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ク
リ
ス
・
ア
イ
ヴ
ズ
氏
が
１
９
７
６
年

７
月
か
ら
８
１
年
７
月
ま
で
京
都
に
滞
在

し
て
協
会
の
活
動
に
参
加
さ
れ
た
間
に
、
そ

の
頃
平
常
道
場
で
取
り
上
げ
て
い
た
久
松

先
生
の
『
臨
濟
録
抄
綱
』
を
英
訳
す
る
こ
と

を
思
い
立
た
れ
、
そ
の
訳
文
を
私
が
日
本
文

と
対
校
す
る
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
う
ち

に
、
８
１
年
５
月
発
行
のTH

E EA
STERN

 

BU
D
D
H
IST 14-1 

か
ら
英
訳
を
発
表
し
始

め
ら
れ
、
第
１
５
章
ま
で
終
わ
っ
た
段
階
で

単
行
本
と
し
て
発
表
す
る
計
画
を
た
て
、
私

と
の
共
同
作
業
を
開
始
、
私
た
ち
は
阿
部

氏
に
前
書
き
を
依
頼
し
た
。
翻
訳
が
大
体
で

き
た
と
こ
ろ
で
柳
田
聖
山
氏
に
序
を
依
頼
す

る
こ
と
を
決
め
、
来
日
中
の
ク
リ
ス
さ
ん
が

直
接
柳
田
氏
を
訪
ね
て
お
願
い
し
、
９
２
年

２
月
原
稿
を
い
た
だ
い
た
。
太
平
洋
を
隔
て

て
郵
便
で
の
訳
注
作
成
に
二
年
余
り
を
要
し

た
。
さ
ら
に
北
原
隆
太
郎
氏
の
「
後
記
」
を

訳
出
す
る
お
許
し
を
え
た
。
こ
の
間
ク
リ
ス

さ
ん
は
適
当
な
出
版
社
を
求
め
て
相
当
長
い

間
ご
苦
労
い
た
だ
き
、
幸
い
イ
ギ
リ
ス
、
マ

ク
ミ
ラ
ン
社
が
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
り
、

Prof. W
illiam

 R. LaFleur

（
阿
部
氏
の

Zen and W
estern Thought, U

niversity 

of H
aw
aii Press, 1985, 

編
集
者
）
な
ど
、

訳
稿
を
見
せ
ら
れ
た
方
々
の
ご
推
薦
を
得

て
、
２
０
０
０
年
７
月
私
た
ち
二
人
が
パ
ル

グ
レ
イ
ヴ
・
マ
ク
ミ
ラ
ン
社
と
出
版
契
約
を

結
ぶ
こ
と
が
で
き
、
今
年
２
０
０
２
年
１
０

月
末
発
行
さ
れ
た
と
聞
く
。
こ
の
間
、
タ
イ

プ
原
稿
の
作
成
、
修
正
、
清
書
、
校
正
、
郵

送
を
何
度
も
繰
り
返
し
、
基
礎
作
業
を
す
べ

て
ク
リ
ス
さ
ん
が
研
究
室
助
手
の
協
力
を
え

て
行
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
索
引
を
作
成
す
る

最
終
段
階
で
中
国
語
の
ロ
ー
マ
字
綴
り
の
チ

ェ
ッ
ク
を
花
園
大
学
中
国
文
学
教
授
の
衣
川

賢
次
氏
に
お
願
い
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ジ

ャ
ケ
ッ
ト
に
は
、久
松
先
生
の
墨
跡
「
無
依
」

（
辻
村
公
一
氏
所
有
。
一
灯
園
保
管
の
写
真

原
版
か
ら
現
像
し
て
い
た
だ
い
た
）
の
写
真

を
用
い
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
先
生

の
お
写
真
に
は
、
兵
藤
正
之
助
氏
か
ら
い
た

だ
い
て
い
た
５
枚
の
う
ち
か
ら
選
ば
せ
て
い

た
だ
い
た
。
献
辞
に
は
、「
著
者
と
と
も
に

我
々
翻
訳
者
は
、
こ
の
書
物
を
、
そ
の
深
さ

の
本
性
が
無
位
で
あ
る
全
人
類
に
捧
げ
る
」

と
い
う
意
味
の
言
葉
を
記
し
た
。

こ
う
し
て
こ
の
書
物
が
現
在
の
形
を
と
る
こ

と
の
で
き
た
の
は
、
ひ
と
へ
に
ク
リ
ス
さ
ん

の
深
い
願
心
と
不
屈
の
精
進
に
因
る
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、
北
原
氏
の
「
後
記
」、
英
訳

