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一　

ｽ
琢
伽
唯
識
派
の
諸
学
説
、
国
恥
門
下
の
異
端
学
説
が
そ
の
主
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
奈
良
時
代
に
我
が
国
に
伝
え
ら
れ
、
南
都

∵
学
の
墨
套
素
を
形
づ
ら
て
い
た
こ
と
が
推
譲
れ
・
・
森
で
は
・
乞
た
襲
か
皇
黙
良
時
代
の
仏
教
整
の
ち
叢
叢
宗
系
統
の

謄
田
憲
的
籍
を
藁
。
、
撃
的
姦
向
吉
も
、
宗
教
鶉
鶉
蟹
彩
を
避
に
も
っ
て
い
た
、
妻
矯
。
た
．

一
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
あ
る
時
代
の
思
想
や
学
問
を
内
容
帥
に
復
原
す
る
た
め
に
は
、
そ

の
時
代
に
生
き
た
思
想
家
や
学
者
の
著
述
・
雷
行
の
た
ぐ
い
を
、
根

本
史
料
に
つ
い
て
直
接
検
討
す
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
史
料

、
的
な
制
約
そ
の
他
の
事
情
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
で
き
な
い
場
合
、
研

究
噺
は
や
や
異
っ
た
方
向
に
、
別
な
方
法
や
材
料
を
探
し
求
め
な
け

・
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
を
今
、
問
題
と
す
る
奈
良
時
代
の
仏
教
教
学
に
つ
い
て
い
え

ば
、
こ
れ
ま
で
研
究
者
の
要
請
が
き
わ
め
て
強
か
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
必
要
な
史
料
に
と
ぼ
し
か
っ
た
た
め
、
と
も
す
れ
ば
そ
の
研

究
は
、
二
次
的
史
料
の
不
完
金
な
操
作
や
、
そ
れ
に
も
と
ず
く
乱
暴

な
推
測
∴
臆
説
に
陥
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
わ
れ
わ
れ
は
、

正
倉
…
院
の
写
経
所
文
書
の
整
理
を
通
じ
て
、
南
都
教
学
の
全
闘
的
再
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①

現
を
試
み
た
石
田
茂
作
氏
の
窯
業
な
研
究
成
果
や
、
あ
る
い
は
井
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

光
貞
氏
の
「
康
域
伝
燈
目
録
よ
り
見
た
る
奈
良
時
代
僧
侶
の
学
問
」

な
ど
の
す
ぐ
れ
た
業
績
を
数
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
し
か
し
こ
れ

ら
と
て
も
、
当
時
の
人
た
ち
が
、
書
写
・
所
蔵
・
署
潔
し
、
そ
し
て

恐
ら
く
読
破
・
思
量
し
た
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
仏
教
典
籍
の
、
そ
れ

も
「
書
葛
」
を
通
じ
て
、
間
接
的
に
推
測
を
試
み
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

教
学
の
内
容
そ
の
も
の
に
じ
か
に
ふ
れ
て
ゆ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
そ
こ
で
私
は
、
当
時
の
教
学
や
思
想
の
内
容
的
側
聞
に
能
う
か
ぎ

り
肉
薄
す
る
方
法
と
し
て
、
奈
良
時
代
に
直
接
連
続
す
る
平
安
初
期

仏
教
の
思
想
酌
産
出
の
中
か
ら
、
前
代
の
教
学
の
内
容
を
湖
っ
て
追

究
す
る
こ
と
を
考
え
て
み
た
。
こ
れ
ま
た
い
わ
ゆ
る
二
次
的
・
間
接

的
方
法
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
が
、
前
記
の
諸
研
究
の
ふ
れ
え
な
か
っ

た
側
面
に
、
多
少
な
り
と
も
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。

　
さ
て
、
こ
の
方
法
を
試
み
る
に
当
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
幸
い
に
も
、

こ
れ
に
契
当
す
る
素
材
と
し
て
、
最
澄
や
空
海
の
著
作
を
か
な
り
豊

富
に
継
承
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
こ
こ
で
は
と
く
に
最
澄
の
三

一
権
実
論
争
に
関
す
る
著
述
を
と
9
あ
げ
た
理
由
は
、
空
海
よ
り
屯

最
澄
が
、
ま
た
最
澄
の
著
作
類
の
な
か
で
は
こ
の
論
争
に
関
す
る
諸

著
が
、
上
述
の
ご
と
き
思
想
史
的
課
題
と
方
法
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い

素
材
だ
と
考
え
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
換
喬
す
れ
ば
、

最
澄
の
こ
れ
ら
論
争
書
が
、
最
も
正
面
か
ら
、
か
つ
最
も
広
汎
に
、

前
代
の
南
都
教
学
を
弁
証
し
て
い
る
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
隣
接
す
る
時
代
の
教
学
か
ら
、
前
代
の
そ
れ
を
湖
及
、

復
原
す
る
と
い
う
方
法
は
、
思
想
史
研
究
の
常
套
手
段
で
あ
る
べ
き

に
か
か
わ
ら
ず
、
今
ま
で
か
つ
て
こ
の
方
法
が
試
み
ら
れ
な
か
っ
た

の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
の
理
由
を
次
の
二
点
に
認
め
た
・
い
。

そ
の
一
は
、
従
来
の
仏
教
学
者
や
歴
史
家
が
、
こ
の
論
争
自
体
に
さ

ほ
ど
高
い
思
想
史
的
意
義
を
認
め
な
か
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
す

な
わ
ち
、
最
澄
対
徳
一
の
論
戦
の
主
題
と
な
っ
た
問
題
は
、
中
国
で

は
唐
の
霊
潤
対
神
泰
、
あ
る
い
は
思
慾
対
慧
沼
の
論
争
で
殆
ん
ど
論

じ
尽
く
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
江
棚
っ
て
は
、
印
度
に
お
け
る

浩
弁
対
護
法
、
戒
賢
対
智
光
の
対
論
に
も
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

③て
、
し
た
が
っ
て
最
澄
・
徳
一
論
争
は
、
そ
れ
ら
の
単
な
る
再
演
出

に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
…
果
、
こ
の

論
争
に
対
す
る
学
者
の
関
心
が
、
い
っ
た
い
に
低
調
だ
っ
た
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
事
実
の
よ
う
で
あ
る
。

　
第
二
の
理
由
は
さ
ら
に
単
純
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
論
争
に
現
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わ
れ
た
最
澄
は
、
徳
一
に
よ
っ
て
代
弁
さ
れ
た
南
都
教
学
の
否
定
者

で
あ
る
。
否
定
者
の
論
成
の
中
か
わ
、
否
定
さ
れ
た
側
の
教
学
を
復

原
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
根
本
的
に
な
り
立
た
な
い
と

す
る
考
え
方
で
あ
る
。

　
お
よ
そ
、
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
に
よ
っ
て
、
夕
晴
の
論
争
書
か

ら
南
都
教
学
の
復
原
を
企
て
る
試
み
は
、
か
っ
て
な
さ
れ
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
理
由
は
、
私
に
と
っ
て
ど
ち
ら
も
不

可
解
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
q
印
度
・
中
国
で
論
じ
尽
く
さ
れ
た
問
題

が
、
重
ね
て
ふ
た
た
び
論
争
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、

か
え
っ
て
こ
の
論
争
の
思
想
史
的
意
義
の
大
き
さ
を
認
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
筈
だ
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
第
二
に
、
最
澄
が
果
し
て
真
に

前
代
教
学
の
否
定
者
で
あ
り
、
克
服
者
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
前
代
教
学
を
全
面
的
に
弁
証
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
か
よ
う
な
学
界
の
現
状
に
よ
っ
て
、
私
は
奈
良

教
学
を
復
原
す
る
試
み
に
熊
手
す
る
前
に
、
ま
ず
論
争
そ
の
も
の
の

輪
廓
を
復
原
す
る
た
め
の
、
意
外
に
煩
項
な
手
続
を
踏
む
こ
と
を
余

儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
①
　
石
田
茂
作
著
『
写
経
よ
り
見
た
る
奈
良
朝
仏
教
の
研
究
」
下
灘
五
刊
。

②
　
井
上
光
貞
稿
「
東
域
伝
燈
二
郎
よ
り
見
た
る
心
良
時
代
僧
侶
の
学
問
」

　
『
史
学
礁
誌
』
五
七
ノ
三
・
四
、
昭
和
二
三
。

③
こ
の
う
ち
清
弁
対
護
法
、
智
光
対
戒
賢
の
対
諭
に
つ
い
て
は
『
守
護
国

　
界
章
』
（
胃
篇
①
ω
L
綾
覇
遥
）
　
『
法
華
秀
句
』
　
（
潤
」
総
）
、
ま
た
法
写
照

　
懇
沼
の
論
争
に
つ
い
て
は
騨
．
守
護
章
』
下
巻
、
霊
潤
対
神
泰
の
論
争
は
『
秀

　
句
』
中
巻
に
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

二
論
争
の
輪
廓

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
一
　
発
　
　
　
端

　
　
　
　
　
く

　
現
存
す
る
論
争
関
係
書
の
な
か
で
最
も
早
く
成
っ
た
と
思
わ
れ
る

も
の
は
、
最
短
の
『
照
事
実
鏡
』
一
巻
で
あ
る
。
そ
の
賊
難
に
は
撰

述
の
瀞
畢
情
を
述
べ
て
、

ω
弘
仁
八
年
歳
次
丁
酉
二
月
沿
、
依
下
陸
奥
仏
性
抄
判
扁
法
華
一
葉
伽
権
、
且
作
一
「

　
此
鏡
4
（
H
一
ト
。
）

と
い
い
、
論
争
は
陸
奥
、
す
な
わ
ち
徳
一
の
『
仏
性
抄
』
の
撰
述
に

よ
っ
て
挑
簸
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
右
の
脱
文
に

よ
れ
ば
、
徳
一
の
『
仏
性
抄
』
撰
、
述
は
弘
仁
八
年
（
八
一
七
）
二
月
以

前
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
最
澄
の
東

園
の
伝
道
旅
行
中
に
当
る
。

　
最
澄
は
弘
仁
七
年
五
月
一
騎
附
泰
範
宛
の
書
簡
に
「
来
春
の
節
を
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以
て
東
遊
し
て
頭
陀
し
、
次
第
に
南
難
し
、
更
に
西
遊
北
讃
し
、
永

く
叡
山
に
入
っ
て
生
涯
を
待
た
ん
」
（
く
■
ま
り
）
と
い
う
希
望
を
書
送

っ
て
い
る
が
、
実
は
「
来
春
」
を
ま
た
ず
、
そ
の
年
の
う
ち
の
夏
秋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
頃
に
東
国
へ
旅
立
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
当
時
、
関
東
に
は
、
か
ね

て
か
ら
彼
を
有
力
に
支
持
し
た
「
東
国
の
化
主
」
（
叡
出
大
師
伝
唄
・
附

飛
）
故
道
忠
禅
師
の
門
弟
た
ち
が
盛
ん
に
教
祖
を
張
っ
て
い
た
。
最

澄
は
直
行
し
て
、
道
忠
門
徒
の
本
拠
で
あ
る
上
野
国
緑
野
郡
浄
土
寺

な
ら
び
に
下
野
国
都
賀
郡
大
慈
寺
に
向
っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
ら
両
寺

は
徳
一
の
居
住
し
た
会
津
二
日
寺
を
顧
た
る
こ
と
程
遠
く
な
い
。
彼

は
、
こ
の
草
深
い
辺
境
の
地
で
手
ご
わ
い
論
敵
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
叡
山
大
師
伝
』
に
よ
れ
ば
、
最
澄
は
ま
ず
二
干
部
一
万
六
干
巻

の
法
華
経
の
書
写
事
業
を
起
こ
し
、
そ
れ
が
成
る
と
た
だ
ち
に
右
の

両
寺
に
宝
塔
各
一
基
を
造
立
し
、
塔
別
に
千
部
八
千
巻
を
安
概
し
た
。

そ
し
て
「
そ
の
食
下
に
お
い
て
毎
日
法
華
経
を
長
講
し
、
一
日
も
闘

か
し
　
（
く
6
謬
，
ω
一
）
さ
な
か
っ
た
と
い
う
。
徳
一
の
『
仏
性
抄
』
が

「
法
華
を
判
じ
て
権
と
な
」
す
論
文
で
あ
っ
た
こ
と
は
右
に
見
た
と

お
り
で
あ
る
が
、
そ
の
後
も
論
争
の
始
中
線
を
通
じ
て
最
も
大
き
な

比
重
を
占
め
た
も
の
は
法
華
経
解
釈
の
問
題
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、

東
国
に
翁
け
る
最
澄
の
盛
ん
な
法
華
経
開
講
が
徳
一
を
刺
戟
し
、
彼

を
論
争
に
駆
り
立
て
た
の
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。

　
徳
一
は
ま
た
徳
盗
・
得
一
と
も
用
い
ら
れ
る
。
諸
書
の
伝
え
る
と

こ
ろ
で
は
、
彼
は
太
保
・
恵
美
押
勝
（
藤
原
仲
麻
呂
）
の
第
九
男
だ
と

い
う
。
は
じ
め
興
福
寺
の
修
円
に
つ
い
て
法
相
を
学
び
、
東
大
寺
に

住
し
た
が
、
　
の
ち
奥
州
に
移
り
、
護
国
会
津
の
慧
日
寺
・
（
福
島
県
耶

麻
郡
磐
梯
村
大
寺
）
に
住
し
た
。
さ
ら
に
の
ち
常
陸
筑
波
山
の
知
足
院

に
遷
り
、
承
和
の
初
年
（
八
三
五
頃
）
同
院
に
残
し
た
と
い
う
。
土
民

大
い
に
貴
ん
で
菩
薩
を
も
つ
て
称
し
た
と
い
い
、
同
地
方
に
は
彼
の

開
基
と
伝
え
る
寺
院
も
多
い
。

　
彼
が
恵
美
押
勝
の
息
男
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
年
代
的
に
も
す
こ
ぶ

る
疑
わ
し
い
が
、
　
『
守
護
国
界
章
』
に
、

②
飽
食
看
、
弱
冠
去
レ
都
、
久
居
二
隅
一
（
国
●
①
H
q
）

と
あ
り
、
若
く
し
て
辺
境
に
移
さ
れ
た
こ
と
に
は
、
何
か
特
別
の
理

由
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
論
争
当
時
会
津
に
居
住
し
た
こ
と
は
、

同
書
の
は
じ
め
に
、
　
「
奥
州
会
津
県
溢
和
上
」
（
騨
H
紹
）
と
あ
る
こ

と
か
ら
明
か
で
あ
る
。
ま
た
同
地
の
慧
日
野
に
居
住
し
た
こ
と
も
事

実
で
あ
ろ
う
。
徳
一
の
著
に
『
鰻
止
羽
足
』
一
二
巻
が
あ
る
。
本
書
の

　
　
　
　
　
　
　
　
◎

命
名
に
は
、
別
の
理
由
も
考
え
ら
れ
る
が
、
恐
ら
く
居
注
し
た
寺
名
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に
因
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
α

　
当
時
の
東
北
地
方
の
情
勢
は
、
宝
亀
十
一
年
（
七
八
○
）
の
伊
治
砦

麻
呂
の
叛
乱
以
来
、
き
わ
め
て
険
悪
な
も
の
が
あ
っ
た
。
延
暦
年
間

に
お
け
る
坂
上
田
村
麻
呂
の
征
討
に
よ
っ
て
、
い
ち
お
う
の
安
定
に

達
し
た
と
は
い
え
、
会
津
は
な
お
征
夷
戦
争
の
フ
ロ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

論
争
の
開
始
さ
れ
る
二
年
前
の
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）
に
は
、
兵
士
旧

