ど
の
初
期
漢
訳
仏
典
の
語

葉
目
録

(-n邑

gロ
)
を
作
成
中
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
関
し
て
興
味
深
い

指
摘
を
し
て
い
る
。

[
回
忌
ロ
関
口
剛
巴
窓
口
O
田
町
田
]
島
町
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向
司
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色
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ダ
ル
マ
と
「
壁
観
」
と
党
漢
合
成
語
(
ポ
l
ル
・
ス
ワ
ン
ソ
ン
)

四
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国
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比
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F
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こ
の
よ
う
な
二
言
語
合
成
語
の
場
合
、
最
初
の
部
が
外
来
語
由
来
の

形
容
詞
で
、
後
の
部
は
そ
の
「
現
地
語
」
の
名
調
と
い
う
の
が
基
本
的

な
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
こ
と
は
興
味
深
い
指
摘
で
あ
り
、
「
壁
観
」
が
合

成
諾
で
あ
れ
ば
、
ま
さ
に
こ
の
パ
タ
ー
ン
に
沿
っ
て
い
る
。
ま
た
、
英

同.L.

ノ、

語
の
合
成
語
(
「
党
英
合
成
熟
語
」
)
と
し
て
出
し
て
い
る
事
例

J
骨

U
E
S
E
E
s
a
E
Z
O回
ョ
は
、
「
党
漢
合
成
語
」
と
し
て
の
「
壁

観
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。

『
覚
漢
合
成
語
」
の
事
例

で
は
、
「
党
漢
合
成
語
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
仏
教
用
語
や
熟
語
を

い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

• 

「
樟
定
」
や
「
輝
思
」

忌
E
E
Q訟
を
む
の
訳
と
し
て
の

&
守
一
営
む
の
音
訳
は
「
樺
那
」
で
あ
る
が
、
常
時
に
使
用
さ
れ

て
い
る
「
輝
定
」
は
そ
の
音
訳
の
頭
文
字
の
「
謂
」
と
&
守
b
E

や

E
s
bえ
を
の
意
訳
と
し
て
の
「
定
」
で
組
み
合
わ
せ
て
で
き
た

「
党
漢
合
成
語
」
で
あ
る
。
「
調
」
は
音
訳
な
の
で
、
「
坐
禅
」
も

(
順
番
が
逆
で
も
)
一
応
「
党
漢
合
成
語
」
で
あ
る
が
、
こ
の
熟

語
は
党
語
か
ら
の
翻
訳
で
は
な
い
の
で
適
切
な
事
例
で
は
に
か
も

し
れ
な
い
。
「
韓
国
ω
」
は
六
波
羅
蜜
の
緩
列
で
忌
E
E
の
合
成
語

と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
(
支
謙
訳
の
『
悌
説
維
摩
諾
一
粧
』
の
吋

ロ
0・
hp・2
・
HK帥・目
NO回一ω
∞・

mNA2vfmNmmHH∞
な
ど
)
。

• 
言
語
bnsh
の
-
訳
と
し
て
の

「
三
味
定
」

普
段
は
器
送
hhsh
の
音
訳
と
し
て
「
三
昧
」
が
使
用
さ
れ
る
が
、

支
婁
迦
識
の
漢
訳
司
∞
・
主
宰
NNWHN-N∞
o
e
p
な
ど
)
や
他
の



初
期
漢
訳
経
典
(
失
訳
の
『
分
別
功
徳
論
』
、
吋

N
m
-
M
N
σ
N
P
ω
g

E
)
に
は
「
党
漢
合
成
語
」
の
「
三
昧
定
」
が
よ
く
使
用
さ
れ
て

い
る
。• 

冨
卸
包
(
魔
羅
)
の
「
魔
」
を
使
用
し
た
熟
語
:
「
魔
術
」
「
魔

法
」
「
魔
界
」
「
魔
王
」
「
魔
女
」
「
魔
人
」
な
ど

「
魔
」
は
党
語
の
豆
町
闘
を
表
現
す
る
た
め
に
音
を
表
す
「
麻
」

(
S
Q
)

と
意
味
を
表
す
「
鬼
」
を
合
わ
せ
て
創
ら
れ
た
漢
字
(
「
党

漢
合
成
字
」
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
)
で
あ
る
。
「
魔
羅
」
の
頭
文

