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神
田
寺
記
念
公
開
講
座
「書
物
と
日
本
仏
教
」
第

五

回

(
ニ
〇
〇
三
年
六
月
十
三
日
)

宋
元
版
禅
籍
と
五
山
版

椎名
宏雄

先
程
、
文
庫
長
先
生
の
ご
挨
拶
の
中
で
、
「大
家
を
招
い
て
」
と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
私
、
全
く
そ
れ
と
は
不
適
応
の
人 

間
で
あ
り
ま
す
。
名
も
な
い
者
が
こ
ん
な
立
派
な
所
で
お
話
し
す
る
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
に
、
ま
ず
、
厚
く
御
礼
申
し 

上
げ
ま
す
。

私
は
寺
院
の
住
職
業
が
主
で
あ
り
ま
す
た
め
に
、
学
問
研
究
の
方
面
は
、

い
わ
ゆ
る
趣
味
的
な
域
を
超
え
な
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
 

大
変
お
恥
ず
か
し
い
次
第
で
す
が
、
ま
ず
最
初
に
な
ぜ
私
が
宋
元
版
の
禅
籍
を
扱
っ
て
き
た
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
こ
、っ
い
う
特
殊
分
野 

の
研
究
を
始
め
た
最
大
の
理
由
は
、
私
、
大
学
院
生
の
こ
ろ
ま
で
は
、
専
攻
が
唐
代
の
禅
宗
史
で
し
た
。
そ
の
後
ち
ょ
う
ど
昭
和
四
十
年 

代
か
ら
五
十
年
代
に
か
け
ま
し
て
、
私
は
駒
澤
大
学
の
出
身
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
大
学
内
で
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
と
こ
ろ
の
二
つ
の
禅 

学
上
の
学
術
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
い
っ
た
仕
事
、

つ
ま
り
、
『禅
学
大
辞
典
』

の

編

集

と

『曹
洞
宗
全
書
』
三
十
三
巻
の
編
集
と
い
う 

両
方
面
に
ほ
ぼ
同
時
期
に
関
与
い
た
し
ま
し
て
、
特
に
私
は
主
と
し
て
『曹
洞
宗
全
書
』

の
ほ
う
の
編
集
に
携
わ
り
ま
し
た
。
宗
門
の
、
 

宗
内
の
典
籍
に
限
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う
文
献
を
取
り
扱
う
過
程
に
お
き
ま
し
て
、
禅
門
の
典
籍
全
体
に
非
常
に
強
い
関
心
を
持
っ



た
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
こ
で
き
よ

う

は

、
「宋
元
版
禅
籍
と
五
山
版
」
と

い

う

タ

ィ

ト

ル

です
が
、
プ

リ

ン

ト

〈資
料
〉
に

従
っ
て
お
話
し
申
し
上
げ
た
い 

と
思
い
ま
す
。

1
、
宋
元
版
禅
籍
研
究
の
意
義

意
義
を
三
つ
こ
こ
へ
連
ね
ま
し
た
。

⑴
古
禅
籍
の
成
立
と
変
遷
の
解
明
、
と
書
き
ま
し
た
が
、
中
国
禅
宗
史
専
攻
と
い
う
者
の
立
場
か
ら
中
国
の
禅
籍
類
を
見
ま
す
と
、
ニ 

十
世
紀
に
は
、
い
わ
ゆ
る
敦
煌
出
土
文
献
と
い
う
も
の
の
威
力
に
よ
っ
て
、
初

期

禅

宗

史

(唐
代
の
禅
宗
史
)
の
研
究
が
飛
躍
的
に
進
歩 

し
た
こ
と
は
ご
承
知
の
と
お
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
中
国
仏
教
史
全
体
の
研
究
に
も
大
き
く
寄
与
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
し
た
反 

面
、
既
存
の
伝
統
資
料
と
い
う
も
の
の
文
献
史
的
な
研
究
は
か
え
っ
て
停
滞
し
て
し
ま
い
ま
し
た
◦
私
は
、
こ
の
方
面
の
基
礎
的
な
作
業 

が
あ
ら
ゆ
る
方
面
で
立
ち
遅
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と

を
痛
感
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
宋
元
版
の
文
献
と
い
う
も
の
が
、
実
は
禅
宗
史
研 

究
の
大
き
な
基
礎
的
な
資
料
源
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
後
代
の
禅
文
献
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

特
に
宋
版
の
禅
籍
と
い
う
も
の
は
、
恰
も
こ
の
時
代
に
禅
宗
と
い
う
仏
教
教
団
が
中
国
全
土
を
風
靡
し
た
と
言
っ
て
も
よ
ろ
し
い
ぐ
ら 

い
大
発
展
を
遂
げ
た
の
で
す
が
、
そ
の
所
産
と
し
て
禅
籍
を
非
常
に
た
く
さ
ん
生
産
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
重
要
な
も
の
は
、
ど
ん
ど 

ん
印
刷
さ
れ
て
流
布
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
時
期
的
に
ち
よ
う
ど
唐
代
か
ら
五
代
と
い
う
ほ
と
ん
ど
筆
写
本
の
時
代
か
ら
、
宋
代
に
な
り
版
本
の
時
代
を
迎
え
ま
す
が
、
そ 

う
い
っ
た
時
代
的
な
必
然
性
の
到
来
と
禅
宗
の
発
展
は
決
し
て
無
縁
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
夥
し
い
版



本
の
生
産
と
禅
宗
の
発
展
と
は
、
ど
う
も
相
関
関
係
に
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
の
宋
元
版
の
禅
籍
の
文
献
史
的
な
研
究
と
い
う
も
の
は
、
単
に
書
誌
学
や
版
本
学
的
な
研
究
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
に
禅
宗 

史
の
動
向
を
視
野
に
入
れ
た
考
察
、
検
討
を
行
な
う
こ
と
に
よ
り
ま
し
て
、
必
然
的
に
古
禅
籍
の
成
立
と
変
遷
の
解
明
に
つ
な
が
る
の
で 

は
な
い
か
と
思
う
次
第
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、£

2

禅
宗
史
研
究
の
進
展
、
と
い
う
こ
と
の
、
ま
た
理
由
で
も
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も 

ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

⑵

の
大
蔵
経
研
究
へ
の
貢
献
、
と
い
う
の
は
ど
う
な
の
か
と
申
し
ま
す
と
、
中
国
で
開
版
さ
れ
た
大
蔵
経
と
い
い
ま
す
も
の
は
、

い
わ 

ゆ

る

近
代
以
前
に
お
い
て
約
二
十
種
類
ぐ
ら
い
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
宋
代
、
元
代
、
そ
れ
に
遼
•
金
と
い
う
国
の
大
蔵
経
ま
で
入
れ
ま 

す
と
、
そ
の
時
代
に
開
版
さ
れ
た
大
蔵
経
が
約
半
数
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
が
ま
た
ち
よ
う
ど
時
代
的
に
禅
宗
の
展
開
期
と
軌
を
一
に
し 

て
お
り
ま
す
。
恰
も
最
初
の
版
本
大
蔵
経
で
あ
る
開
宝
蔵
を
始
め
と
し
て
、
こ
の
時
代
の
大
蔵
経
の
中
に
禅
籍
が
あ
り
、
陸
続
と
し
て
入 

蔵
し
て
ま
い
り
ま
す
が
、
私
は
以
前
そ
の
実
態
を
、
今
申
し
た
よ
う
な
同
じ
方
法
論
に
よ

る

ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
な
つ
て
み
ま
し
た
。
こ
れ 

が
先
程
、
文
庫
長
先
生
か
ら
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
小
著
の
主
部
を
な
し
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
ん
な
考
察
は
、
当
該
の
大
蔵
経
の
開
版
と
か
、
そ
の
続
入
蔵
の
過
程
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
底
本
問
題
と
い
う
細
か
な
大
蔵
経
の 

研
究
、
あ
る
い
は
大
蔵
経
同
士
の
様
々
な
関
係
等
の
研
究
に
と
つ
て
、
若
干
の
指
摘
や
貢
献
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
つ
て
お
り
ま 

す
。
こ
れ
が
⑵
大
蔵
経
研
究
へ
の
貢
献
と
大
げ
さ
に
書
い
た
理
由
で
ご
ざ
い
ま
す
。

2
、
宋
元
版
禅
籍
の
現
存
数
、
は
一
体
ど
の
く
ら
い
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
斯
道
文
庫
の
大
御
所
で
あ
ら
れ
ま
し
た
阿
部
隆 

一
先
生
は
、
か
つ
て
中
国
大
陸
と
台
湾
と
日
本
に
世
界
の
宋
元
版
の
典
籍
の
所
在
は
ほ
ぼ
三
分
さ
れ
る
と
お
つ
し
ゃ
つ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。



と
こ
ろ
が
禅
宗
典
籍
に
限
っ
て
み
ま
す
る
と
、
や
や
事
情
が
異
な
る
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
私
が
調
べ
た
限
り
で
は
、
宋

版

.
元
版
で 

約
三
百
数
十
点
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
日
本
に
現
存
す
る
も
の
は
約
三
分
の
ニ
で
し
て
、
残
る
三
分
の
一
が
中
国
を
始
め
と
し
て
世
界 

各
国
に
散
在
し
て
い
る
と
い
う
状
況
か
と
思
い
ま
す
。

も
っ
と
も
こ
れ
は
入
蔵
典
籍
を
含
め
た
か
ら
で
あ
り
ま
し
て
、
宋
版
大
蔵
経
の
現
存
セ
ッ
ト
が
日
本
は
飛
び
抜
け
て
多
い
と
い
う
理
由 

か
ら
そ
う
な
つ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
数
量
の
中
で
同
じ
典
籍
、
同
種
の
も
の
、
あ
る
い
は
同
版
の
も
の
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。 

こ
う
い
う
も
の
を
整
理
し
て
み
ま
す
と
、
⑴
に
示
し
た
よ
う
に
約
百
四
十
種
類
、
三
百
六
十
版
く
ら
い
が
宋
元
版
禅
籍
の
現
存
数
と
み
ら 

れ
ま
す
。
そ
の
う
ち
唯
一
無
二
の
天
下
一
本
た
る
版
本
は
十
三
種
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
①
と
し
て
羅
列
し
た
禅
籍
で
ご
ざ
い
ま
す
。