の
「
前
書
き
」
は
、
英
訳
本
の
読
者
に
も
久

松
先
生
の
講
義
が
ど
の
よ
う
に
し
て
記
録
さ

れ
た
か
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
伝
え
る
、
実
に

貴
重
な
記
録
で
あ
る
。
阿
部
氏
の
「
序
」
は
、

久
松
先
生
の
こ
の
講
義
の
特
色
を
的
確
に
し

か
も
簡
潔
に
伝
え
る
優
れ
た
一
文
で
あ
る
。

柳
田
氏
の
「
解
説
」
は
、『
臨
濟
録
』
の
解

明
を
ご
自
身
の
研
究
の
中
核
に
据
え
、
文
献

学
と
主
体
的
自
己
究
明
と
が
一
つ
に
な
る
と

こ
ろ
を
究
明
す
る
立
場
か
ら
、
臨
濟
と
そ
し

て
久
松
先
生
と
の
人
と
思
想
と
に
迫
ろ
う
と

さ
れ
る
、
比
類
を
見
な
い
論
究
で
あ
る
。

久
松
先
生
の
講
義
の
表
現
の
一
々
の
英
訳
に

ク
リ
ス
さ
ん
と
私
と
の
二
人
が
隨
分
長
い
年

月
を
か
け
た
こ
と
は
、
自
然
の
こ
と
と
考
え

る
。
こ
の
二
十
年
間
、
私
た
ち
は
理
解
と
表

現
と
の
力
を
養
い
続
け
て
き
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。
私
は
、
刊
行
さ
れ
た
書
物
を

通
読
し
て
誤
字
を
ご
く
初
め
の
方
に
上
記
４

ヵ
所
見
つ
け
る
と
と
も
に
、
改
め
て
、
久
松

先
生
が
説
い
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
自
分
は
本

当
に
分
か
っ
て
い
る
の
か
と
問
い
直
し
て
い

る
。
徹
底
し
て
分
か
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
に

言
葉
だ
け
を
訳
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
。
拙
い
試
み
を
世
に
問
う
こ
と
の
重
苦
し

さ
を
意
識
し
な
が
ら
、
刊
行
の
報
告
を
記
さ

せ
て
い
た
だ
く
。（
０
２
年
１
１
月
２
７
日
）
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（
一
）
北
原
氏
「
前
書
き
」
は
、
久
松
先
生