二
千
人
に
新
た
に
四
千
人
を
加
え
、
健
士
二
心
人
と
と
竜
に
分
塗
し

て
、
胆
沢
・
多
賀
・
玉
造
等
の
城
塞
を
守
ら
し
め
、
ま
た
健
士
の
家

族
に
免
租
の
特
典
を
与
え
る
な
ど
の
措
麗
が
と
ら
れ
て
い
る
（
三
代

椿
一
八
）
。
も
っ
て
情
勢
の
一
端
を
推
測
し
え
よ
う
。

　
『
守
護
章
』
に
徳
一
の
境
遇
を
述
べ
て
、

③
居
住
遠
レ
京
、
明
匠
難
レ
得
、
法
門
不
レ
具
。
（
目
b
。
。
①
）

と
い
う
が
、
そ
れ
で
い
て
、
当
時
の
最
新
知
識
を
誇
る
最
近
と
、
五

年
に
わ
た
る
大
論
争
を
戦
い
抜
い
た
逞
ま
し
い
闘
魂
は
賞
讃
の
ほ
か

な
い
。

　
彼
の
学
的
系
統
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
ふ
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
が
、

興
福
寺
の
修
円
に
つ
い
て
法
柑
を
学
ん
だ
と
い
う
所
伝
は
恐
ら
く
正

し
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
『
法
華
秀
句
』
に
は
彼
の
師
承
に
つ
い
て
、

ω
着
言
鴛
短
醐
票
＝
師
議
↓
未
レ
知
濫
師
々
伝
鳳
臼
本
一
若
言
昌
道
昭
及
摺
通
↓
古

　
凹
記
之
中
示
昌
其
文
↓
若
言
昌
古
徳
所
レ
伝
語
↓
不
レ
足
レ
令
レ
信
漏
後
学
者
4
若

　
言
　
比
蘇
及
義
淵
嚇
自
然
智
宗
無
レ
所
レ
稟
。
　
（
閏
●
蕊
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
い
う
が
、
こ
こ
に
引
か
れ
た
道
昭
・
智
通
・
比
蘇
（
神
叡
）
・
義
淵

の
四
人
は
、
い
ず
れ
も
奈
良
時
代
に
お
け
る
法
絹
宗
の
代
表
的
学
僧

で
あ
る
。
ま
た
『
葉
域
伝
燈
目
録
』
の
「
唯
識
論
同
異
補
短
章
二

巻
」
に
注
し
て
、
　
「
東
大
寺
徳
一
造
」
と
し
る
さ
れ
る
か
ら
、
は
じ

め
東
大
寺
に
住
し
た
と
い
う
所
伝
も
信
用
で
き
る
。
な
お
、
徳
一
は

　
　
　
　
　
　
　
　
④

空
海
と
交
渉
を
も
つ
た
。
両
者
の
折
衝
も
思
想
史
的
に
興
味
ぶ
か
い

事
実
で
あ
る
が
、
本
論
に
は
直
接
関
連
し
な
い
か
ら
、
こ
こ
で
は
割

愛
し
た
い
。

　
　
　
　
　
⇒
　
経
過
と
内
容
（
そ
の
一
）

　
　
　
　
　
（

　
上
述
の
と
お
り
論
争
は
徳
一
の
『
仏
性
抄
』
の
撰
述
に
よ
っ
て
火

蓋
が
切
ら
れ
た
が
、
以
来
弘
仁
十
二
年
（
八
二
一
）
の
最
澄
の
『
法
［
蕪
・

秀
句
』
の
撰
述
ま
で
、
五
年
余
に
わ
た
っ
て
継
続
さ
れ
た
。
そ
の
間
、

論
争
に
関
係
し
て
産
出
さ
れ
た
論
著
は
、
次
の
ご
と
き
多
数
に
及
ん

だ
。最

澄
の
撰
述

　
照
権
実
義
　
　
一
巻
（
弘
仁
八
年
）
　
　
法
華
表
戸
　
四
巻

　
守
護
図
界
章
　
九
巻
（
弘
仁
九
年
）
　
　
決
権
実
論
　
一
巻
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へ
趨
嚇
ハ
九
‘
証
携
蝋
地
島
規
背
入

徳
一
の
撰
述

　
仏
性
抄

　
慧
日
羽
足
　
三
巻

｝
巻

法
選
句
蛎
雛
三
糞
弘
華
二
年
半

中
辺
義
鏡
　
三
巻

遮
異
見
章
　
三
巻

　
こ
の
う
ち
、
最
澄
の
撰
述
は
い
ず
れ
竜
現
存
し
て
『
伝
教
大
師
全

集
』
第
二
巻
及
び
第
三
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
徳
一
の
も
の
は

ま
っ
た
く
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
徳
一
の
意
見
は
、
最
澄
の
撰

述
に
引
用
さ
れ
た
竜
の
を
通
じ
て
し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け

で
あ
る
。
な
お
確
証
を
欠
く
が
、
こ
の
論
争
に
関
連
し
て
執
筆
さ
れ

た
著
述
と
見
倣
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
徳
一
に
、

　
中
辺
黒
革
残
（
餐
）
　
二
十
巻
　
　
法
華
要
略
　
　
　
三
巻

　
法
華
肝
心
ノ
　
　
　
　
益
巻
　
　
法
華
権
文
（
門
）
　
一
巻

　
通
破
四
教
章
　
　
　
　
一
巻

な
ど
の
あ
っ
た
ご
と
が
『
東
域
伝
燈
目
録
』
　
『
本
朝
高
僧
伝
』
聡
等

に
見
え
る
が
、
こ
れ
ま
た
い
ず
れ
竜
現
存
し
て
い
な
い
。
以
下
最
澄

の
撰
述
を
通
じ
て
、
論
争
の
経
過
を
復
原
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
理

由
で
あ
る
。

　
ま
ず
弘
仁
八
年
二
月
に
執
筆
さ
れ
た
『
照
権
実
鏡
』
一
巻
は
、
法

華
去
惑
（
画
趣
）
・
守
護
国
界
章
（
國
．
ω
8
）
・
決
権
実
論
（
目
．
鳶
。
）
・

法
華
秀
句
（
国
㍉
O
）
等
に
、
そ
の
書
名
が
引
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

論
争
書
の
中
で
最
も
早
く
成
立
し
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
而
し
て
、

本
書
は
そ
の
賊
文
（
引
絹
ω
）
に
よ
っ
て
、
徳
一
の
『
仏
性
抄
』
を
対

破
し
た
竜
の
と
い
わ
れ
る
か
ら
、
　
『
仏
性
抄
』
が
論
戦
の
火
蓋
を
き

っ
た
こ
と
が
結
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
照
権
実
鏡
』
は
分
量
も
小
さ
く
、
い
ま
だ
本
格
的
な
論
争
書
の

体
裁
を
そ
な
え
て
い
な
い
。
病
難
経
第
二
十
二
の
「
養
身
為
二
（
乗
y

不
昌
三
（
乗
y
」
　
の
文
を
は
じ
め
と
す
る
十
箇
の
文
証
の
引
用
も
ア
ト

ラ
ン
ダ
ム
な
選
択
で
あ
り
、
徳
一
の
論
難
に
対
し
て
、
と
り
あ
え
ず
防

禦
の
陣
を
張
っ
た
と
い
う
程
度
で
あ
っ
た
。
弘
仁
八
年
二
月
と
い
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ば
、
彼
の
東
国
滞
在
中
で
あ
り
、
参
考
書
も
充
分
と
と
の
わ
な
か
っ

た
事
情
も
考
え
ら
れ
る
。

　
「
法
華
を
判
じ
て
権
と
な
」
し
た
『
仏
性
抄
』
に
対
す
る
本
格
的

な
対
論
書
は
、
次
の
『
法
華
戸
惑
』
四
巻
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
本
書
は
『
守
護
国
界
章
』
の
中
巻
（
上
・
中
・
下
）
と
ほ
と
ん
ど

　
　
　
　
　
⑥

一
致
す
る
た
め
、
守
護
章
の
別
行
本
と
考
え
ら
れ
な
い
で
も
な
い
が
、

『
守
護
章
』
の
方
に
は
章
題
や
章
序
を
附
し
て
整
備
し
た
あ
と
が
見

ら
れ
る
の
で
、
　
『
戸
惑
』
が
先
行
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。
　
『
守
護
章
』
に
は
弘
仁
九
年
（
八
一
八
）
の
年
記
を
有
す
る
が
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最澄の論証を逸じて見た南都教学の傾向（繭田）

（
肖
・
ω
鵡
）
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
章
段
の
中
の
一
つ
に
見
え
る
も
の
で

あ
る
。
以
上
に
よ
っ
て
『
去
惑
』
の
執
筆
・
さ
れ
た
の
は
『
照
権
実
鏡
』

の
執
筆
さ
れ
た
弘
仁
八
年
二
月
以
後
、
そ
し
て
弘
仁
九
年
十
二
月
以

前
と
な
る
。
恐
ら
く
東
国
か
ら
帰
京
し
た
最
澄
が
ま
ず
筆
を
執
っ
て

書
上
げ
た
の
が
本
書
だ
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
『
法
華
去
惑
』
四
巻
の
内
容
は
、
法
華
経
の
経
題
な
ら
び
に
経
文

の
解
釈
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
徳
一
は
天
台
智
者
の
『
法
華
玄
義
』

な
ら
び
に
『
法
華
文
句
』
を
逐
文
的
に
と
り
上
げ
、
論
難
を
加
え
て

き
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
本
書
に
、
「
畷
…
食
者
（
徳
一
の
こ
乏
）
曰
く
、

彼
云
く
」
と
し
て
引
用
さ
れ
た
文
は
、
玄
義
も
し
く
は
文
句
の
文
で

あ
る
。
徳
一
の
論
難
に
は
主
と
し
て
慈
恩
の
『
法
華
玄
賛
』
を
依
麗

し
た
が
、
最
澄
は
こ
れ
ま
た
逐
文
的
に
天
台
の
立
場
に
立
っ
て
会
釈

を
試
み
た
。
巻
一
で
は
耳
糞
の
「
妙
法
」
の
二
字
に
つ
い
て
論
戦
し
、

つ
い
で
「
蓮
華
」
の
二
字
、
「
経
」
の
体
、
転
義
を
論
じ
（
以
上
巻
二
）
、

次
に
文
句
に
入
っ
て
、
　
「
如
是
」
の
二
字
、
　
「
八
句
示
現
」
の
文
、

「
初
中
後
善
」
の
交
に
つ
い
て
解
釈
を
戦
わ
せ
（
以
上
巻
三
）
、
最
後

に
方
便
品
に
入
っ
て
コ
大
事
」
の
文
、
　
「
無
二
無
三
」
の
文
、
軍

職
品
の
「
三
年
」
の
体
に
つ
い
て
論
じ
合
っ
た
（
以
上
巻
数
）
。
文
中
、

「
如
是
」
の
工
字
を
解
釈
す
る
に
際
し
て
、
徳
一
は
「
コ
レ
ワ
ガ
キ

キ
シ
ガ
ゴ
ト
シ
」
　
（
同
．
。
。
倉
お
O
）
を
は
じ
め
、
四
通
り
の
和
語
駅
を

試
み
・
て
い
る
の
は
興
味
ぶ
か
い
が
、
こ
の
考
察
は
他
日
に
ゆ
ず
り
た

い
。　

次
に
『
守
護
国
界
章
』
は
論
争
書
中
、
最
も
大
部
を
ほ
こ
り
、
最

澄
の
主
著
と
も
掻
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
が
徳
一
の
『
中
辺

義
鏡
』
三
巻
の
対
破
書
で
あ
っ
た
こ
と
は
序
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
が
、

し
か
ら
ば
『
義
鏡
』
も
徳
一
の
論
争
書
中
、
最
も
体
系
的
な
竜
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
　
『
中
辺
義
鏡
箋
（
残
）
』
二
十
回
忌
、

徳
一
の
本
書
撰
述
の
際
の
資
料
拾
遺
集
だ
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お

本
書
の
書
名
は
、
決
権
実
働
（
目
．
§
O
）
・
法
華
秀
句
（
麟
●
δ
）
に
引

用
さ
れ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
に
先
行
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
さ
て
守
護
章
は
上
・
中
・
下
が
そ
れ
ぞ
れ
王
学
よ
り
成
り
、
上
巻

に
十
三
、
中
巻
に
二
十
六
、
下
巻
に
十
二
の
章
を
設
け
る
か
ら
都
合

九
巻
五
十
一
章
の
大
著
を
な
し
て
い
る
。
う
ち
中
巻
の
二
十
六
章

（
国
●
ω
㎝
。
。
1
㎝
O
。
。
）
は
上
述
の
よ
う
に
　
『
法
華
去
惑
』
を
組
入
れ
た
竜

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
部
分
を
除
い
て
以
下
内
容
の
考
察
を
試
み
よ

う
ρ
本
書
は
『
去
惑
』
と
同
じ
く
、
徳
一
の
論
難
を
対
破
す
る
体
裁

を
と
っ
て
い
る
か
ら
、
徳
一
を
主
語
と
す
る
交
章
で
紹
介
す
る
こ
と

が
便
利
で
あ
る
。
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上
巻
十
三
章
の
う
ち
、
前
九
章
は
、
い
わ
ゆ
る
教
判
論
に
属
す
る
。

徳
一
は
ま
ず
『
黒
瀬
密
経
』
に
よ
っ
て
、
法
相
宗
の
三
時
教
判
の
論

拠
を
明
か
に
し
（
第
一
章
）
、
自
己
の
立
脚
地
を
示
し
た
上
で
、
天
台

の
四
教
教
判
の
攻
撃
に
移
っ
て
い
る
。
ま
ず
慧
苑
の
『
続
華
厳
刊
国

記
』
に
よ
っ
て
天
台
四
教
判
を
破
斥
し
（
第
二
章
）
、
　
以
下
智
者
の

『
四
教
義
』
・
章
安
の
『
天
台
八
教
大
意
』
の
要
文
を
逐
次
と
り
上

げ
、
別
破
し
て
い
っ
た
。
第
三
章
以
下
に
、
「
麓
食
者
解
く
、
彼
凹

く
」
と
し
て
引
用
さ
れ
た
の
は
、
　
こ
れ
ら
『
四
教
義
』
も
し
く
は

『
三
教
大
意
』
の
文
で
あ
る
。
批
判
に
当
っ
て
徳
一
は
、
前
記
『
想

定
記
』
の
ほ
か
、
新
羅
元
旦
の
『
勝
聖
経
疏
』
や
豊
年
の
『
法
華
玄

養
』
を
援
用
し
た
が
、
と
り
わ
け
慈
恩
の
『
大
乗
法
門
晩
発
章
』
に

よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
最
澄
が
序
に
、
　
「
自
ら
中
主
と
称
す

る
は
、
法
苑
の
文
に
似
た
り
」
（
國
●
観
ω
）
と
評
し
た
理
由
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
す
る
最
澄
の
応
戦
は
、
必
ず
し
も
天
台
の
注
疏
に
の
み

は
頼
ら
な
か
っ
た
。
野
営
の
『
刊
掌
記
』
に
は
同
じ
く
華
厳
澄
観
の

『
華
厳
経
疏
』
を
（
国
レ
㊤
ω
）
、
元
暁
の
疏
に
は
法
宝
の
『
浬
葉
叢
疏
』

を
と
っ
て
対
破
し
（
嗣
b
認
）
、
そ
し
て
『
義
懸
章
』
に
つ
い
て
は
徳

一
依
用
の
「
大
唐
国
七
巻
の
本
は
謬
乱
多
し
」
（
同
一
。
。
ω
）
と
い
う
致

命
的
な
欠
陥
を
衝
い
た
。
こ
の
よ
う
に
自
宗
の
み
な
ら
ず
他
家
の
章

疏
を
利
用
し
、
　
さ
ら
に
は
智
周
の
『
法
華
摂
釈
』
　
（
図
b
§
高
S
）
・

慧
沼
の
『
慧
臼
論
』
　
（
国
』
§
餐
Φ
）
、
な
い
し
は
慈
恩
の
『
玄
能
』

（
目
b
霜
）
ま
で
引
用
し
て
論
破
す
る
な
ど
、
敵
劔
を
奪
っ
て
敵
塁
を

衝
く
と
い
っ
た
釈
風
は
、
最
澄
の
最
竜
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
。　

