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【
論
文
】  

 

草
木
に
お
け
る
「
悟
り
の
世
界
」
の
構
築
と
養
生
法 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
―

万
里
集
九
の
『
梅
花
無
尽
蔵
』
を
め
ぐ
っ
て 

崔 
 

雪
萍 

 

は
じ
め
に 

 

万
里
集
九
（
一
四
二
八
～
？
）
は
室
町
末
期
の
臨
済
宗
一
山
派
の
僧

侶
で
あ
る
。
彼
の
詩
文
集
『
梅
花
無
尽
蔵
』
で
は
、
応
仁
の
乱
か
ら
、

弱
肉
強
食
の
戦
国
時
代
へ
と
移
り
行
こ
う
と
す
る
社
会
が
描
か
れ
、
一

個
の
生
の
軌
跡
が
表
さ
れ
て
い
る
一

。
特
に
、
鎌
倉
の
旅
や
江
戸
か
ら
美

濃
に
帰
る
東
山
・
北
陸
の
旅
で
は
、
万
里
の
幅
広
い
足
跡
や
自
然
風
景

な
ど
が
生
々
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。 

『
梅
花
無
尽
蔵
』
は
、
年
代
順
に
並
べ
ら
れ
、
多
く
の
自
釈
や
作
詩
の

年
月
日
が
付
記
さ
れ
て
編
集
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
貴
重
な
歴
史
史

料
と
し
て
の
価
値
は
す
で
に
先
学
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
特
に
市
木
武

雄
は
、
続
群
書
類
従
本
と
五
山
文
学
新
集
を
底
本
と
し
、
『
梅
花
無
尽

蔵
』
を
詳
細
に
整
理
し
た
上
で
、
本
史
料
が
文
学
的
に
は
も
ち
ろ
ん
、

国
語
学
、
民
俗
学
、
歴
史
学
な
ど
の
研
究
資
料
と
も
な
り
、
そ
の
中
に

用
い
ら
れ
て
い
る
熟
語
、
語
彙
は
掘
り
出
す
に
値
す
る
二

と
指
摘
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
万
里
は
広
い
学
識
を
駆
使
し
、
『
天
下
白
』
『
帳
中
香
』

な
ど
の
漢
詩
文
抄
を
編
纂
し
、
『
梅
花
無
尽
蔵
』
を
著
し
た
た
め
、
詩

僧
・
学
問
僧
と
し
て
の
側
面
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
、
禅
僧
と
し
て
の
経

験
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
思
想
的
な
面
か
ら
の

考
察
も
極
め
て
少
な
い
。 

応
仁
の
乱
以
降
、
万
里
を
始
め
と
す
る
禅
僧
ら
が
地
方
に
逃
げ
、
不

安
定
な
日
々
を
次
々
と
送
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
万
里
の
「
娑
婆
世

界
の
花
を
吟
取
し
、
禅
師
ひ
と
り
定
餘
の
牙
を
掛
き
、
東
遊
し
、
わ
れ

ま
た
遺
恨
な
し
、
富
士
の
煙
と
、
武
野
の
霞
と
」
三

と
い
う
言
葉
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
彼
は
数
年
に
わ
た
っ
て
自
然
の
中
に
遊
し
、
自
然
と
の

繋
が
り
が
い
っ
そ
う
緊
密
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
の
旅
に
魅

了
さ
れ
た
万
里
は
ど
の
よ
う
に
禅
思
想
を
生
か
し
て
、
自
然
と
人
間
と

の
つ
な
が
り
を
構
築
し
、
心
身
か
ら
現
実
世
界
の
苦
し
み
を
乗
り
越
え

た
の
か
、
と
い
う
点
も
見
落
と
す
べ
き
で
は
な
い
と
思
う
。 

そ
こ
で
、
本
研
究
で
は
、
市
木
武
雄
の
整
理
・
注
釈
し
た
『
梅
花
無

尽
蔵
注
釈
』
を
対
象
と
し
て
、
上
述
し
た
問
題
関
心
か
ら
、
ま
ず
具
体

的
な
詩
に
基
づ
い
て
、
万
里
の
修
道
観
（
仏
道
を
修
行
す
る
こ
と
）
を
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め
ぐ
り
、
彼
が
禅
宗
公
案
か
ら
離
れ
草
木
に
注
目
し
た
様
子
を
明
ら
か

に
す
る
。
さ
ら
に
「
禅
本
禅
」
の
受
容
と
草
木
に
関
す
る
知
識
の
習
得

か
ら
、
草
木
を
「
現
成
公
案
」
と
し
て
道
を
悟
る
可
能
性
を
分
析
す

る
。
そ
の
上
で
万
里
を
始
め
と
す
る
中
世
の
禅
僧
が
、
ど
の
よ
う
に

禅
・
自
然
・
人
間
と
い
う
三
つ
と
養
生
と
の
融
合
に
よ
っ
て
現
実
の
苦

を
生
き
抜
い
た
の
か
を
研
究
す
る
。 

 

一
、
万
里
集
九
の
修
道
観―
公
案
か
ら
草
木
へ 

 

宋
代
社
会
が
安
定
す
る
に
つ
れ
て
、
悟
り
を
開
け
る
境
地
を
体
験

し
、
悟
り
の
程
度
を
計
る
た
め
に
、
優
れ
た
禅
問
答
が
公
案
と
し
て
固

定
化
さ
れ
、
し
か
も
叢
林
に
お
け
る
共
通
の
素
養
に
な
っ
て
き
た
四

。
そ

の
一
方
で
、
鎌
倉
前
期
か
ら
、
日
本
に
移
入
・
定
着
し
て
き
た
宋
朝
禅
五

は
、
安
定
し
た
社
会
環
境
の
中
で
発
展
し
て
き
た
が
、
応
仁
の
乱
で
修

道
の
日
々
に
大
き
な
変
化
を
与
え
た
。
具
体
的
に
は
、
応
仁
元
（
一
四

六
七
）
年
相
国
寺
が
兵
火
に
か
か
り
、
万
里
は
近
江
、
美
濃
、
尾
張
を

転
々
と
す
る
生
活
を
始
め
た
。
さ
ら
に
乱
後
に
還
俗
し
て
、
文
明
十
二

（
一
四
八
〇
）
年
に
美
濃
国
鵜
沼
を
本
拠
と
し
、
庵
室
の
梅
花
無
尽
蔵
を

構
え
、
盛
ん
に
詩
作
や
講
義
を
行
っ
た
六

。
で
は
、
還
俗
に
よ
る
周
囲
の

批
判
や
生
活
状
況
の
悪
化
は
万
里
の
修
道
観
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与

え
た
だ
ろ
う
か
。 

利
衰
、
毀
誉
、
称
譏
、
苦
楽
と
い
う
八
つ
の
物
は
無
明
の
種
で
あ

る
。
人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
、
こ
の
無
明
の
種
か
ら
生
ま
れ
、
皮
で
連