が
黄
檗
希
運
の
語
録
『
伝
心
法
要
』
と
臨
濟

義
玄
の
語
録
と
の
間
の
表
裏
一
体
の
密
接
な

関
係
を
い
か
に
高
く
評
価
し
て
お
ら
れ
た
か

を
直
接
先
生
か
ら
お
聞
き
し
た
こ
と
、『
臨

濟
録
』
を
本
当
に
理
解
す
れ
ば
他
は
な
に

も
学
ぶ
必
要
は
な
い
と
信
じ
る
と
い
う
北
原

氏
の
言
葉
に
先
生
が
眉
を
ひ
そ
め
ら
れ
た
こ

と
、
を
述
べ
る
。
実
は
、
提
綱
の
第
４
章
後

半
か
ら
第
５
章
に
か
け
て
臨
濟
が
師
の
黄
檗

を
安
居
の
途
中
に
訪
ね
て
、
師
が
經
文
を
読

む
姿
に
反
発
し
、
じ
か
に
非
難
す
る
が
、
黄

檗
は
こ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と

を
先
生
は
取
り
上
げ
て
お
ら
れ
る
。

臨
濟
の
宗
教
活
動
を
支
持
し
た
、
土
地
の
地

方
長
官
、
王
常
侍
と
呼
ば
れ
た
人
物
が
臨
濟

院
に
集
ま
っ
て
い
る
僧
侶
た
ち
に
つ
い
て
臨

濟
に
、
か
れ
ら
は
看
経
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

ね
、
と
尋
ね
て
、
看
経
し
て
い
な
い
、
と
い

う
返
事
に
で
あ
い
、
そ
れ
で
は
か
れ
ら
は
禅

を
学
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
、
と
尋
ね
、

こ
れ
に
も
、
禅
を
学
ん
で
は
い
な
い
と
答
え

ら
れ
、
そ
れ
で
は
何
を
し
て
お
い
で
か
、
と

尋
ね
、
臨
濟
か
ら
、
皆
に
仏
に
な
っ
て
も

ら
い
祖
に
な
っ
て
も
ら
う
の
だ
と
い
う
返
事

を
も
ら
っ
た
こ
と
を
、
久
松
先
生
は
高
く
評

価
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
問
答
は
、
こ
の
あ

と
、
王
常
侍
が
、
金
の
屑
は
貴
重
だ
が
眼
に

入
る
と
視
力
を
奪
う
も
の
と
な
る
と
評
し
、

こ
れ
を
受
け
て
臨
濟
が
、
俗
人
に
過
ぎ
な
い

と
思
っ
て
い
た
が
見
直
し
ま
し
た
と
、
応
じ

て
い
る
。
ふ
つ
う
、
こ
れ
は
臨
濟
の
負
け
惜

し
み
の
言
葉
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ

が
、
私
は
、
本
当
の
成
仏
成
祖
は
殺
仏
殺
祖

だ
と
説
く
臨
濟
が
こ
こ
で
は
自
分
を
や
り
こ

め
よ
う
と
す
る
相
手
を
軽
く
い
な
し
て
い
る

だ
け
だ
と
見
る
。
久
松
先
生
は
こ
の
最
後
の

応
酬
を
、
こ
こ
で
は
切
り
離
し
て
問
題
に
さ

れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
先
生
が
金
屑
云
々
の
批

判
を
理
解
さ
れ
な
い
は
ず
は
な
い
が
、
人
々

が
こ
こ
に
集
ま
っ
て
き
た
の
は
仏
と
な
り
祖

と
な
る
た
め
だ
と
い
う
臨
濟
の
言
葉
に
、
臨

濟
が
「
い
か
に
真
の
自
己
に
直
下
に
徹
す
る

こ
と
を
重
ん
じ
て
い
た
か
が
わ
か
る
」
と
さ

れ
る
と
こ
ろ
は
、
重
要
で
あ
る
。「
真
の
自

己
に
徹
す
る
こ
と
」
を
金
の
屑
に
例
え
て
済

ま
す
発
想
で
は
、
王
常
侍
が
臨
濟
の
活
動
を

支
持
す
る
理
由
自
体
が
成
り
立
た
な
い
。
そ

う
だ
と
す
れ
ば
、
看
経
せ
ず
禅
を
学
ば
な
い

仕
方
で
こ
そ
真
に
看
経
し
禅
を
学
ぶ
こ
と
が

で
き
る
の
だ
と
い
う
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

久
松
先
生
は
、
臨
濟
が
看
経
す
る
黄
檗
を
な

じ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
臨
濟
の
本
当
の
見

処
を
呈
し
て
お
り
、
間
違
っ
て
は
い
な
か
っ

た
と
さ
れ
な
が
ら
、
黄
檗
が
臨
濟
の
こ
の
考

え
を
許
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
問
題
に
し
て
、

「
大
悟
し
た
人
」
つ
ま
り
臨
濟
の
「
ど
こ
に
黄

檗
の
批
判
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
、
そ
れ
が

此
処
の
と
こ
ろ
の
大
事
な
問
題
」だ
と
し
て
、

次
回
は
「
そ
れ
に
つ
い
て
提
綱
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
す
」
と
第
４
章
を
結
ば
れ
る
。
第