字
の
音
と
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
を
持
つ
字
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
上
記
の
よ
う
に
多
く
の
、
頻
繁
に
み
ら
れ
る
「
焚
漢

合
成
語
」
が
生
じ
る
。

• 
檀
家
(
島
、
同
母
む
た
)
や
檀
施
(
告
さ
)

&
g
h
u
a
の
音
釈
は
「
纏
越
」
で
あ
る
が
、
最
初
の
「
檀
」
の
音

訳
と
「
家
」
で
「
檀
家
」
の
合
成
語
が
で
き
る
。
ま
た
、
&
さ

は
普
段
「
E
那
」
や
「
檀
那
」
に
音
訳
さ
れ
る
か
、
「
布
施
」
と

意
訳
さ
れ
る
が
、
支
婁
迦
識
-
訳
の
『
無
量
消
浮
平
等
貴
経
』
(
吋

5
・

N
∞O
E
ω
)
や
天
息
災
訳
の
『
菩
提
行
経
』
(
叶

ω
N
・
宮
町
民
ω)
に
は

缶
詰
告
b
E
這
誌
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
「
檀
施
」
の
合
成
語
、
が
使
用

さ
れ
て
い
る
。

ダ
ル
マ
と
「
護
観
」
と
発
漢
合
成
語
(
ポ

i
ル
・
ス
ワ
ン
ソ
ン
)

• 
機
悔
(
骨
密
ヨ
h
H
)

