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序

文

此

の
度
、
丁
度
、
秋
の
紅
葉
で
日
本
が

一
番
奇
麗
な
時
期

に
、
国
際
日
本
文

化
研
究
セ
ン
タ
ー
に
お
招
き
頂
き
、
誠
に
こ
の
上
な
い
喜
び
の
念
と
感
謝
の
思

い
で

一
杯
で
あ
り
、
心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

特
に
、
幸
運
が
重
な

っ
て
京
都
と

パ
肱
の
地
で
お
会
い
し
て
お
近
づ
き
に
な

る
こ
と
が
で
き
た
山
折
哲
雄
先
生
に
こ
こ
ろ
か
ら
の
謝
意
を
表
し
ま
す
。

さ
て
、

シ
ン
ポ
ジ

ュ
ウ
ム
の

「
日
本
の
宗
教
に
お
け
る
世
俗
化
」
と

い
う

テ
ー
マ
に
関
し
て
で
す
が
、
最
初

は
日
本

の
仏
教
と
儒
教

の
関
係

1

た
と
え

ば
五
山
か
ら
出
た
儒
教
と
か
北
条
氏
が
保
護
し
た
金
沢
文
庫

の
沿
革
と
か

-

或
は
前
か
ら
私
の
研
究
対
象
で
あ

っ
た
明
恵
上
人
の

『夢
記
」
と
彼
の
周
り
の

僧
侶
た
ち
の
生
活
や
檀
家
と
の
関
係

に

つ
い
て
発
表
し
よ
う
か
と
思

っ
て
い
ま

し
た
が
、
私
の
そ
う
い
う
研
究
は
未
だ
遅
々
と
し
て
進
ん
で
お
り
ま
せ
ん
の
で

そ
れ
は
別
の
機
会
に
し
、
最
近
取
り
あ
げ
た
我

・
自
己
の
問
題
に
つ
い
て
、
結

局
、
お
話
す
る
事
に
し
ま
し
た
。

と
い
う
の
は
、
「我
」

の
問
題
は
宗
教
的
、

心
理
的
な
性
格
が
強
く
、
世
俗
的
な
面
は
な
い
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
必
ず

し
も
そ
う
で
は
な
い
と
思
う
よ
う

に
な

っ
て
き
た
か
ら
で
す
。
ど
う
い
う
事
か

と
云
い
ま
す
と
、

日
本
人
に
は
、

(大
き
な
流
れ
と
し
て
)
世
間
の
事
を
離
れ
て

宗
教
的
に
も
心
理
的
に
も
自
分
の
深

い
真
実
の
我
に
到
達
し
た
と
き
に
、
そ
の

立
場
を
護

っ
て
安
住
す
る
傾
向
と
、

そ
の
逆
に
世
間
に
立
ち
戻

っ
て
自
分
の
体

験
し
た
も
の
に
基
づ
い
て
普
通
の
世

間

・
人
間
の
社
会
に
回
帰
し
、
現
実
的
な

状
況
に
利
他
、
愛
他
と
い
っ
た
精

神
で
働
き
か
け
行
動
す
る
傾
向
と
が
見
ら
れ

る
か
ら
で
す
。
自
我
の
真

の
あ
り
方
、
真
実

の
追
求
が
、
現
実

の
社
会

に
お
け

る
行
動

(道
徳
)

と
直
接

に
結
び

つ
い
て
い
る
の
が
日
本

の
宗
教

の
特
色
の

一

つ
で
す
。
そ
れ
は
、
知
識
は
純
粋

に
抽
象
的
な
領
域
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な

く
、
現
実

の
生
活
に
応
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
い
わ
ゆ
る
現
実

重
視
の
立
場
で
す
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
西
洋
の
哲
学
者
、
特
に
デ
カ
ル
ト
や
カ

ン
ト
等
が
完
全
に
霊
魂
或
は
心
と
身
体
と
を
分
け
、
知
識
と
道
徳
と
を
別
の
次

元
で
考
え
よ
う
と
し
た
結
果
、
行
き
づ
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
と
対
照
的
で
す
。

そ
う
し
た
現
実
肯
定
的
な
傾
向
は
、
又
別
な
面
で
も
日
本
の
宗
教
の
も
う

一
つ

の
特
色
を
な
す
も
の
で
す
。

一
つ
は
概
念
や
考
え
方
、
或
は
特
定
の
宗
派
の
宗

旨
が
正
し
け
れ
ば
ほ
か
の
も
の
は
す

べ
て
間
違

っ
て
い
る
と
す
る
西
洋
の
宗

教

・
哲
学
の
二
者
択

一
或
は
三
者
択

一
に
よ
る
相
互
排
除
的
な
思
考
様
式
に
対

し
て
、
日
本

の
宗
教

・
哲
学
思
想
家
は
場
合
に
よ

っ
て
神
道
的
、
儒
教
的
な
要

素
を
あ
わ
せ
用
い
る
な
ど
、
宥
和
的
で
寛
容
な
混
合
主
義
の
態
度
の
思
考
様
式

を
採
用
し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
見
解
か
ら
し
て
、
こ
の
我
の
問
題
は
日
本
の

宗
教
を
取
り
扱
う
時
に
大
変
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
見
落
と
し
て
は
な

ら
な
い
問
題
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

今
回
の
発
表
で
私
が
こ
の
我
の
問
題
に
注
目
し
た
の
は
、
西
田
幾
多
郎

(
一

八
七
〇
～

一
九
四
五
)
の
書
物
を
読
ん
だ
の
が
き

っ
か
け
で
す
。
彼
は
我
と
い
う

問
題
に
早
い
時
期
か
ら
取
り
組
み
、
『善
の
研
究
』
(
一
九
=

)
や

『私
と
汝
』

(
一
九
三
二
)
(『無
の
自
覚
的
限
定
』
に
含
ま
れ
る
)
と
い
う
著
作
を
著
し
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
は
私
の
興
味
を
ひ
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
こ
の
我
と
か
自

己
と
い
う
も
の
は
日
本

の
伝
統

の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の

か
と
い
う
事
を
知
り
た
い
と
思

っ
て
研
究
し
た
訳
で
す
。
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西
田
の
哲
学
の
発
端
は
、

一
方

で
は
王
陽
明

(
一
四
七
二
～

一
五
二
八
)
の
主

観
の
哲
学
に
あ
り
、

こ
の
考
え
方

に
よ
る
と
、
実
学

・
知
行
合

一
と
い
っ
て
、

行
動
と
離
れ
た
理
論
も
な
け
れ
ば
、
人
間
の
行
動
を
離
れ
て
物
事
の
理
た
る
心
、

自
分
の
心
も
な
い
の
で
す
。
特
に
明
治
時
代
に
は
、
陽
明
学
は
当
時
は
や

っ
て

い
た
ド
イ
ッ
の
観
念
論
に
匹
敵
す

る
思
想
と
み
な
さ
れ
、
陽
明
学
の
研
究
は
盛

ん
で
あ

っ
た
よ
う
で
す
。

も
う

一
方
に
あ
る
の
は
大
乗
仏
教

の
思
想
か
ら
く
る
我
と
い
う
考
え
方

で
す
。

教
学
の
面
で
は
般
若

・
中
観
や
華
厳

の
思
想
、
そ
し
て
実
践
の
面

で
は
白
隠
慧

鶴

(
一
六
五
五
～

一
七
八
五
)
が
革
新
し
た
禅
と
念
仏
を
混
合
し
た
臨
済
禅
と
が
、

明
治
の
知
識
人
に
か
な
り
に
影
響
を
与
え
た
の
で
す
。
取
り
分
け
、
日
本
の
伝

統
思
想
上
、
キ
リ
ス
ト
教
に
匹
敵
す

る
と
も
思
わ
れ
る
、
中
世
の
偉
大
な
思
想

家

で
仏
教

の
革
新
者
で
あ
る
道
元

(
一
二
〇
〇
～

=
一五
三
)
と
親
鸞

(
二

七

八
～

一
二
六
二
)