５
章
で
は
、
上
に
触
れ
た
王
常
侍
と
臨
濟
と

の
金
屑
問
答
の
最
後
の
応
酬
を
除
い
た
や
り

取
り
を
論
じ
た
あ
と
、
看
経
し
て
い
る
黄
檗

の
境
涯
を
臨
濟
は
甘
く
み
て
と
っ
た
の
か
、

「
た
だ
不
看
経
の
一
方
で
見
て
行
っ
た
」
の

で
は
な
い
か
、
と
疑
問
を
呈
さ
れ
る
。「
た

だ
不
看
経
の
一
方
で
見
て
行
く
」
と
は
、
看

経
に
囚
わ
れ
る
こ
と
も
問
題
だ
が
、
不
看
経

に
囚
わ
れ
る
こ
と
も
い
け
な
い
、
と
い
う
判

断
の
こ
と
で
あ
る
。
看
経
に
囚
わ
れ
る
こ
と

が
問
題
だ
と
は
、
例
え
ば
第
１
５
章
「
三
乘

十
二
分
教
」
で
、
経
典
は
仏
性
を
明
ら
か
に

す
る
も
の
で
あ
り
、
教
え
を
説
い
た
仏
陀
が

人
を
騙
す
は
ず
が
な
い
と
主
張
す
る
座
主
に

対
し
て
、
経
典
を
読
ん
で
煩
悩
の
雑
草
が
抜

か
れ
た
た
め
し
は
な
く
、
経
典
の
な
か
で
仏

陀
に
で
あ
う
こ
と
は
な
い
、
真
実
は
言
葉
を

離
れ
て
い
る
と
、
臨
濟
が
答
え
た
と
さ
れ
る

箇
所
を
引
い
て
久
松
先
生
が
、
禅
は
経
典
の

教
え
の
出
て
く
る
根
源
を
「
不
立
文
字
、
教

外
別
傳
、
直
指
人
心
、
見
性
成
仏
」
と
い
う

標
語
で
言
い
表
し
、
そ
れ
を
直
下
に
悟
る
こ

と
だ
、と
さ
れ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
臨
濟
は
、

看
経
す
る
黄
檗
を
文
字
に
囚
わ
れ
る
も
の
と

し
て
非
難
し
た
わ
け
だ
が
、
黄
檗
は
、
こ
れ

を
許
さ
ず
そ
こ
に
問
題
が
あ
る
と
見
る
。
臨

濟
は
、
こ
の
ば
あ
い
、
単
に
看
経
を
非
難
す

る
だ
け
で
な
く
、
安
居
の
途
中
に
師
を
訪
ね

て
ち
ょ
っ
と
挨
拶
し
た
あ
と
安
居
の
終
わ
る

前
に
去
ろ
う
と
し
た
こ
と
も
、
黄
檗
の
気
に

入
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
黄
檗
は
臨
濟

を
棒
で
打
っ
た
。
臨
濟
は
、
一
旦
外
へ
出
た

後
、
黄
檗
の
対
応
の
仕
方
に
意
味
が
あ
る
と

考
え
て
戻
り
、
安
居
の
終
わ
り
ま
で
を
師
と

と
も
に
過
ご
し
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
看
経

に
つ
い
て
臨
濟
は
、
黄
檗
と
は
一
線
を
画
し

て
、
経
典
に
も
依
ら
な
い
と
い
う
基
本
姿
勢

を
示
し
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

柳
田
氏
は
、本
訳
書
に
寄
せ
ら
れ
た
「
解
説
」

の
な
か
で
、
中
国
禅
宗
史
へ
の
深
い
造
詣
に

基
づ
い
て
、『
伝
心
法
要
』
が
、
従
来
の
理

解
と
は
逆
に
、『
臨
濟
録
』
よ
り
も
後
に
そ

の
注
釈
の
役
割
を
に
な
う
も
の
と
し
て
作
成

さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
を
呈

し
て
お
ら
れ
る
。
私
に
は
十
分
な
資
料
上
の

根
拠
を
も
っ
て
議
論
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ

が
、『
伝
心
法
要
』
は
、
引
用
す
る
資
料
の

性
質
か
ら
み
て
も
『
馬
祖
語
録
』
や
『