機
悔
の
「
織
」
は
意
味
を
表
す
も
の
で
は
な
く
、
宣
言
む
の
音

訳
「
繊
摩
」
初
頭
文
字
を
と
り
、
「
悔
や
む
」
と
合
成
し
て
「
儲

悔
」
と
な
る
。

• 
hhav白
¥
忌
守
h
H

の
訳
と
し
て
の

「
塔
婆
」
と
「
塔
廟
」

「
塔
婆
」
は

5
A
V
Q

の
音
訳
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
塔
」
は
意

味
も
表
す
の
で
合
成
語
と
も
と
れ
る
の
だ
が
、
普
段
は
最
初
の
字

が
音
訳
で
後
の
字
が
意
訳
で
あ
り
、
「
塔
婆
」
は
逆
な
の
で
、
普

通
の
合
成
語
と
み
る
の
に
少
し
無
理
が
あ
る
。
し
か
し
「
塔
廟
」

の
場
合
は
普
通
の
合
成
語
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

• 
ま
凡
骨
量
ミ
の
訳
と
し
て
の

「
尼
姑
」

「
比
丘
尼
」
が
宰
呉
語
、
え
の
音
訳
と
し
て
使
用
さ
れ
る
の
が
普

通
で
あ
る
が
、
最
後
の
音
写
「
尼
」
と
、
「
女
性
」
を
表
す
「
姑
」

を
あ
わ
せ
て
、
~
v
b
h
持
出
足
ミ
の
訳
と
し
て
の
「
尼
姑
」
の
合
成
語
が

あ
る
。
ま
た
、
「
尼
」
を
使
う
合
成
語
と
し
て
「
尼
戒
」
、
「
尼
房
」
、

「
尼
師
」
な
ど
の
合
成
語
が
あ
る
。

• 
利
土

(
持
』
市
守
ぬ
〉

『
広
説
働
教
語
大
辞
典
』
(
中
巻
、

5
5
5
で
説
明
さ
れ
て
い

---'-ノ、



ダ
ル
マ
と
「
墜
観
」
と
発
漢
合
成
語
(
ポ
l
ル
・
ス
ワ
ン
ソ
ン

る
よ
う
に
、
「
剥
土
」
は
、
「
宮
崎
守
ぬ
の
音
写
で
あ
る
『
剥
』
に
、

漢
訳
の
『
土
』
を
加
え
た
も
の
。
」
と
し
て
の
合
成
語
で
あ
る
。

初
期
漢
訳
経
典
の
事
例
と
し
て
支
婁
迦
識
訳
の
司
君
-
N
N
P
∞・

8
∞
巳
∞
や
吋
ロ
。
.
N
∞O
W
E
-
t
r・
タ
支
謙
訳
の
吋
ロ
0
・
NNm-

∞・品∞
ENω
と
σN0・
$
c
n
E
U
H
a
ロ。
.
N
E
W
E
-
品目。

s・
な
ど
、

多
数
。• 

野
島
ヨ
闘
の
「
発
」
を
使
用
し
た
熟
語
:
「
党
天
」
「
発
行
」
「
党

士
山
」
な
ど

回
忌
昌
弘
の
音
訳
「
焚
」

成
語
が
多
く
み
ら
れ
る
。

に
、
意
味
を
表
す
名
詞
を
つ
け
た
合

• 
宮
、
吉
可
、
宮
、
宮
、
む
の
訳
と
し
て
の
砂
(
沙
)
糖

仏
教
用
語
で
は
な
い
が
、
砂
(
沙
)
糖
の
砂
(
沙
)
は
党
詩
の

宮、
E
3
h
bヲ
宮
、
ぬ
の
頭
文
字
を
音
写
を
表
し
、
漢
字
の
「
糖
」
を

つ
け
て
「
砂
糖
」
の
合
成
語
、
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

• 
鉢
孟

p
u
h
M
H
E
)
 

「
鉢
孟
」
は
僧
が
用
い
る
食
器
守
ぬ
マ
ぬ
)
の
こ
と
で
あ
る
が
、

「
鉢
」
は
意
味
を
表
し
つ
つ
、
huh
対
話
の
音
訳
「
鉢
多
羅
」
か
ら

と
っ
て
、
「
孟
」
(
さ
ら
、
ボ

l
ル
)
と
あ
わ
せ
た
合
成
語
で
あ
る
。

興
味
深
い
の
は
、
「
孟
」
は
三

-sσ
苦
闘
の
音
訳
「
孟
蘭
盆
」
で
、

六
四

音
写
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
『
緯
氏
要
費
』

3

2
・
出

E

N
)

で
は
「
鉢
孟
」
を
「
華
党
兼
名
」
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。

• 
僧
衆

(
h
Qお
喝
さ
)

言
ぬ
ぎ
の
立
日
訳
は
「
僧
伽
」
で
あ
る
が
、
「
僧
」
に
意
味
を
表

す
「
衆
」
を
つ
け
た
ら
話
調
吉
の
合
成
語
に
な
る
。
『
織
回
悌
教

大
辞
典
』

(
E
Z項
)
に
は
「
僧
衆
」
を
「
党
構
讐
拳
」
と
し
て

説
明
し
て
い
る
。

• 
須
福

(
句
H

食
器
h
H
3
a
)

∞
E
F
S白
は
「
善
財
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
在
家
者
の
名
前

と
し
て
よ
く
仏
典
に
で
る
名
前
で
あ
る
。
音
訳
と
し
て
「
須
陀
那
」

や
「
須
達
那
」
に
な
る
が
、
意
訳
で
は
「
善
財
」
と
し
て
現
れ
る
。

「
須
」
は
よ
く
賛
語
話
の
音
写
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
意

味
と
し
て
「
福
」
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
須
福
」
の
合
成

語
が
で
き
る
。
一
例
と
し
て
、
支
謙
訳
の
『
龍
施
女
経
』
の
閏
冒
頭

に

q

z・
8
c
S
)
皆
島
自
白
、
が
「
長
者
須
福
」
と
し
て
登
場
す

ザ。。• 
安
般
守
意
(
智
骨

hgssミ
)

安
世
高
訳
と
さ
れ
て
い
る
『
梯
説
大
安
般
守
意
鰹
』

2
Z
0・

8
N・回目・
5
ω
~
ω
)
の
タ
イ
ト
ル
が
智
札
す
き

s
s
E
の
党
漢
合
成



語
で
あ
る
。
「
安
般
」
は
雪
守
営
む
の
音
写
で
あ
り
、
「
守
意
」
は

き
足
の
意
訳
で
あ
る
。

• 
菩
薩
大
人
、
菩
薩
大
土

(
守
。
&
唱
ぜ
な
お
『
を
や
さ
b
p
b同
h
H
H
叫
て
ね
)