ね
て
骨
を
付
け
て
い
る
の
で
、
ど
う
し
て
抜
け
出
る
所
が
あ
ろ
う

か
。
た
だ
、
人
間
が
死
ん
だ
後
に
見
る
な
ら
ば
、
則
ち
他
人
と
私

と
の
八
物
は
す
べ
て
「
空
」
に
な
る
。
そ
れ
は
全
く
断
見
の
空
で

は
な
く
、
絶
対
の
空
で
あ
る
。
そ
の
中
で
は
、
仏
教
の
戒
律
を
堅

く
守
っ
て
も
破
っ
て
も
空
を
得
、
利
衰
・
毀
誉
も
、
称
機
・
苦
楽

も
空
を
得
る
。
そ
れ
で
、
落
花
が
舞
い
飛
び
、
飛
鳥
が
歌
う
と
い

う
俗
世
の
生
活
も
、
楽
し
む
べ
き
で
は
な
い
か
。
七 

 

こ
の
景
徐
周
麟
へ
の
手
紙
は
、
万
里
が
文
明
十
五
年
に
書
い
た
も
の

で
あ
る
。
利
衰
、
毀
誉
、
称
譏
、
苦
楽
と
い
う
八
つ
の
物
は
、
無
明
の

種
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
た
め
、
輪
廻
し
転
生
し
て
も
、
完
全
に
捨
て

去
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
仏
教
の
見
地
か
ら
言
う
と
、
全

て
の
事
物
が
因
縁
に
よ
っ
て
生
起
し
、
永
遠
不
変
的
な
実
体
が
な
い
た

め
、
空
と
い
う
こ
と
に
な
る
八

。
し
た
が
っ
て
、
禅
の
修
行
者
は
固
定
的

な
修
道
の
形
に
こ
だ
わ
る
必
要
が
全
く
な
く
、
し
っ
か
り
仏
の
戒
律
を

守
っ
て
も
、
落
花
が
舞
い
飛
び
、
飛
鳥
が
歌
う
と
い
う
俗
世
の
生
活
を

楽
し
ん
で
も
「
空
」
を
悟
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
上
で
、
万
里
の
詩

偈
『
前
年
孟
春
上
浣
』
（
文
明
十
九
年
）
で
は
、 

 
若
求
仏
法
普
天
寒
。
爐
背
焼
薪
品
字
残
。
公
案
斬
新
無
別
事
。
梅 
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成
禪
板
雪
蒲
団
。 

仏
法
を
求
む
る
若
く
、
普
天
寒
し
。
炉
背
、
薪
を
焼
き
て
品
字
残

る
。
公
案
は
斬
新
な
る
も
、
別
事
無
し
。
梅
は
禪
板
を
な
し
、
雪

は
蒲
團
と
な
る
。
九 

 

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
万
里
は
、
公
案
は
全
く
新
し
い
も
の
で
あ
っ
て

も
、
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
が
な
い
。
梅
の
木
を
禅
板
と
し
、
雪
を
蒲
団
と

し
て
思
索
し
、
こ
の
公
案
に
答
え
よ
う
一
〇

と
説
い
た
。
つ
ま
り
、
修
道

す
る
心
が
変
化
し
な
け
れ
ば
、
公
案
に
頼
る
こ
と
な
く
自
然
の
ま
ま
、

道
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
釈
迦
は
雪
の
中
で
四
十
九
年
を
か

け
て
修
行
し
、
道
を
悟
っ
た
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
な

ぜ
梅
を
通
し
て
、
悟
り
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
万
里
の

「
梅
浦
説
」
で
は
次
の
よ
う
に 

 

釈
迦
が
雪
山
で
悟
り
を
開
い
て
か
ら
四
十
九
年
間
に
説
法
し
た
寓

言
、
華
厳
経
、
方
等
経
な
ど
、
そ
の
中
に
草
木
に
言
及
し
て
い
る

も
の
も
多
い
。
梅
檀
、
く
ち
な
し
、
芭
蕉
、
棕
櫚
、
稲
、
麻
、

竹
、
葦
及
び
釈
尊
が
法
華
経
説
法
の
と
き
空
か
ら
降
っ
た
四
種
の

蓮
の
花…

棱
厳
会
の
時
に
は
、
弁
説
に
よ
っ
て
情
理
を
尽
く
し
、

梅
の
良
い
実
の
こ
と
を
証
明
す
る
。
そ
も
そ
も
花
の
あ
る
草
木
は

必
ず
実
を
結
び
、
実
の
あ
る
物
に
は
必
ず
花
を
つ
け
る
。
一
一 

と
描
か
れ
て
い
る
。
『
華
厳
経
』
『
方
等
経
』
な
ど
で
は
様
々
な
草
木

が
言
及
さ
れ
、
梅
花
の
実
と
香
り
が
一
番
い
い
と
万
里
は
唱
え
て
い

る
。
『
法
華
経
』
に
お
け
る
蓮
花
は
、
清
浄
仏
性
を
象
徴
し
、
し
か
も

そ
の
開
花
、
成
長
、
結
実
と
い
う
過
程
に
は
「
成
仏
の
道
」
が
隠
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
す
べ
て
の
花
の
あ
る
草
木
は
、
必
ず
花
を
つ
け
、
実

を
結
ぶ
と
い
う
自
然
の
サ
イ
ク
ル
に
則
す
る
た
め
、
『
法
華
経
』
に
言

及
さ
れ
て
い
る
四
種
の
蓮
花
と
同
様
に
、
芭
蕉
、
稲
、
麻
、
竹
、
棕

櫚
、
特
に
梅
花
も
成
仏
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
さ
ら
に
万
里
は
、 

 

 

處
々
春
耕
苗
葉
肥
。
村
菴
樂
事
太
平
時
。
蒲
團
別
不
用
公
案
。
布

殻
聲
中
雨
一
犁
。 

處
々
に
春
耕
し
苗
葉
肥
ゆ
。
村
菴
に
事
を
樂
し
む
太
平
の
時
。
蒲

團
別
に
、
公
案
を
用
ひ
ず
。
布
殻
聲
中
、
雨
一
犁
。
一
二 

 

 

と
言
っ
た
。
禅
林
で
は
、
公
案
を
通
じ
て
禅
の
修
行
者
に
悟
り
の
境
地

を
体
験
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
重
視
さ
れ
て
い
る
が
、
呼
子
鳥
の
鳴

き
声
や
耕
す
と
き
の
雨
の
中
に
、
一
つ
の
道
が
内
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
農
業
を
営
み
な
が
ら
生
活
を
楽
し
む
外
国
人
の
僧
侶
で
あ
る

朴
室
は
、
わ
ざ
わ
ざ
敷
物
を
敷
い
て
座
禅
し
、
公
案
に
参
じ
る
必
要
は

な
い
と
万
里
は
述
べ
て
い
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
に
述
べ
た
根
拠
は
な