百
丈

廣
録
』
な
ど
の
流
れ
を
受
け
る
も
の
で
、『
臨

濟
録
』
の
口
語
体
と
は
全
く
異
な
り
、
後

者
の
後
の
成
立
と
は
と
て
も
思
え
な
い
。
看

経
に
対
す
る
黄
檗
と
臨
濟
と
の
姿
勢
の
違
い



も
、当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
黄
檗
で
は
、

「
こ
の
心
（
す
な
わ
ち
私
）
は
無
心
の
心
（
私

の
な
い
私
）」
で
、「
一
切
の
相
（
特
徴
）
を

離
れ
﹇
た
私
で
あ
り
﹈」、こ
こ
に
お
い
て
「
衆

生
と
諸
仏
と
は
さ
ら
に
差
別
な
し
」
と
云
わ

れ
る
。
こ
れ
は
『
楞
伽
経
』
な
ど
経
典
の
言

葉
を
も
っ
て
き
て
実
相
を
説
明
す
る
も
の
で

あ
る
。「
道
を
学
ぶ
人
が
直
下
に
無
心
と
い

う
心
の
本
来
の
在
り
方
に
黙
し
て
契
う
だ
け

だ
、
何
か
に
な
ろ
う
と
心
を
向
け
れ
ば
も
う

背
い
て
い
る
の
だ
」
と
云
う
。
こ
れ
に
対
し

て
臨
濟
は
、「
心
法
（
心
す
な
わ
ち
私
の
本

来
の
在
り
方
）
は
形
が
な
く
、
十
方
に
通
貫

し
目
前
に
現
用
し
て
い
る
が
、
人
は
信
が
及

ば
ず
、
そ
の
た
め
に
名
前
や
言
葉
を
実
体
の

あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
悟
り
の
真
理
を
意

識
で
捉
え
よ
う
と
し
て
、
天
と
地
と
の
隔
た

り
を
起
し
て
い
る
」
と
、「
目
前
に
現
に
今

聴
法
す
る
人
」
に
呼
び
か
け
る
。
呼
び
か
け

る
方
も
呼
ば
れ
る
方
も
「
一
無
位
の
真
人
」

だ
、
と
い
う
。
こ
れ
は
臨
濟
が
人
々
に
、「
看

経
」
と
い
う
仏
教
の
枠
組
み
か
ら
踏
み
出
し

て
久
松
先
生
の
い
わ
ゆ
る
「
相
互
參
究
」
と

い
う
無
辺
の
世
界
に
入
る
こ
と
を
促
し
た
も

の
と
見
て
よ
い
。

初
め
に
言
及
し
た
よ
う
に
北
原
氏
に
よ
る

と
、
久
松
先
生
は
黄
檗
の
『
伝
心
法
要
』
と

臨
濟
の
語
録
と
は
表
裏
一
体
の
も
の
と
見
る

べ
き
で
、『
臨
濟
録
』
を
見
れ
ば
他
の
書
物

は
見
な
く
て
よ
い
と
す
る
考
え
を
偏
狭
と
し

て
斥
け
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。こ
れ
は
、

い
わ
ば
看
経
に
囚
わ
れ
る
こ
と
も
不
可
、
不

看
経
に
囚
わ
れ
る
こ
と
も
不
可
、
と
す
る
お

立
場
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
私
は

こ
れ
を
重
要
な
指
摘
と
受
け
止
め
た
い
。
本

当
の
相
互
參
究
は
、
現
在
に
お
い
て
だ
け
で

な
く
、
現
在
と
過
去
と
の
間
に
も
あ
っ
て
然

る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

（
二
）
久
松
先
生
が
提
綱
第
３
章
で
取
り
上

げ
ら
れ
る
黄
檗
の
「
仏
法
、多
子
な
し
」
は
、

臨
濟
の
悟
り
の
境
界
を
表
明
す
る
言
葉
と
し

て
『
臨
濟
録
』
で
も
恐
ら
く
も
っ
と
も
重
要

な
テ
ー
マ
と
さ
れ
て
い
る
と
云
っ
て
よ
い
。

黄
檗
の
会
下
で
行
業
純
一
の
三
年
を
経
た
臨

濟
が
首
座
に
勧
め
ら
れ
て
黄
檗
に
、
仏
法
の

真
実
を
ず
ば
り
云