①
廻
光
和
尚
唱
道
(
元
、
北
京
図
)
、
鏡
堂
和
尚
語
録
(
元
、
天
理
)
、
圭
峰
定
慧
禅
師
遙
稟
清
涼
国
師
書
(宋
、
島
田
蕃
根
旧
蔵
)
、
 

古
梅
和
尚
語
録
全
集
(
元
、
北
京
図
)
、
金
剛
経
纂
要
鈔
科
(未
、
高
山
寺
)
、
金

剛

経

註

解

(元
、
台
北
国
立
図
)
、
四

家

録

(
元
、
 

南
京
図
)
石
林
和
尚
語
録
(元
、
成
簣
)
、
伝

燈

玉

英

集

(金
、
北
京
図
)
、
盤

山

栖

雲

大

師

語

録

(
元
、
同
)
、
別
岸
和
尚
語
録 

(
元
、
同
)
、
北

山

録

注

(朱
、
同
)
、
永
明
知
覚
禅
師
方
丈
實
録
(宋
、
同
)

そ
の
中
の
十
種
類
、
こ

れ

は

『
廻
光
和
尚
唱
道
』
『鏡
堂
和
尚
語
録
』
『圭
峰
定
慧
禅
師
遙
稟
清
涼
国
師
書
』
『古
梅
和
尚
語
録
全
集
』 

『金
剛
経
纂
要
鈔
科
』
『金
剛
経
註
解
』
『
石
林
和
尚
語
録
』
『盤
山
栖
雲
大
師
語
録
』
『別
岸
和
尚
語
録
』
そ

し

て

『
永
明
知
覚
禅
師
方
丈 

實
録
』
。
こ
の
十
種
は
ほ
か
に
翻
刻
も
、
あ
る
い
は
影
印
等
も
全
く
さ
れ
て
い
な
い
テ
キ
ス
ト
で
す
。
北
京
図
書
館
の
も
の
が
一
番
多
い 

わ
け
で
す
。

そ
の
中
で
、
天
理
図
書
館
の
『鏡
堂
和
尚
語
録
』
、
こ
れ
と
成
簣
堂
文
庫
に
あ
り
ま
す
『
石
林
和
尚
語
録
』
、
こ
の
ニ
点
に
つ
き
ま
し
て 

は
、
私
が
調
べ
て
紹
介
だ
け
は
一
応
行
な
っ
て
お
り
ま
す
。

い
ず
れ
も
貴
重
な
元
版
の
禅
語
録
で
ご
ざ
い
ま
す
。



⑵
五
山
版
。
こ
れ
は
覆
宋
元
版
、
と
り
わ
け
禅
籍
の
覆
宋
元
版
に
限
定
し
て
絞
り
ま
す
と
約
百
三
十
種
で
あ
り
ま
す
。

実
は
、
今
回
の
講
演
会
の
統
一
テ
ー
マ
が
「
書
物
と
日
本
仏
教
」

で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
あ
え
て
五
山
版
を
表
に
出
し
た
わ
け
で
す
が
、
 

私
は
実
は
大
変
お
恥
ず
か
し
い
こ
と
な
が
ら
五
山
版
そ
の
も
の
の
研
究
に
は
ま
こ
と
に
造
詣
が
薄
い
者
で
あ
り
ま
し
て
、
ご
承
知
の
よ
う 

に
川
瀬
一
馬
先
生
の
名
著
『
五
山
版
の
研
究
』
上

•
下
ニ
冊
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
大
変
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
宋 

元
版
禅
籍
の
覆
刻
、
ま
た
は
そ
れ
に
類
す
る
も
の
は
、
大
体
百
三
十
種
、
百
七
十
版
ほ
ど
で
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
わ
ず
か
一 

本
だ
け
し
か
存
在
し
な
い
と
い
う
も
の
が
十
種
ほ
ど
で
す
。

②
雲
谷
和
尚
語
録
(積
翠
旧
)
、
黄
竜
山
南
禅
師
書
尺
(大
谷
)
、
介

石

禅

師

語

録

(内
閣
)
、
金

剛

経

口

訣

(京
大
)
、
西
巖
了
慧
禅
師 

語

録

(松
本
旧
)
、
禅
門
諸
祖
師
偈
頌
(早
大
)
、
澹

游

集

(内
閣
)
、
天

厨

禁

嚮

(
両
足
院
)
、
入

衆

日

用

清

規

(
東

急

)
、
無
門
関 

(大
中
院
)

そ
れ
が
②
と
し
て
掲
げ
た
も
の
で
す
。
更
に
そ
の
中
で
現
在
、
活
字
に
も
影
印
も
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
は
三
種
か
と
思
い
ま
す
。
 

『
雲
谷
和
尚
語
録
』
、
そ

れ

か

ら

『澹
游
集
』
。
後
者
は
内
閣
文
庫
の
も
の
で
、

い
ま
私
が
手
に
し
て
い
る
の
が
そ
の
写
真
版
で
す
が
、

こ 

れ
は
ほ
か
に
影
印
も
活
字
も
何
に
も
な
い
も
の
で
す
。
ほ
か
に
同
じ
テ
キ
ス
ト
は
全
く
見
ら
れ
な
い
と
い
う
大
変
貴
重
な
も
の
で
す
。
最 

後

の

『入
衆
日
用
清
規
』
。
こ
れ
は
大
東
急
記
念
文
庫
の
も
の
で
、
こ
れ
が
そ
の
写
真
版
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
も
同
じ
く
、

ほ
か
で
は 

全
然
見
ら
れ
な
い
も
の
で
す
。

な
お
、
『
五
山
版
の
研
究
』
に
載
っ
て
い
な
い
中
国
禅
籍
と
し
て
は
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
の
『禅
門
諸
祖
師
偈
頌
』
。
こ
の
本
文
は
、
 

も

ち

ろ

ん
ほ
か
で
も
見
ら
れ
る
も
の
で
す
が
、
五
山
版
は
こ
れ
一
本
だ
け
。
そ
れ
か
ら
、
前
述
し
た
大
東
急
の
『
入
衆
日
用
清
規
』
。

そ 

れ
に
京
都
の
興
聖
寺
本
で
知
ら
れ
て
い
る
有
名
な
『
六
祖
壇
経
』
。
そ
れ
か
ら
、
立
正
大
学
に
あ
り
ま
す
『大
慧
禅
師
年
譜
』
と
い
う
本
。



こ
う
い
う
も
の
は
『
五
山
版
の
研
究
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
最
後
の
『大
慧
禅
師
年
譜
』
は
従
来
は
宋
版
と
さ
れ
て
い 

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
川
瀬
先
生
は
晚
年
に
自
ら
、
こ
れ
は
五
山
版
で
あ
る
、
と
折
り
紙
を
付
け
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
現
在
は
五
山
版
と
し 

て
扱
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
宋
版
か
五
山
版
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
が
従
来
あ
り
ま
し
た
し
、
現
在
で
も
そ 

う
い
う
禅
籍
が
ま
だ
若
干
あ
る
ょ
う
に
伺
っ
て
お
り
ま
す
。

次
に
、
⑶
高
麗
版
の
中
に
も
覆
宋
元
版
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
私
の
調
べ
た
と
こ
ろ
で
約
二
十
数
種
、
そ
の
中
で
孤
本
と
し
た
も
の
は 

四
種
。
そ
れ
を
③
と
し
て
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
。

③
慈

覚
禅
師
語
録
(崔
南
善
旧
)
、
宗

門

摭

英

集

(趙
明
基
旧
)
、
祖
堂
集
、
永
嘉
真
覚
大
師
証
道
歌
淨
居
註
(趙
明
基
旧
)

こ
の
う
ち
、
最

初

の

『慈
覚
禅
師
語
録
』
と
い
う
本
は
、
近
代
に
お
け
る
朝
鮮
半
島
の
文
人
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
崔
南
善
氏
の 

旧
蔵
本
で
ご
ざ
い
ま
す
。
か
つ
て
大
屋
徳
城
さ
ん
が
紹
介
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
の
時
点
で
は
本
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
書
物
は
、
 

現
存
す
る
禅
門
の
清
規
の
中
で
は
一
番
古
い
『禅
苑
清
規
』
、
こ
れ
は 

一
一
◦
三
年
に
長
蘆
宗赜

と
い
う
雲
門
宗
に
属
す
る
人
が
つ
く
っ 

た
有
名
な
著
書
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
作
者
で
あ
る
宗赜

の
語
録
で
、
『慈
覚
禅
師
語
録
』
と
い
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
内
容
が
知 

ら
れ
ま
す
と
、
『禅
苑
清
規
』
が
制
定
さ
れ
た
背
景
な
ど
が
知
ら
れ
る
と
い
う
重
要
な
語
録
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、
現
在
所
在 

は
不
明
で
ご
ざ
い
ま
す
。
崔
南
善
氏
の
旧
蔵
書
は
六
堂
文
庫
と
い
い
ま
し
て
、
ソ
ゥ
ル
の
高
麗
大
学
に
寄
贈
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
私
は
、
 

か
つ
て
高
麗
大
学
ま
で
参
り
ま
し
て
尋
ね
た
の
で
す
が
、
確
か
に
六
堂
文
庫
は
高
麗
大
学
の
大
学
院
の
図
書
館
に
入
っ
て
お
り
ま
す
。
と 

こ

ろ

が

『慈
覚
禅
師
語
録
』
は
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。

そ
の
後
、
韓
国
の
友
人
の
方
が
意
欲
的
に
調
べ
て
く
れ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
に
ょ
り
ま
す
と
第
二
次
大
戦
後
、
韓
半
島
に
お
き
ま
す
と 

こ
ろ
の
六
•
ニ
五
動
乱
、
日
本
で
は
勝
手
に
朝
鮮
動
乱
な
ん
て
言
っ
て
お
り
ま
す
が
、
あ
の
動
乱
の
と
き
に
、
該
書
は
ど
う
も
流
出
し
て



し
ま
つ
た
ら
し
い
。
流
出
と
い
う
こ
と
は
失
わ
れ
て
し
ま
つ
た
の
か
、
現
存
し
て
い
る
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
、
ど
ち
ら
か
の 

