
「
遍
照
発
揮
性
霊
集
』
（
『
性
霊
集
』
）
の
中
に
、
巻
第
一
を
中
心
に
、
い
わ

ゆ
る
花
鳥
風
月
や
山
川
草
木
な
ど
自
然
界
の
存
在
や
現
象
を
詠
っ
た
詩
、
あ
る

い
は
そ
れ
ら
を
描
写
し
て
い
る
文
章
が
あ
る
。
空
海
は
、
こ
れ
ら
の
詩
や
文
章

を
と
お
し
て
、
と
き
に
彼
自
身
の
自
然
観
を
語
り
か
け
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
彼
の
一
貫
し
た
自
然
観
を
示
す
と
い
う
よ

り
は
、
む
し
ろ
彼
の
多
様
な
自
然
観
を
反
映
し
て
い
る
言
葉
と
理
解
し
た
方
が

よ
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
彼
が
自
然
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た

か
、
あ
る
い
は
自
然
を
と
お
し
て
世
界
を
ど
の
よ
う
に
観
て
い
た
か
を
わ
れ
わ

れ
に
明
か
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
般
に
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
真
言
密
教
が
自
然
界
を
包
括
す
る
宇
宙
論
を
基

盤
に
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
彼
の
行
的
姿
勢
と
真
言
密
教
の
思
想
を
知
る
上

で
、
彼
の
自
然
観
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
彼
の
自
然

観
の
多
様
な
意
味
を
取
り
出
し
て
み
る
こ
と
は
、
十
分
に
意
義
の
あ
る
こ
と
で

あ
る
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
空
海
の
自
然
観
あ
る
い
は
自
然
の
観
念
を
問
題
に
す
る
と
き
、

ま
ず
明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
が
使

し
ぜ
ん

用
す
る
概
念
で
あ
る
「
自
然
」
（
目
白
昂
の
訳
語
）
と
い
う
語
が
古
代
日
本
人

の
使
用
す
る
「
や
ま
と
こ
と
ば
」
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
小
論
で
問
題
に
す
る
「
自
然
」
は
、
あ
く
ま
で
も
今
日
の
わ
れ
わ
れ
が
使

空
海
の
自
然
観

今
日
の
わ
れ
わ
れ
が
使
用
し
て
い
る
「
自
然
」
な
る
言
葉
は
、
明
治
中
期
以

後
の
歴
史
し
か
有
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
ロ
昌
昌
①
の
訳
語
と
し
て
定
着
し

て
以
来
の
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
言
葉
の
定
着
の
経
緯
を
見
る
と
、

日
本
語
の
中
に
ロ
呉
日
①
の
持
つ
多
義
性
を
規
定
す
る
言
葉
が
な
か
っ
た
こ
と

（
１
）

が
よ
く
わ
か
る
。

今
日
の
わ
れ
わ
れ
が
「
自
然
」
と
い
う
語
を
使
用
す
る
と
き
、
こ
の
言
葉
が

目
日
用
の
含
意
す
る
意
味
、
例
え
ば
神
の
摂
理
で
も
あ
る
自
然
界
の
本
性
と

秩
序
の
意
味
を
十
分
に
表
現
し
得
て
い
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
そ
の
こ

と
は
、
依
然
と
し
て
、
ご
呉
員
①
が
「
自
然
」
な
る
語
で
定
義
で
き
な
い
多
義

な
概
念
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
。

そ
れ
で
も
、
こ
の
多
義
性
を
大
別
す
る
な
ら
ば
、
次
の
四
つ
の
意
味
を
考
え

用
す
る
概
念
で
あ
る
。

そ
の
限
り
、
わ
れ
わ
れ
が
空
海
の
自
然
観
を
問
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
今
日

の
わ
れ
わ
れ
の
自
然
概
念
あ
る
い
は
自
然
の
観
念
に
も
と
づ
く
空
海
理
解
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
こ
の
点
を
十
分
に
注
意
し
な
が
ら
、
多
少
テ
ー
マ
か
ら
は
ず
れ

る
恐
れ
も
あ
る
が
、
ま
ず
最
初
に
、
こ
れ
か
ら
使
用
す
る
自
然
概
念
が
い
か
な

る
意
味
で
あ
る
か
を
簡
単
に
説
明
し
て
お
き
た
い
。

｜
自
然
概
念
と
空
海
の
自
然
感
覚

村
上
保
壽
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る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
、
花
鳥
風
月
や
山
川
草
木
な
ど
の
個

別
的
な
自
然
物
を
表
現
す
る
意
味
で
あ
り
、
第
二
は
、
こ
れ
ら
の
自
然
物
を
自

然
物
た
ら
し
め
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
・
自
然
性
（
本
性
）
の
意
味
で
あ
り
、

第
三
は
、
こ
れ
ら
の
自
然
物
か
ら
成
り
、
こ
れ
ら
を
包
括
す
る
全
体
す
な
わ
ち

自
然
界
の
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
四
は
、
自
然
界
を
包
括
す
る
世
界
概
念

（
２
）

と
し
て
の
コ
ス
モ
ス
・
宇
宙
の
意
味
で
あ
る
。

こ
の
多
義
性
を
「
自
然
」
と
い
う
漢
語
で
概
念
化
す
る
と
き
、
「
自
然
」
の

語
が
「
じ
れ
ん
」
と
し
て
の
本
来
の
固
有
の
意
味
を
有
し
て
い
る
だ
け
に
、
十

全
な
訳
語
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で

「
自
然
」
を
問
題
に
す
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
多
義
性
を
頭
に
置
き
な
が
ら
、

空
海
の
自
然
観
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

さ
て
、
空
海
の
時
代
、
当
然
、
い
わ
ゆ
る
漢
語
と
し
て
の
「
自
然
」
と
い
う

言
葉
は
あ
っ
た
。
空
海
自
身
も
ま
た
そ
の
著
作
の
中
で
、
自
然
と
い
う
言
葉
を

使
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
自
然
界
の
物
や
現
象
を
意
味
し

て
い
る
言
葉
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
言
葉
は
、
ロ
呉
日
①
の
含
意
の

一
部
分
し
か
表
現
し
て
い
な
い
と
い
え
る
。
例
え
ば
、
空
海
は
『
十
住
心
論
』

巻
第
一
の
外
道
批
判
の
個
所
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
一
類
の
外
道
の
計
す
ら
く
、
一
切
の
法
は
皆
自
然
に
し
て
有
な
り
、
こ
れ

（
３
）

を
造
作
す
る
者
な
し
。
」

す
な
わ
ち
、
あ
る
外
道
の
説
く
に
は
、
す
べ
て
の
存
在
は
自
然
に
あ
る
の
で

あ
っ
て
、
造
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
、
「
老
荘
の
教
は
天

（
４
）

の
自
然
の
道
を
立
つ
」
と
し
て
、
老
荘
思
想
も
ま
た
こ
の
自
然
外
道
と
同
じ
見

解
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

こ
の
自
然
、
す
な
わ
ち
明
ら
か
に
老
荘
思
想
の
概
念
で
あ
る
自
然
は
、
次
章

で
問
題
に
す
る
が
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
、
人
為
・
人
工
に
対
立
す
る
意
味
と
し

て
使
用
し
て
い
る
自
然
の
概
念
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
「
じ
れ
ん
」

お
の

し
か

と
呼
ぶ
べ
き
言
葉
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
、
「
自
ず
か
ら
然
る
」
と
か
「
お
の

（
凸
３
）

ず
か
ら
成
る
も
の
」
、
い
わ
ば
「
あ
る
が
ま
ま
」
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
。

ロ
胃
員
の
が
ギ
リ
シ
ア
語
の
ピ
ュ
シ
ス
ｅ
ご
里
巴
の
も
と
の
意
味
で
あ
る

（
６
）

「
生
ま
れ
」
（
生
成
）
に
対
応
し
て
い
る
言
葉
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
限
り
、