ん
だ
ろ
う
か
。 

 

雨
と
自
然
万
物
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
『
法
華
経
』
の
「
薬
草
の 
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譬
え
」
に
お
い
て
、
三
千
大
千
世
界
に
生
え
て
い
る
灌
木
、
薬
草
、
樹

木
な
ど
は
、
同
一
の
雲
か
ら
の
一
味
の
雨
に
よ
り
、
潤
さ
れ
る
こ
と
一
三

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
草
木
の
根
性
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る

が
、
こ
の
「
一
味
の
雨
」
に
あ
る
如
来
の
衆
生
に
向
か
っ
て
法
を
説
く

こ
と
と
同
様
に
、
戒
を
破
る
者
に
も
、
戒
を
持
つ
者
に
も
、
機
根
の
差

に
関
係
な
く
同
じ
よ
う
に
仏
の
教
え
が
与
え
ら
れ
る
一
四

。 

要
す
る
に
、
万
里
は
わ
ざ
わ
ざ
敷
物
を
敷
い
て
公
案
を
参
ず
る
必
要

が
な
い
と
し
た
上
で
、
自
身
を
囲
む
草
木
の
世
界
を
そ
の
ま
ま
「
現
成

公
案
」
と
し
て
、
仏
の
真
理
を
悟
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
換
言

に
は
、
人
間
と
草
木
は
互
い
に
関
連
し
て
い
る
た
め
、
眼
前
の
一
草
一

木
や
耳
に
す
る
鳥
の
声
も
、
自
然
の
ま
ま
尊
重
し
て
「
自
他
一
体
」
と

い
う
絶
対
的
・
無
分
別
的
な
「
悟
り
の
境
地
」
を
体
得
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
さ
ら
に
万
里
自
身
も
還
俗
に
よ
っ
て
周
り
に
批
判
さ
れ
た
り

心
の
迷
い
が
生
じ
た
り
し
て
も
、
こ
の
草
木
の
世
界
に
よ
っ
て
癒
さ
れ

た
。 し

か
し
、
こ
こ
で
ま
た
二
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
。
一
つ
は
典
拠
を
数

多
く
引
用
す
る
こ
と
は
、
万
里
の
作
品
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
。
万
里
は
詩
文
創
作
の
た
め
に
、
当
時
「
現
成
公
案
」
を
提
唱

す
る
風
潮
に
応
じ
て
、
『
法
華
経
』
『
華
厳
経
』
な
ど
に
言
わ
れ
て
い

る
草
木
に
関
わ
る
内
容
を
詩
文
に
、
大
量
に
取
り
入
れ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
も
う
一
つ
は
、
戦
争
と
万
里
の
還
俗
に
よ
り
修
道
の
環
境

が
失
わ
れ
て
し
ま
い
、
公
案
に
よ
る
弊
害
は
表
面
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
悟
り
が
開
か
な
い
状
態
で
迷
っ
た
ま
ま
、
公
案
の
代
わ
り

に
「
現
実
肯
定
を
過
度
に
強
調
し
よ
う
と
し
た
傾
向
」
一
五

が
あ
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

二
、
草
木
知
識
の
習
得 

 

公
案
に
向
け
て
道
を
体
験
さ
せ
よ
う
と
し
た
方
法
と
は
一
変
し
て
、

自
然
を
一
つ
の
「
現
成
公
案
」
と
し
て
直
ち
に
「
仏
の
真
理
」
を
体
得

で
き
る
と
万
里
は
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
解
脱
を
求
め
、
精
一
杯
公

案
を
参
じ
た
修
行
者
と
異
な
り
、
公
案
か
ら
離
れ
て
い
た
万
里
は
、
上

述
し
た
二
つ
の
傾
向
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
か
ど
う
か
は
、
ま
だ
疑
問
が

残
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
本
節
で
は
草
木
を
通

し
て
悟
り
を
開
け
る
と
い
う
可
能
性
と
、
万
里
の
草
木
へ
の
理
解
と
い

う
二
つ
の
面
か
ら
分
析
を
行
う
。 

 

１
、
本
草
と
禅
本
草 

悟
り
を
開
い
て
、
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
た
い
と
い
う
究
極
的
な
目

標
か
ら
見
れ
ば
、
禅
と
草
木
と
が
直
結
し
た
こ
と
、
即
ち
「
禅
本
草
」

の
受
容
は
見
落
と
す
べ
き
で
は
な
い
と
言
え
る
。
真
柳
誠
に
よ
っ
て
作

成
さ
れ
た
「
中
国
本
草
の
渡
来
・
受
容
年
表
－
十
六
世
紀
以
前
」
一
六

に

よ
る
と
、
文
明
九
（
一
四
七
七
）
年
、
万
里
と
同
時
代
を
生
き
た
桃
源

瑞
仙
（
一
四
三
〇
〜
一
四
八
九
）
に
よ
る
『
史
記
抄
』
の
「
扁
鵲
倉
公
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伝
」
の
中
で
、
真
っ
先
に
「
禅
本
草
」
が
引
用
さ
れ
た
。
そ
の
抄
録
に

は 

 
盧
山
恵
日
寺
の
慧
日
文
雅
は
、
真
淨
克
文
の
優
れ
た
弟
子
で
あ

る
。
嘗
て
『
禅
本
草
』
を
著
作
し
た
。
禅
の
味
は
甘
く
、
性
は
寒

（
涼
）
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
心
臓
を
安
め
、
邪
気
を
取
り
除
き
、

壅
滞
を
踈
導
し
、
血
脈
を
通
開
し
、
神
志
を
清
め
、
容
色
を
衰
え

さ
せ
な
く
、
熱
病
と
煩
悩
を
除
く
。
こ
の
世
に
生
き
て
あ
る
薬
草

は
た
だ
大
小
、
皮
肉
、
骨
髄
、
精
粗
の
差
異
が
あ
り
、
そ
の
中
か

ら
優
れ
た
も
の
を
得
る
の
は
良
い
。
そ
れ
故
、
凡
聖
、
尊
卑
の
全

て
を
治
療
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
七 

 

と
書
か
れ
て
お
り
、
利
根
で
も
、
鈍
根
で
も
苦
悩
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
と

説
か
れ
た
。
引
き
続
き
真
淨
克
文
の
高
足
の
も
う
一
人
で
あ
る
湛
堂
文

準
は
「
禅
本
草
」
の
内
容
を
補
う
た
め
に
、
「
炮
炙
論
」
を
著
し
た
。

彼
は
「
寿
命
を
延
ば
し
、
諸
病
を
根
絶
し
た
い
人
々
は
先
に
〈
禅
本

草
〉
を
熟
覧
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
を
観
な
け
れ
ば
、
薬
の
温
涼
を
知