ケ
ー
ス
な
ん
で
し
よ
う
が
、
ど
こ
か
に
所
蔵
さ
れ
て
い
て
、
貴
重
文
献
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、

い
つ
か
は
日
の
目
を
見
る
時
を
鶴
首
し
た 

い
と
、
こ

、
っ
思
つ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
高
麗
版
の
孤
本
と
し
て
掲
げ
た
『宗
門
摭
英
集
』
以
下
の
三
種
は
、
み
な
す
で
に
影
印
テ
キ
ス
ト
が
公
開
さ
れ
て
お
り
ま 

す
。3

、
五
山
版
禅
籍
の
類
別
、
に
移
り
ま
す
。
五
山
版
の
禅
籍
に
つ
き
ま
し
て
は
、
す

で

に

『
五
山
版
の
研
究
』
に
よ
っ
て
完
全
に
近
い 

様
々
な
角
度
か
ら
の
研
究
が
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
私
ど
も
が
依
用
し
つ
つ
、
中
国
で
つ
く
ら
れ
た
禅
籍
と
い
う
視
点
か
ら
五
山 

版
を
扱
う
場
合
に
は
、
次
の
四
種
類
に
分
け
る
と
便
利
か
と
思
い
ま
す
。

⑴
覆
宋
元
版
。
宋
元
版
を
覆
刻
し
た
も
の
。

⑵
覆
明
版
。
明
版
を
覆
刻
し
た
も
の
。
明
と
い
う
時
代
は
ご
承
知
の
よ
う
に
一
三
六
八
年
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
恰
も
五
山
版
の
全
盛
期 

で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
覆
明
版
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
。
宋
元
版
に
限
ら
な
い
わ
け
で
す
。

⑶
日
本
初
刻
版
。
日
本
で
初
め
て
開
版
さ
れ
た
日
本
初
刻
版
が
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
ま
す
。
日
本
人
の
著
作
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
そ 

、
っ

で

^

ON 。

h

は
、

を
ま
た
覆
刻
し
た
も
の
、

こ

う

い

う
も
の
も
五
山
版
の
中
に
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
ご
承
知
の
よ
う
に
、
典
籍
は
仏
教
の
ほ
う
か
ら
は
内
典
と
外
典
と
い
う
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
誰
が
い
つ
そ
う
い
う 

名
前
を
付
け
始
め
た
の
か
は
存
じ
ま
せ
ん
が
、
仏
教
書
を
内
典
、
そ
れ
以
外
の
も
の
を
外
典
と
。
外
典
と
か
外
道
と
い
う
名
称
は
あ
ま
り



よ
く
な
い
の
で
、
私
は
今
日
ど
、っ
か
と
も
思
、っ
の
で
す
が
、
歴
史
的
に
は
一
応
そ
う
い
う
扱
い
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
外
典
と
さ
れ
て
い
る
書
物
の
中
に
は
禅
籍
も
結
構
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
例
え
ば
、
『寒
山
詩
集
』
。
寒
山
さ
ん
の
詩
集 

で
す
。
寒
山
と
い
う
人
は
必
ず
し
も
禅
の
人
と
も
言
え
な
い
で
し
よ
う
が
、
私
は
禅
籍
に
含
め
て
お
り
ま
す
。
ち
な
み
に
本
書
は
『禅
籍 

目
録
』
に
も
収
録
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

あ
る
い
は
、
『北
硼
詩
集
』
な
ど
と
い
う
詩
集
で
す
。
文
集
と
か
詩
集
は
大
体
外
典
に
入
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が 

北碉

居
簡
の
よ
う
に
禅
門
の
人
が
著
し
た
禅
的
な
文
章
や
詩
(偈
頌
)
を
集
め
た
も
の
、
そ
う
い
う
作
品
は
禅
籍
の
範
疇
に
入
れ
て
差
し 

支
え
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
禅
籍
と
い
う
呼
称
は
誰
が
い
つ
始
め
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
点
も
調
べ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
 

江
戸
時
代
中
期
の
無
著
道
忠
さ
ん
な
ん
か
も
使
っ
て
い
ま
す
が
、
皆
、
禅
籍
と
い
う
対
象
の
範
囲
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
ま
し
て
、

『
禅
籍 

目
録
』
な
ん
か
の
場
合
は
実
に
広
範
囲
で
す
。
経
典
な
ん
か
も
禅
に
ち
よ
っ
と
関
係
あ
る
も
の
は
み
ん
な
収
め
て
い
る
。

こ
う
い
う
状
況
で
す
か
ら
、
禅
籍
と
い
う
名
称
は
、
使
う
人
に
よ
っ
て
大
い
に
範
囲
が
違
う
と
い
う
わ
け
で
、
と
て
も
定
義
な
ん
か
で 

き
な
い
よ
う
な
状
況
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
曖
昧
と
言
え
ば
曖
昧
な
の
で
す
が
、
我
田
引
水
的
に
申
せ
ば
、
そ
れ
だ
け
禅
と
い
う
も
の 

は
様
々
な
範
囲
に
影
響
が
あ
り
、
多
く
の
分
野
、
分
野
で
様
々
な
作
品
を
遺
し
て
い
る
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
文
献
類
も
扱
わ
な
い
と 

禅
の
研
究
は
総
合
的
に
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
広
く
言
え
ば
中
国
の
文
化
史
、
日
本
の 

文
化
史
を
解
明
す
る
に
は
、
や
は
り
広
い
範
囲
の
意
味
で
の
禅
籍
を
網
羅
的
に
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
言
え
ま
し
よ 

う
か
ら
、
私
も
、
あ
ま
り
き
ち
き
ち
の
こ
れ
だ
け
と
い
う
よ
う
な
範
囲
に
絞
ら
な
い
で
、
禅
籍
を
か
な
り
広
範
囲
に
考
え
て
お
り
ま
す
。 

五
山
版
禅
籍
の
類
別
に
つ
い
て
は
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
ま
す
。



4
、
五
山
版
の
宋
元
版
覆
刻
に
関
す
る
問
題
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
宋
元
版
の
覆
刻
が
五
山
版
の
特
徴
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
中
国
で
つ 

く
ら
れ
た
禅
籍
に
限
る
わ
け
で
す
が
、
こ
、っ
い
う
理
解
が
一
般
に
は
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
確
か
に
ほ
と
ん
ど
は
完
全
に
覆
刻
し
て
い
る
。
 

も
つ
と
も
こ
れ
も
覆
刻
と
い
う
定
義
が
難
し
い
わ
け
で
す
が
、

一
字
一
句
同
じ
形
の
「
か
ぶ
せ
彫
り
」
と
い
う
こ
と
で
す
と
問
題
に
な
り 

ま
す
が
、
あ
ま
り
そ
ん
な
ス
ト
リ

ク

ト
な
こ
と
で
な
く
て
、
版
式
、
行
格
な
ど
が
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
ぐ
ら
い
で
す
と
、
確
か
に 

覆
刻
と
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
後
述
の
⑵

で
挙
げ
た
よ
う
な
、

一
部
改
刻
さ
れ
て
い
る
も
の
。
あ
る
い
は
⑶

の
日
本
で
全
く
編
集
さ
れ
た
も
の
と
い
う
の
が 

入
り
込
ん
で
き
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
中
国
で
撰
述
さ
れ
た
禅
籍
の
五
山
版
と
い
う
も
の
は
、
み
な
宋
元
版
の
覆
刻
で
あ
る
、
こ
う 

い
う
こ
と
は
一
概
に
言
え
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
厳
密
に
は
違
う
も
の
も
あ
る
、
ま
た
覆
明
版
も
あ
る
と
い
う
理
解
を
ま
ず
基
本
的 

に
持
つ
て
い
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
に
挙
げ
た
の
は
ほ
ん
の
一
部
で
あ
り
ま
し
て
、
⑴

の
完
全
覆
刻
の
例
と
し
て
『
冥
枢
会
要
』
と
い
う
禅
籍
を
出
し
ま
し
た
。
こ
の 

テ
キ
ス
ト
は
特
殊
で
貴
重
な
覆
宋
版
で
あ
る
と
思
う
か
ら
で
す
。
こ
の
書
物
は
、
お
よ
そ
北
宋
時
代
の
初
め
に
有
名
な
永
明
延
寿
の
『宗 

鏡
録
』
百
巻
、
ほ
と
ん
ど
の
大
蔵
経
の
中
に
入
蔵
し
て
い
る
著
名
な
典
籍
で
あ
り
ま
す
が
、
こ

の

『宗
鏡
録
』
は
百
巻
と
い
う
大
変
浩
瀚 

な
書
物
で
あ
り
ま
す
た
め
に
、
約
百
年
後
に
こ
れ
を
臨
済
宗
黄
竜
派
に
属
す
る
晦
堂
祖
心
と
い
う
人
が
、
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
抜
粋
し
て 

刊
行
し
た
の
が
『
冥
枢
会
要
』
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
こ
と
に
便
利
な
書
物
と
し
て
、
中
国
と
日
本
で
は
広
く
仏
教
界
に
愛
読
さ
れ
た
よ
う 

で
あ
り
ま
し
て
、
日
本
で
は
鎌
倉
末
期
に
五
山
版
が
つ
く
ら
れ
て
以
来
、
何
度
も
印
刷
さ
れ
、
伝
本
も
比
較
的
た
く
さ
ん
遺
さ
れ
て
お
り 

ま
す
。

宋
版
は
現
在
唯
一
の
現
存
本
が
台
北
の
国
立
中
央
図
書
館
に
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
本
文
の
頭
の
写
真
と
五
山
版
を
対
照
さ
せ
て
載
せ
た
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の

が

〈資
料
〉

一
の
上
段
の
右
と
左
で
す
(図
版
1
.
2
)
。
 

ご
覧
の
と
お
り
第
一
紙
の
表
側
半
葉
の
行
数
と
字
数
、
い 

わ
ゆ
る
行
格
は
完
全
に
一
致
し
て
い
ま
す
。
本
文
中
に
割 

行
形
式
で
み
え
る
「
十
板
」
と

か

「十
一
板
」
と
い
う
文 

字
が
白
抜
き
で
、

い
わ
ゆ
る
陰
刻
に
な
つ
て
い
ま
す
。
そ 

の
部
分
も
見
比
べ
ま
す
と
若
干
形
は
違
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
 