口
四
日
昂
の
訳
で
あ
る
「
自
然
」
に
「
お
の
ず
か
ら
成
る
も
の
」
・
生
成
の
意

味
が
あ
る
こ
と
は
適
訳
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
意
味
だ
け
で
は
、

「
自
然
」
概
念
の
多
義
性
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
よ
り
も
、
「
自
然
」

は
、
自
然
界
の
現
象
や
物
の
個
別
と
全
体
を
表
現
す
る
言
葉
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。

古
代
日
本
人
に
と
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
自
然
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
や
物
は
、

「
も
の
」
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
個
別
的
な
自
然
物
や
気
象
現
象
と
し

て
意
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
例
え
ば
、
ピ
ュ
シ
ス
が
自
然
物
を
表

わ
す
と
と
も
に
、
自
然
界
を
自
然
界
た
ら
し
め
て
い
る
自
然
性
（
本
性
と
秩
序
）

の
意
味
を
有
し
て
い
る
の
と
は
明
確
に
異
な
る
。
目
日
恩
は
こ
の
ピ
ュ
シ
ス

の
ラ
テ
ン
語
訳
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ご
胃
昌
①
の
訳
で
あ
る
現
代
日
本
語

の
「
自
然
」
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
意
味
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
自
然
性
を
古
代
日
本
人
の
「
も
の
」
の
観
念
に
求
め
る
と
し
た
ら
、
そ

れ
は
、
「
け
」
あ
る
い
は
「
ひ
」
や
「
た
ま
」
と
い
う
言
葉
が
対
応
し
て
い
る

と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
「
け
」
（
気
、
怪
）
や
「
ひ
」
（
日
、
霊
）
、
「
た
ま
」
（
霊
、

魂
）
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
「
も
の
」
を
「
も
の
」
た
ら
し
め
て
い
る
存
在
の
原

理
・
根
源
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
も
の
」
の
「
け
」
（
気
、
怪
）
や

（
７
）

「
こ
と
だ
ま
」
（
言
霊
）
、
「
ひ
と
だ
ま
」
（
人
魂
）
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
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こ
の
「
け
」
や
「
ひ
」
、
「
た
ま
」
を
存
在
の
根
源
と
す
る
「
も
の
」
の
世
界
が

古
代
日
本
人
の
自
然
観
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
自
然
観
を
霊
的
自
然
観
あ
る

い
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
自
然
観
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

空
海
も
ま
た
古
代
人
と
し
て
、
こ
の
自
然
観
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
は
間
違

も
く
び

い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
彼
に
お
い
て
、
深
山
は
「
山
神
、
木
魅

す
梁
か
（
８
）

是
れ
を
唐
と
せ
り
」
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
高
野
山
を
結
界
す
る
啓

白
文
に
お
い
て
、
山
中
の
自
然
界
に
宿
る
霊
的
存
在
で
あ
る
諸
鬼
神
に
道
場
の

（
９
）

守
護
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
空
海
の
自
然
観
の
中
に
古
代
日
本
人

（
川
）

の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
霊
的
自
然
観
の
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

次
ぎ
に
見
る
よ
う
に
、
空
海
の
自
然
に
関
す
る
詩
や
文
章
の
中
に
、
こ
の
よ
う

な
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
感
性
を
反
映
し
て
い
る
古
代
日
本
人
の
自
然
観
を
見
い
だ
す

こ
と
が
で
き
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
感
性
を
反
映
し
て
い
る
万
葉
集
や
古
今
集
の
自
然
詠
の
根
底

に
、
当
然
「
も
の
」
に
内
在
す
る
霊
気
（
ア
ニ
ご
で
あ
る
「
け
」
の
存
在
が

意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
人
の
心
が
「
も
の

の
け
」
す
な
わ
ち
「
も
の
」
の
霊
気
に
感
応
し
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
「
も

の
の
あ
は
れ
」
や
「
も
の
の
心
」
を
理
解
し
な
い
「
心
な
き
し
わ
ざ
」
に
ほ
か

（
Ⅲ
）

な
ら
な
か
っ
た
。

空
海
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
「
あ
は
れ
」
の
感
性
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
は
確

か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
の
自
然
観
が
、
例
え
ば
同
時
代
の
古
今
集
な
ど
の

自
然
観
と
同
じ
し
。
ヘ
ル
に
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
彼
の
詩
文
の
内
容
は
、
必

ず
し
も
彼
が
「
も
の
の
あ
は
れ
」
か
ら
自
然
を
観
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い

か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
空
海
の
言
葉
を
引
用
し
な
が
ら
、

も
う
少
し
詳
細
に
考
察
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
一
般
的
な
彼
の
自
然
感
覚
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
の
自
然
描
写
に
は

や
ま
と
く
に

杼
情
的
な
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
、
『
大
和
の
州
益
田
の
池
の
碑
の
銘
』
の
中

に
あ
る
自
然
描
写
は
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

し
よ
う
れ
い

と
ら
か

ひ
く
ま

げ
き

い
ひ
も
の

「
雲
松
嶺
の
上
に
蕩
し
、
水
は
桧
の
隈
の
下
に
激
す
。
春
の
繍
池
に
映
じ
て

ひ
と

は
や
し

う

え
ん
あ
う
ふ

観
る
者
歸
る
こ
と
を
忘
れ
、
秋
の
錦
林
に
開
け
て
遊
人
倦
ま
ず
。
鴛
鴦
鳧

か
ふ
た
ば
ぶ

そ
う
け
ん
か
く
く
わ
う
こ
く
魂
ぎ
ば

（
腿
）

鴨
水
に
戯
れ
て
歌
を
奏
し
、
玄
鶴
黄
鵠
、
汀
に
遊
ん
で
争
い
舞
ふ
・
」

す
な
わ
ち
、
松
の
茂
る
嶺
の
上
に
は
雲
が
ゆ
っ
た
り
と
動
き
、
桧
の
生
え
る

曲
が
り
角
の
下
で
は
水
が
激
し
く
流
れ
る
。
刺
繍
の
よ
う
な
春
の
花
が
池
に
映

り
、
観
る
者
は
帰
る
こ
と
を
忘
れ
、
錦
の
よ
う
な
秋
の
紅
葉
が
林
に
広
が
り
、

お
し
ど
り
か
も

遊
山
の
人
を
あ
き
さ
せ
な
い
。
鴛
鴦
と
鳧
鴨
が
水
に
戯
れ
て
歌
を
か
な
で
、
黒

鶴
と
白
鳥
が
な
ぎ
さ
に
遊
ん
で
争
っ
て
舞
を
ま
う
。

こ
の
自
然
描
写
は
、
写
生
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
擬
人
的
で
も
あ
る
。
そ
の

情
景
の
情
意
的
描
写
は
十
分
に
杼
情
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
自
体
は
、

万
葉
集
や
古
今
集
な
ど
の
人
び
と
だ
け
で
な
く
、
現
代
日
本
人
の
自
然
詠
に
共

（
咽
）

通
し
て
流
れ
る
感
覚
で
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、
『
山
中
に
何
の
楽
し
び
か
有
る
』

に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

さ
ん
て
う
と
き
ど
き

ひ
と
そ
う
さ
ん
え
ん
お
ど

ぎ
と
も
が
ら

「
山
鳥
時
に
来
っ
て
歌
一
た
び
奏
す
。
山
猿
軽
く
跳
っ
て
、
伎
倫
に
絶
へ

た
り
。
春
の
華
、
秋
の
菊
、
笑
ん
で
我
に
向
へ
り
。
暁
の
月
、
朝
の
風
、

せ
い
ぢ
ん
（
Ｍ
）

情
塵
を
洗
ふ
・
」

こ
の
記
述
も
ま
た
、
山
の
烏
が
歌
い
、
猿
が
飛
び
跳
ね
る
様
、
春
の
花
や
秋

の
菊
が
笑
い
か
け
、
明
け
の
月
や
朝
の
風
が
俗
念
を
洗
い
去
る
よ
う
な
気
分
が

杼
情
的
に
詠
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
自
然
の
情
意
的
擬
人
化
は
、