上
巻
第
十
章
以
下
の
四
章
は
、
止
観
を
め
ぐ
る
対
論
で
あ
る
。
徳

一
は
同
じ
よ
う
に
智
者
の
『
摩
詞
止
観
』
の
交
を
順
次
別
志
し
、
最

後
の
章
で
は
「
二
十
薫
紙
を
捨
て
て
」
　
（
騨
ω
δ
）
、
自
家
の
止
観
概

論
を
述
べ
た
。
と
り
あ
げ
ら
れ
た
問
題
の
性
質
上
、
こ
こ
で
は
最
澄

は
、
天
台
独
自
の
立
場
か
ら
論
難
を
払
う
よ
り
は
か
な
か
っ
た
。
そ

の
会
通
の
態
度
は
『
法
華
逆
子
』
と
共
通
し
て
い
る
。
最
後
に
徳
一

の
示
し
た
止
観
論
に
対
し
て
は
「
大
小
紛
絞
し
、
次
第
雑
乱
す
」
と

断
じ
、
末
法
の
時
機
に
は
「
下
血
す
る
に
堪
え
ず
」
と
結
ん
だ
（
国
・

。。

ﾂ
）
。
そ
し
て
こ
こ
に
記
さ
れ
た

⑤
当
今
人
機
皆
転
変
、
都
濃
昌
小
乗
機
司
正
像
稗
過
已
、
末
法
太
有
レ
近
。
法

　
華
一
乗
機
、
今
正
是
其
賭
。
（
国
●
ω
お
）

と
い
う
有
名
な
文
章
は
、
最
澄
の
末
法
観
を
示
す
も
の
と
し
て
古
来

人
口
に
謄
炎
す
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
一
言
す
る
こ
と

が
あ
ろ
う
。
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『
守
護
章
』
の
下
巻
十
工
章
を
、
要
約
す
れ
ば
、
仏
性
論
に
属
せ

し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
雲
・
徳
一
論
争
を
古
来
、
三
一
権
実
論

争
と
よ
び
な
ら
わ
し
て
き
た
。
そ
れ
は
法
華
・
経
の
判
教
論
や
本
文
解

釈
の
上
で
も
展
開
さ
れ
る
が
、
む
し
ろ
仏
性
論
を
本
来
的
な
論
題
だ

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
下
巻
の
撰
述
は
、
論
争
が
漸

く
核
心
に
接
近
し
て
き
た
こ
と
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。
さ
て
徳
一
は
、

こ
こ
で
直
接
の
対
破
を
唐
の
月
下
著
わ
す
と
こ
ろ
の
コ
乗
仏
性
究

寛
論
』
に
向
け
た
。
　
「
麓
食
者
曰
く
、
有
る
が
執
す
」
と
し
て
引
用

さ
れ
る
文
は
、
法
宝
の
論
の
文
で
あ
ろ
う
。
最
澄
は
こ
れ
に
「
已
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

宝
公
の
詞
に
似
た
り
」
（
騨
㎝
H
O
）
と
か
、
　
「
離
れ
法
宝
の
章
の
詞
に

似
た
り
」
（
国
●
①
ω
一
）
と
注
し
て
い
る
か
ら
、
　
『
浬
盤
疏
』
で
は
な
く
、

『
究
覧
論
』
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
本
論
は
全
六
巻
中
、
第
三
巻

を
現
存
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
論
旨
を
復
原
す
る
た
め
に
、
守
護

章
の
下
巻
は
重
要
な
資
料
と
な
ろ
う
。

　
さ
て
下
巻
の
論
点
は
、
　
一
切
夙
成
の
問
題
（
第
一
章
）
か
ら
、
定
姓

二
乗
の
将
来
翌
夕
の
有
無
の
問
題
に
及
び
（
第
二
章
）
、
以
下
「
報
無

智
常
」
（
三
）
、
　
「
真
如
所
縁
種
子
」
　
（
四
）
、
　
「
有
漏
生
無
漏
」
（
五
）
、

「
五
種
姓
」
（
八
）
、
　
「
無
性
衆
生
」
　
（
九
．
一
〇
）
な
ど
唯
識
教
学
の

領
域
に
論
争
を
展
開
さ
せ
た
の
ち
、
再
び
「
教
前
後
」
　
「
教
権
実
」

（
六
・
七
）
と
い
う
教
比
論
に
戻
り
、
最
後
に
徳
一
の
示
し
た
法
華
を

権
と
な
す
七
教
二
理
及
び
四
証
二
理
に
わ
た
る
論
証
を
最
澄
が
い
ち

い
ち
撃
破
す
る
第
十
二
章
を
も
つ
て
結
び
と
し
て
い
る
。
徳
一
は

『
成
唯
識
論
述
記
』
（
属
・
鰹
。
。
）
『
同
掌
中
枢
要
』
（
国
・
①
O
蒔
）
、
そ
れ
に

『
玄
賛
』
な
ど
慈
恩
の
章
疏
を
中
心
に
議
論
を
進
め
、
最
澄
は
、
霊
潤

（
国
．
綬
ρ
㎝
謡
）
・
定
言
（
轡
匁
。
。
漏
鵯
）
・
円
測
（
目
』
薩
逼
銀
）
な
ど
の

諸
家
を
は
じ
め
、
神
里
の
『
種
雲
集
』
　
（
国
・
①
決
）
、
総
勢
釈
、
義
一

撰
、
の
『
法
華
論
述
記
』
　
（
膨
霧
ρ
①
霧
）
な
い
し
は
『
義
林
章
』
（
目
●

①
①
㎝
）
ま
で
竜
援
用
し
て
、
法
宝
の
論
を
救
釈
し
て
い
る
が
、
そ
の
釈

風
は
、
上
巻
の
判
教
論
の
場
合
に
共
通
し
た
竜
の
と
い
え
よ
う
。
し

か
し
、
そ
の
反
面
、
法
宝
の
立
場
を
「
未
だ
正
義
に
至
ら
ず
」
（
国
・

㎝
。
。
。
。
）
と
評
し
て
自
家
の
立
脚
地
と
な
お
一
線
を
劃
し
た
態
度
は
注
意

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
態
度
は
「
華
厳
家
の
一
乗
義
を
救
う
」

た
第
十
二
早
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
旬
経
過
と
内
容
（
そ
の
5

　
　
　
　
　
（

・
　
『
守
護
章
』
下
巻
の
仏
性
論
に
至
っ
て
、
論
争
は
い
ち
お
う
最
高

潮
に
達
し
た
か
の
観
が
あ
り
、
こ
こ
で
し
ば
ら
く
両
者
の
間
に
問
題

の
整
理
期
間
が
お
か
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
そ
れ
ま
で

は
全
く
見
か
け
な
か
っ
た
徳
一
の
『
慧
日
羽
足
』
蹉
巻
・
『
遮
異
見
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章
』
三
巻
の
両
書
名
が
、
　
職
．
決
権
実
論
』
（
層
㍉
一
ρ
＄
ゆ
）
や
㎝
，
法
華

秀
句
』
　
（
麟
』
O
）
で
は
、
常
に
『
中
辺
義
鏡
』
と
並
ん
で
引
用
さ
れ
、

時
に
は
「
彼
の
一
二
部
章
」
（
目
鳥
一
り
）
と
よ
ば
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ

ら
三
書
は
相
つ
い
で
執
筆
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま

で
も
推
定
の
域
を
で
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
確
か
に
い
え
る
こ
と
は
最

澄
の
論
著
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
　
『
守
護
章
』
と
そ
れ

に
つ
ぐ
『
決
権
三
論
』
と
の
間
に
、
問
題
の
整
理
期
間
が
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
で
あ
る
。

　
『
決
権
三
論
』
の
成
立
は
他
の
ど
れ
よ
り
も
、
い
さ
さ
か
複
雑
で

あ
る
。
本
書
三
章
の
叙
述
形
式
を
分
析
す
る
と
い
ず
れ
の
章
も
、
㈱

「
聞
日
」
、
⑧
「
答
日
」
、
◎
「
難
日
」
、
嗣
⑪
「
北
猿
者
通
日
」
、
㈲

「
今
慈
教
授
云
」
、
⑯
「
山
家
救
田
」
と
い
う
ふ
う
に
組
織
さ
れ
て

お
り
、
一
見
論
旨
を
汲
取
る
の
に
と
ま
ど
う
。
と
こ
ろ
が
、
し
さ
い

に
検
討
す
る
と
、
こ
の
重
層
的
な
問
答
の
中
に
は
、
自
問
自
答
も
含

ま
れ
て
お
り
、
問
と
答
と
が
必
ず
し
も
論
答
の
往
復
を
意
味
し
な
い

こ
と
が
明
か
と
な
る
。
こ
れ
を
整
頓
す
れ
ば
、

　
　
（
〉
・
ご
d
・
○
）
　
（
O
・
腕
）
　
（
男
）

と
い
う
三
部
分
に
分
つ
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
本
書
の
冒
頭
に
し
る

さ
れ
た

　
由
豪
問
難
・
北
猿
会
釈
・
山
家
救
難
（
摂
O
。
。
朝
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
7

の
構
成
と
一
致
す
る
こ
と
も
判
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
本
書
の
文
中
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0

に
は
、

．
㈲
北
猿
柳
通
闘
、
（
中
略
）
彼
難
レ
発
三
一
十
問
難
↓
瀟
一
通
一
戸
。
謂
、
執
昌

　
大
乗
権
一
乗
実
司
此
如
一
巾
辺
義
鏡
・
慧
日
羽
足
及
遮
異
見
章
広
述
鴻
善
昌

　
二
三
三
章
↓
当
レ
除
昌
邪
執
一
也
。
　
（
国
㍉
δ
）

⑦
今
北
藤
港
二
十
会
釈
、
亦
不
レ
過
昌
一
執
刃
謂
、
四
三
真
実
一
乗
方
便
。
此

　
義
如
二
守
護
圏
界
章
・
照
権
四
鏡
・
一
乗
義
集
等
依
説
4
　
（
拷
．
鵡
O
）

と
あ
り
、
⑥
は
第
一
の
「
山
家
問
難
」
、
⑦
は
第
二
の
「
北
猿
会
釈
」

を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

e
『
決
権
三
論
』
は
、
北
猿
（
徳
一
）
の
「
二
十
会
駅
」
を
弁
証
し
た
も
の

　
で
あ
っ
た
こ
と
。

⇔
門
二
十
会
釈
」
は
最
澄
の
「
二
十
間
難
扁
に
答
え
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
。

⇔
そ
し
て
こ
の
間
難
と
会
釈
の
往
復
は
、
徳
一
の
「
三
部
章
」
な
ら
び
に
最

　
澄
の
三
部
の
書
の
撰
述
の
の
ち
に
な
さ
れ
た
こ
と
。

　
右
の
三
点
が
明
か
に
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
『
守
護
章
』
と
『
決

権
実
論
』
と
の
間
に
は
、
二
十
項
自
に
わ
た
る
「
問
難
し
と
「
会
釈
」

の
や
り
と
り
の
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
「
問
難
」
が
、
ま
ず
最
澄
側
か

ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
と
お
り
、
こ
れ
ま
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で
の
最
澄
は
ま
っ
た
く
受
動
的
な
立
場
で
徳
一
の
論
難
を
消
釈
す
る

態
度
に
終
始
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
二
十
問
難
」
を
き
っ

か
け
と
し
て
、
多
角
的
に
派
生
し
た
問
題
を
二
十
項
臼
に
整
理
し
、

は
じ
め
て
攻
撃
的
な
姿
勢
に
転
じ
た
の
で
あ
る
。
論
争
の
経
過
を
こ

こ
で
両
分
し
、
問
題
整
理
の
期
間
を
想
定
し
た
理
由
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
　
『
決
権
実
論
』
そ
の
も
の
は
、
問
題
整
頓
に
二
心
味
は
あ

っ
た
け
れ
ど
も
、
論
理
と
し
て
は
さ
ほ
ど
重
視
す
る
に
及
ば
な
い
も

の
で
あ
る
。
積
極
的
・
建
設
的
な
態
度
の
発
揮
さ
れ
る
の
は
、
次
の

『
法
華
秀
句
』
三
巻
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
前
に
見
逃

す
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
、
　
『
通
六
九
証
破
比
悔
文
』
一
巻
の
存
在

で
あ
る
。
、
本
書
も
ま
た
『
決
権
画
論
』
と
と
も
に
、
　
『
法
華
秀
句
』

の
文
中
に
（
群
δ
）
、
そ
の
書
名
が
引
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
『
通
六
九
証
』
は
、
そ
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
唐
の
顕
慶
年
中
（
六

五
六
一
六
一
）
玄
装
三
蔵
は
大
乗
基
（
慈
恩
）
と
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る

天
盤
十
論
師
の
論
を
雑
糠
し
、
　
『
成
唯
識
論
』
十
巻
を
編
訳
し
た
。

慈
恩
は
さ
ら
に
『
成
唯
識
…
論
掌
中
枢
要
』
二
…
巻
を
作
っ
た
が
、
そ
の

上
巻
の
初
に
、
二
乗
定
姓
を
裏
附
け
る
「
六
証
一
比
量
」
と
、
ま
た

無
姓
決
定
を
証
明
す
る
「
九
逃
隠
比
量
」
を
立
て
た
。
と
こ
ろ
が
そ

の
後
、
唐
の
天
職
年
中
（
七
四
［
二
ー
ー
五
点
ハ
）
天
台
六
祖
眺
壇
の
湛
然
は
、

「
法
華
の
旨
に
よ
り
権
実
の
理
を
定
め
、
三
乗
の
経
論
を
会
し
て
一

乗
の
経
論
に
帰
し
」
、
　
慈
恩
の
五
姓
各
別
に
関
す
る
六
九
の
証
・
一

の
比
量
を
論
破
し
た
。
今
本
書
は
、
湛
然
の
発
破
を
要
録
し
た
も
の

だ
と
い
う
の
で
あ
る
（
ド
鳶
ω
）
。
湛
然
は
、
最
澄
が
入
唐
し
て
受
即

し
た
道
蓬
・
行
満
二
師
の
先
師
で
あ
る
。
最
澄
は
自
己
の
直
系
す
る

先
師
か
ら
、
三
一
権
実
に
関
す
る
新
理
論
を
導
入
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
『
決
権
実
論
』
に
見
ら
れ
る
問
題
整
理
と
、
　
『
通
六
九
証
』
に
お

け
る
新
理
論
の
導
入
と
に
裏
附
け
ら
れ
て
、
野
薄
の
態
度
は
き
わ
め

て
積
極
化
し
た
。
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
論
争
の
最
後
の
ピ
ー
ク

を
な
す
『
法
華
秀
旬
』
に
つ
い
て
述
べ
る
べ
き
段
階
に
達
し
た
。

　
『
法
華
秀
句
』
一
二
巻
は
、
全
十
章
よ
り
戒
る
が
、
こ
の
・
う
ち
、
第

一
章
に
上
巻
と
中
巻
の
全
体
を
宛
て
、
第
二
章
以
下
の
九
章
が
下
巻

に
収
め
ら
れ
る
か
ら
、
第
一
章
は
第
二
章
以
下
に
く
ら
べ
て
か
け
は

な
れ
て
大
き
い
章
と
な
っ
た
。

　
ま
ず
そ
の
上
巻
（
第
一
章
前
半
）
は
、
さ
ら
に
三
つ
の
部
分
に
分
つ

こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
、
，
十
教
総
理
に
わ
た
る
徳
一
の
「
誘
扁
法

華
齢
文
」
を
対
即
し
た
部
分
（
麟
』
1
竃
）
、
第
二
は
、
四
教
二
理
を

立
て
る
同
じ
く
徳
一
の
「
五
二
法
華
心
脇
一
文
」
を
撃
破
し
た
部
分

（
国
●
黛
一
睡
）
、
そ
し
て
第
三
は
、
徳
一
の
「
死
畝
法
華
聖
業
証
一
文
」
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を
遭
地
心
た
都
分
（
麟
．
謡
1
日
8
）
で
あ
る
α
こ
の
う
ち
第
一
と
第
二