ら
ず
、
薬
の
真
仮
を
弁
別
せ
ず…

薬
の
本
性
を
悟
る
こ
と
が
で
き
な

い
」
一
八

と
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
万
里
の
詩
文
の
中
で
も
「
禅
本
草
」
が

何
度
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。 

 

海
内
耆
英
纔
二
三
。
這
師
獨
可
比
花
菴
。
人
参
劑
得
好
風
味
。
禪 

本
草
中
求
指
南
。 

海
内
の
耆
英
、
纔
に
二
、
三
の
み
。
這
の
師
、
獨
り
花
菴
に
比
す

べ
し
。
人
参
劑
し
得
て
風
味
好
し
。
禪
の
本
草
中
、
指
南
を
求
む
一
九

。 

 

こ
れ
は
延
徳
三
（
一
四
九
四
）
年
に
万
里
は
、
霊
薬
山
正
法
寺
の
桂

昌
院
の
住
職
の
願
望
に
応
じ
て
作
ら
れ
た
詩
偈
で
あ
る
。
そ
の
桂
昌
堂

上
師
は
、
薬
に
親
し
み
つ
つ
経
を
読
む
生
活
に
入
り
、
人
参
・
甘
草
を

よ
く
調
合
し
て
、
風
味
の
良
い
も
の
を
作
っ
た
。
さ
ら
に
本
草
に
対
す

る
深
い
造
詣
を
基
礎
と
し
て
「
禅
本
草
」
か
ら
適
切
な
効
き
目
が
あ
る

方
法
を
求
め
て
い
た
。
ま
た
「
留
雪
齋
頌
」
の
中
に
、
雪
の
効
果
に
つ

い
て
万
里
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

あ
あ
、
雪
の
こ
と
で
あ
る
が
、
普
通
の
雪
で
は
な
く
、
雪
の
中
で

も
最
も
雪
の
真
髄
を
得
る
こ
と
な
の
で
、
蔵
主
の
心
に
あ
る
雪
で

あ
ろ
う
か
。
よ
く
こ
れ
を
錬
っ
て
用
う
る
な
ら
ば
、
一
粒
の
効
能

の
あ
る
丸
薬
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
仏
も
知
ら
ず
、
祖
師
も
知
ら
な

い
。
そ
の
知
ら
な
い
こ
と
を
「
禅
本
草
」
の
第
一
に
編
入
し
た

ら
、
よ
か
ろ
う
か
。
二
〇 

 

大
義
寺
の
竹
渓
蔵
主
は
、
雪
の
真
髄
を
得
た
た
め
、
雪
を
錬
っ
て
丸

薬
の
よ
う
な
も
の
を
作
っ
た
。
万
里
は
こ
の
仏
も
祖
も
知
ら
な
い
も
の

を
「
禅
本
草
」
に
編
入
す
べ
き
だ
と
指
摘
し
た
。
要
す
る
に
、
以
上
の
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「
禅
本
草
」
自
体
の
内
容
及
び
万
里
の
詩
に
お
け
る
「
禅
本
草
」
の
紹
介

か
ら
、
こ
れ
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
、
本
草
に
関
す
る
知
識
を

あ
る
程
度
把
握
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
真
柳
誠
の
「
中
国
本
草
の
渡
来
・
受
容
年
表
」

か
ら
、
一
一
五
九
年
よ
り
前
に
藤
原
通
憲
の
「
入
道
書
目
録
」
に
『
大

観
本
草
』
（
或
い
は
『
大
全
本
草
』
）
二
一

な
ど
七
医
書
が
記
録
さ
れ
、

一
二
一
一
年
頃
に
栄
西
の
『
喫
茶
養
生
記
』
に
『
桐
君
録
』
『
大
観
本

草
』
な
ど
の
本
草
九
書
が
引
用
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
室
町

時
代
に
お
い
て
も
『
大
観
本
草
』
の
引
用
や
抄
録
な
ど
が
し
ば
し
ば
見

ら
れ
る
二
二

。 

特
に
万
里
の
東
坡
詩
抄
で
あ
る
『
天
下
白
』
に
お
い
て
、
黄
精
や
黄

独
、
刀
圭
、
當
歸
、
春
荑
、
薝
蔔
な
ど
に
関
す
る
『
大
観
本
草
』
か
ら

の
記
述
が
数
多
く
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
薬
物
の
気
味
や
、
性

質
、
主
た
る
効
能
、
別
名
、
生
育
地
の
環
境
な
ど
か
ら
、
薬
物
に
ま
つ

わ
る
逸
話
ま
で
豊
富
に
記
さ
れ
て
い
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
万
里
の

「
菖
蒲
囊
」
の
詩
序
で
は
、
『
大
観
本
草
』
に
お
け
る
菖
蒲
に
つ
い
て
の

内
容
が
詳
細
に
引
用
さ
れ
た
。
そ
の
引
用
に
よ
る
と
、
菖
蒲
で
作
っ
た

お
酒
を
飲
む
と
、
全
て
三
十
六
種
の
風
邪
や
治
ら
な
い
病
気
に
も
す
べ

て
効
き
目
が
現
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
詩
の
中
で
は
本
草
と
寿

命
の
関
係
に
つ
い
て 

 

古
方
微
禹
豈
斟
霞
。
嚢
秘
菖
蒲
希
有
花
。
貧
病
亦
今
斯
藥
逐
。
齢 

應
百
二
十
年
加
。 

 
 
 
 

古
方
に
微
禹
か
り
せ
ば
、
豈
霞
を
斟
万
や
。
嚢
に
菖
蒲
を
秘
む
れ

ば
、
花
有
ら
ん
こ
と
を
希
ふ
。
貧
病
も
亦
、
今
斯
の
藥
逐
は
ん
。

齢
は
應
に
百
二
十
年
加
は
る
べ
し
。
二
三 

 

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
詩
で
は
、
万
里
が
瑞
泉
寺
の
茂
材
首
座
の
葯

酒
を
称
え
た
側
面
が
あ
る
が
、
本
草
と
寿
命
と
の
関
係
が
注
目
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
葯
が
追
い
払
っ
て
く
れ
る
こ
と
で
、
お
そ
ら
く
百
二
十
歳

ま
で
長
生
き
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
万
里
は
指
摘
し
た
。
こ
れ

と
同
様
に
、
「
花
菴
序
」
に
も
「
そ
も
そ
も
長
生
き
を
す
る
人
は
、
人

参
や
甘
草
な
ど
を
細
か
く
分
け
る
」
二
四

と
あ
り
、
本
草
を
細
か
く
知
る

こ
と
を
長
生
き
の
前
提
と
し
て
認
め
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
『
大
観
本

草
』
で
は
、
前
節
に
論
じ
ら
れ
た
梅
の
花
、
特
に
実
の
効
能
、
薬
効
な

ど
に
つ
い
て
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
ク
レ
イ
グ
・
ク
ル
ナ
ス