例
え
ば
古
今
和
歌
集
の
「
山
が
は
に
風
の
か
け
た
る
し
が
ら
み
は
な
が
れ
も
あ

へ
ぬ
も
み
ぢ
な
り
け
り
」
（
三
○
三
）
と
か
、
「
龍
田
川
錦
を
り
か
く
神
な
月
し

四



ぐ
れ
の
雨
を
た
て
ぬ
き
に
し
て
」
（
三
一
四
）
と
、
山
や
川
を
人
間
的
に
扱
い

詠
う
歌
人
に
も
共
通
す
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
感
性
を
基
底
と
し
て
い
る
こ
と
は
間

違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、
自
然
の
情
景
を
詠
う
空
海
の
杼
情
的
な
表
現
の
基
底
に
、
も
っ
と

直
接
的
な
、
そ
の
意
味
で
は
、
例
え
ば
古
今
集
の
杼
惰
性
と
は
明
ら
か
に
異
な

る
彼
独
自
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
感
性
の
存
在
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
例
を

だ
ふ
り
や
う
ぼ
う

あ
げ
る
と
、
『
納
涼
房
に
雲
雷
を
望
む
』
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
詠
う
。

た
に

そ
ら
ち

「
雲
蒸
し
て
墾
浅
き
に
似
た
り
雷
渡
っ
て
空
地
の
如
し

き
き

か
ぜ

堀
堀
と
し
て
風
は
房
に
満
ち
祁
祁
と
し
て
雨
は
剛
を
伴
ふ

ろ
う
げ
つ

天
光
暗
く
し
て
色
無
く
楼
月
待
て
ど
も
至
り
難
し

ち
び
こ

ふ
い

（
喝
）

魑
魅
媚
び
て
人
を
殺
す
夜
深
け
て
麻
ぬ
る
こ
と
能
は
ず
」

い
わ
ば
、
雷
が
通
り
過
ぎ
、
雨
風
が
房
に
満
ち
、
月
の
光
は
暗
く
し
て
輝
か

な
い
、
魑
魅
妖
怪
は
人
を
迷
わ
せ
ぬ
き
、
夜
が
ふ
け
て
も
寝
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
こ
の
よ
う
に
詠
う
彼
の
自
然
感
覚
は
、
決
し
て
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
表

明
で
は
な
い
。
山
中
の
闇
の
深
さ
を
語
り
、
自
然
現
象
か
ら
魑
魅
妖
怪
を
意
識

す
る
感
性
は
、
決
し
て
杼
情
的
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
彼
だ
け
で

な
く
人
類
に
共
通
す
る
も
っ
と
も
根
源
的
な
畏
れ
の
感
覚
の
表
明
で
あ
る
と
い

っ
て
よ
い
。
い
わ
ば
、
彼
は
、
「
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
」
と
も
い
う
べ
き
聖
と
畏
怖
の

非
合
理
な
宗
教
的
感
性
か
ら
自
然
現
象
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
自
然
感
覚
の
例
を
も
う
一
つ
出
す
と
、
「
沙
門
勝
道
山
水
を
歴

げ
ん
じ
中
柔
が

て
玄
珠
を
螢
く
碑
』
で
、

そ
う
れ
い

さ
し
ば
さ

へ
き
ら
く
つ

い
ん
ら
い
は
ら

た

「
秀
嶺
は
銀
漢
を
挿
み
、
白
峯
は
碧
落
を
衝
け
り
、
磯
雷
腹
に
し
て
魁
の
ご

し
や
う
ば
う
ふ
も
と

い
そ
ち
邦
か
よ

ま
れ

と
く
に
呪
え
、
翔
鳳
足
に
し
て
羊
の
ご
と
く
に
角
ふ
。
魑
魅
通
ふ
こ
と
牢

じ
ん
け
い
ま
た
た
（
胴
）

な
り
、
人
践
也
絶
え
た
り
。
」

青
い
嶺
は
銀
河
を
つ
き
さ
し
、
白
い
峰
は
青
空
に
つ
き
あ
た
り
、
と
ど
ろ
く

雷
は
わ
に
が
呪
え
る
よ
う
と
詠
う
。
こ
の
山
岳
嶺
峯
の
自
然
詠
で
は
、
魑
魅
妖

怪
の
存
在
を
出
し
て
、
そ
の
自
然
環
境
の
厳
し
さ
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
空
海
の
自
然
描
写
を
考
え
る
と
き
、
そ
れ
が
古
今
集
に
見
ら
れ
る
自
然
感

覚
と
は
本
質
的
に
異
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
何
故
な
ら
、
古
今
集
は
、
序
文
で

歌
の
心
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
花
に
な
く
う
ぐ
ひ
す
、
み
づ
に
す
む
か
は
づ
の
こ
ゑ
を
き
け
ば
、
い
き
と

し
い
け
る
も
の
、
い
づ
れ
か
う
た
を
よ
ま
ざ
り
け
る
。
（
略
）
た
け
き
も

（
〃
）

の
Ｌ
ふ
の
こ
上
ろ
を
も
、
な
ぐ
さ
む
る
は
奇
な
り
。
」

す
な
わ
ち
、
猛
き
も
の
の
ふ
の
心
を
も
慰
め
や
わ
ら
げ
る
も
の
が
歌
で
あ
る

と
い
う
。
そ
れ
故
に
、
「
花
を
め
で
、
と
り
を
う
ら
や
み
、
か
す
み
を
あ
は
れ

（
略
）

び
、
つ
ゆ
を
か
な
し
ぶ
心
」
に
よ
っ
て
、
自
然
が
杼
情
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
白
い
雪
を
見
て
は
待
ち
望
む
花
か
と
思
い
、
春
雨
の
し
ず
く
を
悲
し

み
の
涙
か
と
疑
い
、
紅
葉
を
見
る
と
錦
と
見
る
よ
う
に
、
「
も
の
」
を
そ
の
「
も

（
旧
）

の
」
と
し
て
見
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
さ
に
「
も
の
」
の
心
、
「
も
の
の
あ
は

れ
」
を
詠
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
理
解
に
限
定
し
て
、
古
今
集
の
歌
に

歌
人
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
感
性
あ
る
い
は
霊
的
自
然
観
の
反
映
を
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
。

し
か
し
、
彼
ら
は
、
そ
の
自
然
が
魑
魅
妖
怪
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
詠
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
彼
ら
の
杼
惰
性
は
そ
れ
を
隠
そ
う
と
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
「
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し
」
（
五
三
）
と
詠
う
と
き
、
春
の
心
は

（
別
）

す
な
わ
ち
人
の
心
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
自
然
の
情
意
的
擬
人
化
に
よ
っ
て
、

「
も
の
」
の
直
接
話
法
が
転
換
さ
れ
、
詠
む
者
の
ァ
’
一
ミ
ズ
ム
的
意
識
が
心
の

中
に
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
古
今
集
は
自
然
に
対
す
る
杼
情
的
感
性

五



を
素
直
に
出
し
て
い
る
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
空
海
は
、
自
然
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
あ
る
い
は
自
然
そ
の
も

の
の
厳
し
さ
奥
の
深
さ
を
と
お
し
て
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
自
然
観
を
端
的
に
表
現

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
自
然
感
覚
は
、
決
し
て
猛
き
も
の
の
ふ
の
心
を
な
ぐ

さ
め
る
杼
情
的
美
意
識
か
ら
出
て
来
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
山
林
（
山

岳
）
修
行
を
経
験
し
た
者
の
自
然
感
覚
で
あ
る
と
い
っ
た
方
が
よ
い
。
空
海
の

自
然
観
を
考
え
る
と
き
、
青
年
時
代
の
雑
密
的
な
山
林
優
婆
塞
の
体
験
か
ら
し

（
別
）

て
も
、
山
林
修
行
者
に
独
特
の
宗
教
的
自
然
感
覚
を
前
提
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