っ
て
ほ
し
い
と
三
度
問
う

て
三
度
打
た
れ
、
訳
が
分
か
ら
ず
、
再
び
首

座
の
仲
介
で
黄
檗
の
教
え
を
請
い
、
黄
檗
か

ら
大
愚
を
訪
ね
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
、
大
愚

の
も
と
で
黄
檗
の
三
打
が
親
切
そ
の
も
の
で

あ
っ
た
と
云
わ
れ
て
大
悟
し
た
臨
濟
が
上
の

言
葉
を
吐
い
た
、と
さ
れ
る
。
久
松
先
生
は
、

こ
れ
は
ど
う
し
て
も
そ
れ
に
徹
し
な
け
れ
ば

い
け
な
い
一
打
、
一
打
で
あ
っ
て
一
切
の
否

定
を
含
み
、
し
た
が
っ
て
一
切
の
否
定
に
お

い
て
こ
れ
を
一
切
の
肯
定
に
転
じ
さ
せ
る
打

だ
と
さ
れ
る
。
行
録
で
こ
の
話
し
が
取
り
上

げ
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
上
堂
の
初
め
、
王

常
侍
に
請
わ
れ
て
上
堂
し
た
と
き
に
質
問
者

か
ら
自
分
の
家
曲
、
宗
風
を
問
わ
れ
、
自
分

が
黄
檗
の
も
と
に
い
た
と
き
三
度
問
い
を
発

し
て
三
度
打
た
れ
た
こ
と
を
述
べ
、
何
か
云

お
う
と
し
た
相
手
を
臨
濟
が
ど
な
っ
て
棒
で

打
つ
箇
所
が
あ
る
。
し
か
る
に
、
臨
濟
に
つ

い
て
も
っ
と
も
信
頼
す
べ
き
資
料
と
し
て
の

『
祖
堂
集
』
巻
十
九
で
は
、
臨
濟
が
悟
り
を

え
る
契
機
と
な
る
一
打
を
提
供
し
た
の
は
大

愚
に
な
っ
て
い
て
、
黄
檗
の
三
打
へ
の
言
及

は
ま
っ
た
く
な
い
。
有
名
な
黄
檗
の
「
仏
法

多
子
な
し
」
の
話
は
、
資
料
的
に
は
虚
構
で

あ
る
が
、
従
来
こ
の
虚
構
が
虚
構
と
し
て
で

は
な
く
事
実
と
し
て
、
臨
濟
宗
の
修
行
に
と

っ
て
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
さ
れ
て
き
た

こ
と
も
、
事
実
で
あ
る
。

『
祖
堂
集
』
の
臨
濟
の
項
（
柳
田
氏
の
現
代

語
訳
は
中
央
公
論
社
「
世
界
の
名
著
」
続

３
、
禅
語
録
、
１
９
７
４
、
で
紹
介
さ
れ
て

い
る
）
に
よ
る
と
、
臨
濟
が
大
愚
を
訪
れ
る

の
は
黄
檗
に
個
人
的
に
勧
め
ら
れ
た
か
ら
で

は
な
い
。
大
衆
の
前
で
黄
檗
が
と
も
に
参
禅

し
た
と
き
の
道
友
で
、
独
り
世
間
を
離
れ
て

住
み
な
が
ら
熱
心
な
求
道
者
の
出
現
を
期
待

す
る
大
愚
と
い
う
人
物
の
話
し
を
す
る
の
を

聞
い
て
、
自
分
で
勝
手
に
訪
ね
た
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

臨
濟
は
大
愚
に
來
由
を
告
げ
、
自
分
が
学

ん
で
き
た
仏
教
の
修
行
論
を
述
べ
、
恐
ら
く

黄
檗
の
教
え
に
つ
い
て
の
自
分
の
疑
問
も
述

べ
た
で
あ
ろ
う
。
夜
が
あ
け
る
ま
で
黙
っ
て

聞
い
て
い
た
大
愚
が
、「
遠
く
か
ら
来
た
か

ら
泊
め
て
や
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
が
よ
く
も

夜
通
し
糞
を
ま
き
ち
ら
し
た
な
」
と
云
う
や

否
や
棒
で
数
回
打
ち
追
い
出
し
て
門
を
閉
め

た
。
こ
の
こ
と
を
戻
っ
て
き
た
臨
濟
が
黄
檗

に
報
告
す
る
と
、
黄
檗
は
「
さ
す