の
考
察
に
よ
る
と
、
明
末
の
『
農
政
全
書
』
ま
で
、
梅
は
食
物
と
し
て

よ
り
、
む
し
ろ
薬
と
し
て
食
べ
る
ほ
う
が
い
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
二
五

。
こ
れ
は
万
里
が
「
梅
に
よ
る
悟
り
」
を
極
め
て
称
揚

し
た
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

結
論
と
し
て
、
室
町
時
代
、
禅
僧
た
ち
は
「
禅
本
草
」
を
受
容
し
た

が
、
そ
れ
以
前
に
『
大
観
本
草
』
に
お
け
る
知
識
は
既
に
中
世
禅
林
に

広
が
っ
て
い
た
。
本
草
薬
は
体
の
苦
し
み
を
治
療
し
、
「
禅
本
草
」
は

心
の
面
か
ら
現
実
世
界
の
苦
し
み
を
癒
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
そ
の
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頃
の
禅
僧
た
ち
が
草
木
に
親
し
み
、
し
か
も
そ
れ
を
媒
介
と
し
て
よ
り

深
く
禅
を
理
解
し
た
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
禅
本
草
」

の
受
け
入
れ
が
容
易
に
な
っ
た
の
は
、
万
里
な
ど
の
禅
僧
ら
が
本
草
知

識
を
あ
る
程
度
に
把
握
し
た
こ
と
と
緊
密
に
繋
が
っ
て
い
る
と
言
え

る
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
知
識
に
対
し
て
、
以
上
の
内
容
以
外
、
万
里
は

ま
た
ど
の
よ
う
な
所
に
注
目
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 

２
、
自
然
と
人
間 

万
里
が
引
用
さ
れ
た
本
草
書
の
条
目
で
は
、
人
間
の
五
臓
を
補
う
効

果
が
あ
る
も
の
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
彼
が
抄
録
し
た
『
大

観
本
草
』
の
中
に
は
、
當
歸
の
味
が
甘
く
、
辛
涼
、
無
毒
、
五
臟
を
補

う
と
い
う
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
本
草
薬
の
味
は

「
辛
・
酸
・
甘
・
鹸
・
苦
・
淡
」
の
六
種
類
に
分
か
れ
、
上
位
の
五
味
は

五
臓
（
肝
・
心
・
脾
・
肺
・
腎
）
と
関
連
し
て
い
る
。 

そ
し
て
、
詩
「
三
教
吸
酢
之
図
」
で
も
「
豆
腐
と
い
う
も
の
は
、
人

間
の
五
つ
の
内
蔵
を
よ
く
補
う
も
の
で
あ
り
、
霊
薬
の
最
も
優
れ
た
も

の
と
言
う
べ
き
だ
」
二
六

と
本
草
と
人
間
の
五
臓
の
関
係
に
つ
い
て
、
万

里
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
万
里
の
「
紅
白
木
芙
蓉
画
軸

序
」
の
中
で
は
、
自
然
万
物
の
間
に
内
蔵
さ
れ
て
い
る
様
々
な
関
係

が
、
紅
・
白
木
芙
蓉
の
会
話
の
形
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
具
体

的
に
は
、
紅
の
方
は
「
柔
弱
な
も
の
が
、
か
え
っ
て
剛
強
な
も
の
に
勝

ち
、
ま
た
曲
っ
て
い
る
者
の
中
に
、
必
ず
真
直
な
も
の
が
内
蔵
さ
れ
て

い
る
」
と
白
・
青
と
い
う
組
み
合
わ
せ
を
貶
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

白
の
方
は 

 

易
の
離
卦
は
火
を
意
味
し
、
南
方
に
当
た
る
。
そ
し
て
南
方
は
赤

を
正
式
の
色
と
す
る
。
兌
卦
は
金
を
意
味
し
、
方
角
で
云
え
ば
西

に
当
た
り
、
西
は
白
を
正
式
の
色
と
す
る
。
赤
と
白
と
入
り
混
じ

っ
て
い
る
も
の
を
紅
と
云
い
、
紅
は
原
色
で
は
な
い
。…

震
卦
は

木
を
意
味
し
、
方
角
で
は
東
に
当
た
り
、
東
は
青
を
正
色
と
す
る

か
ら
、
お
前
の
裳
を
攻
め
は
し
な
い
。
私
は
兌
を
衣
の
色
と
し
、

震
を
裳
の
色
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
末
世
の
う
わ
べ
ば
か

り
飾
る
弊
害
を
た
め
直
し
、
た
だ
正
色
を
守
る
。
二
七 

 

と
答
え
た
。
こ
の
白
木
芙
蓉
の
弁
説
、
即
ち
柔
弱
・
剛
強
や
曲
・
直
と

い
う
対
立
関
係
か
ら
、
万
里
は
す
で
に
万
物
の
相
生
・
相
剋
の
理
と
陰

陽
の
調
和
を
理
解
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
以
上
の
引
用
部
分

の
内
容
か
ら
、
五
色
・
五
行
・
五
方
・
四
維
な
ど
の
関
連
性
は
次
の
よ

う
に
示
さ
れ
る
。 
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（
五
行
の
相
生•

相
剋
図
二
八

） 
 

   

五
味
、
五
色
の
源
で
あ
る
自
然
万
物
は
「
陰
陽
」
の
二
気
及
び
「
木
・

火
・
土
・
金
・
水
」
の
五
行
で
成
り
立
ち
、
相
生
と
相
剋
の
関
係
が
あ

る
。
つ
ま
り
、
自
然
界
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
「
木
・
火
・
土
・
金
・

水
」
と
い
う
五
つ
の
要
素
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
互
い
に
助
け
合

っ
た
り
、
抑
制
し
合
っ
た
り
す
る
こ
と
で
自
然
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
五
行
の
変
化
に
よ
っ
て
、
五
味
・
五
色
・
五
方

だ
け
で
な
く
、
季
節
・
時
間
の
移
り
変
わ
り
も
生
み
出
さ
れ
た
。
こ
れ

に
つ
い
て
、
万
里
の
『
天
下
白
』
に
抄
録
さ
れ
て
い
る
「
北
斗
七
星
の

図
」
二
九

で
は
、
五
行
に
よ
る
星
象
、
時
間
、
季
節
の
循
環
が
表
さ
れ
て

い
る
。 

  

          

国
立
国
会
図
書
館
蔵
『
四
河
入
海
』 

五
臓
：
肝→

心→
 

脾 
→

肺→

腎 

五
色
：
青→

赤→
 

黄 
→

白→

黑 

五
行
：
木→

火→
 

土 
→

金→

水 

五
方
：
東→

南→

中
央→

西→

北 

四
維
：
震 

離 
 

 
 

兌 
 

坎 
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要
す
る
に
、
万
里
は
五
色
・
五
味
な
ど
か
ら
人
間
の
五
臓
に
至
る
ま