ア
’
一
ミ
ズ
ム
的
感
性
を
と
お
し
て
自
然
を
捉
え
て
い
る
と
し
て
も
、
し
か
し

他
方
で
、
空
海
の
自
然
観
は
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
自
然
感
覚
に
の
承
規
定

さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
の
自
然
観
は
多
様
な
側
面
を
見
せ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
先
に
も
少
し
触
れ
た
が
、
そ
の
一
つ
に
、
彼
は
自
然
を
人
為
あ
る

い
は
人
工
に
対
立
す
る
概
念
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

し
ん
ぜ
ん
え
ん
み

『
秋
の
日
、
神
泉
苑
を
観
る
』
に
次
の
一
節
が
あ
る
。

て
き
ち
ょ
く
ぶ
つ
こ
う

か
う
こ
つ

よ

「
神
泉
に
才
子
し
て
物
候
を
観
る
心
神
祝
惚
と
し
て
歸
る
こ
と
能
く
せ
ず

（
理
）

高
台
は
神
の
構
へ
人
力
に
非
ず
」

す
な
わ
ち
、
神
泉
苑
を
散
策
し
て
季
節
の
移
り
変
わ
り
を
観
察
す
る
と
、
心

は
う
っ
と
り
し
て
帰
る
気
に
な
ら
な
い
。
高
い
台
閣
は
神
様
が
作
ら
れ
た
よ
う

で
、
人
間
の
作
と
は
思
え
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
神
泉
苑
の
自
然

は
人
間
の
手
の
加
え
ら
れ
た
も
の
に
対
立
す
る
世
界
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

る
。
自
然
を
人
工
・
人
為
の
対
立
概
念
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
ピ
ュ
シ
ス
や

ご
呉
貝
の
の
含
意
で
あ
り
、
今
日
の
日
本
語
の
含
意
で
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

二
自
然
観
の
多
義
性
と
密
教
思
想

こ
れ
に
つ
い
て
空
海
の
特
徴
を
云
々
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
彼
の
こ
の
自
然
概
念
が
明

ら
か
に
老
荘
思
想
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば

最
後
の
一
節
の
、

「
草
を
緑
み
梁
を
呪
が
で
何
ぞ
在
ら
ざ
ら
ん
鎗
蹟
と
し
て
率
い
舞
う
て
玄

さ
う
さ
う

ひ
き

（
羽
）

機
に
在
り
」

と
い
う
言
葉
は
、
彼
が
烏
や
獣
が
草
を
く
わ
え
た
り
梁
を
つ
い
ば
ん
だ
り
し
て

（
割
）

い
る
自
然
を
道
家
の
概
念
で
あ
る
「
玄
機
」
、
す
な
わ
ち
深
奥
玄
妙
な
道
理
で
あ

る
と
捉
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
益
田
池
の
碑
銘
に
あ
る

し
ゅ
く
と
う
い
げ
た
ち
ま
ち
（
閲
）

「
元
気
條
動
し
て
葦
牙
乍
ち
に
驚
く
」
と
い
う
言
葉
に
も
、
老
荘
思
想
の
影

響
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
自
然
が
人
為
（
有
為
）
に

対
立
す
る
老
荘
的
概
念
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。

あ
る
い
は
、
沙
門
勝
道
の
碑
文
の
銘
に
、
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。

げ
い
こ
う

へ
ん
で
ん

「
難
黄
地
を
裂
き
粋
気
天
に
昇
る
購
烏
運
轌
し
て
萬
類
餅
闇
せ
り

ま
じ
そ
ば
た

ゑ
ち
こ
と

山
海
錯
は
り
時
っ
て
幽
明
肝
殊
な
り
俗
波
は
生
滅
し
て
眞
水
は
道

（
妬
）

の
先
な
り
」

す
な
わ
ち
、
天
地
の
混
沌
の
中
か
ら
、
大
地
は
天
か
ら
引
き
裂
か
れ
、
純
粋

の
気
は
上
に
昇
っ
て
天
と
な
っ
た
。
以
後
月
と
日
は
回
転
し
、
万
物
は
集
ま
り

う
ご
め
く
。
山
と
海
は
配
置
さ
れ
、
あ
の
世
と
こ
の
世
は
分
け
隔
て
ら
れ
た
。

世
俗
の
世
界
は
生
成
滅
亡
を
く
り
か
え
す
が
、
至
極
の
真
理
は
人
の
道
を
先
導

す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
天
地
の
混
沌
か
ら
大
地
と
天
が
生
じ
、
万
物
が
生
成
す
る
と
い
う
思
想

は
、
明
ら
か
に
混
沌
の
一
気
か
ら
陰
陽
の
二
気
を
生
じ
、
さ
ら
に
天
地
人
の
三

才
を
生
成
す
る
と
い
う
老
荘
の
思
想
が
基
本
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ

一
二
一
ハ



の
限
り
で
は
、
空
海
の
自
然
観
の
特
徴
と
し
て
、
人
為
・
世
俗
と
対
立
す
る
老

荘
的
自
然
観
が
、
彼
の
意
識
の
中
に
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
は
間
違
い
で
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
空
海
の
自
然
観
の
原
理
が
老
荘
思
想
で
あ
る
と

結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
老
荘
思
想
に
関
係
す
る
言
葉
や
文
章
は
、
自
然

観
に
限
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
先
の
言
葉
で
も
、
世
俗
の

一
切
の
も
の
（
有
為
法
）
の
生
滅
と
、
永
遠
の
真
理
（
無
為
法
）
が
至
極
の
道

理
に
先
立
つ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
、
自
然
界
を
仏
教
あ
る
い

は
密
教
思
想
か
ら
捉
え
た
言
葉
や
文
章
の
方
が
は
る
か
に
多
い
。
「
良
相
公
に

贈
る
詩
』
に
次
の
言
葉
が
あ
る
。

じ
ん
り

「
孤
雲
は
定
ま
れ
る
処
無
し
本
自
り
高
峰
を
愛
す
人
里
の
日
を
知
ら
ず

（
訂
）

月
を
観
て
青
松
に
臥
せ
り
」

こ
の
一
節
で
は
、
彼
は
世
俗
の
世
界
に
対
立
す
る
世
界
と
し
て
山
中
（
高
野

山
）
を
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
自
然
観
が
老
荘
思
想
に
基
づ
く
も
の
で

あ
る
と
は
い
え
な
い
。
た
し
か
に
、
世
俗
の
生
活
を
離
れ
て
山
中
の
自
然
に
真

実
の
世
界
を
求
め
て
い
る
に
し
て
も
、
空
海
は
そ
の
世
界
が
山
林
修
行
の
場
で

あ
り
、
仏
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
山

菱
ご
ょ
Ａ
ノ

に
入
る
興
』
の
最
後
の
一
節
は
次
の
よ
う
に
詠
っ
て
い
る
。

み

あ

あ
ば
れ

や

「
南
山
の
松
石
は
看
れ
ど
も
厭
か
ず
。
南
嶽
の
清
流
は
憐
ぶ
こ
と
已
ま
ず
。

ふ
く
わ

お
ご

な
か

う
ち
や

な
か

浮
華
の
名
利
の
毒
に
慢
る
こ
と
莫
れ
。
三
界
火
宅
の
裏
に
焼
く
る
こ
と
莫

と
そ
う

（
羽
）

れ
。
斗
藪
し
て
早
く
法
身
の
里
に
入
れ
。
」

こ
こ
で
は
、
南
山
（
高
野
山
）
の
自
然
は
、
世
俗
の
名
声
名
利
の
世
界
に
対

比
さ
れ
、
三
界
火
宅
の
世
界
に
対
立
す
る
法
身
の
里
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
空
海
に
と
っ
て
、
自
然
は
世
俗
・
三
界
に
対
立
す
る
仏
の
世
界
・