の
教
学
が
、

普
遍
宗
教
、

哲
学
の
中

で
再
発
見
さ
れ
、

西
田

哲
学
に
直
接
な
い
し
間
接
的
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま

す
。結

論
か
ら
い
え
ば
、
日
本

の
仏
教

は
印
度
で
起
こ
っ
た
仏
教
の
無
我

・
自
己

(帥ゴ
B
①ロ
)
否
定
と
思
わ
れ
る
立
場

を
取
ら
な
い
で
、

む
し
ろ
自
己
を
肯
定
し
、

そ
れ
を
育
成
し
て
い
く
と
い
う
特
殊
性
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

一
方
で
は
宗

教
的
、
心
理
的
に
人
間
の
深
い
主
体

の
心
を
内
面
的
に
探
索
し
ま
す
。
そ
れ
は

例
え
ば
空
海

(七
七
四
～
八
三
五
)
や
道
元
が
展
開
し
た
と
思
わ
れ
る
自
己
即
仏

や
自
己
即
宇
宙
と
い
う
自
己
成
就
の
方
向
に
発
展
し
た
よ
う
で
す
。
そ
し
て
も

う

一
方
で
は
、

一
つ
の
集
団
の
中
で
社
会
的
な
自
己
が
表
現
さ
れ
発
展
し
て
い

く
の
で
す
。
そ
れ
は
例
え
ば
鈴
木
正
三

(
一
五
七
九
～

一
六
五
五
)
等

の
考
え
で

す
。
無
論
の
事
、

こ
の
二

つ
の
傾
向
が
同
時
に
結
合
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
む

し
ろ
、
そ
う
い
う
場
合
が
多
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
二
面
を
持

つ
我
の
問

題
を
哲
学
の
面
か
ら
総
合
的
に
取
り
扱

っ
て
体
系
づ
け
よ
う
と
し
た
の
が
西
田

幾
多
郎
を
中
心
と
す
る
京
都
学
派
な

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

先
ず
私
は
日
本
語
に
お
け
る
我
と
い
う
も

の
を
概
説
し
、
そ
れ
か
ら
仏
教

に

お
け
る
我
を
解
釈
し
そ
し
て
最
後
に
こ
の
我
な
い
し
自
己
に
関
し
て
著
作
を
著

し
た
日
本
の
何
人
か
の
仏
教
の
思
想
家
に
つ
い
て
話
を
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
本
語
に
於
け
る
我

こ
の
我

・
自
己

・
己
れ
で
あ
る
意
識
、
言
い
換
え
れ
ば
個
人
で
あ
り
、
思
考

し
話
す
主
体

で
あ
る
意
識
は
、
勿
論
、
日
本
の
伝
統
の
中
に
あ
る
訳
で
す
が
、

我
と
か
自
己
と
か
い
う
意
識
や
、
そ
れ
ら
を
表
す
言
葉
が
あ

っ
て
も
、
日
本
人

は

一
般
に
そ
れ
ら
の
概
念
そ
の
も
の
を
取
り
扱
う
事
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
で
す
。

日
本
語
で
は
自
分
と
い
う
も
の
を
前
に
出
さ
ず
、
目
立
た
な
い
よ
う
に
自
分
を

引

っ
込
め
る
習
慣
が
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら

「私
」
と
か

「
き
み
」
と
か

「
あ

な
た
」
と
か
い
う
人
間
を
直
接
的
に
指
し
て
、

つ
ま
り
自
動
的
に
人
称
代
名
詞

を
使

っ
て
話
す
こ
と
が
な
い
の
で
す
。
現
代
語
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
事
は
、

我
と
か
あ
な
た
と
か
い
っ
て
も
、
完
全
に
は
人
称
代
名
詞
の
役
割
を
果
た
し
て

い
な
い
と
い
う
事
実
を
み
て
も
明
か
で
す
。
人
称
代
名
詞
を
使
う
と
す
れ
ば
ご

く
必
要
な
場
合
だ
け
、
た
と
え
ば
話
し
合
い
の
中
で
話
す
相
手
の
間
で
誰
の
事

を
言

っ
て
い
る
か
分
か
ら
な
い
場
合
に
限

っ
て
で
す
。
そ
の
為
に
日
本
語
は
人

を
指
す
場
合
に
代
わ
り
の
も
の
を
使
い
ま
す
。
人
と
人
と
の
関
係
を
示
す
の
に
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敬
語
と
か
空
間
配
置
に
よ
る
呼
び
方
と
い
う
間
接
的
な
い
い
ま
わ
し
を
使
用
し

ま
す
。

つ
ま
り
、
長
く
封
建
社
会
で
あ

っ
た
日
本
に
お
い
て
、
人
は
他
の
人
と

上
下
関
係
や
そ
の
他
の
多
様
な
関
係
を
重
視
し
て
お
り
、
自
分
の
居
る
場
所
や

携
わ

っ
て
い
る
仕
事
、
役
職
、
社
会
的
地
位
な
ど
の
方
を
強
く
意
識
す
る
の
で

す
。例

を
挙
げ

て
み
れ
ば
、
無
理
に

「私
」
を
使
う
と
傲
慢

に
響
く
の
で

「
『私
」

の
伯
父
の
実
業
家
」

と
か

「
『私
』

が
そ
の
家

へ
住
み

つ
く
そ
の
晩
…
…
」

と

い
う
言
い
方
を
避
け
ま
す
。
又
日
本
人

に
は
消
極
的
な
表
現
の
仕
方
が
目
立
ち

ま
す
。

「伊
藤
整
氏
が
、

西
洋
人
は

「
お
の
れ
に
せ
ら
れ
た
こ
と
を
人
に
も
な

せ
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教

の
肯
定
的
な
言
い
方
に
従
う
が
、
同
様
な
こ
と
を
日

本
人
は

「
己
れ
の
欲
せ
ざ
る
所
、
人

に
施
す
こ
と
勿
れ
」
と
言

っ
た
り
し
て
積

極
的
な
教
え
よ
り
も
儒
教
の
場
合
の
様
に
消
極
的
禁
止
的
な
教
え
が
多
い
の
だ

そ
う
で
す

(金
田

一
春
彦
・
日
本
人
の
言
語
表
現

・
†

窃

一一・一
)。

人
を
指
す
時

に
は
指
示
限
定
詞
、
特
に
空
間
的
な
意
味
を
含
め
た
限
定
詞

1

た
と
え
ば
こ
っ
ち
、

こ
ち
ら
、

そ
ち
ら
、

こ
な
た
、

あ
な
た
と
か
或
は
自

分
が
居
る
所

i

、
或
は
普
通
代
名

詞
で
あ
る
私
と
か
僕
と
か
我
と
か
或
は
自

　
お
の
　

分
の
名
前
と
か
ー

、
そ
れ
か
ら
再
帰
代
名
詞

1

わ

・
己

・
己
れ

.
自
身

.
自

分
等

1

と
い
っ
た
三
種
類
の
限
定
詞
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、

厳
格

に
云
え
ば

こ
れ
ら
は
中
立
的
な
言

い
方
で
は
な
い
訳
で
す
。
た
と
え
ば
私
と
い

う
と
公
け
に
対
し
て
私
的
プ
ラ
イ
ヴ

ェ
ー
ト
な
事
、
そ
し
て
勝
手
な
自
己
中
心

わ

わ

的

な

事

を

表

し

て

い
ま

す

。

「
我

」

と

「
我

れ
」

は

私

ロ
Φ
]