が
力
量
の

あ
る
人
物
だ
、
炎
が
燃
え
る
よ
う
だ
。
君
が

素
晴
し
い
人
に
出
会
っ
て
私
は
嬉
し
い
。
無

駄
足
を
踏
ん
だ
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
全
く

な
い
ぞ
」
と
云
っ
た
。
臨
濟
が
再
び
大
愚
に

会
い
に
ゆ
く
と
大
愚
は
、「
こ
の
前
の
こ
と

を
恥
じ
る
こ
と
も
な
く
、
今
日
ま
た
や
っ
て

き
た
の
は
ど
う
云
う
訳
だ
」
と
云
う
な
り
、

棒
で
押
し
出
し
た
。
再
び
黄
檗
の
も
と
に
戻

っ
た
臨
濟
は
、「
和
尚
様
に
報
告
し
ま
す
、

私
は
ま
た
戻
っ
て
き
ま
し
た
が
、
今
度
は
無

駄
足
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」と
云
っ
た
。

黄
檗
が
そ
の
訳
を
聞
く
と
臨
濟
が
云
っ
た
、

「
私
は
棒
で
一
度
打
た
れ
た
と
た
ん
に
仏
の

境
界
に
入
り
ま
し
た
。
た
と
え
百
劫
の
あ
い

だ
に
私
が
こ
の
世
に
受
け
た
骨
と
身
と
を
砕

い
て
頭
に
載
せ
須
彌
山
を
無
量
回
周
っ
て
も

こ
の
深
い
ご
恩
に
報
い
る
こ
と
は
で
き
ま
す

ま
い
」
と
。
黄
檗
の
喜
び
よ
う
は
普
段
見
ら

れ
な
い
も
の
だ
っ
た
。「
し
ば
ら
く
休
ん
で

か
ら
好
き
な
よ
う
に
し
な
さ
い
」
と
。
臨
濟

は
十
日
後
に
黄
檗
に
別
れ
て
大
愚
の
も
と
へ

き
た
。
大
愚
は
、
い
き
な
り
棒
で
打
と
う
と

し
た
が
、
臨
濟
が
棒
を
奪
っ
て
大
愚
を
抱
き

か
か
え
て
倒
し
背
中
を
数
回
握
り
拳
で
打
っ

た
。
大
愚
は
し
き
り
に
頷
い
て
、
後
継
者
を



得
た
こ
と
を
喜
ん
だ
。
こ
の
あ
と
臨
濟
は
大

愚
に
仕
え
て
十
年
あ
ま
り
い
て
、
大
愚
の
死

を
見
取
っ
た
。
大
愚
は
死
ぬ
前
に
云
っ
た
、

「
君
は
か
ね
て
口
に
し
て
い
た
言
葉
に
背
か

ず
私
の
生
涯
を
見
取
っ
て
く
れ
た
。
こ
れ
か

ら
は
世
の
人
々
に
人
間
の
本
当
の
在
り
方
を

伝
え
る
（「
伝
心
」）
こ
と
に
な
る
が
、
何
よ

り
も
黄
檗
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
」と
。

臨
濟
は
こ
れ
以
後
鎭
州
の
町
で
教
化
を
始
め

た
が
、
黄
檗
の
教
え
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
常

に
大
愚
を
称
え
た
。
教
化
に
は
、
く
わ
ー
！

と
ど
な
る
こ
と
と
棒
打
と
を
よ
く
用
い
た
。

『
祖
堂
集
』
の
こ
の
記
述
に
よ
る
と
、
臨
濟

は
大
愚
の
一
打
を
自
分
の
契
悟
の
助
け
と

し
て
高
く
評
価
し
つ
つ
黄
檗
の
「
伝
心
」
の

働
き
を
継
承
し
か
つ
そ
れ
を
独
自
の
方
向
に

展
開
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
歴
史
的
に

は
、
臨
濟
の
契
悟
は
黄
檗
の
三
打
を
契
機
と

し
た
と
さ
れ
、
臨
濟
禅
の
修
行
を
さ
れ
た
久

松
先
生
も
、
そ
の
線
で
提
綱
を
さ
れ
た
。
先

生
の
こ
の
提
綱
は
、
北
原
氏
の
記
録
に
よ
れ

ば
１
９
６
２
年
９
月
か
ら
６
４
年
１
２
月
ま

で
の
間
に
行
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