さ
と
り
の
世
界
で
あ
り
、
山
林
斗
藪
（
仏
道
修
行
）
等
の
仏
教
的
世
界
像
の
力

テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

れ
う

あ
る
い
は
、
『
山
中
に
何
の
楽
し
び
か
有
る
』
の
最
後
の
言
葉
に
、
「
大
虚
蓼

く
わ
く

あ
ま
ね
じ
ゃ
く
ま
く

い
広
鯛
）

廓
と
し
て
圓
光
遍
し
。
寂
寛
無
為
に
し
て
楽
し
ぶ
や
不
や
」
と
あ
る
。
内
容
は
、

大
空
は
が
ら
ん
と
し
て
仏
陀
の
放
つ
光
は
遍
く
輝
き
、
ひ
っ
そ
り
と
し
て
作
為

の
な
い
生
き
方
は
楽
し
い
で
は
な
い
か
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
無
為
は
、

老
荘
思
想
の
無
為
自
然
で
は
な
く
、
仏
陀
の
出
世
間
の
生
き
方
を
指
し
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
後
で
も
考
察
す
る
が
、
空
海
の
自
然
へ

の
関
心
は
多
様
な
意
味
内
容
を
持
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
根
本
的
に
は
老
荘
の

無
為
思
想
で
は
な
く
、
仏
教
の
無
常
観
を
基
本
に
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
。

し
か
し
、
そ
の
無
常
観
は
、
単
な
る
厭
世
観
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
山
林

（
山
岳
）
修
行
も
単
な
る
世
俗
を
否
定
す
る
意
識
に
も
と
づ
い
て
い
る
も
の
で

は
な
い
。
彼
の
自
然
観
の
特
徴
は
、
や
は
り
仏
教
あ
る
い
は
密
教
思
想
を
積
極

的
に
反
映
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
も
っ
と
も
端

的
な
詩
が
『
山
に
遊
む
で
仙
を
慕
ふ
詩
」
で
あ
る
。
そ
の
序
文
に
次
の
よ
う
な

言
葉
が
あ
る
。

、
恥
ぢ
筆
を
榔
い
て
素
を
染
む
。
大
仙
の
窟
房
を
指
し
、
兼
て
煩
擾
を
俗
塵

（
釦
）

に
悲
孜
、
無
常
を
景
物
に
比
す
。
」

す
な
わ
ち
、
か
く
て
筆
を
と
っ
て
紙
に
記
し
、
大
仙
（
仏
）
の
境
界
を
指
し

示
し
、
併
せ
て
俗
世
間
に
お
け
る
わ
ず
ら
わ
し
さ
を
あ
わ
れ
み
、
自
然
界
に
無

常
の
思
い
を
託
そ
う
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
山
中
の
自
然
界
の
情
景
や
在

り
様
を
五
十
三
の
韻
脚
を
も
っ
て
詠
み
込
み
、
「
大
仙
の
圓
智
は
略
し
て
五
十

（
馴
）

三
有
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
運
敞
の
「
便
蒙
』
に
従
っ
て
こ
の
五
十
三
智
を
金

剛
界
三
十
七
尊
と
賢
劫
の
十
六
尊
の
智
に
あ
て
る
と
し
た
ら
、
空
海
が
自
然
界

を
密
教
世
界
か
ら
捉
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
あ
た
か
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も
善
財
童
子
の
五
十
三
人
の
善
知
識
の
歴
訪
に
比
定
す
る
な
ら
ば
、
彼
自
身
も

ま
た
五
十
三
の
段
階
を
へ
て
、
最
終
的
な
自
然
観
に
到
達
し
た
こ
と
を
明
か
し

て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

「
高
山
に
風
起
り
易
く
深
海
は
水
量
り
難
し
空
際
は
人
の
察
す
る
こ
と

つ
ま
び
ら
（
塊
）

無
し
法
身
の
み
濁
り
能
く
詳
か
に
す
」

ま
ず
空
海
は
、
自
然
界
の
現
象
や
因
果
が
人
び
と
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、

法
身
大
日
如
来
だ
け
が
よ
く
わ
き
ま
え
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
し
て
、
次

に
、
鴎
や
鶴
、
蟻
や
亀
な
ど
自
然
界
の
生
き
物
の
姿
態
、
あ
る
い
は
鴉
の
目
や

犬
の
心
な
ど
の
性
質
（
自
然
性
）
が
す
べ
て
自
然
必
然
の
性
質
を
示
し
て
い
る

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
自
然
界
の
理
法
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、

た
だ
大
日
如
来
の
み
が
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
。

そ
し
て
、
こ
の
自
然
界
を
次
の
よ
う
に
見
て
い
る
。

か
ら
ぱ
う
き
よ
り
よ
う
あ
つ

ら
ん
け
い

さ
か
り

坪
ご
Ｉ
）
よ

め
ぐ

「
窩
蓬
は
嘘
瀧
に
聚
ま
り
蘭
惠
は
山
陽
に
鯵
な
り
礒
野
矢
の
如
く
に
運

か
乍
か

せ
い
・
ば
つ

り
四
節
は
人
を
し
て
偶
れ
令
む
（
略
）
一
身
濁
り
生
残
す
電
影
是
れ

（
調
）

無
常
な
り
」

い
わ
ば
、
よ
も
ぎ
は
荒
地
や
丘
に
集
ま
り
生
え
、
蘭
の
類
は
山
の
南
に
生
い

茂
る
。
太
陽
は
矢
の
飛
び
い
く
よ
う
に
進
み
、
四
季
の
運
行
に
人
は
死
ん
で
行

く
。
人
は
孤
独
の
う
ち
に
生
ま
れ
死
ぬ
、
い
な
ず
ま
の
光
（
過
ぎ
行
く
時
）
は

無
常
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

空
海
は
四
季
の
移
り
変
わ
り
に
、
人
の
生
の
無
常
を
見
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

そ
の
自
然
は
、
仏
教
の
無
常
観
の
投
影
と
し
て
観
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
彼
は
、
こ
の
無
常
な
る
自
然
の
姿
が
大
日
如
来
の
顕
現
の
世
界
に
ほ

か
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
こ
の
自
然
界
は
無
常
観
を
超
剋
し
た
世
界
、
大
日
如

来
の
荘
厳
道
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
捉
え
る
。
す
な
わ
ち
、

げ
ん
ぞ
く
な
ぱ

ま
し
ま

た
れ
な
も
と

「
春
属
は
猶
雨
の
如
し
遮
那
中
央
に
坐
す
遮
那
阿
誰
が
號
ぞ
本
是
れ

せ
つ
ど
へ
ん

か
ぎ
《
制
）

我
が
心
王
な
り
三
密
刹
士
に
遍
し
て
虚
空
に
道
場
を
嚴
る
」

自
然
界
の
中
央
に
大
日
如
来
が
そ
の
巻
属
を
率
い
て
ま
し
ま
す
。
大
日
と
は

わ
れ
わ
れ
衆
生
の
心
に
ほ
か
な
ら
ず
、
仏
の
三
密
で
あ
る
み
業
は
、
国
士
に
あ

ま
ね
き
、
虚
空
に
荘
厳
な
道
場
す
な
わ
ち
浄
士
の
世
界
を
作
っ
て
い
る
と
い
う
。

こ
こ
で
空
海
は
、
自
然
界
が
大
日
如
来
の
三
密
の
働
き
と
し
て
顕
現
し
て
い
る

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
と
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
衆
生
の
実
存
も
ま
た
自
然
、
す

な
わ
ち
如
来
の
顕
現
で
あ
り
三
密
の
働
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
理
解
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

ま
ん
ぞ
う

そ
し
て
、
こ
の
天
地
は
経
典
の
入
れ
物
で
あ
り
、
「
萬
象
を
一
鮎
に
含
み
六

十
Ｌ
し
よ
う
す
（
お
）

塵
嫌
綿
に
閲
べ
た
り
」
、
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
界
の
現
象
が
一
つ
の
点
・

阿
字
の
中
に
含
ま
れ
、
欲
望
を
生
玖
出
す
六
つ
の
認
識
対
象
は
書
物
に
す
べ
て

記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
詩
の
後
半
で
、
自
然
界
は
阿
字
本
不
生
を
本
体
と
し
、
「
六