の
部
分
は
『
守
護
国
界
章
』
下
巻
第
十
二
章
と
大
同
少
異
し
、
第
三

の
部
分
は
、
’
右
に
述
べ
た
『
通
六
九
証
』
の
内
容
と
大
差
な
い
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
　
『
守
護
章
』
下
巻
第
十
二
章
は
、
　
『
中
辺
心
癖
』
に

お
い
て
徳
一
が
、
七
教
二
理
・
四
証
二
理
を
立
て
、
法
華
を
権
と
判

じ
た
こ
と
を
一
々
論
破
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
、
　
『
秀
句
』
上

巻
で
は
、
徳
二
の
論
難
が
十
教
二
二
・
四
教
二
塁
に
増
血
さ
れ
て
い

る
か
ら
、
そ
の
後
に
徳
一
は
筆
を
改
め
て
論
難
を
強
化
し
た
こ
と
が

推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
　
『
秀
句
』
に
よ
れ
ば
、
徳
一

の
論
難
文
は
、
各
項
と
も
「
明
知
、
是
権
、
非
晶
実
教
摂
一
」
（
轡
膳
）

と
か
、
　
「
法
蕪
・
是
権
、
非
レ
為
轟
実
教
帰
」
　
（
陶
．
①
）
と
い
う
ふ
う
に
、

法
華
を
判
じ
て
権
と
な
す
と
い
う
言
葉
で
結
ば
れ
て
い
る
か
ら
、
徳

一
の
改
め
て
論
難
し
た
著
書
を
『
法
華
権
文
（
問
）
』
一
巻
に
比
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
次
に
上
巻
の
第
三
部
分
は
、
そ
れ
ま
で
徳
一
を
指
し
て
「
鹿
食
者
」

と
呼
ん
で
い
た
の
に
対
し
、
以
下
で
は
「
短
資
者
」
と
呼
ん
で
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

こ
と
か
ら
も
明
か
に
識
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
論
破
さ
れ
た

の
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
通
六
九
証
』
に
対
す
る
徳
一
の

論
難
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
最
澄
が
湛
然
の
新
理
論
を
こ
の
論
争
に

導
入
し
た
の
に
対
し
て
、
徳
一
は
た
だ
ち
に
筆
を
執
っ
て
応
酬
し
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
こ
と
に
間
髪
を
い
れ
ざ
る
反
撃
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
そ
れ
で
も
徳
一
は
防
戦
一
方
の
苦
し
い
立
場
に
概
か
れ
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
か
く
て
『
秀
句
』
の
中
巻
で
は
、
論
争
を
自
己
の
ペ
ー
ス
に
引
入

れ
る
こ
と
に
成
功
し
た
最
澄
が
、
余
裕
あ
る
態
度
で
、
天
竺
・
大
唐
・

日
本
の
三
国
に
お
け
る
「
仏
性
論
隷
」
を
回
顧
す
る
こ
と
に
な
る
。

題
し
て
「
十
七
仏
性
護
咽
喉
」
と
い
う
。
す
な
わ
ち
仏
性
の
問
題
は

　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

三
一
権
実
論
争
の
の
ど
ぶ
え
、
つ
ま
り
急
所
に
当
る
こ
と
を
意
味
し

た
題
名
で
あ
っ
た
。

　
第
一
の
天
竺
仏
性
論
争
に
は
、
小
乗
と
大
乗
の
二
が
あ
る
。
小
乗

の
論
争
と
し
て
は
、
　
『
毒
血
論
』
第
六
十
七
菊
瓦
重
々
・
声
聞
地
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

一
を
め
ぐ
る
論
争
を
道
石
（
遁
倫
か
）
の
『
鍮
伽
論
記
』
に
よ
っ
て
示

し
た
。
次
に
大
乗
に
お
け
る
仏
性
論
争
と
し
て
『
仏
性
論
』
第
一
の

五
番
問
答
を
あ
げ
た
。
そ
し
て
『
仏
性
論
』
・
『
宝
輪
論
』
の
こ
こ
ろ

は
悉
有
仏
性
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
か
し
、

㈲
当
事
。
天
竺
曲
論
師
両
為
菩
薩
、
立
昌
悉
有
仏
性
↓
令
レ
離
繍
五
過
失
刈
堅

　
意
・
天
親
雪
コ
順
仏
説
↓
立
田
悉
有
仏
性
↓
舎
レ
生
＝
五
功
徳
⑩
（
霞
．
瞬
O
）

と
評
し
て
結
ん
だ
。
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第
二
に
大
唐
仏
性
論
争
に
も
、
古
説
と
新
義
の
二
を
分
つ
。
ま
ず

献
誠
の
『
浬
梨
玄
談
』
第
一
に
よ
っ
て
、
有
名
な
道
生
・
智
勝
の
仏

性
論
争
を
あ
げ
、
こ
れ
を
古
説
と
す
る
。
次
に
、
新
義
の
論
争
と
し

て
、
霊
潤
・
神
宮
の
討
論
、
及
び
義
栄
の
無
性
説
を
示
し
た
。
霊
潤

が
新
訳
（
玄
鍵
訳
）
と
旧
訳
（
玄
婆
以
煎
、
特
に
真
諦
）
の
学
説
の
相
違

を
「
十
四
門
」
に
わ
た
っ
て
示
し
、
新
訳
義
を
破
斥
し
た
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

は
や
く
宇
井
無
毒
氏
ら
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
有
名
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
本
書
を
唯
一
の
資
料
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
霊
潤
に
よ
れ
ば
新
旧
両
訳
の
相
違
に
は
「
十
四
門
義
」
が
数
え
ら

れ
る
が
（
灘
・
一
緯
）
、
く
わ
し
い
所
説
は
そ
の
第
一
の
問
題
、
コ
分

無
性
衆
生
義
」
に
つ
い
て
し
か
引
用
さ
れ
て
い
な
い
。
而
し
て
神
隠

の
反
対
学
説
も
、
こ
れ
に
関
す
る
も
の
の
み
引
用
さ
れ
る
。
次
に
神

泰
の
説
を
う
け
て
「
無
性
義
」
を
強
調
し
た
新
羅
義
栄
の
学
説
も
当

然
こ
の
部
分
に
関
し
て
の
み
と
り
上
げ
ら
れ
る
。
恐
ら
く
こ
の
三
人

の
論
争
を
一
つ
に
ま
と
め
て
紹
介
し
た
一
書
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

最
澄
は
こ
の
義
栄
の
論
に
即
し
て
反
論
を
展
開
さ
せ
、
神
泰
・
義
栄

を
破
濡
し
、
豊
潤
の
説
を
救
う
た
。

紛
自
二
三
奨
西
遊
納
変
風
始
扇
、
有
レ
心
二
護
法
納
誰
不
紅
白
慨
一
。
（
自
』
り
O
）

と
い
う
彼
の
感
想
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
最
澄
は
、
神
泰
・
義
栄
を
温
し
、
一
乗
義
・
書
成
説
を
と
る

霊
潤
を
立
て
た
こ
と
は
右
に
の
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も

全
面
的
に
彼
の
学
説
を
正
義
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
天
台
の
立

場
か
ら
す
れ
ば
「
禅
師
（
霊
潤
）
も
亦
た
偏
解
を
作
す
」
　
（
轡
お
H
）

と
い
う
批
判
を
加
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
『
守
護
章
』
下

巻
（
国
』
。
。
。
。
）
に
お
い
て
、
法
宝
を
批
判
し
た
態
度
と
共
通
す
る
も
の

で
、
看
過
し
え
な
い
竜
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
本
書
中
巻
の
野
次
に

用
意
さ
れ
て
い
な
が
ら
「
日
本
仏
性
諄
」
は
つ
い
に
執
筆
さ
れ
な
か

っ
た
模
様
で
あ
る
。

　
最
後
に
『
秀
句
』
下
巻
は
、
　
「
仏
説
経
名
示
義
勝
」
以
下
、
法
華

経
の
最
勝
を
示
す
九
章
よ
り
成
る
。
主
と
し
て
法
華
経
需
品
の
文
に

就
い
て
、
天
台
独
途
の
義
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
の

結
果
と
し
て
、
法
相
学
説
は
も
と
よ
り
、
一
乗
義
に
立
脚
し
、
も
し

く
は
そ
れ
に
近
い
輩
厳
や
三
論
の
立
場
に
対
し
て
も
自
宗
の
最
勝
を

示
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
（
肖
・
鱒
島
る
臨
・
卜
⊃
認
b
認
・
卜
⊃
¶
。
。
）
。

⑩
夫
玄
賛
之
家
、
会
昌
法
華
旨
叫
帰
臥
唯
識
之
義
輔
是
刷
弘
一
…
唯
識
宗
↓
不
レ
弘
晶

　
法
華
而
無
相
之
家
、
会
昌
法
華
旨
輔
帰
昌
無
根
愛
器
刈
是
則
弘
昌
無
糊
宗
匠

　
不
レ
弘
昌
法
華
4
（
画
b
刈
。
。
）

と
は
、
法
網
・
三
論
を
隔
て
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
湛
然
の
文
を
引
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い
看

　
㈹
華
厳
之
家
、
影
コ
響
天
台
四
教
義
↓
即
立
　
［
華
厳
五
教
義
㊨
引
コ
証
法
華
四

　
三
文
｝
助
コ
成
華
厳
四
宗
義
謁
白
牛
両
分
、
購
別
異
レ
説
。
即
三
玉
偏
、
耶
一

　
之
三
、
抄
一
一
天
台
義
甲
分
梱
之
門
、
勢
和
之
門
、
破
開
異
名
。
亦
向
目
其
文
↓

　
誰
可
ド
致
γ
疑
哉
。
　
（
績
る
謬
）

と
は
華
厳
を
隔
翻
し
た
も
の
。
論
争
の
後
半
期
に
至
っ
て
、
漸
く
著

し
く
さ
れ
る
最
澄
の
積
極
的
∵
建
設
的
態
度
は
、
徳
一
と
の
対
決
を

止
揚
し
畢
つ
た
『
秀
句
』
結
巻
に
お
け
る
、

⑫
　
天
台
所
員
法
華
経
宗
、
勝
　
於
請
宗
⑩
寧
読
唱
所
伝
一
哉
。
　
（
矯
．
鍾
①
）

と
い
う
所
信
の
堂
々
た
る
披
灘
に
極
ま
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

か
く
て
、
　
「
法
華
判
権
」
に
は
じ
ま
っ
た
徳
一
の
挑
戦
は
、
最
澄
の

五
年
に
わ
た
る
対
決
を
通
じ
、
　
「
法
華
最
勝
」
を
結
論
と
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
一
お
う
の
終
幕
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
鋤
終
　
　
結

　
　
　
　
　
（

　
弘
仁
十
二
年
の
『
法
華
秀
句
』
の
撰
述
に
よ
っ
て
、
こ
の
大
論
争

は
い
ち
お
う
幕
を
閉
じ
た
。
そ
し
て
、
論
争
の
主
題
の
展
開
か
ら
考

え
て
も
、
一
つ
の
円
環
の
ご
と
く
論
理
的
な
完
結
を
も
つ
た
こ
と
は

右
に
く
わ
し
く
考
察
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
忘
れ
て
な
ら

な
い
こ
と
は
、
以
上
は
あ
く
ま
で
も
最
澄
の
立
場
に
立
っ
て
の
観
察

で
あ
っ
て
、
徳
一
の
側
か
ら
考
え
て
の
こ
と
で
な
か
っ
た
。
徳
一
は

草
深
い
辺
隅
に
ひ
そ
ん
だ
稀
代
の
猛
将
で
あ
る
。
た
だ
一
方
的
に
敗

退
の
途
を
遡
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
と
に
彼
に
は
、
な
お
相

当
の
撰
述
の
あ
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
（
上
述
）
、
こ
の
う
ち

の
い
く
つ
か
は
、
　
『
法
華
秀
句
』
の
の
ち
、
さ
ら
に
反
撃
の
た
め
に

執
筆
さ
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。
伝
最
澄
撰
と
誤
伝
さ
れ
る

『
慈
諭
弁
強
弱
』
な
る
一
書
が
あ
る
が
、
実
は
叡
山
四
代
座
主
安
々

の
撰
な
る
ご
と
く
、
左
の
註
記
を
存
す
る
。

　
右
一
箇
比
量
、
下
野
州
薬
師
寺
別
当
僧
、
法
相
宗
智
公
、
承
和
十
四
年
四

　
月
十
三
日
、
於
昌
国
分
塔
会
一
所
レ
立
也
。
会
庭
卒
爾
不
レ
能
レ
尋
レ
失
。
今
追

　
尋
一
旗
駈
立
三
支
嚇
多
有
扁
所
虚
日
傍
以
為
二
似
比
量
一
也
。
天
台
宗
沙
門
伝

　
燈
大
法
師
位
安
慧
、
於
昌
下
野
大
慈
専
菩
提
院
遊
行
之
次
⑩
聯
以
鋤
記
畢
。

　
伏
庶
幾
、
同
レ
我
後
哲
、
幸
新
鮮
畷
咲
｝
夷
。
承
和
十
四
年
四
月
十
五
B
。

　
（
麟
●
ぬ
蒔
）

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
承
和
十
四
年
（
八
四
七
）
四
月
、
幽
幽
の
遺
蹟
で

あ
り
、
当
時
な
お
東
国
天
台
宗
の
拠
点
で
あ
っ
た
下
野
国
都
賀
郡
大

慈
寺
に
巡
錫
を
試
み
た
安
慧
が
、
同
国
国
分
塔
会
で
行
わ
れ
た
法
相

宗
の
「
智
公
」
な
る
僧
の
所
説
を
反
駁
し
た
の
が
本
書
の
成
立
で
あ

っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
弘
仁
十
二
年
（
八
二
一
）
を
距
た
る
二
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十
余
年
の
の
ち
に
、
再
び
同
じ
よ
う
な
三
一
論
争
が
現
出
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
。
　
本
書
の
序
に
は
、
　
「
東
隅
有
二
一
誘
導

潴
ハ
邪
執
積
ヒ
年
、
学
者
成
レ
市
」
（
霞
◎
Q
。
①
刈
）
と
あ
り
、
徳
一
の
感
化

が
、
こ
の
地
に
強
く
植
え
つ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
し
て
み
る
と
、
以
上
を
も
つ
て
論
争
が
終
結
し
た
と
い
ヶ
よ
う
な

こ
と
は
、
軽
々
し
く
断
言
す
べ
き
こ
と
で
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
か

よ
う
に
深
い
背
景
と
伝
統
を
も
つ
論
争
は
、
そ
の
本
来
の
性
質
と
し

て
、
正
邪
を
一
拠
に
決
す
べ
き
も
の
で
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

事
実
こ
の
後
も
、
三
一
導
流
の
問
題
は
、
事
あ
る
ご
と
に
繰
返
さ
れ
、

軒
に
応
和
宗
論
（
九
六
三
）
と
称
せ
ら
れ
る
宮
中
講
会
で
は
、
天
台
の

良
源
と
法
相
の
法
蔵
を
は
じ
め
、
両
拳
の
学
匠
た
ち
が
、
天
皇
の
面

前
を
犯
し
て
、
口
角
泡
を
飛
ば
す
大
論
戦
を
演
じ
た
こ
と
は
、
あ
ま

り
に
も
有
名
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
現
実
に
．
最
澄
・
徳
二
論
争
は
、
弘
仁
十
工
年
を
も
つ
て

終
幕
し
た
。
そ
の
理
由
を
わ
れ
わ
れ
は
む
し
ろ
最
澄
の
側
の
事
情
に

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
よ
9
先
、
帰
京
し
た
最
澄

は
弘
仁
九
年
三
月
、
南
都
の
小
乗
戒
を
棄
離
す
る
こ
と
を
宣
書
し
、

『
天
台
法
華
宗
年
分
度
者
回
小
向
大
式
』
を
表
わ
し
、
天
皇
の
允
許

を
請
う
た
（
叡
郎
大
鷺
伝
、
く
6
琴
Q
o
Q
Q
）
。
い
わ
ゆ
る
「
四
条
式
」
と
よ

ば
れ
る
も
の
こ
れ
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
同
年
五
月
に
は
「
六
条
式
」
、