に
対

し

て
も

汝

[ε

]

に
対

し

て
も

自

分

の
事

[、.ω
9
.、]

を

意

味

し

て

い

た

の

で
す
。

時

に

は

没

我

的

な

言

い
方

を

使

う

こ
と

も

あ

り

ま

す

ー

た

と

え

ば

「
何

々
と

思

わ

れ

る
」
と
い
う
の
も
自
分
を
控
え
目
に
し
た
言
い
方

で
す
。
そ
う
い
う
点

に
儒
教

の
影
響
が
多
少
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
日
本

の
所
謂
人
称
代
名
詞
は
個
人

的

・
主
観
的

・
感
情
的
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持

っ
て
お
り
、
謙
遜
し
た
言
い
方
の

場
合
は
自
分
を
卑
下
し
た
感
覚
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

要
す
る
に
日
本
語
に
は
我
と
か
自
己
の
意
識
が
あ

っ
て
も
、
抽
象
的
な
考
え

方
、
概
念
に
ま
で
発
展
し
な
い
で
、
必
ず
他
人
や
周
り
の
環
境
と
関
係
し
て
い

る
我
を
取
り
扱

っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

こ
の
我
や
自
己
に
つ
い
て

一
番
考
察
を
進
ま
せ
た
の
が
日
本
の
仏
教
で
あ
り
、

日
本
人
の
我
、
自
己
の
と
ら
え
方
に
儒
教
と
同
様
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

西
田
哲
学
に
於
け
る
自
己

直
観
の
思
想
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
西
田
幾
多
郎
に
と

っ
て
は
、
「自
己
」

は
も

っ
と
大
き
な
現
実
、
実
在
の
中
で
消
え
て
行
き
ま
す
。
自
己
の
範
囲
を
超

え
た
純
粋
経
験
の
中
で
思
考
は
現
実
を
直
接
に
直
覚
的
に
確
認
す
る
訳
で
す
。

こ
の
現
実
と
い
う
の
は
主
客
を
離
れ
、
統

一
さ
れ
た
実
在
で
あ
り
、
そ
し
て
統

一
す
る
作
業
そ
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
現
実
は
否
定
的
に
定
義
さ
れ
る
場

合
は
無
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
も
う

一
歩
進
ん
だ
統

一
の
段
階

で
は
こ

の
現
実
の
主
観
的
な
面
は
精
神
、
客
観
的
な
面
は
自
然
と
な

っ
て
い
ま
す
。
そ

の
統

一
作
業

の
最
終
段
階
で
自
己

(真
実
の
自
己
)
と
い
う
も
の
と
宇
宙
と
い

う
も
の
が
表
わ
さ
れ
、

こ
の
全
体

の
統

一
者
と
し
て
神
が
存
在
し
ま
す
。
い
ま

言

っ
た
統

一
作
業

の
発
展
に
随

っ
て
自
己
は
様
々
な
レ
ベ
ル
で
現
わ
れ
ま
す
。
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そ
れ
は
純
粋
経
験
の
中
で
は
知
覚

の
形
と
し
て
、
こ
の
純
粋
経
験
を
再
統

一
す

る
時

に
は
意
志
と
し
て
、
そ
し
て
最
終
的
に
そ
の
具
体
的
な
統

一
を
把
握
す
る

時

に
は
知
的
直
観
と
し
て
働
い
て
い
ま
す
。

西
田
に
と

っ
て
知
覚
的
経
験
と
思
惟
の
作
業
の
真
面
目
を
把
握
す
る
こ
と
は
、

自
己
を
廃
し
て
対
象
に
没
す
る
事

で
し
か
出
来
ま
せ
ん
。
王
陽
明
の
思
想
に
言

及
し
た
際
、
西
田
は
知
と
愛
は
同

一
の
も
の
で
あ
る
と
し
、
芸
術
家
、
宗
教
家
、

あ
る
い
は
普
通
の
人
で
も
自
然
を
愛
し
、
自
分
の
自
己
を
自
然
に
合

一
し
て
没

す
る
。
即
ち

「自
己
を
忘
れ
」
さ
え
す
れ
ば
こ
の
自
然
の
真
相
を
見
る
事
が
出

来
る
と
主
張
し
ま
す

(『善
の
研
究
』
1
-
2

・
W
1
5
等
)。

西
田
の
考
え
方

で
は
、
具
体
的

に
あ
る
も
の
は
個

・
個
人
で
あ

っ
て
、
更
に

「人
格
的
な
個
人
」

で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

こ
の

「人
格
的
な
個
人
」

は
具

体
的
に
全
体
と
は
別
に
あ
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
全
体
と
し
て
の
自

己
は

「弁
証
法

の
世
界
」、
具
体
的

な
自
己
は

「歴
史
的
身
躰
」

で
あ
り
、
主

観
と
し
て
の
自
己
は

「我
々
の
自
己
」
だ
と
西
田
が
説
い
て
お
り
、
異
な

っ
た

存
在

の
レ
ベ
ル
で
自
己
を
取
り
扱

っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
西
田
は
自
分
の
我
と
他
の
我
と
の
関
係
を
ど
う
い
う
風
に
見
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。
自
分
の
意
識
が
持
続
し
て
い
る
内
面
的
世
界
と
、
我
と
汝

が
結
び

つ
い
て
い
る
外
面
的
世
界

は
、
同
じ
現
実
の
二
つ
の
側
面
で
し
か
な
い

と
見
て
い
ま
す
。

こ
の
二

つ
の
世

界
は
時
間
と
空
間
と
因
果
、
特
に
西
田
に

と

っ
て
時
間
と
い
う
経
験
に
よ

っ
て
統

一
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
に
あ
る
も
の

は
す
べ
て
永
遠
の
現
在
で
あ
り
、
瞬
間
ご
と
に
変
わ
る
時
間
の
中
に
あ
り
ま
す
。

個
体
は
自
分
だ
け
で
い
る
の
で
は
な
く
、
必
ず
他
人
や
環
境
と
の
か
か
わ
り

に
お
い
て
成
立
し
、
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
他
人
や
環
境
が

一
番
極

端
に

一
般
化
さ
れ
、
限
定
を
超
え
た
よ
う
な
次
元
を
西
田
は
絶
対
無
と
か
神
と

か
場
所
と
言

い
ま
す
。
特
に
そ
れ
を

「場
所
」
と
呼
ぶ
の
は
不
思
議
な
事
だ
と

も
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
日
本
で
は
人
に
名
字
を

つ
け
る
こ
と
に
関
し

て
も

ー

た
と
え
ば
小
林
と
か
森
と
か
橋
本
と
か
1

主
と
し
て
空
間
的
場
所
的
に
考

え
が
ち
で
あ
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
と
も
か
く
西
田
に
よ
れ
ば
、
個
人

的
人
格
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
る
真
の
自
己
と
い
う
の
は
宗
教
的
な
次
元
に