（
妬
）

塵
悉
く
文
字
な
り
」
と
す
る
空
海
の
真
言
密
教
の
世
界
観
の
中
で
把
握
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
は
じ
め
の
無
常
観
の
超
剋
で
あ
り
、
自
然
界

の
一
切
の
現
象
と
一
切
衆
生
の
生
の
実
存
が
大
日
如
来
の
世
界
（
曼
茶
羅
世
界
）

の
中
に
包
括
さ
れ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
終

わ
り
の
部
分
で
彼
の
山
林
修
行
の
心
境
が
語
ら
れ
て
い
る
。

ま
と

か
パ
ー
ら
は
び
こ

せ
い
せ
い

さ
か
ん

「
愛
に
纒
は
る
る
こ
と
葛
の
施
る
が
如
し
萎
萎
と
し
て
山
谷
に
昌
な
り

と

た
ん
ぱ
く
じ
よ
う
や
う
（
訂
）

誰
か
如
か
む
禅
室
を
閉
じ
て
潅
泊
に
し
て
亦
穰
祥
せ
む
に
は
」

す
な
わ
ち
、
欲
望
に
し
ば
ら
れ
る
こ
と
は
葛
の
つ
る
が
伸
び
、
生
い
茂
っ
て

山
や
谷
に
は
び
こ
る
よ
う
な
も
の
、
そ
れ
よ
り
は
禅
室
に
閉
じ
込
も
り
、
婚
泊

な
気
持
ち
を
抱
い
て
仏
の
世
界
に
遊
ぶ
方
が
よ
い
。
世
俗
の
世
界
を
離
れ
、
禅
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室
に
閉
じ
込
も
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
山
中
に
遊
ぶ
こ
と
が
仏
の
世
界
に
遊
ぶ
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
境
地
に
お
い
て
、

「
是
非
同
じ
く
法
を
説
く
人
我
倶
に
幟
苗
す
定
慧
心
海
を
澄
ま
し
む
れ

つ
れ
し
ょ
う
し
ょ
う
（
犯
）

ば
無
縁
に
し
て
毎
に
湯
湯
た
り
」

す
な
わ
ち
、
正
も
邪
も
等
し
く
如
来
の
説
法
で
あ
り
、
自
他
の
区
別
は
消
え

去
っ
て
し
ま
う
。
禅
定
（
職
伽
）
の
智
慧
に
よ
っ
て
心
の
海
を
透
明
に
す
れ
ば
、

際
限
な
き
慈
悲
は
常
に
広
が
っ
て
行
く
と
い
う
。

空
海
に
と
っ
て
、
自
然
は
、
正
邪
・
自
他
・
主
客
の
相
対
を
越
え
た
絶
対
的

な
大
日
如
来
の
智
の
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
自
然
の
実
相
は
、
山
林
修

行
の
三
密
職
伽
行
に
お
い
て
、
心
王
の
遮
那
（
自
心
の
仏
・
内
な
る
自
然
）
と

し
て
は
じ
め
て
覚
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
右
の
言
葉
か
ら
、
空
海
の
自
然
観
が

完
全
に
密
教
思
想
の
投
影
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
の

山
林
（
山
岳
）
修
行
の
意
味
は
、
自
然
の
実
相
が
如
来
の
智
慧
に
ほ
か
な
ら
な

い
こ
と
を
把
捉
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

沙
門
勝
道
の
碑
文
で
も
こ
の
自
然
観
が
語
ら
れ
て
い
る
。

「
池
中
の
圓
月
を
見
て
は
普
賢
の
鏡
智
を
知
り
、
空
裡
の
慧
日
を
仰
い
で
は

（
弱
）

遍
智
の
我
に
在
る
こ
と
を
覚
る
。
」

池
中
の
円
月
に
普
賢
菩
薩
の
鏡
の
よ
う
な
英
智
を
知
り
、
空
に
輝
く
日
を
仰

い
で
あ
ま
ね
き
智
慧
が
自
心
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
覚
る
と
い
う
。
こ
こ

か
ら
も
、
空
海
に
お
い
て
、
自
然
は
大
日
如
来
の
表
象
で
あ
り
、
仏
智
と
く
に

普
賢
菩
薩
の
智
の
現
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
、

自
然
は
も
は
や
単
な
る
気
象
や
物
の
表
象
世
界
で
は
な
い
。
大
日
如
来
の
世
界

で
あ
る
曼
茶
羅
に
ほ
か
な
ら
ず
、
如
来
の
智
の
表
象
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

き
ん
し
ゆ
き
ぼ
く

ほ
う
お
ん
（
柵
）

そ
れ
故
に
、
「
禽
獣
卉
木
は
皆
是
れ
法
音
な
り
」
、
す
な
わ
ち
、
鳥
獣
草
木
の

声
響
は
す
べ
て
仏
の
「
こ
と
ば
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
、
「
五
大
に
皆

（
机
）

響
あ
り
」
と
い
え
る
。
空
海
の
自
然
観
の
本
質
は
、
こ
の
よ
う
な
自
然
の
本
性

（
実
相
）
を
覚
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
自
然
観
に
お
い
て
、
彼

も
と
よ
り
こ
の
か
た

（
枢
）

は
、
「
安
楽
観
史
は
本
来
胸
の
中
な
ど
と
い
う
こ
と
を
頓
悟
せ
し
め
ん
こ
と
、

つ
ま
り
弥
陀
や
弥
勒
の
浄
土
が
本
来
衆
生
の
胸
の
中
（
自
然
）
に
あ
る
こ
と
を

す
み
や
か
に
悟
ら
し
め
た
い
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
自
然
観
に
は
、
古
代
日
本
人
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
霊
的
自
然
観
は
見
ら
れ

な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
単
に
世
俗
を
離
れ
、
山
林
に
隠
棲
す
る
よ
う
な
無
常
観

も
な
い
。
自
然
は
い
ま
や
、
如
来
の
智
の
表
象
と
し
て
、
さ
と
り
の
境
界
を
衆

生
の
心
に
告
げ
知
ら
せ
て
い
る
世
界
そ
の
も
の
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
心
の
前

に
積
極
的
に
措
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
空
海
の
多
様
な
自
然
観
の
中
で
、

彼
独
特
の
も
の
は
、
こ
の
肯
定
的
な
密
教
的
自
然
観
で
あ
る
と
理
解
し
て
よ
い
。

こ
れ
ま
で
、
空
海
の
自
然
観
と
山
林
修
行
の
関
係
に
つ
い
て
、
多
少
触
れ
て

来
た
が
、
こ
こ
で
、
彼
の
自
然
観
を
ま
と
め
る
上
で
、
山
林
修
行
と
そ
の
志
向

性
の
関
係
を
考
察
し
て
お
き
た
い
。

「
性
霊
集
』
や
「
高
野
雑
筆
集
』
に
、
空
海
の
山
林
修
行
を
明
か
し
て
い
る

文
章
や
書
簡
が
多
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
僧
綱
の
某
師
宛
の
書
簡
に
、
「
空

じ
ん
か
ん

い
つ
ゆ
う

し
ば
し
ば
い
た
て
ん

海
林
泉
未
だ
飽
か
ず
、
通
を
人
間
に
絶
つ
。
逸
遊
に
限
ら
れ
て
数
々
詣
っ
て
展

（
網
）

謁
す
る
こ
と
を
遂
げ
ず
。
」
、
あ
る
い
は
、
『
勅
賜
の
世
誰
の
賦
勵
書
し
畢
っ
て
献

聾
え
つ

た
だ
は
つ
せ
き
ぢ

こ
つ

り
ん
そ
う

ず
る
表
』
に
は
、
「
但
鉢
錫
を
持
し
て
以
て
乞
を
行
じ
、
林
藪
に
吟
じ
て
観
に

さ
，
呉
糾
）

住
す
る
こ
と
を
の
み
解
る
。
」
と
あ
る
。

空
海
が
高
雄
山
や
高
野
山
か
ら
出
し
た
書
簡
の
内
容
は
、
修
行
（
修
法
）
中

三
山
林
修
行
と
そ
の
志
向
性

九



で
あ
る
こ
と
を
示
す
記
述
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
そ
れ
を
見
て
い
る
と
、
空
海