「
安
般
守
意
」
と
同
じ
く
、
「
菩
薩
」
は
宮
曇
-
E寺
む
の
音
釈

で
あ
り
、
大
人
・
大
士
は

B
5
5
3む
の
意
訳
で
あ
る
。
こ
の

熟
語
は
支
謙
の
漢
訳
仏
典
(
『
月
明
菩
薩
経
』
、
司
君
-
5
P
ω
・品

H

H

白
ら
な
ど
)
に
頻
繁
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

• 
阿
夷
行
(
b
h
H
V

・宮

5
E
)

意
訳
は
「
始
業
」
や
「
初
習
業
位
」
で
あ
る
が
、
支
謙
訳
の
『
僻

説
維
摩
詰
経
』
(
吋
エ
-
m
N
N
E
C
)

で
は
例
外
的
に
合
成
語
を
含

め
た
「
阿
夷
行
比
正
」

E
し
て
登
場
す
る
。

「
党
漢
合
成
語
」
に
関
し
て
徹
底
的
に
調
べ
た
わ
け
で
も
な
く
、
私

の
限
ら
れ
た
知
識
で
膨
大
な
仏
典
の
な
か
か
ら
上
記
に
よ
う
な
事
例
を

見
つ
け
出
し
た
。
こ
れ
以
外
に
も
多
く
の
「
党
漢
合
成
語
」
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
い
え
る
の
は
、
「
発
漢
合
成

語
」
は
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
、
党
語
か
ら
の
仏
教
用
語
は

「
音
訳
」
か
「
意
訳
」
の
ど
ち
ら
か
で
、
混
合
す
る
こ
と
は
な
い
、
と

い
う
理
由
で
、
「
壁
観
」
を
ぜ
守
白
々

sbの
「
究
漢
合
成
語
」
と
と
ら
え

ダ
ル
マ
と
「
壁
観
」
と
焚
漢
合
成
語
(
ポ
l
ル
・
ス
ワ
ン
ソ
ン
)

る
仮
説
を
否
定
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

結
論

「
壁
観
」
が
さ
百
台
、

sh
の
「
賛
漢
合
成
語
」
で
あ
る
と
い
う
仮
説

は
い
ま
の
と
こ
ろ
、
文
献
的
に
も
、
他
の
証
拠
を
挙
げ
て
証
明
で
き
な

い
単
な
る
推
論
・
空
想
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か

し
、
強
い
て
き
ロ
え
ば
、
「
壁
観
」
に
関
す
る
他
の
多
く
の
仮
説
も
同
じ

く
、
は
っ
き
り
と
し
た
根
拠
の
な
い
推
論
で
あ
り
、
結
局
ど
れ
が
「
正

し
い
」
の
か
の
証
明
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
菩
提
達
摩
が
少
林
寺
の

洞
窟
内
の
壁
に
向
か
っ
て
九
年
間
坐
禅
を
続
け
た
と
い
う
「
面
壁
九
年
」

の
伝
説
は
歴
史
上
の
違
摩
よ
り
四
・
五
百
年
が
た
つ
た
後
に
は
じ
め
て

出
現
す
る
話
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に
「
壁
観
」
が
も
と
も
と
何
を
意
味

し
て
い
た
か
は
歴
史
の
閤
に
曙
さ
れ
た
永
遠
の
謎
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
い
く
つ
か
の
疑
問
が
発
生
す
る
。
ま
ず
は
、
「
壁
観
」
は
「
壁

を
観
る
」
で
は
な
く
、
本
来
は
ぜ
世
u
b
A
可
ぬ
誌
を
表
現
し
た
合
成
語
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
壁

観
」
は
菩
提
達
摩
の
歴
史
的
事
実
を
表
す
も
の
で
は
な
く
、
「
面
壁
九

年
」
の
伝
説
は
「
壁
観
」
の
表
現
そ
の
も
の
か
ら
生
ま
れ
た
逸
話
・
物

語
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
も
お
寺
な
ど
で
壁

に
向
か
っ
て
坐
禅
を
行
す
る
者
に
と
っ
て
、
そ
の
習
慣
は
歴
史
的
人
物

「
菩
提
達
摩
」
の
実
際
の
経
験
に
も
左
づ
い
て
い
る
と
と
は
必
然
的
な

こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
壁
に
向
か
っ
て
坐
樽
を
す
る
こ
と
の

六
五



ダ
ル
マ
と
「
壁
観
」
と
発
漢
合
成
語
(
ポ

l
ル
・
ス
ワ
ン
ソ
ン

有
効
性
は
数
百
年
の
習
慣
と
実
践
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
、
菩
提
達
摩