あ

っ
て
絶
対

の
他
者

に
自
分
を
任
せ
た
時
に
完
成
さ
れ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
主

客
や
善
悪
と
い
う
対
立
を
宿
し
た
相
対
的
な
世
界
を
離
れ
た
の
ち
、
ま
た
そ
れ

に
自
由
自
在
に
回
帰
す
る
時
の
こ
と
で
す
。
西
田
は
、
禅
宗
で
盛
ん
に
行
わ
れ
、

特
に
白
隠
禅
師
に
帰
依
し
て
い
た
古
郡
兼
通
と
い
う
居
士
が
在
家
の
理
想
を
示

す

の
に
述
べ
た
偈

-

険
し
い
崖
か
ら
手
を
離
し
て
死
ん
で
か
ら
蘇
え
る
、
万

仭
崖
頭
撒
手

の
時
、
鋤
頭
火
を
出
し
て
宇
宙
焼
く
、
身
灰
燼
と
な
り
て
ふ
た
た

び
蘇
生
し
、
阡
陌

(田
の
あ
ぜ
道
)
依
然
と
し
て
禾
穂
秀
ず
ー

と
い
う
偈
を
引

用
し
、
真

の
自
己
の
あ
り
方
、
即
ち

「た
だ
自
己
を
亡
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
の

み
神
に
お
い
て
生
き
る
」
だ
け
で
な
く

「真
に
絶
対
無
の
意
識
に
透
徹
し
た
と

き
、

そ
こ
に
我
も
な
け
れ
ば
神
も
な
い
」
平
常
底

1

あ
る
が
ま
ま
の
自
己

1

が
現
れ
る
と
言

い
ま
す

(叡
智
的
世
界

・
皿
)。

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
禅
と
念
仏

の
流
れ
を
汲
ん
だ
白
隠
の
思
想
を
受
け
継
い
で
い
る
西
田
に
と

っ
て
、
自
己
の

問
題
と
そ
の
分
析
が
、
ど
れ
程
彼
の
出
発
点
で
も
終
点
で
も
あ

っ
た
か
が
伺
わ

れ
ま
す
。
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国際 シンポジウム

仏
教

の
教
学
に
於
け
る
我

の
問
題

仏

教

の
教

学

の
う

ち
、

或

る
仏

教

の
学

者

の
目

に

一
つ
の

パ

ラ

ド

ク

ス

に
見

え

る

の

は
、

仏

教

は

ヒ

ン
ズ

ー
教

の

い
う
我

即

ブ

ラ

フ

マ
ン

の
考

え

、

す

な

わ

ち

我

の
思

想

に
反

対

し

て
無

我

を
唱

え

な

が

ら

も
、

イ

ン

ド

の
伝

統

的

な

ア

ー

ト

マ

ン
、

そ

れ

と
同

時

に

阿
頼

那
識

と

か
如

来

蔵

と

か

仏

性

と

か

本

覚

と

い
う

観

念

を

用

い

て
お

り
、

先

に
排

除

さ

れ

た
我

に
近

い
も

の
が

再

び

導

入

さ

れ

て

い

る

こ
と
、

そ

し

て
又
主

体

と

し

て

の
我

は
無

い
と

し

な

が

ら

も

因

果

応

報

の

業

を

説

い

て
い

る

こ
と

で
し

ょ
う
。

し

か

し
、

仏

教

の
本

来

の
立

場

は
、

一
切

の
も

の
は

空

だ

と

言

っ
て
も

自

己

の
存

在

自

体

を

否

定

す

る

の

で
は

な

く
、

た

だ

自

己

を

抑

制

し

慢

心

を

無

く

し

自

己

を

自

在

に

し
、

成

就

さ

せ

る
為

に
、

い

つ
も

移

り

変

わ

っ
て

い
く

五

蘊

か

ら
な

っ
て
い

る
自

分

の
自

己

を
般

若

の
智

慧

で
見

る

こ
と

で
し

ょ
う

。

そ

の
五

蘊

の
も

た

ら
す

苦

か

ら
解

脱

す

る

に
は
、

我

執

と

か

固

定

化

さ

れ

た

我

を

否

定

し

な

け

れ
ば

な

り

ま

せ

ん
。

こ
れ

は

自
分

を

も

他

人

と

の
関

係

を

も

改

善

し

よ

う

と
す

る
試

み
、

状

況

に
応

じ

て
融

通
性

を

き

か

せ

る
絶

え

間

の
な

い
修

行

、

努

力

の
事

を
意

味

す

る

の

で
は

な

い

で
し

ょ
う

か

。

『
涅

槃

経

』

の

よ

う

な
大

乗

仏

典

が
説

く

固

定

化

も

、

実

体

化

も

さ
れ

て

い

な

い
我

と

い
う

も

の
は

、

「
無

我

の
大

我

」
、

す

な

わ

ち

自

由

自

在

で
あ

る
真

実

の
我

の
事

を

言

っ
て

い
る

様

で
す

(大
般
涅
槃
経
、

↓
●図
尸

8

。。
蓐

×
鬯

戸

び
●

9

N
oI
O
O
G。
o
"
8

巽
9

×
×
尸
σ
h
譯
①
q

置
刈
9
)

(密
教

の
経
典
も
同

じ
事

を
言

っ
て

い
ま
す
。

大

日
経
、

↓
・×
<
戸

口
o
。。
癖
。。
矯
尸

げ
'
の
。
等

二

行

の
大

日
経
疏

↓
.
×
×
)q
×
層

8

σ
謬
ρ

げ
・
α
c。
c。
σ
)
。

そ
し

て
居

士

の
理

想

を

述

べ

て

い

る
維

摩

経

に

お

い

て

は

、

そ

う

し

た

真

実

の
我

と

は
、

諸

衆

生

の
平

等

性

を

悟

っ
て

そ

れ

ら
を

救

済

し

よ

う

と

す

る
仏

陀

の
寛

容

さ

や
高

邁

さ
を

指

し

て

い

る

よ

う

で
す

。

華

厳

思

想

の
大

成

者

で
あ

る
唐

の
法

蔵

(六

四
三
～
七

一
二
)

は
、

我

に
六

重

の
構

造

を

認

め

、

我

執

・
慢

我

・
習

気

我

・
随

世

我

・
自

在

我

・
真

我

と

い

う
風

に
分

析

し

て

い
ま

す

(
梵
網

経
疏
、

日

×
ダ

ロ
o
一。。
員

一
1
①
8
)
。

こ
う

し

て
み

る

と

、

仏

教

は
不

条

理

的

否

定

主

義

的

な

世

界

観

に
立

っ
て

い

る

の

で

は

な

く
、

社

会

お
も
て

的

な

面

を

持

っ
て

い

る

ペ

ル

ソ
ナ

の
自

己

も

認

め

て

い

る

と
言

え

な

い

で
し

ょ

う

か

。

日
本
仏
教
に
於
け
る
我

仏

教

が

六

世

紀

に
公

式

的

に

日
本

に
伝

え

ら

れ

た
時

、

仏

教

は
国

家

、

即

ち

朝

廷

や

豪

族

た
ち

に
擁

護

さ

れ

ま

し

た
。

そ

の
当

時

の
仏

教

は
、

適

切

な

言

葉

で

は
な

い
か

も

知

れ

ま

せ

ん

が
、

一
種

の

イ

デ

オ

ロ
ギ

ー

で
あ

っ
た

の

で
は

な

い

で
し

ょ
う

か

。

古

代

日
本

の
国

家

仏

教

は
聖

徳

太

子

に
代

表

さ

れ

ま

す

が

、

太

子

の
著

作

と

さ

れ

て

い

る

『
十

七

条

憲

法

』

の
中

で
君

主

・
臣

下

・
民

衆

と

い
う

三

部

構

成

を

認

め

て
皆

そ

れ

ぞ

れ

が

公

け

に

尽

す

べ
き

代

り

に
私

的

な

も

の
を

避

け
な

け

れ
ば

い

け

な

い

と

い

っ
て
我

に
対

し

て
消

極

的

な

立

場

に
立

っ

て

い

ま
す

。

(
又
、
維
摩
経
義
疏

(
日
・
い
く
尸
口
o
卜。
一。。
9

σ
●ω
一ρ

α
卜。
げ
)