で
、
人
間
と
自
然
と
の
間
に
は
緊
密
な
関
係
が
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
既
に
理
解
し
て
い
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
常
に
変
化
し
続
け
る
自
然

の
中
に
は
五
行
の
相
生
・
相
剋
と
陰
陽
の
調
和
と
い
う
不
変
の
真
理
が

存
在
し
て
い
る
た
め
、
自
然
の
原
理
に
反
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
を

万
里
は
認
識
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
万
里
が
主
張
し
た
「
自
然
の

ま
ま
悟
り
を
開
け
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
現
実
肯
定
と
詩
文
創

作
の
た
め
の
典
拠
引
用
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
本
草
の
知
識
を
た
く

さ
ん
習
得
し
、
禅
と
本
草
、
自
然
と
人
間
の
関
係
及
び
自
然
万
物
の
相

生
・
相
剋
の
原
理
を
理
解
し
た
上
で
形
成
さ
れ
た
考
え
で
あ
る
。 

 三
、
自
然
・
禅
と
養
生
法 

 

万
里
は
自
然
の
特
徴
及
び
禅
と
自
然
・
人
間
の
関
係
を
十
分
に
認
識

し
た
上
で
、
こ
の
三
者
を
ど
の
よ
う
に
養
生
と
融
合
さ
せ
た
の
だ
ろ
う

か
。
或
い
は
人
間
は
ど
の
よ
う
に
自
然
と
共
生
し
、
楽
し
く
長
生
き
す

る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
、
本
節
で
は
、
万
里
が
ど
の

よ
う
に
自
然
に
従
い
、
禅
思
想
を
生
か
し
な
が
ら
養
生
を
行
い
、
現
実

の
苦
し
み
を
乗
り
越
え
た
の
か
を
分
析
す
る
。
ま
ず
は
人
間
の
健
康
と

強
い
関
連
が
あ
る
「
枕
」
と
い
う
具
体
的
な
も
の
か
ら
考
察
し
て
み

る
。 

 

１
、
至
懶
と
至
楽 

万
里
の
『
梅
花
無
尽
蔵
』
に
お
い
て
、
枕
の
こ
と
に
つ
い
て
繰
り
返

し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
彼
の
「
安
枕
齋
銘
」
の
中
で
は
、
菖
蒲
や

菊
の
花
の
枕
は
寿
命
を
伸
ば
す
の
に
有
用
で
あ
り
、
釈
迦
は
枕
を
通
し

「
仏
の
真
理
」
を
伝
え
る
と
い
う
噂
が
あ
っ
た
こ
と
と
万
里
は
述
べ
て
い

る
。
さ
ら
に
こ
の
禅
・
草
木
と
関
連
し
て
い
る
枕
を
使
う
と
、
素
晴
ら

し
い
精
神
的
な
世
界
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的
に
は
、 

 

こ
れ
を
巻
い
て
枕
と
し
て
寝
る
と
、
意
気
揚
々
と
し
て
、
心
は
天

地
の
四
方
八
方
の
果
て
に
ま
で
遊
び
、
自
然
の
ま
ま
で
何
の
作
為

も
な
い
花
の
中
に
宿
り
、
此
の
世
の
も
の
で
な
い
仮
空
の
天
地
の

中
の
清
ら
か
な
水
を
欲
し
て
振
舞
う
。…

俗
世
の
正
邪
や
名
誉
、

恥
辱
の
わ
な
に
陥
る
心
配
が
な
い
。
こ
の
蓑
を
敷
い
て
敷
物
と
す

れ
ば
、
天
地
万
物
も
一
本
の
指
、
一
匹
の
馬
の
よ
う
に
区
別
が
な

く
な
る
。
三
〇 

 

と
い
う
。
蓑
と
は
、
茅
・
菅
の
茎
や
葉
、
棕
櫚
な
ど
を
編
ん
で
作
っ
た

雨
具
で
あ
る
。
こ
の
草
木
か
ら
作
っ
た
蓑
を
枕
と
し
て
寝
る
と
、
ま
る

で
天
地
の
中
に
遊
び
、
作
為
の
な
い
花
に
宿
り
、
虚
空
世
界
の
清
水
に

振
舞
う
よ
う
で
あ
る
。
終
に
荘
子
が
極
め
て
追
求
し
て
い
る
万
物
斉
同

の
境
地
に
到
達
し
た
。
こ
の
境
地
は
禅
の
「
無
分
別
」
或
い
は
「
自
他

不
二
」
の
悟
り
の
境
地
に
近
い
。 
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つ
ま
り
、
万
里
の
荘
子
へ
の
共
感
は
禅
思
想
を
媒
介
と
し
て
果
た
さ

れ
た
。
し
か
し
、
枕
を
通
し
て
万
物
斉
同
の
境
地
に
入
っ
た
が
、
蓑
を

巻
い
て
寝
る
こ
と
に
は
人
間
と
し
て
の
作
為
が
ま
だ
存
在
し
て
お
り
、

花
に
宿
り
、
虚
空
世
界
の
清
水
を
求
め
た
欲
望
が
あ
る
た
め
、
完
全
な

自
然
的
な
境
地
に
到
達
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に

人
間
の
欲
望
・
作
為
を
捨
て
去
り
自
然
に
従
う
の
か
、
万
里
は
引
き
続

き
下
の
よ
う
に
、 

 

枕
と
す
る
と
き
、
巻
く
こ
と
が
で
き
ず
、
敷
物
と
す
る
と
き
、
広

げ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。…

周
易
の
解
卦
は
雷
水
解
で
、
大
雨
の
こ

と
だ
が
、
こ
の
大
雨
が
す
で
に
晴
れ
て
三
日
も
た
つ
の
に
、
ま
だ

簑
を
脱
が
ず
、
浜
辺
で
ぐ
っ
す
り
眠
り
、
両
足
の
汚
れ
が
な
く
な

る
ま
ま
に
放
っ
て
お
く
。
ま
た
解
卦
の
雨
が
三
日
も
降
り
続
け
て

い
る
の
に
、
ま
だ
簑
を
身
に
つ
け
ず
、
屋
根
の
な
い
大
地
に
、
身

体
全
体
が
ず
ぶ
濡
れ
に
な
る
の
も
気
が
つ
か
な
い
。
こ
れ
が
怠
け

も
の
の
怠
け
も
の
た
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
三
一 

 

と
述
べ
て
い
る
。
解
卦
と
は
天
地
・
陰
陽
が
互
い
に
感
じ
合
い
、
雷
雨

が
起
こ
り
、
草
木
が
芽
吹
く
と
い
う
自
然
の
変
化
を
示
す
も
の
で
あ

る
。
人
間
は
こ
の
「
解
卦
の
雨
」
を
浴
び
て
、
雨
に
濡
れ
た
ま
ま
簑
を

つ
け
な
い
こ
と
や
簑
を
巻
か
な
い
ま
ま
寝
る
こ
と
を
通
し
、
至
懶
（
怠

け
も
の
）
の
境
地
に
至
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
徹
底
し
た
最
上
の