の
伝
説
は
そ
れ
な
り
に
意
味
が
あ
る
が
、
壁
に
む
か
つ
て
坐
禅
す
る
こ

と
は
達
摩
一
人
の
歴
史
的
経
験
に
頼
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
い
え
る

の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
最
近
は
柳
田
聖
山
な
ど
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て

教
爆
の
文
献
な
ど
に
も
と
づ
き
、
菩
提
達
摩
を
ふ
く
め
た
初
期
禅
宗
の

見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
「
壁
観
」
は
三
、
RHAE誌
を
表
現
し
た
合

成
語
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
菩
提
達
磨
」
と
い
う
人
物
を
ど
の
よ
う
に

再
想
像
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
司
君
昼
、

sb
が
菩
提
達
摩
の
基
本
的
観

法
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
初
期
禅
宗
の
歴
史
を
ど
の
よ
う
に
見
直
す
べ

き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
「
坐
禅
」
を
中
心
に
お
〈
仏
教
に
お
い
て
、

ぜ
守

s々

gb
を
再
検
討
す
る
機
会
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
様
々
な
可

能
性
、
が
浮
き
彫
り
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

最
後
に
、
「
壁
観
」
が
三
苦
々

sbを
表
現
し
た
と
い
う
推
論
は
的
外

れ
に
し
て
も
、
「
党
漢
合
成
語
」
が
(
特
に
初
期
漢
訳
時
代
に
)
わ
り

と
頻
繁
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
私
自
身
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
「
目

覚
め
・
発
見
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
漢
訳
仏
教
用
語
を
検
討
す
る

た
め
の
ひ
と
つ
の
「
視
点
」
を
提
供
す
る
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
「
党
漢

合
成
語
」
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
期
漢
訳
仏
典
の
翻
訳
者
や

翻
訳
系
統
を
見
分
け
た
り
、
翻
訳
年
代
の
推
察
、
翻
-
訳
方
法
に
関
し
て

の
示
唆
、
初
期
中
国
仏
教
に
と
っ
て
の
中
央
ア
ジ
ア
の
影
響
、
仏
教
用

語
の
展
開
、
な
ど
を
考
察
す
る
の
に
役
立
つ
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
が
得

ら
れ
る
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
焚
漢
合
成
語
」

ムハムハ

が
ひ
と
つ
の
視
点
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
期
中
国
仏
教
や
初
期
漢

訳
経
典
の
研
究
に
利
用
さ
れ
れ
ば
、
さ
ら
に
い
ろ
い
ろ
な
成
果
が
み
ら

れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

註
(
1
)
本
論
で
は
「
達
磨
」
と
「
達
摩
」
の
使
用
は
一
見
不
統
一
に
見
ら
れ
る
が
、

意
識
的
に
引
用
文
や
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
使
い
分
け
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
初
期
縛
宗
の
文
献
を
扱
う
と
き
は
「
逮
摩
」
、
後
の
時
代
の
使
用
に

は
「
逮
磨
」
な
ど
、
そ
の
内
容
に
そ
っ
て
使
い
分
け
た
つ
も
り
で
あ
る
。

漢
字
の
新
・
旧
体
の
使
用
(
「
観
」
か
「
観
」
な
ど
)
も
引
用
文
や
コ
ン
テ

ク
ス
ト
に
沿
っ
て
使
い
分
け
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。

(
2
)

こ
の
件
に
つ
い
て
、
鈴
木
格
禅
著
、
『
「
壁
観
」
試
論

(
1
)
』
、
「
駒
沢
大

学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
」
臼

N
2
2
e
-
民，
N印
を
参
照
。

(
3
)

『
二
入
四
行
論
』
に
つ
い
て
は
、
柳
田
霊
山
著
『
初
期
締
宗
史
書
の
研
究
』

(
法
蔵
館
、

5
。
斗
)
、
お
ω
、
な
ど
を
参
照
。

(
4
)
関
口
集
大
著
、
『
天
台
止
観
の
研
究
』
(
岩
波
書
底
、
邑

S)、
Ng。

(
5
)