の
中

で
、
聖
我

所
と
凡
我
所
を
区
別

し
て
お
り
、

聖
人

は
自
分

の
救

い
を
求
め
る
だ
け

で
な
く

「
仮
我
」

の
面

を
か

ぶ

っ
て
他

の
人

を
導
く

と
し

て
い
ま
す
。
そ
う
す

る
と
、
も
し
も
疏

が
太
子

の
も

の
で
な

く

て
も

そ
の
当

時
、
我

の
社
会

的
な
面
を
教

学
的

に
裏

づ
け

よ
う
と
し

た
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と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。)

そ
し
て
も
う

一
方
で
在
来
の
宗
教
と
ま
じ

っ
て
怨
霊
を
鎮
あ
た
り
病
い
と
死

か
ら
守

っ
て
延
年
長
寿
を
も
た
ら
し
た
り
、
又
敵
、
反
対
党
派
の
攻
撃
に
対
し

て
成
功
と
調
和
を
も
た
ら
し
た
り
、
要
す
る
に
天
下
平
安

.
社
会
秩
序

.
豊

富

・
安
楽

・
社
会
事
業
等
、
非
常

に
現
世
的
な
利
益
の
た
め
に
仏
教
の
儀
式
が

行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
聖
徳
太
子
や
、
光
明
皇
后
の
よ
う
な
信
仰
に

篤
い
在
家
や
出
家

の
人
々
も
居
ま
し
た
が
、
日
本
の
仏
教
は
解
脱
を
目
的
と
し

て
無
我
即
ち
無
執
着
を
実
践
し
よ
う
と
し
た
り
、
戒
律
を
保

っ
て
禁
欲
的
な
出

家
生
活
を
目
指
そ
う
と
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
い
う
目
的

が
見
失
わ
れ
て
い
な
い
に
し
て
も
、
中
国
を
経
て
儒
教
の
王
道
思
想

・
忠
孝
の

倫
理
そ
の
他
を
含
む
よ
う
に
な

っ
た
た
め
、
社
会
的
な
性
格
が
特
に
貴
族
の
間

で
強
ま

っ
て
き
ま
す
。
た
と
え
ば
君
主
が
仏
法
を
崇
拝
す
れ
ば
神
々
が
国
全
体

を
護

っ
て
く
れ
る
と
い
う

『
金
光
明
経
』
の
考
え
方
が
奈
良
時
代
に
流
行
す
る

の
が
、
儒
教

の
仁
と
仏
教
の
慈
悲
と
民
間
信
仰
を
う
ま
く
結
び

つ
け
た
考
え
方

で
す
。
又
、
捨
身

の
慣
習
も
入

っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
実
際
に
自
殺
す
る
と

い
う
意
味

で
な
く
、
自
分
の
命
を
捨
て
る
程
、
献
身
的
に
他
人
の
為
に
共
同
作

業
を
す
る
事
を
意
味
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

こ
の
よ
う
に
人
間
関
係
を
重
視
し
、
す
べ
て
の
人
間
が
結
合
さ
れ
て
い
る
と

見
る
こ
と
は
、
華
厳

の
教
義

で
い
う

一
成

一
切
成
と
か
、
そ
れ
を
受
け
て
融
通

念
仏
で
と
な
え
る
十
界

一
念
や

一
人

一
切
人
の
思
想
と
か
、
あ
る
い
は

一
行

一

切
行
を
唱
え
る
良
忍

(
一
〇
七
二
～

=

三
二
)
の
他
力
往
生
思
想
等
が
、
菩
薩

道
の
理
想
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
の
思
想
は
非
常
に
抽
象
的

に
見
え
ま
す
の
で
、
実
際
に
社
会

の
中

で
ど
う
い
う
意
味
を
持

っ
て
い
た
か
問

い
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

こ
う
い
う
教
義
が
重
要
視
さ
れ
た
事
は
、
た
と
え
ば
応

和
の
宗
論

(九
六
三
)
の
時
に
興
福
寺
の
仲
算

(九
二
五
～
九
七
六
)
と
比
叡
山

の
良
源

(九

一
二
～
九
八
五
)
が
論
争
し
、
法
華
経
の
言

っ
て
い
る

「無

一
不
成

仏
」
を
別
な
風
に
読
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
り
ま
す
。
た
と
え
ば
宿
業
に

よ
っ
て
断
善
根
の
も

の
が
い
る
、
と
不
平
等
を
認
あ
て
い
る
法
相
宗
の
五
姓
各

ム

イ
チ

別
の
立
場
に
立

つ
仲
算
は

「無

[根
]

ノ

一
ハ
成
仏

セ
ズ
」
と
読
み
、

一
切
の

ヒ
ト

衆
生
は
平
等

で
あ
る
と
主
張
す
る

一
乗

の
立
場

に
立

つ
良
源
は

コ

リ
ト
シ
テ

成
仏
セ
ザ
ル
ハ
ナ
シ
」
と
読
ん
だ
こ
と
は
有
名

で
す
が
、

こ
こ
で
驚
く
べ
き
事

は
、
も
し
諸
々
の
衆
生
が
平
等

で
あ
る
な
ら
、
僧
侶
達
は
、
ど
う
し
て
戒
律
に

反
し
て
在
家
と
出
家

の
生
活
を
混
同
し
た
妻
帯

の
身
分
に
な
る
の
か
、
そ
し
て

又
、
そ
う
し
な
が
ら
も
女
人
結
界
と
い
う
も
の
を
作

っ
た
り
、
或
は
女
人
成
仏

を
女
性
が
男
性
の
身
に
転
じ
た
上

で
し
か
認
め
な
い
か
と
い
う
問
題
が
で
き
て

く
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
先
程
言

っ
た

一
即

一
切

の
思
想
は
そ
う
い
う
考
え
方
と

社
会
の
問
題
と
ど
う
か
か
わ

っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
に
は
本
来
の
仏

教
が
日
本
の
慣
習
を
取
り
入
れ
て
世
俗
的

に
な

っ
た
面
を
著
し
く
見
せ
て
い
な

い
で
し

ょ
う
か
。

鎌
倉
仏
教
の
代
表
的
存
在

で
あ
る
道
元
や
親
鸞
や
日
蓮
ら
の
場
合
は
仏
法
が

王
法
の
上
に
立

っ
て
お
り
、
心
理
的
洞
察

・
宗
教
的
な
経
験
を
内
面
的
に
深
め

な
が
ら
、
社
会
的
に
は
中
央
政
権
か
ら
離
れ
、
自
分
た
ち
の
僧
団
で
戒
律
を
新

し
く
考
え
直
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。
出
家

の
持
律
主
義
や
出
家
と
在
家
の
立
場

を
考
え
よ
う
と
し
た
り
、
自
ら
を
罪
業

の
者
と
意
識
し

つ
つ
、
無
戒
律
の
立
場

を
貫
い
た
り
す
る
な
ど
独
自

の
戒
律
思
想
を
展
開
し
、
普
通
の
社
会
に
お
け
る

大
衆
を
対
象
と
し
た
説
法
が
現
れ
ま
す
。
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法
相
宗
の
僧
侶
達
が
五
姓
各
別
の
説
を
唱
え
な
く
な
る
事
に
な
り
ま
す
し
、