八
月
に
は
「
八
条
式
」
を
撰
上
し
、
回
小
向
大
の
円
頓
戒
壇
を
叡
山

に
独
立
さ
せ
る
運
動
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
当
然
こ
れ
に
反
対
す

る
爾
都
僧
綱
の
意
見
は
、
翌
弘
仁
十
年
五
月
十
九
日
に
上
表
さ
れ
、

最
澄
ま
た
『
顕
回
覧
』
を
撰
述
し
、
い
わ
ゆ
る
「
大
乗
戒
壇
論
争
」

が
凄
烈
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
。

　
右
に
一
一
二
論
争
の
経
過
を
考
察
し
た
わ
れ
わ
れ
は
、
弘
仁
十
一
十

一
年
（
八
一
九
一
二
〇
）
の
頃
に
、
し
ば
ら
く
の
問
題
整
理
期
が
見
ら

れ
、
そ
の
紅
鱒
澄
は
い
ち
じ
る
し
く
積
極
的
∵
建
設
的
な
意
慾
を
見

せ
、
攻
撃
態
勢
に
転
じ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
は
大
岸
論
争

の
展
開
と
決
し
て
無
関
係
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
、

『
三
寸
単
一
秀
句
』
を
撰
述
し
た
翌
弘
仁
十
∴
二
年
（
八
二
二
）
六
月
四
日
、

最
澄
は
大
戒
問
題
の
な
り
ゆ
き
を
憂
え
つ
つ
、
五
十
六
歳
を
も
つ
て

叡
山
中
道
院
に
幽
し
た
。
恐
ら
く
そ
の
時
の
最
澄
は
、
一
二
一
論
争
に

関
す
る
一
沫
の
気
懸
り
を
も
残
し
つ
つ
世
を
去
っ
た
に
違
い
な
い
の

で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
法
華
秀
句
』
三
巻
は
序
結
を
そ
な
え
、
い
ち

お
う
完
成
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
中
巻
の
「
鼠
本
仏
性
諄
」

は
執
筆
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
終
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
想
像
は
決
し
て
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不
愚
で
は
な
い
。

　
最
後
に
、
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
最
澄
・
徳
一
肉
畜
の
応
酬
を

図
示
し
て
、
本
章
の
結
び
に
か
え
た
い
。

稔．一撰述． 恣c．論議蓬…

○仏性抄

○中辺義鏡

○慧目羽足

〉・照繊鏡（弘仁8A）

め灘去盛藻
　　　　　　　　／○守護國界章（弘仁9）

○蓬異見章　　＼

・〔計姻《：繍難〕

・法轍（・）く：認轍幽

①
　
最
澄
の
東
囲
伝
道
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
最
澄
の
東
国
伝
道
に

　
つ
い
て
」
『
仏
教
史
学
』
三
ノ
ニ
、
昭
和
｝
　
七
を
参
照
さ
れ
た
い
。

②
　
本
論
争
の
先
駆
を
な
す
唐
の
慧
沼
の
対
法
宝
論
争
書
に
、
　
『
能
筆
中
辺

じ
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ

　
慧
日
論
』
　
（
大
正
蔵
四
五
）
が
あ
る
。

③
文
中
の
「
比
蘇
」
が
神
懸
で
あ
る
こ
と
は
、
拙
稿
「
薬
代
仏
教
に
お
け

　
る
出
林
修
行
と
そ
の
意
義
」
　
『
南
都
仏
教
』
四
、
昭
和
三
二
を
参
考
に
さ

　
れ
た
い
。

④
　
徳
｝
宛
隻
海
書
簡
（
高
野
藁
筆
槍
踊
適
弘
法
大
師
全
集
第
十
、
百
八
十

　
一
頁
）
及
び
徳
一
が
甕
海
に
答
え
た
『
真
醤
心
門
未
決
』
｛
巻
（
日
☆
竿
大
蔵

　
経
、
法
根
象
章
疏
一
所
収
）
が
現
存
す
｝
4
9
。
徳
一
の
薯
述
で
現
存
す
る
唯

　
一
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
か
噛
お
徳
一
の
伝
は
、
　
一
兀
轟
攣
翻
駅
省
四
、
　
｛
昭
都
宵
阿
川
僧
…
伝
、
　
東
魍
一
回
僧
…
伝
山
ハ
、

　
本
朝
高
僧
伝
五
、
尊
卑
分
脈
武
智
麿
当
流
、
丁
零
百
鐵
縁
集
七
等
に
出
づ
。

⑤
謎
①
拙
稿
参
照
。

⑥
『
守
護
国
界
章
』
と
『
法
華
表
惑
』
を
対
照
す
る
と
、
主
た
る
鐵
没
は
、

　
表
惑
に
「
菩
薩
歎
徳
」
の
章
欠
け
、
守
護
章
に
は
、
　
「
月
頭
城
及
び
城
山
　

　
の
釈
扁
を
欠
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
殆
ん
ど
問
題
と
す
る
に
足
ら
ぬ
。

　
　
な
お
守
護
章
中
巻
と
虫
笛
の
先
後
関
係
を
考
え
る
上
で
、
虫
慈
第
一
、

　
「
迩
の
十
妙
」
を
釈
す
る
段
に
、
門
彼
所
立
閥
教
前
已
破
詑
」
と
い
い

　
「
四
教
之
城
前
已
築
詑
」
と
あ
り
、
（
目
’
Q
Q
一
）
こ
れ
が
守
護
章
上
巻
第
二

　
章
を
指
す
も
の
と
せ
ば
、
守
護
章
が
先
に
成
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。
し
か
し
、
　
「
義
鏡
」
の
筆
勢
に
つ
ら
れ
て
「
前
已
築
詑
扁
と
書
い
た

　
の
で
あ
る
と
、
い
ち
お
う
理
解
し
て
お
く
。

⑦
「
麓
食
者
扁
と
は
、
「
こ
の
食
い
は
ぐ
れ
！
」
門
こ
の
漸
化
不
良
め
！
」

　
と
い
う
意
味
、
　
「
短
㎜
剛
者
」
と
は
「
羽
の
短
い
も
の
」
　
「
飛
べ
な
い
鳥
」

　
乃
至
「
低
能
児
！
」
と
い
っ
た
程
の
意
味
。
い
ず
れ
も
は
げ
し
い
鷹
倒
の

　
言
葉
で
あ
る
。

⑧
『
東
城
伝
燈
露
録
』
を
は
じ
め
、
す
べ
て
遁
倫
と
な
る
。
そ
の
『
喩
伽

　
論
外
記
』
二
十
四
巻
（
卍
続
蔵
一
ノ
七
五
）
は
喩
伽
硝
究
春
の
指
針
と
し

　
て
ひ
と
し
く
尊
ぶ
と
こ
ろ
。
し
か
る
に
な
ぜ
か
最
澄
は
す
べ
て
「
道
韓
国

　
と
し
て
引
用
し
て
い
る
（
目
・
朝
ω
ど
演
」
O
O
）
。
　
な
お
、
遁
倫
は
新
羅
人

　
で
あ
る
（
冨
貴
原
章
信
、
　
『
臼
本
唯
識
思
想
史
』
一
五
五
頁
）
。

⑨
宇
井
伯
寿
「
薬
圃
行
派
に
お
け
る
二
系
統
」
（
同
氏
、
『
印
度
哲
学
研
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澄の諭認を溢じて見た南都教学の嬢向（繭照）

　
究
』
第
六
、
　
網
引
脚
和
五
、
　
五
二
山
ハ
｝
畏
）
。

⑩
『
法
華
秀
句
』
が
弘
仁
十
二
年
に
撰
述
さ
れ
た
こ
と
は
、
周
書
（
曝
』
μ

　
ミ
）
等
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
る
。

三
最
澄
の
弁
証

　
前
章
に
一
一
二
華
実
論
争
の
経
過
と
内
容
を
概
観
し
た
わ
れ
わ
れ
は
、

進
ん
で
第
二
段
階
の
手
続
と
し
て
、
最
澄
の
弁
証
の
態
度
を
窺
わ
ね

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
一
　
主
題
の
展
開

　
　
　
　
　
（

　
論
争
は
す
で
に
見
た
と
お
り
、
き
わ
め
て
多
面
的
に
発
展
拡
大
さ

れ
た
が
、
そ
れ
は
コ
一
＝
権
実
」
と
い
う
論
題
自
体
が
、
本
来
そ
う

し
た
可
能
性
を
内
包
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え

論
争
は
い
か
に
多
方
禰
に
波
及
拡
大
さ
れ
よ
う
と
、
つ
ね
に
内
面
的

な
統
一
が
保
た
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
三
厩
・
徳
二
の

両
者
が
、
い
み
・
じ
く
も
意
見
の
一
致
を
認
め
合
っ
た
よ
う
に
、
論
点

は
限
り
な
く
拡
大
さ
れ
る
が
、
主
題
は
「
し
か
竜
一
通
一
執
」
　
（
引

硝
㈲
⑦
）
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
し
た
が
っ
て
、
主
題
の
展
開
と
い

う
こ
と
が
い
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
厳
密
に
は
論
戦
の
フ
ィ
ー

ル
ド
の
移
動
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
前
章
の
考
察
を
要
約
す
る
と
、
ま
ず
論
争

は
㈱
法
華
経
解
釈
の
領
域
で
は
じ
め
ら
れ
た
が
、
ま
も
な
く
⑧
書
院

論
に
移
り
、
さ
ら
に
◎
仏
性
論
へ
と
発
展
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

き
わ
め
て
必
然
的
な
理
由
を
も
つ
て
展
開
し
た
が
、
最
澄
は
後
半
期

に
入
る
と
、
積
極
的
な
攻
撃
態
勢
を
と
と
の
え
、
は
じ
め
の
受
動
酌

な
立
場
か
ら
、
逆
に
唯
識
教
学
の
本
拠
を
つ
い
て
、
　
「
悉
有
仏
性
」
、

「
唯
有
一
乗
」
の
仏
性
論
を
論
難
し
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
法
華
経
解

釈
の
問
題
に
立
還
っ
た
が
、
そ
れ
は
最
初
の
頃
の
屯
の
と
は
全
く
攻

守
と
こ
ろ
を
代
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
（
よ
っ
て
、
こ
れ
を
κ
と
符

号
す
る
）
。
こ
う
し
て
論
争
は
、
円
環
論
的
、
い
な
螺
旋
状
的
に
「
一

通
二
執
」
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

　
さ
て
、
論
争
書
の
各
部
分
を
右
に
従
っ
て
分
類
す
れ
ば
次
の
よ
う

に
な
ろ
う
。

　
A
　
法
華
経
解
釈
…
…
『
法
華
去
惑
』
　
（
守
護
章
中
巻
）

B
　
判
教
論
・
…
一
：
：
…
『
守
護
国
界
章
』
上
巻
・
『
法
華
秀
句
』
上
巻

C
　
仏
性
論
…
…
…
…
『
守
護
国
界
章
』
下
巻
・
『
法
華
秀
句
』
中
巻

κ
　
法
華
経
解
釈
…
…
『
法
華
秀
句
』
下
巻

　
こ
れ
を
前
章
に
考
察
し
た
結
果
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
、
論
争
に

お
け
る
主
題
の
展
開
、
す
な
わ
ち
山
霧
の
移
動
は
、
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艶
↓
切
↓
・
O
↓
切
↓
O
↓
艶
、

と
い
う
経
過
を
辿
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
指
摘

し
た
最
澄
の
態
度
の
変
化
と
い
う
こ
と
も
、
右
の
主
題
の
展
開
と
密

接
な
関
連
を
も
つ
て
い
た
こ
と
を
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
二
　
引
用
の
態
度

　
　
　
　
　
く

　
す
で
に
屡
々
論
及
し
た
よ
う
に
、
論
争
に
お
い
て
、
最
澄
・
徳
一

の
両
者
は
自
己
の
所
説
を
裏
附
け
る
た
め
、
相
当
多
数
の
経
・
釈
・

論
を
引
用
し
た
。
し
か
し
、
一
種
目
テ
キ
邑
ス
ト
と
し
て
用
い
た
も
の

と
、
直
接
自
分
の
論
説
の
根
拠
と
す
る
参
考
書
に
分
け
て
考
え
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
場
合
、
経
典
は
屯
つ
ば
ら
テ
キ
ス
ト
と
し
て

用
い
ら
れ
た
し
、
論
の
な
か
で
も
、
た
と
え
ば
世
親
の
『
法
華
論
』

や
『
鍮
伽
論
』
の
よ
う
に
イ
ン
ド
撰
述
の
も
の
は
テ
キ
ス
ト
的
に
引

用
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
の
所
論
に
直
接
援
用
さ
れ
た
も
の

は
中
国
撰
述
の
論
疏
が
多
く
、
い
ま
わ
れ
わ
れ
の
考
察
に
必
要
な
も

の
も
、
そ
う
し
た
直
接
的
な
参
考
書
で
あ
る
。
こ
う
し
た
も
の
に
つ

い
て
、
左
に
一
覧
表
を
作
成
し
て
み
た
。

守
護
国
界
輩
の
引
用
書

論
誰
伽
鍍
。
用
。
擁
⑯
領
し
て
引
書
誘
縦
し
て
引

巻上

止観翻緻論

中巻（去惑）

法華経の解釈

巻下

論性仏

〇
四
教
義
（
智
顎
）

○
天
台
八
教
大
意

　
（
灌
頂
）

○
摩
詞
止
観
（
智
顎
）

○
法
華
玄
義
（
智
顎
）

O
法
華
文
句
（
智
顎
）

○
｝
乗
仏
性
究
党
論

　
（
法
宝
）

○
大
乗
法
苑
義
八
章

　
（
基
）

○
続
華
厳
経
疏
刊
定

　
記
（
慧
苑
）

○
勝
璽
経
疏
（
元
暁
）

○
法
華
玄
賛
（
基
）

○
大
乗
法
苑
義
心
章

　
（
基
）

○
成
唯
菰
醐
瓢
繭
述
｝
記

　
（
基
）

（
Q
同
試
醐
蝦
写
中
枢
要

　
（
蓋
）

○
法
華
玄
聲
（
蓋
）

○
華
厳
経
疏
（
澄
観
）

○
渥
繋
経
疏
（
法
宝
）

○
梁
訳
摂
論
（
真
諦
）

○
法
華
文
句
記

　
（
瀧
然
）

○
法
華
摂
釈
（
智
周
）

○
（
霊
潤
）

○
（
灘
南
）

○
唯
識
論
疏
（
円
測
）

○
種
性
集
（
神
罰
）

○
法
華
論
述
詑

　
（
義
寂
・
義
こ

法
薬
秀
句
（
上
巻
）
の
引
用
轡

諭胸紐教判

物
が
磯
し
慈
扁
栃
輸
し
て
引

　
　
　
　
　
　
＼

　
　
　
　
N
、

．
＼

○
通
六
九
証
破
比
量

　
文
（
最
澄
）

最
澄
の
主
と
し
て
引

用
し
た
書
物

〇
七
喩
三
平
等
十
餓
酬

上
述
（
談
延
）

○
華
厳
経
疏
（
澄
観
）

○
種
性
集
（
神
肪
）

○
法
華
論
述
記

　
（
義
寂
・
義
一
）
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法
華
秀
句
（
中
・
下
巻
）
の
引
用
書

巻巻中

内容仏 性論

下巻

法蘇経
解　釈

最
澄
が
醸
成
に
引
用
し
た
書
物

○
楡
伽
論
記
（
道
警
）

○
仏
性
論
疏
（
慧
讃
）

○
浬
繋
玄
談
（
献
誠
）

〇
十
四
門
義
（
霊
潤
）

○
（
神
泰
）
○
（
義
栄
）

○
法
華
玄
義
（
甘
薯
）

○
法
華
文
句
記
（
湛
然
）

最言登の論謙を逓じて見た幣螂教学の傾向（蘭田）

　
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
交
の
表
面
に
つ
い
て
引
用
の
明
か
な
も
の

を
選
ん
だ
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
文
面
に
表
わ
れ
ず
、
ふ
か
い
垂
心
で