「
故
に
、
準
人
、
文
字
語
言
に
依
っ
て
道
と
為
す
は
、
風
の
中
の
燈
の
如

し
。
閣
を
照
ら
す
こ
と
能
わ
ず
。
焔
焔
謝
減
す
。
若
し
浄
坐
し
無
事
な
ら

ば
、
密
室
の
中
の
燈
の
如
く
、
即
ち
能
く
聞
を
破
し
物
を
照
ら
す
こ
と
分

明
な
り
」
(
『
楊
伽
師
資
記
』
、
寸

g・昆虫口)。

(
6
)

「
若
能
修
定
如
密
室
中
燈
能
破
巨
閉
」
(
『
摩
郡
止
観
』

wJZ∞・
2
F
5・5
)



;
「
止
を
修
す
る
を
以
て
の
故
に
、
即
ち
定
心
を
得
、
定
心
を
得
る
が
故
に
、

密
室
の
中
の
燈
の
如
く
、
則
ち
能
く
閣
を
破
し
、
も
の
を
照
ら
す
こ
と
分

明
な
り
」
(
『
天
台
小
止
観
』
、
寸
怠
・
怠
♂
H
N
・
5
)
。

(
7
)
関
口
填
大
著
、
『
天
台
止
観
の
研
究
』
、
M
g
。

(
8
)

『
二
入
四
行
論
』
の
文
献
に
つ
い
て
は
柳
田
聖
山
編
訳
『
逮
摩
の
語
録
・

禅
の
語
録
1
』
(
筑
摩
書
房
、
5
S
)
、
を
参
照
。

(
9
)
柳
田
著
、
『
初
期
禅
宗
史
書
の
研
究
』
、
A
P
S
。

(m)
鎌
田
茂
雄
編
、
『
禅
源
諸
詮
集
部
・
禅
の
語
録
@
』
(
筑
摩
書
房
、
5
2
)
、

口
。
・
M
H
を
参
照
。

(
日
)
「
壁
観
]
の
他
の
事
例
や
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
柳
閏
聖
山
著
『
初
期
禅

宗
史
書
の
研
究
』
、
色
白
・
留
、
な
ど
を
参
照
。
英
語
で
は
向
。
V
ロ
冨
n
p
s
h
u
z

与
H
4
t
包
砕
b
s
h
h
ミ
S
冊
、
。
s
s
g
ミ
N
U
A
司
S
h
b
h
w
豆
島
崎
国

(
同
E
D
晶
画
∞
E
&
2
5
岡
田
白
骨
〉
包
回
目
回
居
生
V
包
囲
ω
・
問
。
S
E
E
-

d
E
A
d
z
a
q
a
国
匝
君
民
一
F
o
g
-
E
∞
め
)LV桐
yHHN-H日"印。日・
4

・
が
も
っ

と
も
詳
し
く
取
り
上
げ
て
い
る
。

(
ロ
)
『
鈴
木
大
拙
全
集
』
第
凶
巻
(
岩
波
書
唐
、
邑
g
)
、
g
-
誌
を
参
照
。

(
凶
)
関
口
虞
大
著
、
『
天
台
止
観
の
研
究
』
(
岩
波
書
底
、
冨
宰
)
、
M
O
N
・

s.

(
凶
)
「
そ
し
て
『
壁
観
』
は
、
墜
を
観
ず
る
観
法
で
も
壁
に
見
る
観
法
で
も
な

く
、
観
法
の
内
容
に
関
連
さ
せ
た
意
味
で
の
、
壁
を
用
い
、
壁
を
必
要
と

す
る
観
法
で
も
な
く
、
ま
た
宗
密
の
い
う
如
く
響
喰
で
も
な
く
、
そ
れ
は

ま
さ
に
、
壁
に
面
し
て
独
坐
修
定
す
る
と
い
う
、
客
観
的
形
状
に
対
し
て

ダ
ル
マ
と
「
壁
観
」
と
焚
漢
合
成
語
(
ポ

l
ル
・
ス
ワ
ン
ソ
ン
)

称
呼
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
頭
初
は
『
面
壁
』
『
面
踏
』
と
、
全
く
同
義

の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
」
(
鈴
木
格
禅
著
、
『
「
壁
観
」
試