五
山
版
は
宋
版
を
忠
実
に
承
け
て
い
る
と
い
う
こ

と

が

わ 

か
り
ま
す
。
こ
れ
は
底
本
で
あ
っ
た
『宗
鏡
録
』
宋
版
の 

本
文
部
分
を
明
示
す
る
、
五
山
版
編
集
者
の
責
任
あ
る
学 

問
的
な
態
度
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
そ
の
第
一
行
を
見
ま
す
と
「板
數
如
欲
廣
覽
請 

自
尋
檢
本
文
」
、
こ
こ
を
ょ
り
廣
く
覽
た
い
者
は
板
數
の 

本
文
を
尋
ね
み
て
く
れ
、
と
い
う
意
味
が
書
か
れ
て
い
ま 

す
。
「本
文
」
と
い
う
の
は
、
『宗
鏡
録
』
の
本
文
を
見
て 

く
だ
さ
い
、
こ
、つ
い
う
意
味
な
ん
で
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、
今
日
と
い
た
し
ま
し
て
は
『{示
鏡
録
』
 

の
テ
キ
ス
ト
研
究
に
役
立
つ
の
で
あ
り
ま
し
て
、r

冥
枢



会
要
』

の
序
文
は
北
朱
の 

一
◦
九
六
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
中
に
、
『宗
鏡
録
』

の
底
本
は
浙
江
と
開
封
と
に
二
つ
の
刊
本 

が
あ
つ
て
、
そ
れ
に
よ
つ
て
対
校
し
て
引
い
て
い
る
、
こ

う

書
い
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
『
冥
枢
会
要
』
の
底
本
と
な
つ 

た

『宗
鏡
録
』
は
、
何
と
福
州
版
大
蔵
経
に
初
め
て
『宗
鏡
録
』
が
入
蔵
し
、
開
版
さ
れ
る
以
前
に
、
既
に
少
な
く
と
も
ニ
本
の
北
宋
版 

が
存
在
し
た
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
お
お
よ
そ
の
分
量
が
、
こ
の
白
抜
き
陰
刻
の
丁
数
か
ら
類
推
可
能
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
 

『宗
鏡
録
』

の
初
期
文
献
史
的
な
解
明
に
益
す
る
と
い
う
点
で
、
『冥
枢
会
要
』

の
存
在
は
ま
こ
と
に
貴
重
で
あ
り
ま
す
。

そ

ん

な

こ

と

か

ら
私
は
、
本
書
の
東
洋
文
庫
の
五
山
版
を
柳
田
聖
山
先
生
の
お
手
伝
い
を
し
て
発
刊
い
た
し

ま

し

た

『禅
学
典
籍
叢
刊
』
 

全
十
三
巻
の
中
の
第
三
巻
目
に
影
印
で
収
め
、
初

め

て

『
冥
枢
会
要
』
と
い
う
書
物
の
五
山
版
全
文
が
公
刊
さ
れ
、
今
日
で
は
容
易
に
見 

ら

れ

る

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。こ

、っ

い

う

例

も

あ

る

と

い

う

こ

と

で

す

。

⑵

一
部
改
刻
、
と

い

、
っ事
例
で
あ
り
ま
す
が
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
改
刻
と

い

う

も
の
は
少
な
く
な
い
の
で
す
。

つ
ま
り
宋
版
.
元
版
を 

五
山
版
で
ち

ょ

つ

と
改
め
た
と

い

う

ケ

ー

ス
で
す
。
こ
れ
は
実
は
か
な
り
ご
ざ
い
ま
す
。

こ

れ

も

〈資
料
〉

一
の
下
の
段
に
、
『
北碉

語
録
』
を
出
し
て
お
き
ま
し
た
(
四
四
頁
)
。
右

(図
版
3
)
が
宋
版
、
左

(
図
版
4
)
が 

五
山
版
で
す
。
五
山
版
の
写
真
が
見
づ
ら
い
の
は
私
自
身
が
昔
、
両
足
院
で
撮
影
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
汚
い
写
真
版
だ
か
ら
で
す
。

写

真

で

「
小
佛
事
終
」
と
い
う
項
目
の
尾
題
が
書
陵
部
の
宋
版
で
は
丁
の
お
し
ま
い
の
近
く
に
彫
ら
れ
て
い
る
の
に
、
五
山
版
で
は
次 

の
丁
に
彫
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
の
違
い
で
す
。
こ
ん
な
の
は
違
い
の
内
に
入
ら
な
い
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
で
す
が
、
こ
、っ
い
つ
た
違 

い
は
五
山
版
で
は
随
所
に
見
ら
れ
る
例
と
し
て
挙
げ
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
『円
悟
心
要
』
と
い
う
書
物
の
場
合
。
こ
れ
は
写
真
は
出
し
て
あ

り

ま

せ
ん
が
、
宋
版
の
本
文
は
百
三
十
項
目
か
ら
な 

る
法
語
の
集
成
で
す
。
と
こ
ろ
が
五
山
版
は
、
宋
版
と
は
版
式
や
行
格
は
完
全
に
同
じ
で
あ
る
の
に
、
本
文
に
は
増
添
が
施
さ
れ
て
い
る
。





合
計
し
ま
す
と
百
四
十
ニ
項
目
に
増
え
て
い
ま
す
。
『
円
悟
心
要
』

の
宋
版
は
日
本
に
四
本
現
存
し
て
い
ま
す
が
、
私
は
そ
の
中
の
三
本 

を

見
て
お
り
ま
す
。
五
山
版
は
五
回
の
出
版
が
知
ら
れ
、
大
変
流
行
し
た
も
の
で
十
二
、
三
本
程
が
現
存
し
て
い
ま
す
。
私
は
数
本
を
見 

て
い
る
だ
け
で
す
が
、

い
ず
れ
も
五
山
版
同
士
は
同
じ
な
の
で
す
。
宋
版
同
士
も
同
じ
。
そ
こ
で
宋
版
と
五
山
版
と
の
間
に
見
ら
れ
る
こ 

う
い
っ
た
違
い
は
、
五
山
版
が
既
に
現
存
し
な
い
別
の
宋
版
を
底
本
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
現
存
す
る
宋
版 

は
一
二
三
八
年
刊
行
の
南
宋
版
で
あ
り
、
五
山
版
の
刊
行
は
一
二
四
一
年
と
、
わ
ず
か
三
年
の
差
し
か
な
い
。
そ
の
間
に
別
の
宋
版
が
存 

在
し
た
と
い
う
こ

と

を
想
定
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
恐
ら
く
で
き
な
い
。
な
か
つ
た
の
で
す
ね
。

そ
う
し
ま
す
と
、
版
式
は
完
全
に
一
致
し
て
い
る
。
三
年
の
差
し
か
な
い
こ
と
、
そ
の
他
に
も
細
か
い
理
由
は
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り 

五
山
版
は
宋
版
を
覆
刻
で
な
く
増
補
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
次
に
書
き
ま
し
た
『人
天
眼
目
』
、
こ
れ
は
禅
門
五
家
の
綱
要
集
で
す
。
宋
版
は
全
く
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
古
い
版
は
五 

山
版
と
高
麗
版
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
相
違
た
る
や
実
に
甚
だ
し
く
違
っ
て
い
ま
す
。
『大
正
大
蔵
経
』
巻
四
八
に
入
っ
て
い
る
も
の
は 

明
版
を
承
け
る
江
戸
版
を
底
本
と
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
と
も
ま
た
か
な
り
違
う
。
こ
、っ
い
う
こ
と
に
な
つ
て
お
り
ま
し
て
、

『
大 

正
大
蔵
経
』
本
は
五
山
版
と
の
対
校
を
や
っ
て
い
ま
す
が
、
『大
正
大
蔵
経
』
所
収
の
中
国
禅
籍
の
中
で
一
番
校
注
が
た
く
さ
ん
あ
る
の 

が
、
こ

の

『
人
天
眼
目
』
で
す
。
要
す
る
に
、
そ
の
く
ら
い
五
山
版
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

な
ぜ
だ
ろ
う
か
と
い
い
ま
す
と
、
五
山
版
は
嘉
元
ニ
年
(
一
三
〇
三
)
に
日
本
人
の
桂
堂
瓊
林
と
い
う
入
宋
し
日
本
へ
帰
朝
し
た
方
の 

跋
文
が
付
い
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
読
み
ま
す
と
、
南
宋
初
期
の
初
刻
本
を
七
◦
年
後
に
物
初
大
観
が
重
修
刊
行
し
た
テ
キ
ス
ト
を
、
 

さ
ら
に
校
訂
し
て
刊
行
し
て
い
る
の
だ
と
、
こ
う
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
明
ら
か
に
五
山
版
は
宋
版
の
覆
刻
で
は 

な
い
。
改
刻
版
で
あ
る
。
し
か
も
校
訂
版
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。



今
、
高
麗
版
と
も
う
ん
と
違
う
と
い
う
こ

と

を
申
し
ま
し
た
が
、
こ

の

よ

う

に
五

山

版

.
高
麗
版
と
明
版
大
蔵
経
本
と
い
う
三
系
統
が 

そ
れ
ぞ
れ
違
う
。
そ
の
異
本
類
の
テ
キ
ス
ト
研
究
を
や
っ
て
み
ま
す
と
、
宋
版
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
か
ら
の
変
遷
と
、
そ
の
理
由
等
が 

解
明
で
き

る

非
常
に
顕
著
な
禅
籍
の
例
で
す
。
そ
の
た
め
に
あ
え
て
挙
げ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

最

後

に

『
円
悟
語
録
』
を
出
し
ま
し
た
が
(
四
七
頁
、
図
版
5
.
6
)
、
こ
れ
も
宋
版
の
伝
本
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
で
、
元
版
が
あ
り 

ま
す
。
こ
れ
は
故
神
田
喜
一
郎
さ
ん
の
所
蔵
本
で
あ
っ
た
も
の
が
、
現
在
大
谷
大
学
に
寄
贈
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
大
谷
大
学
本
は 