南
都
の
僧
侶
で
あ
る
睿
尊
と
忍
性

が
自
分

で
非
人
、
即
ち
乞
食
と
名
乗

っ
て
非

人
の
為
に
も

一
層
奈
良
と
鎌
倉

で
活

躍
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
悪
人
と
さ
れ
て

い
る
人
々
こ
そ
が
往
生
出
来
る
と
し
て
い
る
法
然
聖
人
以
来
の
考
え
も
、
善
悪

を
越
え
た
境
地

で
人
々
が
平
等

で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。
親
鸞
に
な
り
ま
す
と

「善
人

な
ほ
も
て
往
生
を
遂
ぐ
、
況
や
悪
人
を
や
」

の
考
え
が
深
ま

っ
て
内
面
化
さ
れ
、
非
僧
非
俗
で
あ
る
自
分
を
も
含
め
て

「煩

悩
具
足
の
わ
れ
ら
悪
人
」
と
ま
で
言

う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
親
鸞
の
現

実
肯
定
は
彼
の
言
う

「往
相
」
と

「
環
相
」
の
二
重
構
造
の
強
調
に
現
わ
れ
て

い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
親
鸞

に
よ
れ
ば
大
慈
大
悲
心
が
完
成
さ
れ
る
の
は
本

願

の
他
力
に
よ

っ
て
成
仏
し
た
時

で
は
な
く
、
「思
ふ
が
如
く
衆
生
を
利
益
」

し

「助
け
遂
ぐ
る
」
時
だ
か
ら
で
す
。
そ
の
時
、
念
仏
の
行
者
は
本
願
の
他
力

に
任
せ

て
自
分

の
本
来

の
相
を
他

力
た
る
自
然
法
爾

(自
発
的
な
状
態
)
に

よ

っ
て
自
由
自
在
に
現
し
て
い
ま
す
。

環
俗
さ
せ
ら
れ
て
越
後
の
国
に
流
さ
れ
た
親
鸞
は
、
易
行
に
よ
っ
て
し
か
救

わ
れ
な
い
民
衆
を
考
え
て
信
や
慈
悲
や
功
徳
回
向
を
強
調
し
た
の
で
し
ょ
う
。

又
、
親
鸞
の
言
葉
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
も
の
の
中
に
は
、
不
正
な
お
金
を
貰

っ

て
は
い
け
な
い
と
い
う
商
人
向
け

の
注
意
の
言
葉
も
あ
り
ま
す
。
「
ア
キ
ナ
イ

ヲ
セ
ン
ニ
虚
妄
ヲ
イ
タ
シ

・
一
文

ノ
銭
ナ
リ
ト
モ
ス
ゴ

シ
テ
ト
ル
ヘ
カ
ラ
ス
・

ス
ナ
ハ
チ
カ
ヘ
ス
ヘ
シ
」
と
い
う
禁
制
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
常
識
的

な
戒
め
で
は
あ
り
ま
す
が
、
親
鸞

の
周
辺
に
い
ろ
い
ろ
な
在
家

の
者
が
居

て
自

分
の
教
え
を
こ
れ
ら
の
人
々

(わ
れ
を
も
含
め
て
で
し
ょ
う
か
)
に
適
応
さ
せ
よ

う
と
し
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
親
鸞

の
考
え
の
根
底

に
は
人
間

に
は
い
い
面
も
あ
れ
ば
悪
い
と
こ
ろ
も
あ
る
こ
と
を
否
定

で
き
な
い
と
い
う
考

え
が
あ
り
ま
す
。

日
本
で
曹
洞
宗
を
開
い
た
道
元
は
、
貴
族
の
出
身

で
正
覚
尼
や
藤
原
教
家
や

近
衛
兼
経
の
援
助
を
受
け
て
い
ま
し
た
が
、
比
叡
山
の
衆
徒
か
ら
圧
迫
を
加
え

ら
れ
、
自
分
が
中
国
で
如
浄
禅
師
か
ら
伝
え
ら
れ
た
禅

こ
そ
が
護
国

の
た
め
の

正
統
な
教
え
だ
と
力
説
し
ま
し
た
。

こ
こ
に
は
世
俗
的
な
配
慮
が
あ

っ
た
こ
と

が
窺
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
越
前
の
国

へ
移

っ
て
か
ら
、
今
迄
自
分
が
唱
え
て

い
た
在
家
成
仏

・
女
人
成
仏
を
完
全
に
否
定
し
、
出
家
至
上
主
義
を
強
め
、
厳

格
な
持
律
と
座
禅
の
修
行
に
基
づ
い
て
出
家
者
と
し
て
の
自
己
と
真
実
相
を
追

求
し
よ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
即
ち
道
元
に
は
二

つ
の
態
度
が
あ

っ
た
よ

う
で
す
。

第

一
番
目
の
態
度
と
し
て

『正
法
眼
蔵
隨
聞
記
」

(1
-
4
)
の
中
で
道
元
は
、

36

人
々
が
自
分
の
生
れ
た
家
族

の
職
業
を
世
襲
的

に
受
け
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
と
同
様
に
、
僧
侶
た
ち
も
こ
れ
と
同
様

に
自
分
の
勤
め
を
果
た
さ
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
い
う
の
で
す
。
け
れ
ど
も
ど
ち
ら
の
場
合
に
も

一
番
重
要
な
の

は
、
吾
我
、
即
ち
我
執
を
捨
て
て
、

そ
の
業

(ぎ
ょ
う
)
を
行
う
べ
き
と
非
常

に
常
識
的
な
こ
と
を
い
う
の
で
す
。
彼
の
い
う
に
は

「人
其
家
に
生
れ
其
道
に

入
ら
ば
、
先
づ
そ
の
家
業
を
修
す
べ
し
と
、
知
る
べ
き
な
り
。
我
道
に
あ
ら
ず

己
が
分

に
あ
ら
ざ
ら
ん
こ
と
を
知
り
修
す
る
は
即
ち
非
な
り
。
今
も
出
家
人
と

し
て
便
ち
仏
家
に
入
り
僧
侶
と
な
ら
ば
須
く
其
業
を
習
う
べ
し
。
其
業
を
習
い

其
儀
を
守
る
と
云
は
ば
、
我
執
を
捨
て
て
知
識
の
教
に
随
ふ
な
り
。
そ
の
大
意

は
貪
欲
無
き
な
り
。
貪
欲
な
か
ら
ん
と
思
は
ば
先
づ
須
く
吾
我
を
離
る
べ
き
な

り
。

吾
我
を
離
る
る
に
は
、

無
常
を
観
ず
る
是
、

第

一
の
用
心
な
り
。

世
人



日本仏教における我の問題

(せ
じ
ん
)
多
く
、
我
は
も
と
よ
り
、
人
に
も
よ
し
と
云
は
れ
思
は
れ
る
人
と
思

ふ
な
り
。
然
あ
れ
ど
も
能

(よ
)
く
も
云
は
れ
思
は
れ
ざ
る
な
り
。
次
第
に
我

執
を
捨
て
知
識
の
言

(
こ
と
ば
)
に
随
ひ
ゆ
け
ば
、
精
進
す
る
な
り
。

理
を
ば

心
得
た
る
や
う
に
云
て
さ
は
さ
に
あ
れ
ど
も
我
は
其
事
を
捨
ゑ
ぬ
も
云
て
、
執

し
好
み
修
す
る
は
、

彌
よ
沈
渝

(
ち
ん
り
ん
)
す
る
な
り
。

禅
僧
の
能
く
な
る

第

一
の
用
心
は
ロ
ハ管
打
坐
す

べ
き

な
り
。
利
鈍
智
愚
を
論
せ
ず
坐
禅
す
れ
ば
自

然

(じ
ね
ん
)
に
よ
く
な
る
な
り
。
」
と
い
う
事

で
す
。
し
か
し
、
自
然
の
身
は

執
着
す
る
こ
と
を
止
め
る
の
に
先

ず
自
己
は
何
で
あ
る
の
か
を
見

つ
め
な
け
れ

ば
い
け
ま
せ
ん
。
今
ま
で
日
本

の
僧
侶
達
が
そ
れ
を
見
そ
こ
な

っ
た
か
ら
、
書

籍
を
編
集
し
た
り
証

(さ
と
)
り
の
段
階
に
も
到
ら
な
い
で
、

心
外
の
正
覚
を

求
め
し
め

「他
土
」

の
往
生
を
願

わ
せ
る
間
違

っ
た
教
え
を
人
に
勧
め
た
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
あ
た
か
も