黄
檗
が

臨
濟
に
用
い
た
と
さ
れ
る
棒
打
の
意
義
に
言

及
さ
れ
る
久
松
先
生
が
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま

協
会
会
員
の
契
悟
の
契
機
に
と
用
い
ら
れ
た

様
子
は
な
い
。
先
生
の
提
綱
の
間
我
々
に
結

跏
趺
坐
を
求
め
ら
れ
た
の
は
、
僧
堂
の
師
家

の
提
唱
の
際
の
方
式
を
適
用
さ
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
が
、
先
生
の
提
綱
が
行
わ
れ
な
く

な
っ
た
あ
と
、
我
々
の
間
で
結
跏
趺
坐
し
て

話
し
、
そ
し
て
聞
く
、
と
い
う
こ
と
は
な
く

な
っ
た
。
坐
禅
中
の
警
策
も
、
会
員
同
士
の

間
で
用
い
て
い
る
う
ち
に
警
策
を
受
け
た
人

の
肋
骨
に
ひ
び
が
入
っ
た
と
疑
わ
れ
る
こ
と

が
あ
っ
て
以
来
、
警
策
の
使
用
を
一
切
停
止

し
た
。
我
々
は
今
、
基
本
的
公
案
を
相
互
に

參
究
す
る
道
を
模
索
し
て
い
る
。
上
の
言
葉

で
云
え
ば
、
看
経
に
囚
わ
れ
て
も
い
け
な
い

が
、
不
看
経
に
囚
わ
れ
て
も
い
け
な
い
と
い

う
在
り
方
を
基
本
に
据
え
て
実
究
し
て
い
る

と
云
っ
て
よ
い
。『
臨
濟
録
』
の
「
仏
法
多

子
な
し
」
の
叙
述
と
は
違
っ
た
、『
祖
堂
集
』

の
臨
濟
の
契
悟
の
話
に
出
会
う
こ
と
が
で
き

た
こ
と
を
喜
ぶ
の
は
、
そ
う
い
う
我
々
の
今

日
の
姿
勢
と
も
よ
く
合
致
す
る
と
云
っ
て
よ

い
。
大
愚
の
一
打
は
、
臨
濟
が
黄
檗
か
ら
云

わ
れ
る
前
に
自
分
で
納
得
し
て
い
た
も
の
で

あ
る
。『
臨
濟
録
』
で
黄
檗
に
よ
る
三
打
が
、

自
分
で
は
納
得
で
き
な
い
で
、
大
愚
に
云
わ

れ
て
始
め
て
そ
ん
な
も
の
か
と
受
け
入
れ
ら

れ
た
の
と
は
、
大
違
い
で
あ
る
。『
祖
堂
集
』

の
臨
濟
は
、
大
愚
に
自
分
の
誤
り
を
指
摘
さ

れ
た
と
き
に
は
自
分
で
も
そ
の
こ
と
を
認
め

た
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
黄
檗
の
教

え
の
核
心
と
、
そ
し
て
す
べ
て
の
人
の
立
つ

べ
き
立
場
と
を
、
同
時
に
会
得
し
た
と
思
わ

れ
る
。『
臨
濟
録
』
の
臨
濟
は
、
看
経
を
嫌

っ
た
。
彼
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
独
自
の
境

地
を
展
開
し
た
。
現
代
世
界
で
は
、
我
々
は

そ
の
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
不
看
経
に
も
囚

わ
れ
な
い
立
場
を
と
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い

る
。
修
行
の
上
で
は
、
基
本
的
公
案
を
相
互

に
參
究
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
究
明

す
る
こ
と
以
外
に
は
道
は
な
い
、
と
考
え
て

い
る
。

（
０
２
年
１
２
月
２
２
日
午
後
、
京
都
、
相

国
寺
山
内
林
光
院
で
発
表
し
ま
す
）
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