の
自
然
観
が
山
林
修
行
の
志
向
性
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
彼
の
自
然
観
の
中
に
ア
ニ
、
、
、
ズ
ム
的
自
然
（
山
岳
）

意
識
の
存
在
を
予
想
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
意
識
と
と
も
に
、

彼
の
志
向
性
の
う
ち
に
密
教
思
想
を
読
み
込
む
必
要
が
あ
る
。

彼
の
思
想
的
特
徴
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
密
教
的
自
然
観
に
あ
る
と
結
論
し

て
よ
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
彼
の
山
林
修
行
の
志
向
性
の
強
さ
か
ら
い
え
る
こ

と
で
あ
る
。
空
海
に
と
っ
て
、
自
然
は
修
法
の
時
空
世
界
で
あ
っ
て
、
決
し
て

「
も
の
」
の
心
（
ァ
’
二
）
を
「
は
か
な
き
心
」
と
し
て
杼
情
的
に
詠
う
客
体

世
界
で
は
な
か
っ
た
。

さ
う
れ
い

（
鴨
）

「
蒼
嶺
白
雲
観
念
の
人
」
で
あ
る
彼
に
と
っ
て
、
自
然
の
中
に
身
を
お
く
こ

（
締
）

と
は
、
「
心
佛
会
に
遊
む
で
筆
に
遊
ば
ず
」
と
い
う
心
境
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
、

彼
は
、
世
間
も
世
俗
の
心
も
は
る
か
に
超
越
し
て
い
る
。
世
俗
の
人
び
と
に
と

っ
て
、
四
季
の
移
り
変
わ
り
、
あ
る
い
は
花
鳥
風
月
、
山
川
草
木
の
姿
は
、
猛

き
も
の
の
ふ
の
心
を
慰
め
、
心
の
は
か
な
さ
を
詠
う
対
象
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

空
海
の
心
は
、
そ
こ
に
大
日
如
来
の
世
界
と
智
慧
の
輝
き
を
見
て
い
た
の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
彼
の
自
然
に
つ
い
て
の
志
向
性
に
注
目
す
る
と
き
、
そ
の
自
然

観
は
無
為
自
然
の
老
荘
思
想
で
も
、
あ
る
い
は
自
然
界
に
無
常
・
苦
・
空
・
無

（
灯
）

我
を
見
る
よ
う
な
仏
教
思
想
で
も
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
あ
く
ま
で
も
密
教
の

自
然
観
を
根
本
に
お
い
て
自
然
を
把
捉
し
、
そ
の
世
界
に
遊
ぶ
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
「
山
中
に
何
の
楽
し
み
か
有
る
」
と
い
う
問
に
、
彼
は
次
の
よ
う
に

答
え
て
い
る
。

ま
か
じ
ゆ
ぶ
う

卦
ご
ょ

た
い
が
く

「
君
見
ず
や
、
君
聴
か
ず
や
、
摩
娼
の
鷲
峰
は
釈
迦
の
居
。
支
那
の
台
嶽
は

こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
空
海
の
自
然
観
が
多
様
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
こ

と
が
わ
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
彼
の
自
然
観
に
つ
い
て
一
応
の
整
理
を
し
て
お
き

た
い
。
ま
ず
第
一
は
、
古
代
日
本
人
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
霊
的
自
然
観
が
彼
の
自

然
感
覚
の
中
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
自
然
感
覚
は
、
例
え
ば

古
今
集
の
自
然
詠
の
杼
情
性
を
共
通
に
し
な
が
ら
、
彼
ら
よ
り
も
も
っ
と
直
接

的
で
、
い
わ
ば
雑
密
的
な
ァ
’
一
ミ
ズ
ム
的
感
性
か
ら
自
然
を
捉
え
て
い
る
。

第
二
に
、
人
為
（
有
為
）
に
対
立
す
る
概
念
と
し
て
の
自
然
理
解
が
あ
る
。

こ
の
限
り
で
は
、
彼
が
老
荘
の
無
為
の
思
想
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
彼
の
中
に
自
然
環
境
を
求
め
、
世
俗
の
塵

鐵
粥
の
朧
な
り
。
我
を
ば
息
悪
修
善
の
人
と
名
く
。
法
界
を
家
と
為
し
て

ひ
ん
（
蛆
）

恩
を
報
ず
る
賓
な
り
。
」

す
な
わ
ち
、
マ
ガ
ダ
国
の
鷲
峰
は
釈
迦
の
住
ま
わ
れ
た
所
、
中
国
の
五
台
山

は
文
殊
菩
薩
の
盾
の
あ
っ
た
所
、
わ
た
し
は
悪
を
消
し
善
を
修
め
る
人
と
称
さ

れ
、
法
界
す
な
わ
ち
宇
宙
を
家
と
し
て
ご
恩
に
報
い
る
徒
で
す
、
と
い
う
こ
の

言
葉
こ
そ
、
空
海
の
山
林
志
向
の
意
味
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
も
の
は
な
い
。

そ
し
て
何
よ
り
も
、
空
海
に
と
っ
て
、
自
然
は
法
界
す
な
わ
ち
コ
ス
モ
ス
・

宇
宙
で
あ
っ
た
。
自
然
を
永
遠
の
真
理
体
系
で
あ
る
コ
ス
モ
ス
と
捉
え
る
思
考

は
、
古
代
日
本
人
の
自
然
観
よ
り
は
、
む
し
ろ
古
代
イ
ン
ド
人
や
ギ
リ
シ
ア
人

の
自
然
観
に
近
し
い
。
そ
れ
は
、
空
海
の
自
然
観
の
世
界
性
と
普
遍
性
を
示
し

て
い
る
と
も
い
え
る
。
同
時
代
人
が
自
然
界
の
個
別
的
な
現
象
や
存
在
に
の
ゑ

心
の
世
界
を
結
ん
で
い
る
と
き
、
彼
は
そ
の
思
想
性
に
お
い
て
、
密
教
の
体
系

的
総
合
的
な
宇
宙
論
的
視
野
か
ら
そ
の
個
別
的
な
現
象
を
見
る
眼
を
も
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

四
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か
ら
隠
棲
す
る
と
こ
ろ
に
価
値
を
お
く
仏
教
的
な
無
常
観
が
見
ら
れ
る
こ
と
も

確
か
で
あ
る
。

第
三
に
、
彼
の
自
然
観
の
基
底
に
山
林
（
山
岳
）
修
行
者
に
独
特
の
宗
教
的

意
識
体
験
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
世
俗
を
離
れ
、
山
林
修
行
を
志

向
す
る
彼
の
言
葉
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。
こ
の
志
向
性
の
強
さ
に
お
い
て
、
ア

ニ
ミ
ズ
ム
的
自
然
観
や
老
荘
思
想
、
あ
る
い
は
仏
教
的
無
常
観
が
超
剋
さ
れ
て
、

自
然
界
が
大
日
如
来
を
中
心
と
す
る
世
界
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
第
四
に
、
空
海
の
思
想
と
し
て
の
自
然
観
は
、
明
ら
か
に
積
極
的

肯
定
的
に
自
然
を
観
る
密
教
的
自
然
観
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
然
の
す
べ
て
の

現
象
に
大
日
如
来
の
智
慧
を
見
、
自
然
の
声
響
に
仏
の
「
こ
と
ば
」
（
真
言
）

を
聞
く
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
構
造
は
、
わ
れ
わ
れ
衆
生
を

含
む
自
然
（
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
）
が
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
の
心
の
自
然
（
ミ
ク