「他

の
宝
を
数

へ
て
自
ら
半
銭
の
分
な
し
」
の
如
く

で
あ
る
と
言

い
ま
す

(『学
道
用
心
集
』)。

そ
し
て
道
元
に
と

っ
て
自
己
と
は
何
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
自
然
に
あ
る
も

の
で
四
大
五
蘊
か
ら
な

っ
て
い
て
、
他
の
人
も
同
様
で
す
か
ら
我
も
汝
も
誰
か

と
言
う
自
己
意
識
が
な
く
な

っ
た
折
に
真
の
自
己

・
社
会
的
面
の
な
い
自
己
を

得
し
め
る
の
で
す
。

「自

(お
の
つ
か
ら
)
は
己
な
り
。
己
は
必
定

こ
れ
称
な
り
。
四
大
五
蘊
を
い
う
。

使
得
無
住
真
人
の
ゆ
え
に
わ
れ
に
あ
ら
ず
。
た
れ
に
あ
ら
ず
。
こ
の
ゆ
え
に
不

必
な
る
を
自
と
い
ふ
な
り
。」

と

い
う
の
で
す
。

達
磨
宗
の
自
己
即
仏
の
放
緩

的
解
釈
を
批
判
し
た
道
元

(弁
道
話
)
に
と

っ
て
そ
れ
は
自
分
が
言

っ
た

「自

己
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
自
己
を
わ
す
る
る
な
り
」
の
修
行
主
義
の
立
場
を
示
し

て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

親
鸞
と
道
元
と
同
時
代
の
明
恵
上
人

(
=

七
八
～

一
二
三
二
)
は
我
と
か
自

己
に
つ
い
て
あ
ま
り
も
の
を
書
い
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
現
世
を
重
視
し
て
い
る

事

で
三
人
と
も
類
似
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
出
家
者
と
し
て
戒
を
保
ち
修
行

し
た
上
で
自
分
の
あ
る
が
ま
ま
の
本
来
の
相
を
見

つ
め
て

「
あ
る
べ
き
よ
う
」

に
生
活
し

「
ヤ
ウ
モ
ナ
キ
仏
在
世
ノ
定
」
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
明
恵
は
道
元

に

一
番
近
い
と
言
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
親
鸞
と
同
様
に
信

の
段
階
で
仏
に

等
し
く
な
る
と
唱
え
た
明
恵
は

(田
中
久
夫

「明
恵
と
親
鸞
」
日
本
歴
史

・
お
α)、

在
家
の
人
の
為
に
書
物
を
書
き
ま
し
た
が
、
特
に
彼
に
帰
依
し
て
い
た
身
分
の

高
い
女
性
の
為
に
善
妙
の
伝
説
を
画
く

「義
湘
の
絵
巻
」
と
、
檀
家
の
為
に
維

摩
居
士
の
理
想
の
姿
を
画
く

「元
暁
の
絵
巻
」
と
か
ら
な
る

「
華
厳
縁
起
」
と

い
う
詞
の
そ
え
た
絵
巻
を
通
じ
て
、
在
家
あ
て
の
教
え
を
普
及
し
よ
う
と
し
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

中
世
に
対
立
し
て
い
た
禅
と
念
仏
の
実
践
は
、
白
隠
や
鈴
木
正
三
の
場
合
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
江
戸
時
代
に
な
り
ま
す
と
そ
れ
ら
が

一
緒
に
な

っ
て
お
り
、

そ
の
上
に
又
、
儒
教
の
思
想
が
加
わ
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
僧
侶
た
ち
は
自
分

の
立
場
で
出
家
者
と
し
て
自
分

の
真
実

の
自
己
を
究
め
尽
そ
う
と
し
て
在
家
の

人

・
檀
家
や
民
衆
に
対
し
て
神
道
を
も
含
め
て
混
合
し
た
思
想
と
倫
理
を
普
及

し
よ
う
と
勤
め
た
の
で
し
ょ
う
。

白
隠
慧
鶴

(
一
六
八
五
～

一
七
六
八
)
の
場
合
、
自
分
の
内
以
外
に
何
も
求
め

る
も
の
が
な
い
の
で
、
浄
土
極
楽
は
西
方
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
自
己
の
心
の

源

で
あ
り
ま
す
か
ら
、
「
工
夫
と
は
自
己
本
有
の
あ
り
さ
ま
を
指
す
事
な
り
と

覚
悟

こ
れ
あ
る
べ
し
」
と
言
い
、
十
界
尽
法
界
は
自
己
本
有
大
禅
窟
だ
と
い
い
、

険
し
い
崖
か
ら
手
を
離
し
た
上
で
の
自
己
追
求
を
進
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
も
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か
か
わ
ら
ず
、
同
時
に
社
会
倫
理
を
弁
護
し
、
た
と
え
ば
農
民
に
は
土
地
を
耕

す
事
自
体
が
仏
道
の
修
行
を
な
し
て
い
る
と
説
明
し
て
い
ま
す
。

道
元
の
思
想
の
流
れ
を
汲
ん
だ

一
七
世
紀
の
僧
侶
正
三

(
一
五
七
五
～

一
六
五

五
)
の
場
合
は
、
道
元
と
は
対
照
的

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
正
三
は
幕

府
の
仏
教

の
支
持
者

の

一
人

で
あ
り
、
天
草

で
の
キ
リ

ス
ト
教
徒
鎮
圧
の
後

(
一
六
一二
七
)
で
天
草
地
方
の
民
衆
を
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
改
心
さ
せ
る
為
に
、
自

分
の
弟
が
火
器
隊
長
を
し
て
い
る
天
草

へ
幕
府
に
よ

っ
て
派
遣
さ
れ
た
程
の
人

で
す
。

病
気
に
な
る
程
、
工
夫
に
凝

っ
て
荒
行
を
し
た
り
、
又
翹
出

の
行
者
を
見
て

捨
身
の
行
に
感
心
し
た
り
し
た
正

三
は
、
道
元
の
と
同
じ
よ
う
に
厳
格
な
修
行

の
中
に
武
士
ら
し
さ
を
発
揮
し
て
い
ま
す
。
ま
た
道
元
の
よ
う
に
自
己
の
究
尽

を
し
て
、
井
原
西
鶴
の
小
説
と
仮
託

さ
れ
て
い
る

「近
代
艶
隠
者
」
と
い
う
書

物
に
よ
り
ま
す
と
、

「自
己
変
性
」

即
ち
小
我
を
離
れ
て
自
己
の
変
貌

・
変
容

を
主
張
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
道
元
の
有
名
な
言
葉
で
あ

る

「仏
道
を
な
ら
ふ
と
い
う
は
自
己
を
な
ら
ふ
也
。
自
己
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は