怠
け
者
は
最
高
の
楽
し
み
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
万
里
は
指
摘

し
て
い
る
。 

し
か
し
、
最
上
の
怠
け
者
か
ら
最
高
の
楽
し
み
が
得
ら
れ
る
が
、
上

述
し
た
「
至
懶
」
の
境
地
に
達
す
る
こ
と
は
決
し
て
容
易
で
は
な
い
と

言
え
る
。
万
里
自
身
も
、
禅
林
で
は
こ
の
境
地
に
至
っ
た
僧
侶
は
五
人

し
か
い
な
い
と
説
い
た
。
ま
た
、
人
の
作
為
を
徹
底
的
に
排
除
し
、
や

る
べ
き
こ
と
を
何
も
し
な
い
と
ま
た
極
端
か
ら
も
う
一
つ
の
極
端
へ
走

り
が
ち
で
あ
り
、
何
も
し
な
い
と
い
う
消
極
的
な
境
地
に
入
り
や
す

い
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
万
里
は
、 

 

人
々
が
自
ら
地
を
掘
っ
て
水
を
貯
え
る
の
で
な
く
自
然
の
波
を
以

て
遊
ん
で
、
ま
た
土
を
積
み
重
ね
て
山
と
す
る
の
で
な
く
、
丘
岳

を
以
て
遊
ん
だ
。
自
然
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
楽
し
む
者
は
、
無

尽
蔵
な
自
然
か
ら
奪
い
取
っ
て
、
自
分
の
力
を
用
い
な
い
者
の
で

は
な
い
か
。
三
二 

 

と
指
摘
し
た
。
山
水
の
よ
う
な
自
分
の
力
で
作
っ
た
も
の
で
は
な
い
な

ら
ば
、
労
せ
ず
自
分
の
も
の
と
し
て
楽
し
む
こ
と
は
、
実
際
に
は
自
然

の
無
尽
蔵
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
と
万
里
は
説
い
た
。
こ
れ
は
『
庄
子
・

盗
跖
』
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
知
識
人
が
土
を
耕
さ
ず
か
え
っ
て
良

い
食
物
に
こ
だ
わ
り
、
布
を
織
ら
ず
服
に
拘
っ
た
た
め
、
自
ら
の
自
然

本
性
に
戻
れ
な
い
。 
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２
、
至
楽
の
至
楽 

以
上
の
内
容
か
ら
、
自
然
本
性
に
戻
れ
な
い
理
由
と
し
て
は
、
無
分

別
で
も
無
作
為
で
も
、
ま
だ
そ
の
一
つ
に
執
着
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え

る
。
で
は
、
人
間
は
ど
の
よ
う
に
そ
の
一
つ
の
無
作
為
・
無
分
別
に
も

執
着
せ
ず
、
よ
り
高
い
境
地
に
至
り
、
自
然
の
本
性
に
戻
る
べ
き
で
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
万
里
の
「
江
山
一
覧
記
」
で
は
次
の
よ
う
に 

 

泉
と
石
の
あ
る
庭
園
に
、
二
、
三
の
あ
ず
ま
家
を
作
り
置
い
て
あ

り
、
「
吸
尽
」
「
牯
牛
」
「
喝
目
」
と
い
っ
た
名
が
つ
け
ら
れ
、

ゆ
っ
た
り
と
休
む
所
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
書
物
、
琴
、

茶
道
具
、
椅
子
、
枕
が
あ
っ
て
、
最
上
の
楽
し
み
の
中
で
も
、
最

高
の
楽
し
み
（
至
楽
の
至
楽
）
で
あ
る
。…

部
屋
に
は
葉
の
つ
い

た
竹
を
垂
木
に
用
い
、
皮
の
つ
い
た
ま
ま
の
木
を
柱
と
し
、
茅
を

刈
り
取
っ
て
屋
根
に
葺
き
、
縄
で
巻
い
て
結
び
、
釘
の
代
わ
り
に

し
て
い
る
。
三
三 

 

と
説
か
れ
た
。
人
間
の
物
の
代
わ
り
に
、
な
る
べ
く
竹
・
茅
な
ど
の
自

然
素
材
を
利
用
し
、
自
然
の
ま
ま
意
志
的
な
造
作
を
加
え
な
い
状
態
で

人
間
の
作
為
を
し
て
、
庭
園
を
作
っ
た
。
こ
の
書
物
、
琴
、
茶
道
具
、

椅
子
、
枕
な
ど
が
あ
る
庭
園
で
日
常
（
分
別
）
の
ま
ま
ゆ
っ
く
り
休
む

こ
と
に
よ
り
、
禅
師
の
馬
祖
道
一
の
言
う
「
一
口
に
吸
尽
す
西
江
の

水
」
の
よ
う
に
、
現
実
の
二
元
対
立
を
呑
み
尽
く
し
、
自
分
と
天
地
万

物
と
一
つ
に
な
っ
た
世
界
を
体
得
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
な
「
無
分
別
の
分
別
」
「
無
作
為
の
作
為
」
の
状
態
が

で
き
れ
ば
、
我
々
は
最
上
の
楽
し
み
の
中
か
ら
最
高
の
楽
し
み
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
と
万
里
は
指
摘
し
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
段
階
は
最
初

の
段
階
の
分
別
・
作
為
と
の
異
な
り
は
何
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い

て
、 

 

庭
園
作
り
の
範
を
も
究
め
て
お
ら
れ
、
翡
翠
の
よ
う
な
山
や
、
お

し
ど
り
の
浮
ぶ
池
の
水
は
翁
の
肺
肝
だ
。
花
、
竹
、
木
と
草
は
翁

が
指
差
し
て
呼
ん
だ
も
の
だ
。
池
の
深
浅
と
屈
曲
は
龍
が
舞
っ
て

い
る
よ
う
で
、
石
の
高
低
と
順
序
は
虎
が
座
っ
て
い
る
よ
う
な
姿

は
翁
の
行
・
住
・
坐
・
臥
だ
。
四
瀆
・
五
岳
と
い
う
名
山
・
大
川

は
翁
の
息
で
あ
る
。
翁
は
最
高
の
楽
し
み
か
ら
最
高
の
道
を
得
、

行
・
住
・
坐
・
臥
の
中
で
、
山
水
を
借
り
て
仏
法
を
示
す
文
章
を

作
っ
た
。
三
四 

 