ロ
コ
ス
モ
ろ
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
密
教

的
自
然
観
に
お
い
て
、
空
海
の
思
想
性
は
、
第
一
に
古
代
日
本
人
の
個
別
的
自

然
観
を
越
え
て
体
系
的
な
宇
宙
論
の
視
野
を
持
つ
に
至
っ
て
い
る
と
と
も
に
、

第
二
に
自
然
界
の
一
切
の
存
在
を
無
常
（
言
Ｒ
『
日
目
ｇ
ｃ
と
見
る
初
期
仏
教

（
栂
）

の
自
然
観
を
超
剋
し
て
い
る
と
い
え
る
。

『
性
霊
集
』
の
引
用
は
、
「
弘
法
大
師
全
集
』
第
三
輯
（
密
教
文
化
研
究
所

編
、
昭
和
四
十
年
版
）
に
よ
っ
た
。
読
み
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
三
教
指

歸
・
性
霊
集
』
（
岩
波
書
店
）
を
参
考
に
し
た
。

（
１
）
日
本
文
化
会
議
編
「
自
然
の
思
想
』
四
五
～
六
頁
（
源
了
圓
氏
の
コ
メ

注

ン
卜
）
（
研
究
社
、
昭
和
四
九
年
刊
）
。

（
２
）
こ
こ
で
の
コ
ス
モ
ス
概
念
は
、
田
中
美
知
太
郎
博
士
の
「
コ
ス
モ
ス
が

神
や
技
術
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
そ
れ
自
体
が
独
立
し
た
根

源
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
、
無
始
無
終
の
永
遠
性
を
も
ち
、
生
命
を
も
つ

こ
と
、
そ
れ
自
体
に
一
定
の
節
度
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
」
と
す
る
ギ

リ
シ
ア
人
の
自
然
観
を
基
本
に
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
世
界
を
終

末
を
持
つ
か
り
そ
め
の
存
在
と
見
る
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
自
然
観
と

は
異
な
る
。
『
自
然
の
思
想
」
三
一
～
二
頁
。

（
３
）
「
十
住
心
論
』
（
「
弘
法
大
師
全
集
』
第
一
輯
）
百
七
十
二
頁
。

（
４
）
同
百
七
十
三
頁
。

（
５
）
金
谷
治
著
『
老
荘
を
読
む
』
一
○
頁
（
朝
日
カ
ル
チ
ャ
ー
ブ
ッ
ク
ス
、

大
阪
書
籍
）
。

（
６
）
『
自
然
の
思
想
』
二
四
頁
。
舟
橋
豊
著
『
古
代
日
本
人
の
自
然
観
』
七

二
頁
（
審
美
社
、
平
成
二
年
刊
）
。

（
７
）
舟
橋
箸
『
古
代
日
本
人
の
自
然
観
』
一
四
頁
以
下
。

（
８
）
『
性
霊
集
』
四
百
六
頁
。

（
９
）
同
五
百
二
十
九
、
五
百
三
十
一
頁
。

（
Ⅲ
）
空
海
の
霊
魂
観
に
つ
い
て
は
、
村
上
保
壽
著
『
密
教
の
霊
と
救
済
』
（
高

野
山
出
版
社
、
平
成
五
年
刊
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
Ⅱ
）
舟
橋
著
『
古
代
日
本
人
の
自
然
観
」
一
五
頁
。

（
岨
）
『
性
霊
集
』
四
百
十
八
頁
。

（
旧
）
こ
の
意
味
で
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
感
性
に
も
と
づ
く
日
本
人
の
伝
統
的
な

自
然
観
は
、
美
的
な
、
宗
教
的
な
要
素
の
強
い
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
い

え
る
。
『
自
然
の
思
想
』
五
四
頁
（
源
了
圓
氏
の
コ
メ
ン
ト
）

四
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（
Ｍ
）
『
性
霊
集
』
四
百
八
頁
。

（
喝
）
同
四
百
九
～
十
頁
。

（
船
）
同
四
百
十
一
頁
。

（
Ⅳ
）
『
古
今
和
歌
集
』
九
三
頁
（
日
本
古
典
文
学
大
系
８
、
岩
波
書
店
）
。

（
肥
）
同
九
四
頁
。

（
的
）
同
一
六
頁
。

（
別
）
同
一
七
頁
。

（
別
）
宮
坂
宥
勝
著
「
密
教
世
界
の
構
造
』
五
頁
、
一
七
頁
（
筑
摩
書
房
、
一

九
八
二
年
）
。

（
〃
）
『
性
霊
集
」
四
百
三
頁
。

（
羽
）
同
同
頁
。

（
別
）
「
玄
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
金
谷
治
著
『
老
荘
を
読
む
」
五
八
頁
を

参
照
さ
れ
た
い
。

（
妬
）
『
性
霊
集
』
四
百
十
八
頁
。

（
恥
）
同
四
百
十
五
頁
。

（
〃
）
同
四
百
六
頁
。

（
肥
）
同
四
百
七
頁
。
湯
浅
泰
雄
氏
は
、
『
三
教
指
歸
』
と
関
係
づ
け
て
、

こ
の
言
葉
に
無
常
観
に
裏
づ
け
ら
れ
た
空
海
の
深
い
孤
独
を
感
じ
取
っ
て

い
る
。
『
古
代
人
の
精
神
世
界
』
一
八
七
頁
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九

八
○
年
）
。

（
羽
）
『
性
霊
集
』
四
百
八
頁
。

（
洲
）
同
四
百
頁
。

（
別
）
運
敞
『
遍
照
発
揮
性
霊
集
便
蒙
』
巻
第
一
、
一
二
頁
（
『
真
言
宗
全
書
』
）
。

（
塊
）
『
性
霊
集
』
四
百
頁
。

（
詔
）
同
四
百
一
頁
。

（
別
）
同
四
百
二
頁
。
遮
那
と
は
我
が
心
王
と
い
う
言
葉
は
、
『
十
住
心
論
』

や
『
秘
蔵
宝
鎬
』
に
お
け
る
「
自
心
の
仏
」
を
「
自
心
の
源
底
に
覚
知
す

る
」
こ
と
を
求
め
る
思
想
と
同
じ
し
ゞ
ヘ
ル
に
あ
る
。
湯
浅
著
『
古
代
人
の

精
神
世
界
』
一
九
七
～
八
頁
。

（
弱
）
『
性
霊
集
』
四
百
二
頁
。

（
邪
）
『
声
字
実
相
義
』
五
百
二
十
四
頁
（
『
弘
法
大
師
全
集
』
第
一
輯
）
。

（
師
）
『
性
霊
集
』
四
百
二
頁
。

（
胡
）
同
同
頁
。

（
胡
）
同
四
百
十
四
頁
。

（
側
）
同
四
百
二
十
九
頁
（
『
中
壽
感
興
の
詩
』
）
。

（
狐
）
『
声
字
実
相
義
』
五
百
二
十
四
頁
。

（
岨
）
『
性
霊
集
』
四
百
二
十
九
頁
。

（
鮒
）
『
高
野
雑
筆
集
』
（
『
弘
法
大
師
全
集
』
第
三
輯
）
五
百
九
十
～
一
頁
。

（
“
）
『
性
霊
集
』
四
百
三
十
五
頁
。

（
妬
）
同
四
百
二
十
八
頁
。

（
妬
）
同
同
頁
。

（
卿
）
ラ
ン
・
ヘ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ハ
ウ
ゼ
ン
著
「
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
仏

教
と
自
然
』
日
本
語
訳
」
八
六
頁
（
国
際
仏
教
学
研
究
所
、
一
九
九
一
年
）
。

（
蛆
）
『
性
霊
集
」
四
百
八
頁
。

（
蛆
）
Ｐ
・
の
９
日
詳
言
匡
開
目
一
国
謹
包
ご
房
ミ
ロ
葛
包
之
ミ
震
馬
》
》
口
届

（
目
○
丙
望
◎
・
目
彦
の
［
昌
閂
口
呉
ご
国
里
冒
里
一
日
扇
ぎ
『
国
ロ
ロ
・
三
里

の
言
巨
Ｑ
］
の
の
●
』
①
①
』
）

（
高
野
山
大
学
密
教
文
化
研
究
所
教
授
）

四
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