自
己
を
わ
す
る
る
な
り
と
云
う
」

な
ど

(現
成
公
案
)
は
、

正
三
に
と

っ
て
は

消
極
的
過
ぎ
る
態
度
と
思
わ
れ
た
た
め
、
も

っ
と
積
極
的
な
立
場
に
立

つ
べ
く
、

逆
に
自
己
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い

「猫

の
鼠
を
捉
る
が
如
く
頭
尾

一
般
に
し
て

双
眼
眸
ず
、
自
己
を
正
し
く
守
る

べ
し
」

(麗
草
分

・
十

一
)
と
主
張
し
て
い
ま

す
。
ま
た
煩
悩
に
引
か
れ
て
苦
の
悪
道
に
入
る
の
は
自
己
を
忘
れ
て
い
る
誤
り

か
ら
で
あ
る
と
し
て
、
専
ら
自
己

に
眼
を
著

て

「
本
源
を
知
る
べ
し
」
と
か
、

「
己
を
忘
れ
て
恥
を
か
え
り
み
ず
、

前
後

の
事
を
も
弁
せ
ず
、

身
命
の
ほ
ろ
び

ん
事
を
も
し
ら
ず
、
あ
さ
ま
し
き
有
様
お
ほ
し
。
か

へ
す
が
え
す
己
を
忘
る
る

事
な
か
れ
」
と
い
っ
て
い
ま
す

(盲
安
杖
・
七
)。
た
だ
し
儒
教

の
教
え
を
取
り

入
れ
て
他
人
の
為
な
ら
自
分
を
忘
れ
て
も
尽
く
す

べ
き
だ
と
い
う
よ
う
に
、
道

元
の
著
作
に
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば

「仁
の

教
に
い
は
く
、
自
を
忘
れ
、
他
を
恵
み
、
あ
や
う
き
を
す
く
ひ
、
極
ま
れ
る
を

助
け
情
け
を
先
と
し
て
憐
れ
む
心
有
を
仁
と
す
と
い
へ
り
。
し
か
る
に
愚
者
は

こ
を
楽
ん
で
人
を
忘
る
る
故
に
貪
嗔
邪
見
の
心
を
専
と
し
て
悪
業
煩
悩
を
は
な

れ
ず
日
夜
苦
患
休
む
時
な
し
。
心
を

つ
け
て
守
る
べ
し
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。

要
す
る
に

「
三
界
は
唯
私

の
心
に
よ
る
も
の
で
あ
る
以
上

(三
界
唯

一
心
の
偈
)、

中
世
時
代
か
ら
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
は
自
分

の
心

の
師
と
な
る
べ

き
で
あ
る

(同
・
七
)。」

と
言
う
の
で
す
。

ま
た
同
じ
儒
教

の
考
え
を
取
り
入

れ
た
せ
い
な
の
か
、
或
る
武
士
に

「仏
法
と
世
法
は
二
に
あ
ら
ず
し
て
両
方
と

も
理
を
正
し
義
を
行
て
正
直
の
道
を
用
い
る
外
な
し
」
と
す
れ
ば

「己
に
勝
を

賢
と
し
己
が
心
に
負
て
な
や
む
を
愚
と
す
。
己
が
心
に
勝
得
時
は
万
事

に
勝
て

物
の
上
と
成
て
自
由
な
り
。
己
が
心
に
負
時
は
万
事
に
負

て
物

の
下
と
成
て
う

か
ぶ
事
あ
た
は
ず
。」

(万
民
徳
用
・
武
士
日
用
)
と
も
言

っ
て
い
ま
す
。

自
分
の
己
を
守
る
と
い
う
事
は
物
に
執
着
し
て
固
定
し
て
し
ま
わ
な
い
こ
と

で
、
こ
れ
が
浮
心
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
の
為

に
勇
猛
の
心
と
合

体
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
の
で
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば

「浮
心
を
守
時
は

忽
出
て
死
す
と
も
苦
患
軽
有

べ
し

・
此
心
を
守
ら
ん
人
は
唯
能
金
剛
の
形
像

・

不
動
の
像
等
に
目
を
着

べ
し
。

是
則
悪
魔
降
伏
の
躰
を
表
せ
り
。
」

と
い
っ
て

所
謂
ゆ
る
仁
王
禅
を
勧
め
て
い
ま
す
。

出
家
者
の
中

で
も
自
分
が
悟
り
を
得

て
苦

の
生
死
か
ら
解
脱
し
た
と
思
い
込

む
人
が
、
執
着

の
中

で
夢
中

の
境
界

に
着
す
る
の
で

一
番
救
い
難
い
の
で
す
。
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そ
う
い
う
人
に
は
我
身
は
四
大
か
ら
な

っ
て
い
る
の
で
何
で
も
な
い
身
だ
と
い

う
観
法
を
教
え
て
い
ま
す

(盲
安
杖

・
一
)。

そ
し
て
、
士
農
工
商
と
い
う
四
重
構
造
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
階
級
の

人
々
が
自
ら
の
職
業
に
無
心
に
努
あ
た
な
ら
ば
仏
行
に
な
る
と
い
う
の
で
す
。

つ
ま
り

「農
業
則
仏
行
な
り

・
意
得
悪
時
は
賤
業
也
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
余
計
な
意
欲
が
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
(四
民
徳
用
・
農
人
日
用
)。

そ

う
い
う
風
に
正
し
く
正
直
に
自
分

の
仕
事
を
や
れ
ば
、
す
べ
て
の
職
業
の
人
は

社
会
に
お
い
て
自
分
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
で

「鍛
冶

と
と
の
ふ

番
匠
を
は
じ
め
て
諸
職
人
な
く
し

て
世
界
の
用
所
、

調

べ
か
ら
ず
。

武
士
な

く
し
て
は
世
治
べ
か
ら
ず
。
農
人
な
く
し
て
世
界
の
食
物
あ
る
べ
か
ら
ず
、
商

人
な
く
し
て
世
界
の
自
由

・
成
べ
か
ら
ず
。
此
外
所
有
事
業
、
出
来
て
世
の
た

め
と
な
る
」
と
い
う
の
で
す
。

つ
ま
り
、
正
三
は
真
実
の
深
い
自
己
が
あ
れ
ば
社
会
的
な
自
己
も
あ
る
と
説

い
て
い
る
の
で
あ
り
、
晩
年
の
道
元
と
正
反
対
の
立
場
に
た
っ
て
い
ま
す
。

結

論

あ
る
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
出
世
間
の
宗
教

で
あ
る
べ
き
日
本
の
仏

教
が
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
世
俗
化
し
た
か
不
思
議
に
思
わ
れ
、
自
己
の
問
題
を

取
り
あ
げ
て
、
そ
の
事
を
教
学
の
上
で
考
え
て
み
よ
う
と
し
た
も
の
で
す
。

仏
教
は
無
我
と
か
空
と
か
を
主
張
し
て
い
た
と
は
い
え
、
自
己
の
存
在
を
否

定
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
む
し
ろ
環
境
と
他
人
と
の
関
係

の
中

で
、
真

の
自

己
を
生
か
そ
う
と
考
え
る
の
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
自
己
に
は
色
々
な
レ
ベ
ル

が
あ
り
ま
す
か
ら
、
社
会
的
な
面

・
世
俗
的
な
面

で
の
自
己
の
存
在
を
日
本
仏

教
は
認
め
て
い
る
の
で
す
。
日
本
の
仏
教
は
人
間
の
力
を
全

て
認
め
な
い
浄
土

系
統
と
、
そ
れ
を
成
就
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
密
教
や
禅
宗
等
と
に
大
き
く
分

け
ら
れ
ま
す
が
、
ど
ち
ら
の
系
統
も
自
己
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
真

の
自

己
は
他
人
と
関
係
し
て
い
る
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
日
本
仏

教
の
影
響
の
も
と
に
西
田
や
田
辺
元

(
一
八
八
五
～

一
九
六
二
)
な
ど
の
京
都
学

派
の
哲
学
者
や
、
和
辻
哲
郎

(
一
八
九
九
～

一
九
六
〇
)
と
い

っ
た
哲
学
者
は
、

自
己
の
問
題
を
他
人

・
社
会

・
環
境

・
歴
史
等
と
の
関
係
の
中

で
考
え
た
の
で

し
ょ
う
。
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