数
あ

る

宋
元
版
禅
籍
の
中
で
私
が
見
た
も
の
の
中
で
は
白
眉
の
超
豪
華
本
で
ご
ざ
い
ま
す
。
大
き
さ
と
い
い
、
装
丁
と
い
い
、
文
字
の
印 

刷
と
い
い
、
こ
ん
な
素
晴
ら
し
い
装
丁
本
は
ほ
か
に
見
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
ぐ
ら
い
の
豪
華
本
で
す
。

〈資
料
〉
ニ
の
上
に
出
し
た
の
が
そ
の
大
谷
大
学
本
(
図
版
5
)
。
下

は

『
五
山
版
の
研
究
』
に
載
っ
て
お
り
ま
す
と
こ
ろ
の
、
成
簣
堂 

文
庫
に
あ
る
、
こ
れ
も
唯
一
の
五
山
版
で
す
(
図
版
6
)
。
こ
れ
ら
の
両
本
は
た
ま
た
ま
同
じ
と
こ
ろ
を
対
照
し
て
出
し
ま
し
た
。

こ
の
対
照
し
た
箇
所
は
同
じ
文
面
な
の
で
す
が
、
ほ
か
の
様
々
な
要
素
か
ら
し
て
五
山
版
は
、
大
谷
大
学
本
の
元
版
の
覆
刻
で
は
な
い 

こ
と
が
わ
か
る
の
で
す
。
そ
の
論
証
は
複
雑
に
わ
た
り
ま
す
の
で
、
細
か
い
点
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
大
谷
大
学
本
の
美
し
い 

文
字
、
五
山
版
も
き
れ
い
な
の
で
す
が
、
元
版
の
素
晴
ら
し
さ
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

⑶
日
本
編
集
、
と
い
う
も
の
で
す
。
例

と

し

て

『少
室
六
門
』
と

『達
磨
三
論
』
と
い
う
二
つ
を
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
言
う
ま
で 

も
な
く
禅
宗
初
祖
の
菩
提
達
摩
の
著
述
と
い
う
書
名
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
史
実
と
し
ま
し
て
は
『少
室
六
門
』
の

中

の

「
ニ 

入
四
行
」
だ
け
が
達
摩
の
真
説
で
あ
っ
て
、
ほ
か
は
達
摩
さ
ん
に
仮
託
さ
れ
た
唐
代
の
作
品
で
あ
る
と
い
う
の
が
定
説
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

『少
室
六
門
』

の
五
山
版
は
水
戸
市
の
六
地
蔵
寺
に
、
こ
れ
一
本
し
か
伝
本
が
な
い
。
全
く
の
孤
版
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
が
そ
の
写
真 

で
し
て
、
私
が
昔
撮
っ
た
も
の
で
す
。



図版6 五山版『円悟語録』 成篑 堂文庫蔵



私
は
昔
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
と
ほ
か
の
『少
室
六
門
』
や

『達
磨
三
論
』

の
異
本
類
を
集
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
テ
キ
ス
ト
類
の
検
討
を
行
な 

い
ま
し
て
、
こ
れ
は
宋
元
版
の
研
究
を
始
め
て
間
も
な
く
で
あ
っ
た
こ

と

も
あ
り
ま
し
た
が
、
「
『
少
室
六
門
』
は
覆
宋
版
で
あ
ろ
う
」
と 

い
う
ふ
う
に
書
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
近
年
に
な
り
ま
し
て
か
ら
東
洋
大
学
の
伊
吹
敦
先
生
が
、
『少
室
六
門
』
と

『
達
磨
三
論
』

の
ニ
書
に
関
す
る
よ
り
多
く
の
異
本
類
を
調
査
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
相
違
点
を
コ
ン
ピ
ユ
ー
タ
ー
に
よ
る
徹
底
的
な
分
析
考
察
を
な
さ
れ
た 

結
果
、

い
ず
れ
も
日
本
で
新
た
に
編
集
刊
行
さ
れ
た
も
の
だ
と
論
証
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
例
も
あ

る

と

い
う
こ
と
で
挙
げ
ま
し
た
。

以
上
、
わ
ず
か
の
事
例
を
挙
げ
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、
中
国
撰
述
禅
籍
の
五
山
版
と
い
う
も

の

は

、
皆
、
全
て
を
宋
元
版
の
覆
刻
と
い 

う
概
念
で
扱
つ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
申
し
た
か
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

5
、
宋
元
版
禅
籍
研
究
に
お
け
る
五
山
版
の
価
値
、
と
い
う
テ
ー
マ
を
出
し
ま
し
た
。
五
山
版
の
価
値
と
い
え
ば
、
改
め
て
私
が
言
う 

ま
で
も

な

く

絶
大
な
も
の
が
あ
る
の
は
す
で
に
ご
承
知
の
通
り
で
す
。
私
の
研
究
分
野
と
し
て
は
、
ま
ず
、
⑴
佚
書
の
宋
元
版
を
補
塡
す 

る
。
こ
れ
は
実
に
大
変
な
価
値
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
1
の
②

に
挙
げ
た
十
種
の
ほ
か
、
『
六
祖
壇
経
』
以

下

の

書

物

(
夾
注 

輔
教
編
、镡

津
文
集
、
禅
林
宝
訓
、
禅
宗
四
家
録
、
五
味
禅
、
禅
林
僧
宝
伝
、
明
覚
禅
師
語
録
な
ど
)
。
合
計
し
ま
す
と
約
七
十
種
の
仏 

典
が
現
存
す
る
五
山
版
禅
籍
に
よ
っ
て
、
既
に
も
う
失
わ
れ
て
伝
本
の
な
い
宋
元
版
の
姿
を
ほ
ぼ
目
の
当
た
り
に
見
せ
て
く
れ
る
と
い
う 

こ
と
が
指
摘
で
き
ま
す
。

こ
こ
に
挙
げ
た
の
は
、
私
が
扱
っ
た
も
の
の
中
で
特
に
貴
重
な
も
の
、
重
要
な
も
の
を
出
し
ま
し
た
。
そ
の
ニ
、
三
を
ご
紹
介
し
て
み 

た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
先
の
2
の
②

に
挙
げ
た
も
の
の
中
に
『禅
門
諸
祖
師
偈
頌
』
と

い

う

禅
籍
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
先
程
も
申
し
上
げ
ま
し
た



よ
う
に
、
『
五
山
版
の
研
究
』
に
も
な
ぜ
か
著
録
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
該
書
の
伝
来
経
路
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
早
稲
田 

大
学
が
明
治
四
十
年
に
購
入
し
た
も
の
で
す
。
現
在
、
同
大
学
の
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
書
物
は
ど

う

い

う
も
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
禅
門
で
は
昔
か
ら
偈
頌
の
作
品
が
非
常
に
多
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
書
物
は
八 

十
四
種
類
の
唐
代
か
ら
宋
代
に
か
け
て
の
偈
頌
集
で
あ
り
ま
す
。
江
戸
期
の
町
版
も
あ
り
ま
し
た
、
そ
れ
が
底
本
と
な
つ
て
続
蔵
経
の
テ 

キ
ス
ト
に
な
つ
て
い
る
。
普
通
は
、
こ
の
続
蔵
の
も
の
を
私
ど
も
は
見
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
早
稲
田
の
五
山
版
に
は
ほ
か
に
見
ら
れ
な 

い
宋
代
の
跋
文
が
付
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
ほ
か
様
々
な
視
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
ま
し
て
、
本
書
の
原
型
は
北
宋
時
代
に
ま
ず 

唐
代
禅
門
の
偈
頌
が
集
め
ら
れ
て
刊
行
さ
れ
た
。
そ
れ
が
南
宋
時
代
に
な
つ
て
か
ら
福
州
の
開
元
寺
で
——

こ
こ
は
大
蔵
経
を
刊
行
し
た 

寺
と
し
て
有
名
で
す
が
、
——

大
幅
に
こ
れ
を
増
補
し
ま
し
て
増
輯
版
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
早
稲
田
の
五
山
版
は
そ
の
南
宋
版
の 

覆
刻
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
内
容
的
に
、
こ
の
八
十
四
種
類
の
偈
頌
。
こ
の
偈
頌
を
一
点
、

一
点
に
つ 

い
て
典
拠
を
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
面
白
い
事
実
が
わ
か
つ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
『
景
徳
伝
灯
録
』
と
い
う
も
の
。
こ
れ
は
一
〇
〇
四
年
に
編
集
さ
れ
た
禅
門
の
有
名
な
灯
史
文
献
三
十
巻
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

こ

の

『景
徳
伝
灯
録
』

の
お
し
ま
い
の
ほ
う
に
、
唐
代
か
ら
五
代
に
か
け
て
の
偈
頌
が
か
な
り
集
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

『
禅
門
諸
祖
師 

偈
頌
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
偈
頌
と
、
『景
徳
伝
灯
録
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
偈
頌
を
比
較
し
て
み
ま
す
と
、
面
白
い
こ
と
が
判
明
い
た 

し
ま
す
。
そ
れ
は
同
じ
偈
頌
で
も
か
な
り
文
字
が
違
う
。
ま
ず
ル
ー
ッ
が
違
う
か
ら
な
の
で
す
。
互
い
に
底
本
と
し
た
も
の
が
違
う
。
端 

的
に
言
え
ば
、

『禅
門
諸
祖
師
偈
頌
』
は

『景
徳
伝
灯
録
』
に
採
ら
れ
た
も
の
以
外
の
資
料
を
集
め
よ
う
と
し
た
。
な
ぜ
そ
れ
が
わ
か
る 

か
と
い
う
と
、
敦
煌
出
土
文
献
の
中
に
も
偈
頌
が
か
な
り
ご
ざ
い
ま
す
。
た
ま
た
ま
そ
の
中
の
作
品
で
、
『禅
門
諸
祖
師
偈
頌
』
『景
徳
伝 

灯
録
』

の
両
者
に
収
め
ら
れ
て
い
る
同
種
の
作
品
と
を
突
き
合
わ
せ
し
て
み
ま
す
と
、
敦
煌
文
献
の
ほ
う
に
『
禅
門
諸
祖
師
偈
頌
』

の
も



の
が
よ
り
近
い
の
で
す
。
こ
れ
は
校
訂
の
違
い
と
い
う
以
前
に
、
ど
、っ
も
原
典
の
違
う
も
の
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