利
用
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
引
用

の
比
重
を
知
る
に
至
つ
で
は
、
こ
の
表
で
は
は
な
は
だ
不
充
分
な
も

の
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
ち
お
う
の
傾
向
を
汲
み
と
り
う
る
も
の

と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
と
思
う
。

　
ま
ず
徳
一
は
立
論
に
際
し
て
、
竜
つ
ば
ら
慈
恩
大
師
・
基
の
論
署

を
依
鳴
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
が
法
相
宗
に
属
し
た
こ
と
か

ら
、
き
わ
め
て
当
然
の
こ
と
と
は
い
え
、
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
こ
れ
に
反
し
て
最
澄
の
諸
書
の
引
用
は
、
相
当
広
汎
な
分
野
に
わ

た
っ
て
い
る
。
い
ま
こ
れ
を
、
著
者
の
系
統
別
に
類
別
す
れ
ば
、
次

・
の
三
群
に
分
つ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

A
、
智
額
・
湛
然
等
（
天
台
系
）

B
、
真
諦
・
法
宝
・
霊
潤
・
定
賓
。
澄
観
等
（
摂
論
・
．
華
厳
系
）

C
、
円
測
・
神
防
・
智
周
・
義
寂
・
義
一
等
（
法
相
系
）

　
と
こ
ろ
で
右
の
類
別
を
論
争
の
主
題
と
照
し
合
せ
て
み
る
と
、
㈲

天
台
系
の
学
者
の
著
述
は
、
法
華
経
解
釈
論
の
上
に
活
用
さ
れ
、
⑧

浬
桑
・
華
厳
・
摂
一
系
の
そ
れ
は
、
仏
性
論
に
も
引
か
れ
る
が
主
と

し
て
判
教
論
の
上
で
有
効
に
駆
使
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
㈲
法
国
系

学
者
の
論
述
は
、
仏
性
論
に
お
い
て
援
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か

っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
図
表
的
な
操
作
か
ら
機
械
的

に
導
き
出
さ
れ
た
結
論
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
前
章
の
考
察
に

お
い
て
も
、
折
に
ふ
れ
て
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

最
澄
の
論
成
に
お
い
て
、
特
色
あ
る
釈
義
と
し
て
示
し
た
、
他
家
の

釈
を
用
う
る
方
法
が
㈲
に
厳
達
、
敵
劔
を
奪
っ
て
敵
塁
を
つ
く
と
評

し
た
釈
風
が
、
こ
の
◎
に
あ
た
る
こ
と
、
す
で
に
察
せ
ら
れ
る
と
お

り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
薫
風
は
、
最
澄
み
ず
か
ら
が
、
か

な
り
自
覚
的
に
意
識
し
て
用
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
彼

の
い
わ
ゆ
る
門
依
愚
天
台
」
の
論
理
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
ロ
ラ

　
　
　
　
　
三
　
「
依
愚
天
台
」
の
論
理

　
　
　
　
　
（

　
『
守
護
国
界
章
』
中
巻
の
法
華
経
の
経
営
を
論
じ
た
部
分
に
、
最
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、
澄
は
コ
乗
の
師
を
指
さ
ず
ん
ば
証
と
す
る
に
足
ら
ず
」
と
述
べ
た

あ
と
、
次
の
よ
う
な
言
葉
を
続
け
て
い
る
。

　
⑯
若
指
晶
一
乗
宗
碗
天
台
有
晶
依
葱
刈
貞
観
以
後
、
日
照
三
蔵
。
実
叉
難
陀
三

　
蔵
・
流
支
三
蔵
・
金
剛
智
三
蔵
・
無
畏
三
蔵
・
乃
至
不
空
三
蔵
・
般
若
三

　
　
蔵
等
、
所
レ
俵
一
乗
正
義
、
智
符
漏
天
台
義
4
不
レ
同
昌
箪
食
義
魂
若
欲
レ
知
レ

　
　
義
、
可
レ
覧
晶
智
二
三
蔵
華
厳
問
答
・
翻
経
賢
首
探
玄
記
・
新
羅
元
野
師
灘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
繋
宗
要
・
大
唐
一
行
阿
闇
雪
融
那
経
管
等
岡
如
レ
是
等
宗
、
依
コ
葱
天
台
刈

　
　
如
＝
依
態
集
説
の
　
（
同
・
命
ω
～
画
）

　
右
に
列
名
さ
れ
た
人
た
ち
は
、
唐
の
貞
観
以
後
、
一
乗
主
義
を
標

榜
し
た
人
た
ち
で
あ
る
が
、
大
切
な
こ
と
は
、
天
台
宗
に
所
属
し
な

い
で
、
し
か
も
天
台
の
義
に
「
依
慧
」
し
た
人
た
ち
だ
と
い
う
点
で

あ
る
。
宗
派
的
所
属
の
あ
ま
り
は
っ
き
P
し
な
い
五
三
の
天
盤
三
蔵

を
除
い
て
、
「
若
欲
知
義
」
以
下
の
入
名
に
つ
い
て
い
う
と
、
会
得
・

賢
首
・
元
勲
は
華
厳
宗
、
そ
し
て
一
行
は
真
言
宗
に
属
す
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
か
れ
ら
は
天
台
の
宗
義
に
依
愚
し
、
自
家
の
一
乗
主

義
を
発
揮
し
て
き
た
の
で
あ
る
と
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
二
極
天
台
」

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
　
こ
こ
に
引
用
さ
れ
た
「
依
葱
集
」
　
と
は
、
最
澄
撰

、
『
大
唐
新
㎜
維
認
醐
無
識
義
μ
龍
駕
鵬
心
天
ム
ロ
角
皿
硫
木
』
　
一
巻
を
音
心
映
κ
す
る
・
も
の
の

よ
う
で
あ
る
。
　
太
・
書
は
論
争
の
は
じ
ま
る
直
前
の
弘
仁
七
年
（
八
一

六
）
に
撰
述
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
内
容
は
諸
宗
学
匠
の
事

蹟
を
伝
え
る
単
な
る
資
料
集
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
敢
え
て
論
争
書
か

ら
除
外
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
論
じ
て
こ
こ
に
至
れ
ば
、
本
書

の
撰
述
は
決
し
て
論
争
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
ざ
る

を
え
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
前
節
ま
で
の
考
察
に
お
い
て
、
最
澄
が
早

成
に
当
っ
て
は
、
自
己
の
所
属
す
る
正
統
天
台
学
説
は
い
う
ま
で
も

な
く
、
他
宗
学
匠
の
学
説
で
も
、
お
よ
そ
利
用
し
う
る
も
の
は
悉
く

援
用
せ
ざ
る
は
な
か
っ
た
と
い
う
、
鴇
色
あ
る
遅
配
を
指
摘
し
て
き

た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
本
書
撰
述
の
趣
旨
と
揆
を
一

に
す
る
態
度
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
事
実
右
に
『
守
護
章
』

が
本
書
を
引
用
し
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
こ
れ
以
外
に
も
、
同
書
下

巻
（
目
●
朝
鳶
）
に
「
別
章
」
と
い
い
、
ま
た
『
決
権
勢
論
』
（
引
用
ω
）

に
コ
乗
馬
集
」
と
い
っ
た
の
は
、
恐
ら
く
こ
の
『
依
愚
天
台
義
集
』

を
指
す
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
依
愚
天

台
」
の
論
理
は
、
論
争
に
直
面
し
た
下
汐
が
、
に
わ
か
に
構
想
し
た

と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
く
、
早
く
か
ら
用
意
さ
れ
て
い
た
腹
案
と
い

わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
剋
実
し
て
い
え
ば
、
こ
の
麗
に
新

し
い
天
台
宗
を
伝
教
す
る
過
程
で
体
得
さ
れ
た
本
能
的
な
権
威
利
用
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最澄の論謙を通じて見た南都教学の傾向（繭灘）

主
義
、
な
い
し
は
宣
伝
主
義
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
か
よ
う
な
開
創
者
の
苦
し
み
を
通
じ
て
体
得
さ
れ
た
防
禦
ホ
能

が
、
徳
一
と
の
論
争
に
当
っ
て
も
早
速
発
揮
さ
れ
た
の
が
「
依
愚
天

台
」
の
論
理
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
　
『
依
愚
天
台
義
集
』
に
編
集
さ
れ
た
諸
宗
義
匠
と
は
、

次
の
十
一
人
で
あ
る
。

道
宣
（
穣
宗
）
…
…
…
智
者
・
灌
頂
の
伝
を
造
っ
た
。

吉
蔵
（
三
論
宗
）
…
…
天
台
宗
義
に
よ
り
仁
王
経
疏
を
造
っ
た
。

智
周
（
法
相
宗
）
…
…
天
台
宗
義
に
よ
り
菩
薩
戒
経
回
を
造
っ
た
。

良
貴
（
新
法
相
宗
）
…
天
台
宗
義
に
よ
り
仁
王
経
を
判
じ
た
。

法
蔵
（
華
厳
宗
）
…
…
天
台
宗
義
に
よ
り
華
厳
二
等
を
造
っ
た
。

慧
苑
（
華
厳
宗
）
…
…
法
蔵
の
立
て
た
華
厳
義
が
天
台
義
に
よ
っ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
で
あ
る
こ
と
を
判
定
し
た
。

李
通
玄
（
華
厳
宗
）
…
天
台
教
判
に
よ
り
華
厳
会
釈
を
造
っ
た
。

澄
観
（
華
厳
宗
）
…
・
－
天
台
義
を
円
満
な
り
と
判
じ
た
。

元
暁
（
華
厳
宗
）
…
…
天
台
教
判
を
讃
じ
た
。

一
行
（
真
　
　
口
宗
）
…
…
天
台
の
数
’
息
観
に
同
じ
た
。

惟
鉱
（
仏
頂
宗
）
…
…
天
台
宗
義
を
引
い
て
三
巴
等
を
造
っ
た
。

こ
の
ほ
か
、
吉
蔵
（
三
論
宗
）
の
「
講
天
台
大
師
書
」
の
中
に
、
天

台
大
師
（
鯉
者
）
が
天
竺
に
法
鼓
を
．
震
う
た
と
見
ゆ
る
こ
と
ト
　
こ
の

一
項
を
加
え
て
十
工
項
よ
り
成
る
。
こ
こ
ろ
み
に
、
最
澄
の
論
争
書

に
引
用
さ
れ
た
交
献
の
著
者
名
と
照
合
し
て
み
る
と
、
こ
の
う
ち
の

雑
観
・
智
周
の
名
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。

さ
ら
に
『
守
護
国
界
章
』
『
決
権
謬
論
』
を
驚
く
と
、
引
用
㈲
と
同
じ

よ
う
な
人
名
を
列
挙
し
た
文
に
屡
々
遭
遇
す
る
。
た
と
え
ば
「
定
・

不
定
姓
皆
悉
成
仏
」
を
説
い
た
人
た
ち
と
し
て
、
道
生
・
慧
思
・
智

者
・
杜
頗
・
法
宝
・
霊
潤
・
灌
頂
・
利
渉
・
智
威
・
旧
記
・
法
蔵
・

元
暁
・
慧
苑
・
李
通
玄
・
澄
観
ら
が
列
挙
さ
れ
（
目
・
餌
①
）
、
ま
た

「
悉
有
仏
性
を
立
て
、
盛
ん
に
一
乗
教
を
伝
え
た
」
人
た
ち
と
し
て
、

道
生
・
吉
蔵
・
霊
潤
・
法
宝
・
法
蔵
・
慧
苑
・
定
賓
・
澄
観
、
法
相

宗
の
義
寂
・
義
一
・
良
責
等
、
な
ら
び
に
新
羅
元
暁
・
日
本
上
宮
聖

徳
王
、
あ
る
い
は
ま
た
曇
無
識
・
菩
提
流
支
・
真
諦
・
実
叉
難
陀
・

観
照
・
金
剛
智
・
善
無
畏
・
不
空
・
般
蓋
等
の
天
竺
三
蔵
の
名
が
に

ぎ
に
ぎ
し
く
列
挙
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
図
・
ざ
O
）
。
今
こ
れ
ら
の

人
た
ち
の
事
蹟
を
い
ち
い
ち
検
討
す
る
邊
は
な
い
が
、
こ
こ
に
列
挙

さ
れ
た
人
名
と
『
依
懸
天
台
義
集
』
の
諸
学
匠
、
な
ら
び
に
前
節
に

明
か
に
し
た
引
用
の
諸
家
を
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
澄
の
弁

証
の
態
度
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
勢
髭
た
ら
し
め
る
こ
と
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が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
最
澄
の
弁
証
が
権
威
の
あ
る
も
の

は
何
で
も
無
批
判
に
利
用
し
た
竜
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。

右
に
、
　
「
利
用
し
う
る
限
り
で
」
と
い
っ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

一二

鼬
?
実
論
争
に
利
用
し
う
る
限
り
と
い
う
こ
と
は
、
少
く
と
・
も
一

乗
主
義
の
陣
営
に
属
す
る
学
説
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
を
換
言
す
れ
ば
正
当
天
台
学
説
を
最
左
翼
と
し
て
、
広
汎

な
一
乗
主
義
の
戦
線
を
統
一
し
よ
う
と
い
う
の
が
藩
邸
の
狙
い
で
あ

　
つ
た
よ
う
で
あ
る
。
右
に
二
三
引
用
し
た
の
は
、
そ
づ
し
た
統
一
戦

線
の
歴
名
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
最
澄
が
最
竜
重

用
し
た
、
中
国
に
お
け
る
三
一
権
実
論
争
の
先
駆
者
、
全
癒
や
法
嗣

．
に
対
し
て
も
、
な
お
自
己
と
の
間
に
一
線
を
劃
し
た
こ
と
は
前
章
に

指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
論
争
の
後
半
に
入
る
に
従
つ

　
て
、
こ
う
し
た
廃
立
の
態
度
の
著
し
く
な
る
こ
と
は
、
も
は
や
統
一

戦
線
が
不
要
に
な
っ
て
ゆ
く
段
階
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
前
節
の
引
用
の
類
別
の
⑨
に
当
る
法
相
系
学
説
の
利
用

　
の
際
は
、
必
ず
「
法
相
宗
」
を
冠
し
た
こ
と
竜
注
意
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。
こ
れ
は
い
わ
ば
、
法
相
宗
の
中
に
廃
立
を
も
ち
こ
む
こ
と
、

す
な
わ
ち
、
徳
一
を
孤
立
化
せ
し
む
る
作
戦
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
う

し
て
、
最
澄
の
徳
一
に
対
し
た
論
成
の
態
度
は
、
広
汎
な
一
乗
主
義

戦
線
を
統
一
し
、
そ
の
右
翼
に
は
、
法
彬
宗
の
異
分
子
を
も
加
え
た

変
現
自
在
の
組
織
を
も
つ
て
当
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
そ
の
陣
営
の
中
に
も
、
お
の
ず
か
ら
三
つ
に
区
別
さ
れ
る
組
織

が
あ
り
、
論
争
の
主
題
の
転
換
に
応
じ
て
、
引
用
の
種
類
を
使
い
分

け
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
徳
一
の
側
が
、
も
つ
ば
ら
護

法
正
義
・
慈
恩
定
定
の
正
統
法
相
学
説
を
墨
守
し
た
の
に
対
し
、
少

く
と
も
作
戦
的
に
有
効
な
方
法
だ
つ
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
⑳
　
　
門
円
機
純
熟
」
の
思
想

　
　
　
　
　
（

　
右
に
見
た
最
澄
の
論
成
の
態
度
、
な
い
し
は
引
用
の
態
度
を
「
依

愚
天
台
」
の
論
理
と
い
う
普
口
葉
で
代
表
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
い
。
と

こ
ろ
で
こ
の
論
理
は
、
彼
独
自
の
日
唐
仏
教
界
の
動
向
の
一
般
的
な

見
通
し
に
も
と
つ
く
一
種
の
情
況
判
断
に
よ
っ
て
裏
附
け
さ
れ
て
い

た
。　

す
で
に
引
用
②
③
に
見
た
よ
う
に
、
彼
は
し
ば
し
ば
徳
一
を
沼
舎

も
の
よ
ば
わ
り
す
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
た
と
え
ば
「
北
戯
者
学
ぶ
に