論

(
1
)
』・

8)。

(
日
鈴
木
格
禅
著
、
『
「
壁
観
」
試
論

(
1
)
』
"
目
。

(
凶
)
鈴
木
格
禅
著
、
『
「
墜
観
」
試
論
(
E
)
』
-
M
a
。

(
げ
)
鎌
田
茂
雄
編
、
『
禅
源
諸
詮
集
部
・
禅
の
語
録
丘
、
話
。
。

(
民
)
柳
田
著
、
『
初
期
禅
宗
史
書
の
研
究
』
、
お
同
・
包
を
参
照
。

(
印
)
柳
聞
霊
山
著
、
『
禅
思
想
ー
ー
そ
の
原
型
を
あ
ら
う
』
(
中
公
新
書
砕
き
、

H@斗印)、回。・曲。。

(
m
山
)
旬
。
回
阿
国
露
目
何
回
夕
、
由
2
.
b
h川
凶

3
h
F
H
。
旬
、
b
N
。
b
~
同
同
町
。
ロ
足
。
』
J
M
3
H
h
b
h
・

K
E
E
n
e
旬
、
自
民
舎
旬
。
。

EU可
営

S

E
令
指
♀
h
b
』
両
足
島
常
国

(
回
申
同
w
o
-
0
1
C
5
2
周
囲
仲
寄
え
の
曲
E
O
同
国
富
岡
M司
g
p
N
。
。
臼
)
・

2
y
印。.UN。

(引

)jrz冨
n
M
g
p
h
r
s
Z
M
8
4
b
N
2
・
唱
巴
・
他
の
英
文
で
の
「
墜

観
」
に
つ
い
て
の
議
論
を
f
F
Z
K
2
8
島
2
r
a
g
s
p
家
斗
何
回
ゆ

出
陣
同
町
g
骨
4
0
凶
骨
O
向
。
v
u
自
国
宮
島
門
出
巳
曲
目
H
4
F
。
H
b
回
開
∞
n
g
ロ
ョ
(
冨
・
〉
-

e
8
2
g
t
。
P
〉
回
申
宵
乱
回
国

Z
聞
広
口
回
国
-
C
E
4
0
5
E
司
・
冨
斗
@
)
U
M
H
o
v
o
a

開
・
W
5
3
E
h
-
-
-
目
。
F
H
H
E
S
旬
。
同
S也

h
b
h
n同
g
g
u
二
志
向
リ
b
h
g

h
泊
丸
岡
町
包
争
目
。
ぉ
q
z
h
-
E
R
E
-
-
h
h
宮
、
k
h
h
w
官
民
島
賞
金
R
O凶
司
君
出

(
P
E
g
s
回
日
M
M
巳
p
n
$
s
c
g
g
同
包
々
回
M
回
福
田
タ
冨
∞
@
)
・
特
に
Z
・

5
0
・
2
・
自
由
ど
な
m
w
a
F
W
同
2
m
v
g
p
目
。
』
H
S陰
k
r
s
h
E
s

h
h
n
b
q
S
司
・
・
目
。
F
N
宮
廷
凶
ザ
0
6
誌
な
え
指
匂
(
固
め
円
宮
町
可
い

d
自
g
同
国
民
可
O
向
。
曽
町
内
D
E
E
P
S
F
E
S
)
切
な
ど
を
参
照
。

六
七



ダ
ル
?
と
「
壁
観
」
と
焚
漢
合
成
語
(
ポ

l
ル
・
ス
ワ
ン
ソ
ン
)