テ

キ

ス

ト

の
校
訂
に
は
複
雑
な
問
題
が
内
在
す
る
わ
け
で
す
が
、
少
な
く
と
も
、
『景
徳
伝
灯
録
』
は
勅
修
版
と
い
う
か
、
政
府
の
高 

官
た
ち
の
校
訂
を
経
て
勅
入
蔵
し
た
権
威
の
あ
る
仏
典
で
す
。
し
た
が
っ
て
か
な
り
内
容
的
に
て
こ
入
れ
が
さ
れ
、
整
然
と
整
理
さ
れ
て 

い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『禅
門
諸
祖
師
偈
頌
』
は
民
間
か
ら
刊
行
さ
れ
た
私
版
で
す
。
そ
の
違
い
も
考
え
ら
れ
ま
し
よ
う
。
も
と
も
と
、
 

ル
ー
ッ
に
な
っ
た
も
の
は
み
ん
な
敦
煌
文
献
み
た
い
な
個
性
の
あ
る
筆
写
本
だ
っ
た
は
ず
で
す
。
そ
れ
が
こ
の
よ
う
に
、
底
本
の
違
い
と 

校
訂
の
差
異
、
そ
れ
ら
が
重
層
し
て
両
書
に
共
通
す
る
文
献
同
士
の
相
違
が
拡
大
し
た
の
で
は
な
い
か
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
ま 

す
。
そ
う
い
う
意
味
で
『禅
門
諸
祖
師
偈
頌
』
と
い
う
典
籍
の
テ

キ

ス

ト
と
し
て
の
基
本
的
な
性
格
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
、
古
文 

献
が
北
宋
期
に
初
め
て
刊
行
さ
れ
る
際
の
状
況
を
知
る
上
で
も
貴
重
な
事
例
か
と
存
じ
ま
す
。
こ
れ
は
早
稲
田
大
学
に
あ
り
ま
す
五
山
版 

の
お
陰
で
ご
ざ
い
ま
す
。

次
に
、
こ

れ

も
先
の
2
の
②

に
掲
げ
た
ニ
行
目
の
末
尾
に
『入
衆
日
用
清
規
』
と

し

て

挙
げ
て
お

き

ま

し

た

。
面
白
い
文
献
で
す
。
こ 

れ
は
大
東
急
記
念
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
天
下
一
本
で
あ
り
、
ほ
か
に
同
じ
テ
キ
ス
ト
は
全
く
な
い
も
の
で
す
。
正

式

に

は

『無
量
寿
禅
師 

日
用
清
規
』
と
い
う
名
前
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
そ
の
写
真
版
で
す
。
こ
の
書
物
は
無
量
宗
寿
と
い
う
南
宋
初
め
の
禅
者
が
著
し
た
、
 

禅
道
場
へ
入
門
し
て
毎
日
の
修
行
生
活
を
送
る
た
め
の
基
本
的
な
進
退
作
法
を
定
め
た
指
南
書
、
と
い
っ
た
よ
う
な
性
格
の
書
物
で
ご
ざ 

い
ま
す

本
書
に
は
実
は
流
布
本
が
あ
り
ま
し
て
、
続
蔵
等
に
も
収
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
た
.め
に
、
大
東
急
の
五
山
版
は
同
じ
も
の
だ
ろ 

う
と
し
て
見
捨
て
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
書
名
は
同
じ
で
も
内
容
が
全
く
違
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
流
布
本
の
ほ
う
は
、
 

無
量
宗
寿
が
江
西
省
の
田
舎
の
お
寺
に
住
職
し
て
い
た
と
き
に
定
め
た
清
規
の
原
文
そ
の
ま
ま
で
、
非
常
に
短
い
も
の
で
す
。
こ
れ
が
す



ぐ
れ
た
指
南
書
で
軽
便
で
す
か
ら
、

い
ろ
い
ろ
な
他
の
清
規
の
付
録
と
し
て
、
た

と

え

ば

『備
用
清
規
』
だ
と
か
、
『
勅
修
百
丈
清
規
』 

だ
と
か
、
宋
代
か
ら
元
代
に
か
け
て
の
様
々
な
清
規
が
編
刊
さ
れ
ま
す
が
、
『
日
用
清
規
』
は
そ
の
付
録
み
た
い
な
形
で
、
短
い
か
ら
付 

け
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
ず
う

つ

と

流
布
本
の
系
統
を
な
し
て
伝
わ
つ
て
き
て
、
現
在
続
蔵
に
ま
で
入
つ
て
い
る
。
そ
う
い
う
テ 

キ
ス
ト
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
大
東
急
の
こ
の
五
山
版
は
、
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
長
く
、
詳
細
な
も
の
で
す
。
無
量
宗
寿
は
、
晚
年
に
江
西
省
の
山
の
中 

の
寺
か
ら
寧
波
近
く
の
明
州
瑞
巖
寺
と
い
う
か
な
り
の
寺
に
移
つ
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
の
寺
は
道
元
禅
師
の
お
師
匠
さ
ん
で
あ
り
ま
す
如 

浄
禅
師
と
い
う
方
が
先
に
住
職
し
た
寺
で
す
。
そ
こ
へ
ま
い
り
ま
す
。
浙
江
省
の
あ
の
辺
は
、
当
時
禅
の
メ
ッ
ヵ
と
も
言
う
べ
き
所
で
あ 

り
ま
し
て
、
諸
方
の
道
場
に
雲
水
が
た
く
さ
ん
い
る

。

そ

う

い

う
時
代
背
景
の
下
に
、
も
は
や
短
い
指
南
書
で
は
間
に
合
わ
な
い
と

い

う
 

時
代
と
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
、
無
量
宗
寿
自
身
が
自
作
の
清
規
を
か
な
り
増
補
し
、
詳
細
懇
切
に
書
き
改
め
ま
し
た
。
こ
の
増
補
本 

が
宋
版
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
か
な
り
流
布
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
元
の
時
代
に
な
つ
て
か
ら
、
そ
こ
へ
ま
た
ほ
か
の
人
が
増
補
し
て
お 

り
ま
す
。
そ
の
元
版
を
覆
刻
し
た
も
の
が
大
東
急
本
と
い
う
わ
け
で
す
。
宋
版
の
初
刻
本
も
増
輯
本
も
、
ま
た
元
版
も
み
な
伝
本
皆
無
で 

す
。
ひ
と
り
覆
元
本
の
五
山
版
、
そ
れ
も
唯
一
本
だ
け
が
伝
存
す
る
。
そ
し
て
右
の
よ
う
な
こ
と
は
、
こ
の
五
山
版
を
検
討
す
る
こ
と
に 

よ
つ
て
の
み
知
ら
れ
る
事
実
で
ご
ざ
い
ま
す
。

い
か
に
五
山
版
が
貴
重
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
好
例
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
5
、
五
山
版
の
価
値
と
し

た

と

こ
ろ
に
、
1
の
②

に
挙
げ
た
十
種
の
ほ
か
に
『
六
祖
壇
経
』
以
下
が
書
か
れ
て
あ
り
ま
す
。 

ま

ず

有

名

な

『
六
祖
壇
経
』
で
す
が
、
ご
承
知
の
と
お
り
宋
版
が
何
本
も
つ
く
ら
れ
て
い

る

に
も
関
わ
ら
ず
、
現
存
す
る

も
の
は
い
ま
だ 

に
発
見
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
日
本
で
は
鎌
倉
期
の
古
写
本
が
三
本
。
こ
れ
は
名
古
屋
の
真
福
寺
と
石
川
県
金
沢
の
大
乗
寺
、
そ
れ
か
ら 

東
北
大
学
図
書
館
に
、
と
も
に
鎌
倉
期
の
古
写
本
三
本
が
現
存
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
と
、
室
町
末
期
頃
の
五
山
版
一
本
が
堀
川
の
興
聖



寺
に
伝
わ
つ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
が
知
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

昔
、
鈴
木
大
拙
先
生
が
、
こ
の
興
聖
寺
本
を
紹
介
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
文
献
史
的
な
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
言
っ
て
お
ら
れ
な
い
。
 

大
御
所
の
方
が
お
書
き
に
な
つ
た
も
の
を
、
あ
と
の
者
は
み
ん
な
絶
対
だ
と
思
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
誰
も
あ
と
手
を
つ
け
な
い
。
と
こ 

ろ
が
敦
煌
文
献
も
そ
う
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
鈴
木
先
生
の
お
や
り
に
な
っ
た
も
の
は
、
ご
自
分
で
改
訂
し
校
訂
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。 

そ
う
い
う
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
『
六
祖
壇
経
』
に
つ
い
て
も
文
献
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
あ
と
の
人
も
全
く
驚
く
べ
き
こ 

と
に
文
献
的
な
も
の
に
言
及
し
て
い
な
い
の
で
す
。
私
は
一
応
こ
れ
を
行
な
っ
て
み
て
、
韓
国
か
ら
出
さ
れ
ま
し
た
『
六
祖
壇
経
司
世
界
』
 

と
い
う
研
究
論
集
の
中
に
書
き
ま
し
た
。
興
聖
寺
本
は
基
本
的
な
こ
と
か
ら
検
討
し
直
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
賢
し
ら 

に
指
摘
い
た
し
ま
し
た
。

次

の

『夾
注
輔
教
編
』
は
、
北
朱
の
仏
日
契
嵩
と
い
う
人
に
ょ
り
ま
す
三
教
一
致
等
を
説
い
た
文
献
で
あ
り
ま
し
て
、

『
輔
教
編
』

に 

対
し
て
自
ら
夾
注
を
加
え
た
禅
籍
で
す
。
五
山
版
は
五
山
の
春
屋
妙
葩
が
刊
行
し
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
底
本
で
あ
り
ま
し
た
元
版
、
あ 

る
い
は
、
そ
の
祖
本
に
当
た
る
宋
版
の
概
要
が
知
ら
れ
る
貴
重
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。

そ

の

次

の

『镡

津
文
集
』
に
つ
い
て
も
、
ま
た
同
じ
で
す
。
こ
れ
も
契
嵩
の
文
集
で
す
。

そ
の
ま

た

次

の

『禅
林
宝
訓
』
以
下
の
書
も
、
皆
、
大
陸
の
古
版
が
失
わ
れ
て
い
る
現
在
と
し
て
は
、
五
山
版
の
存
在
価
値
は
絶
大
で 