薬
師
な
く
、
独
り
東
隅
に
算
す
」
（
目
・
ざ
O
）
な
ど
と
い
っ
た
例
は
枚

挙
に
い
と
ま
な
い
。
そ
し
て
そ
の
反
面
、
み
ず
か
ら
の
新
知
識
を
極

力
誇
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
で
に
著
作
の
署
名
が
、
　
『
照
権
実
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鏡
』
で
は
「
前
入
唐
還
学
沙
門
最
澄
」
、
『
決
権
実
論
』
で
は
「
前
入

唐
求
法
沙
門
釈
働
掛
」
で
あ
り
、
こ
う
し
た
点
に
屯
そ
の
片
鱗
が
窺
．

わ
れ
る
。
し
か
し
、
　
「
前
入
唐
還
学
生
」
の
肩
書
が
充
分
発
揮
さ
れ

る
の
は
、
何
と
い
っ
て
も
文
献
考
証
の
分
野
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

冗
彼
の
文
献
引
用
の
際
の
厳
正
な
態
度
は
、
お
ど
ろ
く
べ
き
も
の
が

あ
る
が
、
そ
れ
は
｝
つ
に
は
「
田
舎
も
の
」
徳
一
を
圧
伏
す
る
効
果

を
狙
っ
た
と
も
児
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
『
摂
大
乗
論
』
は
、
後
述
す

る
よ
う
に
、
彼
の
立
論
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
が
、
本
論
に
は
四

訳
を
存
す
る
。
そ
こ
で
こ
れ
を
引
用
す
る
場
合
、
彼
は
つ
ね
に
四
書

を
対
照
し
た
（
国
・
黛
ρ
閣
・
。
。
刈
）
。
　
ま
た
『
摩
詞
止
観
』
三
ノ
下
（
大
正

蔵
ま
巻
ω
ω
）
の
浬
富
士
引
用
の
巻
数
の
誤
り
に
関
す
る
議
論
（
國
．

卜⊃

W
）
、
　
『
勝
玉
壷
』
正
本
の
「
近
江
伊
香
県
」
　
の
一
本
に
関
す
る
説

（
国
・
酷
）
、
　
『
菩
提
資
糧
論
』
の
引
文
に
つ
い
て
の
考
証
（
繭
・
。
。
一
）
濠

ど
、
詳
細
を
き
わ
め
、
ま
た
今
日
で
は
皇
女
に
属
す
る
資
料
で
も
あ

ろ
う
。
徳
一
の
引
用
す
る
経
文
・
論
文
の
誤
り
を
指
摘
す
る
段
に
至

っ
て
は
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
議
論
の

際
、
彼
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
経
・
論
の
訳
港
・
翻
訳
年
次

を
挙
げ
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
か
れ
の
年
代
観
は
な
か
な
か
適

確
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
し
か
ら
ば
彼
の
緻
密
な
年
代
観
の
上
に
把
握
さ
れ
た
日
唐

仏
教
界
の
動
向
に
関
す
る
草
筆
判
断
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た

か
。
こ
う
し
た
点
を
最
も
よ
く
物
語
る
材
料
は
、
た
く
さ
ん
の
年
号

を
羅
列
し
た
『
守
護
国
界
章
』
の
次
の
文
章
で
あ
ろ
う
。

⑯
明
知
、
貞
観
・
顕
慶
・
永
徽
・
龍
朔
、
難
レ
敷
昌
薪
経
新
論
↓
然
当
時
法
将
、

　
申
事
∵
法
宝
庫
、
都
不
レ
許
昌
新
義
殉
　
麟
徳
・
永
続
以
下
、
帰
属
開
元
・
貞

　
元
司
天
竺
三
蔵
・
唐
国
明
匠
、
三
帰
二
乗
教
（
為
レ
機
伝
を
一
思
魂
三
乗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ら
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ

　
之
客
改
　
本
執
↓
一
乗
之
七
転
　
明
珠
刈
権
歳
襲
撃
備
於
西
辰
↓
実
費
尚
登
漏

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
於
東
国
⑩
汝
犀
【
新
羅
釈
叩
海
難
〔
天
台
嚇
是
故
、
我
振
一
一
唐
家
劔
↓
擢
昌
破

　
会
津
章
④
一
乗
法
将
、
幸
照
昌
理
智
一
二
。
　
（
国
』
ω
継
）

　
ま
ず
「
頁
観
」
の
年
号
（
唐
太
宗
治
下
、
六
二
七
一
六
四
九
）
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
は
、
彼
に
と
っ
て
は
な
は
だ
深
長
重
大
で
あ
っ
た
。
わ

れ
わ
れ
は
前
引
⑬
の
一
乗
主
義
者
を
列
引
し
た
本
文
に
「
頁
観
以
後
」

の
一
句
の
挿
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
す
必
要
が
あ
る
。
あ
る

い
は
ま
た
『
決
権
実
直
』
に
、

　
㈱
窟
昌
貞
観
十
九
年
↓
権
宗
大
振
、
実
義
将
レ
隠
。
　
（
同
・
鵡
H
）

と
い
う
よ
う
な
文
章
の
あ
っ
た
こ
と
も
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
最
澄
に
と
っ
て
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
貞
観
十
九
年
」
　
（
六

四
五
、
あ
た
か
も
大
化
改
新
の
年
に
当
る
）
と
は
、
玄
装
一
二
蔵
が
三
十
年
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に
わ
た
る
入
竺
の
旅
か
ら
、
多
数
の
新
経
新
論
を
も
た
ら
し
、
唐
都

長
安
に
帰
っ
た
年
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
一
乗
の
実
義
隠
れ
、

三
乗
の
権
宗
の
銚
梁
す
る
契
機
を
な
す
事
件
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
す
．

な
わ
ち
、
　
『
法
華
秀
句
』
に
、
　
「
仁
心
西
遊
し
て
よ
り
、
変
風
始
め

て
溺
ぐ
」
と
「
慷
慨
」
（
引
用
㈲
）
し
た
理
由
も
こ
こ
に
あ
っ
た
。

、
以
上
が
本
文
⑭
の
第
一
段
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
次
に
第

二
段
は
、
そ
れ
に
し
も
か
か
わ
ら
ず
、
欝
欝
∵
法
宝
ら
の
当
時
の
コ

乗
の
法
将
」
た
ち
の
果
敢
な
る
抗
争
を
叙
す
る
。
　
『
守
護
章
』
下
巻

に
は
、
こ
の
状
況
を
述
べ
て
、
　
「
開
元
以
来
、
弁
鉾
雲
の
如
く
に
飛

び
、
義
箭
雨
の
如
く
に
発
す
」
（
乳
切
遷
）
と
評
し
、
　
『
野
心
天
台
義

集
』
序
に
は
、
　
「
家
家
義
を
発
し
て
瞑
り
、
人
人
実
の
混
ず
る
を
慨

し
、
雄
筆
を
把
り
て
微
を
馳
せ
、
忌
敵
を
動
き
て
瞳
を
建
つ
」
（
騨

詔
ω
）
と
い
う
。

　
こ
う
し
て
第
三
段
に
は
、
再
び
正
義
の
恢
復
せ
ら
れ
た
こ
と
を
述

べ
る
。
以
上
の
結
果
、
「
天
竺
三
蔵
、
唐
国
明
匠
」
は
一
乗
教
に
帰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
や

し
、
　
「
三
乗
之
客
」
す
ら
も
本
葬
を
改
め
た
。
そ
し
て
今
や
「
権
の

歳
已
に
西
辰
に
暮
れ
、
実
の
始
動
お
東
国
に
登
る
」
と
い
う
の
が
、

右
に
い
わ
ゆ
る
最
澄
の
情
況
判
断
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
で
に
正
義

は
復
興
せ
ら
れ
、
意
義
は
ま
さ
に
隠
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
が
ウ

ニ
乗
の
法
将
、
幸
に
無
勢
を
照
せ
」
（
1
4
）
と
い
い
、
「
一
乗
の
賢

哲
、
幸
に
殿
最
を
昭
か
に
せ
よ
」
（
通
六
九
証
、
図
●
認
ω
）
と
い
う
訓

戒
が
試
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
最
澄
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
情
況
が
と
り
も
な
お
さ
ず

「
円
機
純
熟
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
依
葱
天
台

義
集
』
の
序
に
、

㊨
我
日
本
天
下
、
円
機
已
熟
、
円
教
遂
興
。
　
（
禺
・
ω
み
ω
）

と
い
う
明
文
に
引
続
い
て
、
　
「
貞
観
十
九
年
、
権
振
い
実
隠
る
の
日
、

家
家
義
を
発
し
て
謙
り
云
女
」
と
い
う
文
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
も
察
せ
ら
れ
よ
う
。
・
ふ
つ
う
一
般
に
「
円
機
純
熟
」
の
思
想
は
、

引
用
⑤
の
「
末
法
太
だ
近
き
に
あ
り
、
法
蕪
ム
乗
の
機
、
三
好
に
浮

れ
そ
の
蒔
」
と
い
う
文
な
ど
と
と
・
も
に
、
彼
の
末
法
観
と
関
連
づ
け

　
　
　
　
　
　
　
①

て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
最
澄
の
論
成
の
全
体
系
を
考
え
合

わ
せ
る
と
き
、
彼
の
末
法
観
は
、
鎌
倉
仏
教
の
祖
師
た
ち
の
よ
う
に
、

宗
教
的
切
実
感
を
も
た
な
い
。
む
し
ろ
右
に
い
わ
ゆ
る
彼
の
学
園
的

情
況
判
断
に
関
連
づ
け
て
理
解
す
る
方
が
適
切
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
論
述
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
最
澄
の
把
握
し
て

い
た
仏
教
界
に
対
す
る
情
況
判
断
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て

そ
れ
が
ほ
ぼ
当
時
の
実
状
に
も
含
致
す
る
こ
と
は
、
彼
の
判
断
の
正
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し
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
事
実
、
そ
の
後
の
臼
唐
両
国
の
仏
教
界

で
は
、
玄
奨
将
来
の
新
訳
仏
教
は
し
だ
い
に
沈
滞
に
向
い
、
と
う
と

う
た
る
一
乗
仏
教
の
波
に
押
流
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
わ
れ
わ
れ
は
、
　
先
に
述
べ
た
い
わ
ゆ
・
⇔
一
乗
留
置
義
戦
綿
脚
と

い
う
も
の
が
、
実
は
対
新
訳
仏
教
の
抗
争
に
際
し
て
活
躍
し
た
コ

乗
の
法
将
」
た
ち
に
当
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
最
下
の
論
争
書
に
お
け
る
、
諸
文
献
の
引
用
は
、
こ
う
し

た
歴
史
性
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
結
論
さ
れ
る
。
そ
し

て
、
こ
れ
が
、
　
「
依
懸
天
台
」
の
論
理
は
「
円
機
純
熟
」
思
想
に
裏

づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
具
体
的
な
説
明
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
励
　
　
＝
乗
法
将
」
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
く

　
田
取
澄
に
よ
れ
ば
、
玄
棊
の
西
遊
と
新
経
新
院
晒
の
将
来
が
、
憎
…
む
べ

き
「
変
風
」
の
興
る
契
機
を
な
し
た
。
　
「
変
風
」
と
は
権
教
、
す
な

わ
ち
三
乗
主
義
で
あ
る
。
会
津
の
徳
一
の
ご
と
き
は
、
こ
の
変
風
に

な
お
妄
執
す
る
「
麓
食
者
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　
さ
て
、
玄
奨
（
六
〇
〇
一
六
六
四
）
の
も
た
ら
し
た
経
論
は
、
多
く
イ

ン
ド
の
鍮
伽
唯
識
派
に
属
す
る
典
籍
で
あ
り
、
三
乗
主
義
、
す
な
わ

ち
「
五
姓
各
別
」
説
は
、
こ
の
鍮
桜
雲
の
唯
識
学
説
に
由
来
す
る
。

右
に
見
た
よ
う
な
当
時
の
仏
教
界
の
大
き
な
抵
抗
を
買
っ
て
ま
で
も
、

唯
識
学
派
が
「
忠
岡
各
別
」
説
を
死
守
し
た
の
に
は
、
深
い
理
由
が

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
鍮
伽
唯
識
学
説
は
、
四
世
紀
の
こ
ろ
の
イ
ン
ド
に
お
い
て
、
無
二
・

里
親
の
兄
弟
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
万
有
の
現
象
を
人

閥
の
識
・
心
に
よ
っ
て
説
明
す
る
学
説
で
あ
る
（
万
法
唯
識
）
。
か
れ

ら
の
設
定
し
た
識
・
心
は
、
龍
樹
以
来
の
般
若
空
観
を
実
現
す
る
場

合
の
媒
介
（
習
事
）
と
し
て
の
意
味
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
　
こ
う
し

た
と
こ
ろ
に
智
謀
唯
識
学
説
の
歴
史
的
な
役
割
が
見
出
さ
れ
る
の
で

　
⑨

あ
る
。
さ
て
「
識
」
は
、
空
観
の
媒
介
と
い
う
機
能
を
も
つ
が
、
そ

れ
は
も
と
も
と
万
有
の
現
象
を
論
理
づ
け
る
存
在
諭
的
要
請
を
担
っ

て
い
る
。
こ
う
し
て
、
識
は
「
有
な
る
識
」
と
よ
ば
れ
る
。
そ
れ
で

は
、
こ
の
「
有
な
る
識
」
を
媒
介
と
し
て
、
　
「
無
な
る
真
如
」
を
開

覚
す
る
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
と
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
か
。
唯
識
学
説
で
は
、
万
有
の
存
在
を
論
証
す
る
場
合
に
用
い
た

「
種
子
」
思
想
を
こ
こ
に
も
採
用
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
無
漏
種
子
し

の
概
念
が
こ
れ
で
あ
る
。
衆
生
が
成
仏
す
る
、
あ
る
い
は
無
を
開
覚

す
る
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
衆
生
の
識
の
上
に
「
無
漏
種
子
篇
（
仏
性
）

が
そ
な
わ
る
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
「
無
漏
種
子
」

の
薫
轡
に
よ
っ
て
、
仏
陀
の
珍
芸
を
開
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
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・
あ
る
と
説
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
場
合
、
　
「
無
漏
種
子
」
は
各
人
の
識
に
と
っ
て
、

ど
こ
ま
で
も
「
客
分
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
墨
入
の
根
本
識
と
し

て
の
ア
ー
ラ
ヤ
の
上
に
、
所
蔵
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
ぜ
ら
れ
な
い

こ
と
竜
あ
る
と
説
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の

衆
生
の
ア
ー
ラ
ヤ
に
「
無
漏
種
子
」
が
執
蔵
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ

の
ア
ー
ラ
ヤ
ー
－
識
は
、
す
で
に
産
室
で
な
く
し
て
空
そ
の
も
の
に
堕

し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
唯
識
学
説
の
根
本
立
論
、
な
い

し
は
そ
の
歴
史
的
使
命
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

ま
た
逆
に
、
す
べ
て
の
衆
生
の
ア
ー
ラ
ヤ
に
「
無
漏
種
子
」
が
執
蔵

さ
れ
な
い
と
す
る
と
、
そ
れ
は
衆
生
救
済
を
立
前
と
す
る
仏
教
と
し

て
は
成
り
立
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
　
「
客
分
無
漏
種
子
」

の
論
理
的
演
繹
の
結
果
、
人
籟
の
機
根
の
上
に
、
　
「
五
姓
各
別
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

結
論
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
換
言
す
れ
ば
、
唯
識

学
説
が
、
存
在
論
哲
学
で
あ
る
と
と
も
に
、
午
時
に
宗
教
的
救
済
論

で
あ
る
た
め
の
論
理
的
要
講
と
し
て
「
五
濁
各
別
」
が
語
ら
れ
た
と

い
え
よ
う
。

　
学
者
は
往
々
五
姓
各
別
説
を
も
つ
て
、
人
關
の
現
実
を
洞
察
し
た

学
説
の
よ
う
に
評
す
る
が
、
こ
れ
は
当
を
得
て
い
な
い
。
　
「
五
姓
各

別
」
説
は
、
あ
く
ま
で
も
唯
識
学
説
の
根
本
立
論
で
あ
る
「
万
法
唯

識
」
の
論
理
的
帰
結
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
論
理
的
演
繹
の
徹
底
し