(
幻
)
小
白
田
宏
允
著
、
「
チ
ベ
ッ
ト
の
禅
宗
と
『
歴
代
法
宝
記
』
」
、
『
禅
文
化
研
究

紀
要
』
第
∞
号
(

H

S

。
)
一
鈴
木
格
禅
著
、
『
「
壁
観
」
試
論

(
H〉』
w

注
H
M
w

唱・

ぉ
・
を
参
照
。
ま
た
、
こ
の
件
は
『
二
入
四
行
論
』
の
英
訳
と
解
釈
を
含
む
守
』
田
町

N
U島
民
』
号
包
h
h
b
Sミ
。
司
~
呂
町
陸
忌
宮
町
民
町
内
。
』
品
。
、

N
Z
V可

ト『O
臨

w
a
v・回
g
z
Z
S
F
胴長・

8
・2
、
で
詳
細
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

(
お
)
こ
の
発
想
は
も
と
も
と
私
の
独
創
で
は
な
く
、
記
憶
が
正
し
け
れ
ば
、

d
E
S吋包

q
a
認
R
E咽
釦
ロ
の

F
Z屈
の
0
5
2
か
ら
聞
い
た
気
が
す
る
。

(
剖
)
古
代
の
中
国
語
読
み
を
再
現
し
て
い
る
回
晶
君
ぽ
の
・

MMMM--aV-E-P

hhHMS
旬。、
p
s回
hgnn市

民
、

H
6
2
5
5
g
hば
陸
司
令

h
E
A
r

gk言語、

Nhh市
区
・
nE町
門
医
詰

R

E
丸

岡

-aA可

S
b岳
民
ぽ

(〈曲ロ
00回
〈
由
同
一

d
巳
4
申円固定出可。町一回口酔仲田町。

czsE曲
司
5
2・岡山
w
@
同)・同
M
-

誌
を
参
照
。
こ
の

MM5W¥Muaw
読
み
の
故
に
、
日
本
語
で
「
壁
」
を
『
ヘ

キ
」
と
読
む
。

(
お
)
こ
の
件
に
つ
い
て
冨
白

F
0・
守
色
旬
、
自

S
R
E
b
p
唱
・
印
。
.
戸
匂
-

Ha。
を
参
照
。

(
お
)
こ
の
件
に
つ
い
て
「
中
国
語
に
お
け
る
仏
教
用
語
の
影
響
」
を
専
門
と
し

て
研
究
し
て
き
た
、
南
山
大
学
総
合
政
策
部
教
授
の
梁
暁
虹
氏
か
ら
多
く

の
教
示
を
受
け
た
。
ま
た
、
梁
暁
虹
著
、
司
悌
教
奥
漢
語
詞
陸
』
(
台
湾
仏

光
文
化
、

N
O
O
H
)
、
特
k
u
g・
5
項
を
参
照
。

(
幻
)
宮
坂
宥
勝
著
、
『
仏
教
語
入
門
』
(
筑
摩
書
房

L
S
S
を
参
照
。

(
お
)
上
記
の
『
傍
教
奥
漢
語
調
匿
』
を
参
照
。
こ
の
熟
語
で
「
援
」
が
使
用
さ

れ
て
い
る
の
は
、
今
回
の
論
文
で
取
り
上
げ
て
い
る
「
壁
」
の
問
題
と
関

醤
童
建
議
襲
撃
さ
主
主
主
〉
ん
を
雲
J

六
八

係
な
く
、
ま
っ
た
く
の
偶
然
で
あ
る
。

(
m
m
)

凶。。
ω
年
∞
月
留
日
付
け
の

P
P
M
で
私
に
送
っ
て
い
た
だ
い
た
文
書
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

(
初
)
上
記
の
関
口
英
大
の
示
唆
を
思
い
出
し
た
い
:
「
墜
に
面
し
壁
を
観
る
意

味
で
あ
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
観
墜
と
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
語
の
形
の
う

え
か
ら
見
る
と
、
観
の
一
字
が
名
調
で
あ
っ
て
、
援
の
一
字
が
そ
れ
に
封

す
る
形
容
詞
的
な
意
味
で
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
」
(
『
天

台
止
観
の
研
究
』
、

NS)。

(
汎
)
た
だ
し
、
中
村
元
著
『
広
説
傍
教
語
大
辞
典
』
(
上
巻
、
印
窓
口
)
で
は
「
繊

は
』
町
長
さ
の
立
田
写
で
、
ゆ
る
し
を
憩
フ
こ
と
。
悔
は
、
』
宮
一
き
の
意
釈
で
、

く
や
む
こ
と
。
」
と
説
明
し
て
い
る
。

〈
幻
)
『
広
説
悌
教
語
大
辞
典
』
(
下
巻
、

E
g
n
)
で
は
「
塔
廟
」
を
、
「
塔
は
h
h
旬、
h

の
音
写
、
廟
は
そ
の
漢
訳
。
」
と
説
明
し
て
い
る
。

(
幻
)
支
婁
迦
識
や
支
謙
の
事
例
の
多
く
は
1

『
g
z
a
E
2
か
ら
教
示
さ
れ
て

い
た
だ
い
た
も
の
で
、
こ
こ
で
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
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