あ

り

ま

す

。

最
後
に
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
『明
覚
禅
師
語
録
』
。
こ
れ
は
北
宋
時
代
に
雪
竇
重
顕
と
い
う
禅
者
が
出
ま
し
た
が
、
そ
の
人
の
語
録
で 

す
。
例
の
頌
古
百
則
を
つ
く
っ
て
、
そ

れ

が

『碧
巖
録
』
に
な
っ
た
、
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
仕
事
を
や
っ
た
方
で
す
。
明
代
以
降
の
各
大 

蔵
経
に
は
、
み
ん
な
六
巻
本
の
語
録
が
入
蔵
し
て
い
ま
す
。
元
版
の
単
行
本
も
ご
ざ
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
五
山
版
は
、
現
存
す
る
も
の
は



四
本
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
の
中
で
東
洋
文
庫
の
も
の
だ
け
が
ほ
ぼ
完
全
に
近
い
の
で
す
。
し

か

も

元
版
よ
り
も
古
い
宋
版
の
覆
刻
版
で
あ 

り

ま

し

て

、
宋
版
の
面
影
を
随
所
に
と

ど

め

て

い

る

と
い

、
っ

事

が
明

ら

か

に

な

り

ま

し

た

。

そ

こ

で

例

の

『禅
学
典
籍
叢
刊
』

の
第
二
巻
目
に
、
東
洋
文
庫
本
の
本
書
を
影
印
版
で
収
録
い
た
し
ま
し
た
。
こ

の

『明
覚
禅
師
語
録
』 

の
五
山
版
は
、
ま
だ
宋
版
時
代
に
は
分
巻
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
巻
次
分
け
が
な
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
し
、
書
名
も
個
性
的
で
す
。
宋
版
は 

非
常
に
個
性
的
な
刊
行
物
が
初
刻
本
以
来
多
い
の
で
す
が
、
本
書
の
五
山
版
は
そ
う
い
う
状
況
を
も
伝
え
て
い
る
好
資
料
で
も
あ
り
ま
す
。

同
じ
よ
う
に
宋
代
に
不
分
巻
で
あ
っ
た
ほ
か
の
書
物
の
例
と
し
て
は
、
有
名
な
大
分
県
泉
福
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『宏
智
録
』

の
宋 

版
。
こ
れ
は
近
年
、
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ

の

『宏
智
録
』
が
、
『大
正
大
蔵
経
』
等
に
入
蔵
し
て
い
る
も
の
は
六 

巻
で
す
け
れ
ど
も
、
宋
版
は
分
巻
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
、
各
冊
に
は
た
い
へ
ん
個
性
的
な
名
前
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
、っ
い
う 

の
が
宋
版
禅
籍
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
目
の
当
た
り
に
見
ら
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
宋
版
.
 

元
版
、
あ
る
い
は
五
山
版
の
文
献
的
価
値
の
大
き
さ
が
お
わ
か
り
か
と
思
い
ま
す
。

次
に
、
5
の
⑵
宋
元
版
と
そ
の
覆
刻
五
山
版
の
同
一
機
関
所
在
、
と
書
い
て
お
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
宋
版
と
、
そ
れ
を
覆
刻
し
た
五
山 

版
が
同
じ
所
に
あ
る
と
い
う
、
大
変
珍
し
い
と
い
い
ま
す
か
、
あ
り
が
た
い
機
関
が
、
私
が
見
た
も
の
だ
け
を
書
い
た
の
で
す
が
、
両
足 

院

の

『
雲
門
広
録
』
、
大

東
急
文
庫
の
『大
光
明
蔵
』
、
成
簣

堂

文

庫

の

『北碉

詩
集
』
、
同
じ
く
成
簣
堂
の
『虚
堂
和
尚
語
録
』
。
こ
れ
ら 

は
宋
版
と
、
そ
の
覆
刻
版
の
五
山
版
の
現
物
を
並
べ
て
見
比
べ
る
こ
と
が
で
き
る
希
有
の
例
で
す
。
日
本
に
は
こ
う
い
う
素
晴
ら
し
い
コ 

レ

ク

タ

ー
の
機
関
が
あ
っ
て
、
親
子
関
係
を
一
目
瞭
然
と
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
貴
重
な
ケ
ー
ス
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
以
外
は
、
 

貴
重
書
同
士
で
す
か
ら
、
ち
よ
っ
と
し
た
写
真
や
図
録
の
コ
ピ
ー
か
何
か
を
持
っ
て
い
っ
て
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
の
で
す 

け
れ
ど
も
、
現
物
同
士
を
並
べ
て
見
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
私
が
見
た
限
り
、
こ
の
四
つ
の
禅
籍
は
可
能
で
ご
ざ
い
ま
す
。



次
に
、
⑶
高
麗
版
と
の
比
較
(護
法
論
、
人
天
眼
目
、
禅
林
宝
訓
、
心
賦
な
ど
)
。
こ
れ
は
五
山
版
と
高
麗
版
と
の
比
較
対
照
と
い

う
 

意
味
で
す
。
例
示
し
た
の
は
皆
、
中

国

.
韓

国

.
日
本
の
三
国
に
わ
た
っ
て
た
く
さ
ん
の
版
本
が
あ

る

書
物
ば
か
り
で
す
。

つ
ま
り
、
三 

国
で
大
変
流
行
し
た
作
品
類
で
あ
り
ま
す
。
特
に
高
麗
版
と
五
山
版
の
対
比
に
よ
っ
て
宋
代
に
初
刻
さ
れ
た
初
刻
本
以
来
の
異
版
類
、
そ 

う

い

う

も
の
の
た
く
さ
ん
あ

る

異
版
類
の
系
統
が
解
明
で
き

る

も
の
を
挙
げ
ま
し
た
。

こ
こ
に
挙
げ
な
か
っ
た
も
の
の
中
で
面
白
い
例
と
し
ま
し
て
は
、
相

州

『霊
山
寺
版
大
蔵
経
』
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
霊
山
寺 

と
い
う
、
こ
れ
も
神
奈
川
県
の
ど
こ
か
場
所
さ
え
も
ま
だ
突
き
止
め
ら
れ
て
い
な
い
、
こ
の
霊
山
寺
で
鎌
倉
時
代
に
一
切
経
を
刊
行
し
よ 

う
と
し
た
の
で
す
。
少
し
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の

『霊
山
寺
版
大
蔵
経
』
本
の
中
の
一
点
に
『伝
法
正
宗
記
』
と
い
う
禅
籍
が
ご
ざ
い 

ま
す
。
こ
れ
は
弘
安
十
年
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
金
沢
文
庫
に
七
冊
、
正
式
に
は
七
帖
。
粘
葉
綴
じ
で
七
帖
現
存
し
て
い
る
だ
け
で
す
。
 

そ
れ
が
そ
の
あ
と
の
至
徳
年
間
に
刊
行
さ
れ
た
五
山
版
『伝
法
正
宗
記
』

の
底
本
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
実
は
、
金
沢
文
庫
の
霊 

山
寺
版
は
刊
記
を
欠
い
て
い
る
の
で
す
が
、
至
徳
版
に
は
霊
山
寺
版
の
題
記
を
目
の
当
た
り
に
留
め
て
い
る
の
で
、
そ
の
親
子
関
係
や
霊 

山
寺
本
の
刊
時
な
ど
が
明
瞭
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
こ
の
霊
山
寺
版
の
『伝
法
正
宗
記
』
は
、
何
と
中
国
の
福
州
版
の
開
元
寺
版
大 

蔵
経
本
を
底
本
と
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
、
広

い

意

味

で

『霊
山
寺
版
大
蔵
経
』
本
も
五
山
版
の
一
種
だ
と
し
ま
す 

と
、
五
山
版
た
ち
は
そ
う
い
っ
た
様
々
な
禅
籍
の
古
い
流
れ
を
次
々
に
解
き
明
か
し
て
く
れ
る
貴
重
な
遺
存
で
あ
り
、
重
要
な
地
位
を
占 

め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
。

6

、

宋
元
版
と
五
山
版
の
僞
造
。
そ
こ
で
古
版
と
い

う

も
の
に
は
僞
造
が
付
き
物
の
よ

う

で

ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
ん
な
例
は
古
今
少
な 

か
ら
ず
あ

る

よ

う
で
す
。
漢
籍
一
般
の
場
合
で
も

そ

う

い

う
事
実
が
指
摘
さ
れ
て

お

り
ま
す
が
、
禅
籍
の
中
で
も

、

私
が
指
摘
し
た
も
の



を
ニ
つ
掲
げ
ま
し
た
。

〈資
料
〉
三
に
写
真
を
挙
げ
た
の
が
そ
の
ニ
点
で
ご
ざ
い
ま
す
(
図
版t

10
)
。
上

(
五
六
頁
)
が

『佛
國
禅
師
文
殊
指
南
図
讃
』
、
 

下

(五
七
頁
)
が

『心
賦
』
で
ご
ざ
い
ま
す
。

『文
殊
指
南
図
讃
』
と
い
う
禅
籍
は
、
例
の
善
財
童
子
が
五
十
三
人
の
善
知
識
を
巡
る
と
い
う
面
白
い
物
語
を
絵
図
と
文
章
で
示
し
た 

書
物
で
あ
り
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
宋
版
と

さ

れ

る
も
の
が
日
本
に
は
十
本
以
上
も
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
私
は
、
結
論
か
ら
申
し
ま
す
と
、
大
東
急
記
念
文
庫
に
あ
る
も
の
だ
け
が
南
宋
期
に
杭
州
か
ら
刊
行
さ
れ
た
坊
刻
本
。
町
の 

本
屋
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
を
坊
刻
本
と
い
い
ま
す
が
、
そ
の
坊
刻
本
で
あ
っ
て
、
ほ
か
は
全
て
そ
れ
を
模
刻
し
た
改
版
で
あ
ろ
う
と
考
え 

て
い
ま
す
。

本
書
は
、
羅
振
玉
さ
ん
と
い
う
近
代
の
文
人
が
影
印
本
を
発
刊
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
現
在
大
谷
大
学
に
あ
る
神
田
喜
一
郎
氏
旧
歳 