た
と
い
う
点
で
、
こ
れ
を
高
く
評
価
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
鍮
伽
学
派
の
鼻
祖
無
鉛
・
世
々
以
来
、
あ
ま
た
の
研
究
者
が
張
出

し
た
が
、
こ
の
「
五
姓
各
別
」
説
と
い
う
帰
結
を
純
粋
に
導
き
出
し

た
の
は
、
二
百
年
後
の
護
法
（
六
世
紀
後
半
在
世
）
に
至
っ
て
で
あ
る
。

辛
酸
を
な
め
つ
く
し
た
旅
行
の
末
、
玄
渠
が
ナ
ラ
ソ
ダ
寺
の
戒
心
に

承
け
、
さ
ら
に
飛
出
の
の
ち
、
高
弟
の
窺
基
（
慈
恩
、
六
三
一
i
六
八

二
）
に
授
け
た
と
こ
ろ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
こ
の
護
法
学
説
に
ほ
か

な
ら
な
か
っ
た
。
古
来
、
　
「
護
法
正
義
、
慈
恩
磁
器
」
と
よ
ば
れ
る

正
統
法
相
学
説
と
は
、
右
に
の
べ
た
「
五
行
各
別
」
説
を
導
き
出
し

た
と
こ
ろ
の
精
緻
な
る
教
学
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
わ
が
会
津
の
徳

一
が
立
論
の
根
拠
と
し
た
の
も
、
こ
の
法
相
学
説
だ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
「
面
擦
各
別
」
の
護
法
学
説
は
、
思
索
を
愛
す
る
イ
ン
ド
人
の
生

み
出
し
た
す
ぐ
れ
た
学
説
で
あ
る
が
、
直
観
を
尚
ぶ
中
国
や
日
本
の

風
土
に
土
着
す
る
か
ど
う
か
は
ま
た
別
言
題
で
あ
っ
た
。
唐
王
室
の

絶
大
な
保
護
と
、
玄
暴
の
も
た
ら
し
た
彪
大
な
新
経
新
論
を
背
景
と

し
て
、
こ
の
学
説
は
し
ば
ら
く
唐
仏
教
界
を
風
靡
し
た
が
、
差
油
・

窺
基
の
落
後
は
、
急
速
に
凋
落
の
道
を
辿
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
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澱澄の論証を濫じて見た南都教学の傾向（薗田）

　
最
小
に
よ
れ
ば
、
玄
奨
の
新
訳
仏
教
に
対
し
て
、
一
乗
主
義
陣
営

か
ら
の
反
撃
は
「
雲
の
如
く
に
飛
び
、
雨
の
如
く
に
発
」
し
た
と
い

わ
れ
る
が
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
陣
営
は
き
わ
め
て
雑
多
な

構
成
を
竜
っ
て
い
た
。
い
い
換
え
る
と
、
六
野
以
前
に
中
国
に
伝
え

ら
れ
た
、
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
属
す
る
仏
教
学
説
が
こ
の
反
撃
に
参
加

し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
玄
契
・
慈
恩
の
正
統
法
相
学
説
に
真

に
致
命
的
な
打
撃
を
与
え
得
た
も
の
は
、
こ
の
中
の
限
ら
れ
た
ご
く

一
部
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
唯
識
学
派
以
外
の
諸
派
で
は

な
く
て
、
む
し
ろ
護
法
学
説
と
同
系
に
属
す
る
小
酌
唯
識
派
の
諸
学

説
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
鍮
伽
唯
識
思
想
は
、
玄
装
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
中
国
に
伝
え
ら
れ

た
の
で
は
な
い
。
す
で
に
早
く
、
宋
元
嘉
二
十
年
（
四
四
王
）
に
原
始

的
な
喩
伽
経
典
『
携
伽
経
』
が
訳
出
さ
れ
、
つ
い
で
同
経
の
別
訳

（
五
二
二
）
、
並
び
に
『
十
地
経
論
』
（
五
＝
）
が
翻
訳
さ
れ
、
こ
れ

を
中
心
と
し
て
南
北
朝
末
期
に
は
地
論
宗
が
成
立
し
た
。
さ
ら
に
鍮

伽
派
の
最
長
重
要
な
論
書
の
一
つ
を
な
す
『
摂
大
乗
論
』
が
五
＝
二

年
に
訳
出
さ
れ
、
五
山
ハ
三
年
に
は
、
西
印
の
真
諦
三
蔵
が
こ
れ
を
再

び
訳
出
し
、
こ
れ
を
『
気
概
摂
論
』
と
称
す
る
。
そ
し
て
摂
論
の
研

究
を
中
心
に
摂
論
宗
が
形
成
さ
れ
、
階
代
に
は
南
北
シ
ナ
に
伝
播
し

た
。
こ
れ
ら
地
論
宗
と
摂
論
宗
が
、
玄
契
以
前
に
中
国
に
伝
え
ら
れ

た
唯
識
学
説
の
主
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
て
、
地
論
宗
で
は
、

南
北
両
道
派
に
分
れ
て
、
　
「
識
の
真
妄
」
を
論
じ
、
真
諦
の
摂
論
宗

で
は
、
ア
ー
ラ
ヤ
（
第
八
識
）
の
上
に
第
九
無
垢
識
を
立
て
、
一
切
皆

成
を
許
容
し
た
と
い
う
点
よ
り
見
る
な
ら
ば
、
愚
論
・
摂
論
の
唯
識

学
説
は
、
護
法
以
前
の
学
説
、
す
な
わ
ち
、
無
相
唯
識
と
称
せ
ら
れ

る
学
派
の
系
統
を
引
い
て
い
た
こ
と
が
推
定
せ
ら
れ
る
。
と
く
に
注

目
せ
ら
れ
る
の
は
真
諦
の
摂
論
宗
で
あ
る
が
、
真
諦
（
四
九
九
一
五
六

九
）
は
無
印
ウ
ツ
ジ
ャ
イ
ソ
の
人
、
バ
ラ
ビ
寺
に
安
慧
・
難
点
系
の

唯
識
学
説
を
学
び
、
五
四
八
年
金
陵
に
達
し
た
。
す
な
わ
ち
、
護
法

の
出
現
す
る
直
前
の
唯
識
学
説
、
し
か
竜
護
法
を
生
み
出
し
た
中
印

ナ
ラ
ソ
ダ
寺
・
と
対
立
的
…
な
立
場
に
あ
っ
た
西
菰
八
バ
ラ
ビ
寺
の
学
説
を

伝
え
た
の
が
、
彼
の
摂
論
宗
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
護
法
学
説
を
伝
え

た
玄
装
・
慈
恩
の
法
相
宗
の
最
も
手
ご
わ
い
敵
対
者
で
あ
っ
た
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
鍮
伽
唯
識
派
の
諸
学
説
に
は
、
第
二
に
、
玄
装
・
慈
恩
以
後
の
、

彼
ら
の
門
流
の
中
に
生
じ
た
異
端
学
派
が
あ
る
。
そ
の
中
、
最
も
代

表
的
な
る
も
の
が
西
明
寺
の
円
測
の
学
説
で
あ
っ
た
。
　
円
測
（
六
一

三
－
六
九
六
）
は
新
羅
の
出
身
（
王
孫
と
い
う
）
、
慈
恩
と
同
じ
く
玄
奨
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の
高
弟
で
あ
る
。
彼
の
学
説
は
、
後
世
の
正
統
派
か
ら
心
意
さ
れ
て

余
り
伝
わ
ら
な
い
が
、
そ
の
学
説
の
中
に
は
、
多
分
に
真
諦
の
学
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

が
織
込
ま
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
玄
装
・
慈
恩
以
後

の
異
端
学
説
は
、
玄
爽
の
将
来
し
た
唯
識
思
想
の
内
な
る
非
正
統
の

学
説
を
玄
装
以
前
の
異
学
説
と
内
外
呼
応
せ
し
め
る
こ
と
に
お
い
て

立
論
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
右
に
い
わ
ゆ
る

第
一
と
第
二
の
異
学
説
が
全
く
無
関
係
な
竜
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を

物
語
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
法
相
宗
以
前
の
他
宗
と
、

法
相
宗
内
の
異
派
と
し
て
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
後

述
す
る
よ
う
に
、
最
澄
が
「
法
性
宗
」
と
「
新
法
相
宗
」
を
区
別
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
竜
同
じ
理
由
に
も
と
つ
く
。

　
さ
て
、
以
上
わ
れ
わ
れ
は
、
玄
契
・
慈
恩
の
正
統
法
相
学
説
、
す

な
わ
ち
「
五
姓
各
別
」
説
に
対
し
て
、
最
も
致
命
的
な
打
撃
を
与
え

得
る
学
説
の
存
在
ど
、
そ
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は

ま
ず
真
諦
の
摂
論
宗
を
代
表
と
す
る
玄
契
以
前
の
唯
識
学
説
で
あ
り
、

第
二
は
西
明
寺
の
円
測
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
法
相
宗
内
の
異
端
学

説
で
あ
る
。
情
況
判
断
に
長
じ
た
慧
敏
な
る
藤
壷
が
、
こ
れ
ら
を
見

逃
が
す
筈
は
な
い
。
果
し
て
論
争
書
に
お
け
る
文
献
引
用
の
態
度
の

示
す
と
こ
ろ
で
は
、
彼
は
、
こ
れ
ら
の
唯
識
系
諸
学
説
を
十
二
分
に

活
用
し
た
。
す
な
わ
ち
、
第
二
節
に
明
か
に
し
た
と
こ
ろ
の
⑧
群
の

諸
家
の
学
説
が
、
着
捨
く
以
前
の
唯
識
学
説
に
当
り
、
◎
群
の
諸
説
が
、

法
摺
宗
の
異
端
派
に
属
す
る
。
い
わ
ゆ
る
「
依
慧
天
台
」
の
論
理
の

竜
と
つ
く
と
こ
ろ
の
深
い
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
最
澄
が
引
用
し
た
諸
家
、
別
な
表
現
を
用
う
れ
ば
コ
乗
の
熱
狂
」

た
ち
の
事
蹟
な
り
学
系
を
詳
説
す
る
こ
と
は
、
煩
を
恐
れ
て
こ
こ
で

は
省
略
す
る
が
、
た
だ
一
言
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
法

蔵
・
慧
苑
・
澄
観
等
の
華
厳
宗
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。
華
厳
宗
は
右

に
の
べ
た
地
論
宗
の
発
展
し
た
竜
の
と
い
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の

間
に
は
な
お
説
く
べ
き
こ
と
も
少
く
な
い
が
、
今
の
と
こ
ろ
、
最
澄

の
引
用
と
し
て
は
、
第
一
群
の
唯
識
学
説
に
準
じ
た
も
の
と
い
え
よ

う
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
　
「
五
姓
各
別
」
説
に
対
し
、

強
い
反
論
と
な
り
う
る
と
見
散
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
一

面
で
は
、
や
が
て
正
統
法
相
宗
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
凋
落
に
お
も

む
き
、
ま
も
な
く
華
厳
宗
に
併
呑
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
も
説
か
れ
る
。

法
相
宗
の
異
端
派
は
正
統
派
と
運
命
を
共
に
し
て
消
滅
す
る
は
か
な

か
っ
た
が
、
そ
の
体
質
は
華
厳
宗
と
な
っ
て
更
生
し
た
と
も
見
ら
れ

る
。
し
て
み
る
と
、
華
・
厳
宗
は
、
お
の
ず
か
ら
第
一
と
第
二
の
学
説

を
通
じ
て
兼
ね
そ
な
え
る
性
質
を
も
つ
て
い
た
と
い
わ
な
く
て
は
な
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ら
な
い
。

　
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
最
澄
の
い
わ
ゆ
る
コ
乗
の
法
将
」
の
学

説
史
的
な
位
置
づ
け
を
畢
つ
た
の
で
あ
る
。
　
（
未
完
）

①
た
と
え
ば
家
永
三
郎
氏
は
、
試
査
の
末
法
灯
明
記
親
撰
説
と
と
も
に
、
．

　
か
よ
う
な
解
釈
を
試
み
ら
れ
る
（
同
氏
『
上
代
仏
教
思
想
史
』
昭
和
一
七
、

　
二
山
ハ
七
頁
以
下
）
。

②
　
　
巾
門
口
益
著
『
般
若
回
心
相
旧
史
』
昭
和
二
山
ハ
、
　
第
五
章
・
。

③
木
村
泰
賢
著
『
印
度
思
想
史
』
昭
和
一
七
、
二
六
二
頁
。

④
　
富
貴
原
章
信
著
『
日
本
唯
識
思
想
史
』
昭
和
一
九
、
一
四
四
頁
。

　
附
記
、
本
章
の
論
述
に
当
っ
て
は
、
左
の
諸
書
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

山
ロ
　
益
氏

宇
井
．
伯
寿
氏

嗣
　
　
　
氏

同
　
　
　
氏

結
城
命
聞
氏

前
　
掲
　
書

『
摂
大
乗
論
研
究
』
昭
和
一
〇
。

「
楡
伽
行
派
に
お
け
＞
2
一
系
統
」
（
『
卵
度
哲
学
研
究
』

第
六
、
　
昭
和
五
、
所
収
）

「
頁
諦
三
蔵
伝
の
研
究
」
　
（
潤
右
所
収
）

『
世
親
喉
識
の
研
究
（
上
）
』
昭
和
ご
二
。

澄の識概を通じて見た南都数学の傾向（薗韻）
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　　　　The　Tendency　of　Nanlo南都．Buddhism　represented

　　　　　　　　　　　　　　　by　the　Saicho，s：最澄Dogma

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　K6ylj　Sonoda

　　Sα∫oZ36最澄，　one　of　the　buddhist　founder6　in　the磁♂απ平安era，

had　been　fiercely　discussing　for　five　years　with　ToleuicJzi徳一，　the

leamed　priest　of　the　Ebs∫6法相sect　who　lived　then　in　Aigu会津and

was　an　earnest　successor　to　the　theory　of　the　logical　Ylu為のyuishilei三

三唯識which　was　for　the　first　ti1皿e　introduced　into　the　eastem　Asia

by魚磁π一tsang玄弊of　T’ang唐．3認0136，　confronted　with　this　new

theory，　ln　turn　claimed　preceding　theories　of　various　sects　to　streng－

then　hls　own　stand－point．

　　Buddhist　dogmac　in　the　Nara　’itr，一JSI　em．　accepted　miscellaneously

various　theorles　used　by　him．　These　discussions，　we　rnay　say，

enable　us　sornewhat　to　revive　the　dogma　in　the　Nara　era．

Establishment　of　Tu－o伽一ツ磁％都察院in　Ming明Dynasty

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Senrytt　Mano

　　The　inspection　system，　accusing　evil　deeds　of　othcials，　occupies

more　important　positioh　in　the　Chinese　politics　than　administmc　tion

and　military　affairs．　’
　　Ytl－shih－t’ai御史台，　established　in　the　central　districts　after　the

Han漢dynasty，　was　served　by　the　able　and　pu1℃of　the　o籏cials，

but　inspection　authority　in　the　Ming明dynasty　was　known　as　the

name　of　Tu－ch’a－yilan，　not　Yit－sh．ih－t’ai．　Why　did　this　change　happen　？

The　orig圭n　of　Tu－ch’α一yiian　was　ill　Hun8－zou洪武15，0r　1382；before

the　year　had　been　established　Ytvt－shih－t’ai，　which，　one　of　the　three

important　o鐙ces　w玉th　Chu2z8’一shu一訪動8’中書省and　iu－tu－fu都督府，　w段s

served　by　a　chief　oMcial．　Under　the　pretence　of　the　high　treason

case　of　ffu－zvei一ツu71g胡ffk庸，　the　new　form　of　Tu・ch’a－yiian都察院
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