の
刊
行
本
を
影
印
し
た
も
の
で
す
。
該
書
に
は
刊
記
が
な
く
、
羅
振
玉
も
底
本
は
宋
版
と
確
信
し
て
影
印
し
た
こ
と
を
跋
記
し
て
い
ま
す
。 

と
こ
ろ
が
、
こ
の
大
谷
本
と
全
く
同
版
の
も
の
に
は
、
そ
の
末
尾
に
京
都
の
心
王
院
の
刊
行
で
あ
る
と
い
う
刊
記
が
十
一
文
字
、
あ
る
も 

の
と
な
い
も
の
と
が
あ
る
の
で
す
。
私
は
心
王
院
版
は
宋
版
を
模
刻
し
た
近
世
初
期
頃
の
刊
本
で
あ
り
、
そ
の
刊
記
を
削
除
し
た
も
の
が 

宋
版
に
見
せ
か
け
た
僞
造
本
で
あ
ろ
う
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
成
簣
堂
文
庫
に
は
刊
記
の
あ
る
も
の
と
な
い
も
の 

の
同
版
ニ
本
が
あ
り
、
比
較
が
容
易
で
あ
り
ま
す
。
大
東
急
に
も
宋
版
と
無
刊
記
の
模
刻
本
と
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
両
者
を
見
比
べ
ら
れ 

ま
す図

版
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
よ
く
似
て
い
ま
す
が
、
人
物
の
お
顔
な
ん
か
が
ち
よ
っ
と
違
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
左
側
の
人
物
が
椅 

子
へ
坐
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
後
ろ
の
衝
立
の
文
字
が
、
よ
く
見
ま
す
と
全
然
違
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
真
ん
中
の
下
の
ほ
う
に
黒
い
魚
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尾
が
見
え
ま
す
。
そ

の

下

の

「
讃
日
」

の

「
讃
」

の
字
が
、
両
方
見
く

ら

べ
ま
す
と
、
ま
る
で
違
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
よ
う
に
細
か
い 

と
こ
ろ
が
違
っ
て
い
て
、
左

側

(
五
六
頁
、
図
版
8
)
の
ほ
う
は
模
宋
版
と
書
き
ま
し
た
が
、
宋
版
に
な
ぞ
ら
え
て
つ

く

った
も
の
で
あ 

ろ
う
と
私
は
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
宋
版
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
右

側

(
五
六
頁
、
図
版 

7
)
の
大
東
急
の
も
の
だ
け
が
宋
版
で
あ
っ
て
、
ほ
か
は
ど
う
も
模
宋
版
で
あ
ろ
う
と
、
私
は
こ
ん
な
こ
と
を
六
年
前
に
論
文
で
書
い
た 

の
で
す
!J、

こ
れ
に
対
し
て
ど
う
い
う
反
論
や
批
評
が
あ
る
の
か
ま
だ
よ
く
存
じ
ま
せ
ん
。

下

(
五
七
頁
)
に
出
し
た
の
は
、
五
山
版
の
一
種
で
あ
る
大
内
版
を
僞
造
し
よ
う
と
し
た
『心
賦
』

の

例

で

す

(
図
版
9 

.
10
)
。

実
 

は
駒
澤
大
学
に
貴
重
書
と
し
て
『心
賦
』
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
該
書
は
な
る
ほ
ど
五
山
版
ら
し
い
文
字
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ 

こ
に
末
尾
の
刊
語
だ
け
を
写
真
で
対
比
し
ま
し
た
。
右
側
は
本
物
の
五
山
版
で
国
会
図
書
館
の
も
の
、
左
側
は
駒
大
本
で
す
。
よ
く
見
く 

ら
べ
る
と
文
字
が
少
し
違
い
ま
す
し
、
三
行
目
の
所
が
真
っ
黒
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
こ
の
文
字
を
消
さ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
か 

ら
な
の
で
す
。
こ
れ
は
実
は
「蔵
乗
法
数
」
と
い
う
、
国
会
図
書
館
本
で
は
明
ら
か
に
「蔵
乗
法
数
」
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

『
蔵
乗
法 

数
』

の
五
山
版
の
部
分
の
末
尾
に
あ
る
刊
語
の
第
三
行
目
に
は
「
蔵
乗
法
数
」
と
い
う
文
字
が
書
か
れ
て
い
た
の
で
す
。

つ
ま
り
、
こ
の 

『心
賦
』
は
覆
元
版
の
五
山
版
『蔵
乗
法
数
』
に
付
録
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
江
戸
初
期
に
覆
刻
し
た
版
本
の
『
心
賦
』
部
分
を 

う
ま
く
改
竄
し
て
五
山
版
に
見
せ
か
け
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
改
竄
の
痕
跡
は
他
に
も
認
め
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
省
略
し
ま
す
。

実
は
駒
澤
大
学
で
本
書
を
貴
重
書
に
し
た
と
い
う
理
由
は
、
有
名
な
反
町
茂
雄
さ
ん
の
昇
紙
ニ
枚
に
わ
た
る
識
語
が
書
か
れ
て
付
い
て 

い
ま
し
て
、
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
「
五
山
版
」
だ
と
書
い
て
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
に
ど

う

も
幻
惑
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
ま
し
て
、
大
学
図 

書
館
で
は
、
こ
の
書
物
の
書
誌
学
的
な
吟
味
を
あ
ま
り
よ
く
し
な
い
ま
ま
に
貴
重
書
と
し
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
の
で
す
。
現
在
は
私
の
指 

摘
に
よ
っ
て
貴
重
書
を
取
り
下
げ
、

一
般
書
に
格
下
げ
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ど
う
も
、
あ
ま
り
い
い
例
で
な
く
て
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ



ん
が
、
そ
ん
な
例
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
出
し
ま
し
た
。
誰
が
い
つ
何
の
た
め
に
や
つ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
私
の
詮
索
す
る
範
囲
外
の 

こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

以
上
に
わ
た
り
ま
し
て
、
私
が
従

来
行
な
っ
て
き
ま
し
た
宋
元
版
禅
籍
の
文

献
史
的
な
研
究
の
中
で
、
五
山
版
と
の
関
わ
り
に
関
す
る 

一
端
を
申
し
上
げ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
ま
だ
ま
だ
な
す
べ
き
こ
と
は
山
積
し
て
際
限
が
な
い
こ
と
を
痛
感
し
て
い
ま
す
。
幸
い
こ
の
分 

野
は
書
誌
学
、
版
本
学
、
禅
宗
史
学
等
の
多
角
的
な
研
究
方
法
論
を
用
い
る
だ
け
に
、
研
究
は
ま
こ
と
に
面
白
く
て
、
さ
き
に
挙
げ
ま
し 

た
よ
う
に
禅
籍
個
々
の
系
統
や
変
遷
が
見
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
原
因
の
究
明
を
な
す
過
程
で
次
々
に
糸
の
ほ
つ
れ
を
ほ
ぐ
し
て
い 

く
よ
う
に
、
新
し
い
事
実
が
次
か
ら
次
へ
と
解
明
さ
れ
て
く
る
の
が
、
こ
ん
な
方
面
で
の
醍
醐
味
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
た
が
つ
て
面
倒
な 

書
物
、

つ
ま
り
異
版
、
異
本
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
面
白
く
て
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
と
言
え
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
私
の
道
楽
業
に
は 

ま
さ
に
ひ
つ
た
り
で
は
な
い
か
と
思
つ
て
お
り
ま
す
。

た
だ
、
そ
の
た
め
に
は
東
奔
西
走
の
文
献
閲
覧
等
、
や
た
ら
に
目
を
使
う
対
校
作
業
と
い
う
も
の
は
最
近
は
や
や
衰
え
て
ま
い
り
ま
し 

た
の
で
、
そ
ろ
そ
ろ
こ
の
辺
で
従
来
の
も
の
は
ま
と
め
て
方
向
転
換
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
な
と
、
こ
う
考
え
て
お
り
ま
す
。
思
い 

ま
す
と
、
現
在
は
C

D 
— 
R

O

M等
に
よ
る
、
電
子
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
時
代
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
、
私
は
か
え
つ
て
そ
れ
だ
け
に
こ 

ん
な
手
間
隙
の
か
か
る
仕
事
は
希
少
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
古
版
禅
籍
の
文
献
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
日
本
が
世
界
の 

宝
庫
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
、っ
い
つ
た
研
究
は
東
洋
な
い
し
日
本
の
偉
大
な
書
物
文
化
と
い
う
も
の
を
つ
く
り
出
し
、
ま
た
守
つ
て
き
た 

先
人
へ
の
報
恩
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
な
ど

と
考
え
ま
し
て
、
自

ら
慰
め
て
い
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

本
日
は
大
変
雑
駁
で
お
粗
末
な
お
話
で
し
た
が
、
時
間
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
こ
の
辺
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。



大
変
、
ご
清
聴
あ
り
が
と
ぅ
ご
ざ
い
ま
し
た
。
(拍
手
)

編

者

注

(
1
) 

『宋
元
版
禅
籍
の
研
究
』
(平
成
五
年
、
大
東
出
版
社
)

(
2
) 

「朱
元
版
禅
籍
研
究
(九
)
——

石
林
和
尚
語
録
•
鏡
堂
和
尚
語
録
——

」
(
『印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
三
七
巻
第
一
号
、
昭 

和
六
三
年
一
二
月
)

(
3
) 

「
『少
室
六
門
』
と

『達
磨
大
師
三
論
』
」
(
『駒
澤
大
學
佛
敎
學
部
論
集
』
第
九
号
、
昭
和
五
三
年
一
一
月
)

(
4
) 

「宋

代

『
六
祖
壇
経
』
刊
本
考
」
(
『
六
祖
壇
経
司
世
界
』
、

一
九
八
九
年
一
二
月
、
民
族
社
)

(
5
) 

「
『仏
国
禅
師
文
殊
指
南
図
讚
』

の
諸
本
」
(
『鎌
田
茂
雄
博
士
古
稀
記
念
華
厳
学
論
集
』
、
平
成
九
年
、
大
蔵
出
版
)

—

 

了 

I