と
万
里
は
指
摘
し
た
。
庭
園
作
り
の
規
範
は
実
際
に
は
人
間
の
身
体
構

造
に
基
づ
き
、
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
わ
ざ
わ
ざ
外
界

で
道
を
求
め
る
こ
と
は
必
要
が
な
く
、
人
間
の
行
・
住
・
坐
・
臥
と
い

う
行
動
に
任
せ
て
、
普
段
通
り
の
心
を
持
ち
な
が
ら
日
常
の
ま
ま
悟
り

を
開
く
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
段
階
で
は
「
無
分
別
の
境

地
」
を
す
で
に
悟
っ
た
た
め
、
自
分
自
身
は
「
仏
の
真
理
」
そ
の
も
の
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で
あ
る
こ
と
と
万
里
が
気
づ
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
万
里
は
「
池
や
石

の
模
範
的
な
も
の
と
は
、
至
楽
の
中
に
至
道
を
取
る
と
い
う
点
で
は
、

支
那
、
イ
ン
ド
、
我
が
国
、
皆
そ
う
で
あ
る
」
三
五

と
日
本
で
も
平
常
心

を
持
っ
た
ま
ま
道
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
た
。 

     
 

       
 

 

要
す
る
に
、
迷
い
の
世
界
に
生
き
て
い
る
我
々
は
、
現
実
世
界
の
苦

し
み
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
無
分
別
・
無
作
為
の
境
地
に
到
達
す
る
必

要
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
第
二
の
段
階
で
は
、
最
高
の
楽
し
み
が
得

ら
れ
る
が
、
人
間
は
ま
だ
無
分
別
・
無
作
為
と
い
う
一
つ
に
執
着
し
て

お
り
、
自
然
を
奪
う
危
険
性
も
存
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

段
階
を
超
え
て
自
然
の
本
性
に
戻
り
、
自
然
の
ま
ま
意
志
的
造
作
を
加

え
な
い
状
態
で
作
為
・
分
別
し
、
即
ち
「
無
分
別
の
分
別
」
「
無
作
為

の
作
為
」
の
世
界
に
達
す
る
べ
き
で
あ
る
と
万
里
は
主
張
し
て
い
た
。

こ
の
段
階
の
分
別
は
、
最
初
わ
ざ
わ
ざ
迷
い
（
分
別
）
の
世
界
か
ら
離

れ
た
こ
と
と
異
な
り
、
分
別
に
囚
わ
れ
ず
、
分
別
・
自
然
の
ま
ま
「
至

楽
の
至
楽
」
を
体
得
し
、
道
を
悟
る
こ
と
が
で
き
る
。 

終
わ
り
に 

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
応
仁
の
乱
以
降
、
還
俗
し
た
万
里
は
禅
の

公
案
か
ら
離
れ
て
、
草
木
の
世
界
に
注
目
し
始
め
た
。
当
時
の
禅
林
の

知
識
を
極
め
て
重
視
す
る
詩
文
創
作
の
習
慣
や
、
不
安
定
な
修
道
環
境

か
ら
見
る
と
、
こ
の
草
木
へ
の
転
向
は
悟
り
が
開
か
な
い
状
態
で
、
単

な
る
「
現
実
の
肯
定
」
と
「
典
拠
の
引
用
」
と
い
う
二
つ
の
傾
向
に
落

ち
て
し
ま
っ
た
恐
れ
が
あ
る
。
し
か
し
、
万
里
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
桃
源

の
『
史
記
抄
』
で
は
、
初
め
て
「
禅
本
草
」
の
内
容
が
抄
録
さ
れ
、
万

里
自
身
の
詩
文
で
も
「
禅
本
草
」
と
い
う
言
葉
が
何
度
も
用
い
ら
れ
て

い
る
。 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
万
里
は
「
禅
本
草
」
を
媒
介
と
し
て
、
禅
と

本
草
、
或
い
は
草
木
と
の
繋
が
り
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
と
わ
か
る
。
し
か
も
万
里
に
よ
る
抄
物
や
詩
文
序
の
中
に
『
大

観
本
草
』
の
内
容
が
数
多
く
抄
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
本
草
に
基

づ
く
五
臓
・
五
味
・
五
行
な
ど
に
関
す
る
知
識
を
大
量
に
身
に
付
け
た

こ
と
か
ら
、
彼
が
主
張
す
る
「
自
然
（
草
木
）
の
ま
ま
悟
り
を
開
け

る
」
と
は
、
本
草
の
知
識
を
習
得
し
、
本
草
と
「
禅
本
草
」
の
共
通
性

草
木
：
養
生
・
五
行
・
五
色 

↓
 

 
 

 

禅
思
想 

 
 

人
間 

 
 

自
然
と
の
関
係 

 
 

養
生 

 
 

 
 

迷
い 

 
 

 

作
為 

 
 

 

自
然
に
入
る 
 

 

苦
し
み 

 
 

 
 

↓
 
 

 
 

 
↓

 
 

 
 

 
 

↓
 

 
 

 
 

 
↓

 

 
 

 

無
分
別 

 

無
作
為(

至
懶)

 
 

自
然
を
奪
う 

 
 

 

至
楽 

 
 

 
 

↓
 

 
 

 
 
↓

 
 

 
 

 
 

↓
 

 
 

 
 

 
↓

 

 

無
分
別
の
分
別 

無
作
為
の
作
為 

自
然
の
本
性 

 
 

至
楽
の
至
楽 

↓
 

草
木
（
平
常
心
是
道
、
至
楽
の
至
道
） 
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や
自
然
と
人
間
の
関
係
を
し
っ
か
り
理
解
し
た
上
で
形
成
さ
れ
た
考
え

だ
っ
た
と
言
え
る
。 

さ
ら
に
、
万
里
は
禅
と
自
然
（
草
木
）
・
人
間
と
の
関
係
を
十
分
に

認
識
し
た
上
で
、
こ
の
三
者
と
養
生
を
ど
の
よ
う
に
融
合
さ
せ
る
か
に

も
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
我
々
は
自
然
の
本
性
に

反
す
こ
と
な
く
、
さ
ら
に
人
間
の
「
作
為
」
「
無
作
為
」
「
無
作
為
の

作
為
」
お
よ
び
禅
思
想
の
「
迷
い
」
「
無
分
別
」
「
無
分
別
の
分
別
」

と
い
う
構
造
を
把
握
す
れ
ば
、
娑
婆
世
界
の
苦
か
ら
離
れ
、
「
至
楽
」

と
「
至
楽
の
至
楽
」
の
世
界
に
入
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
万
里
は
主
張

し
て
い
た
。
概
し
て
い
え
ば
、
草
木
を
通
し
て
体
の
苦
し
み
も
心
の
苦

し
み
も
乗
り
越
え
ら
れ
る
た
め
、
人
間
は
楽
し
く
長
生
き
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
。 

こ
の
ほ
か
、
自
然
・
禅
・
人
間
及
び
養
生
な
ど
の
繋
が
り
が
構
築
さ

れ
た
前
提
、
即
ち
、
禅
の
公
案
か
ら
離
れ
、
現
実
の
世
界
、
特
に
自
然

の
世
界
を
一
つ
の
「
現
成
公
案
」
と
し
て
悟
り
を
開
く
と
い
う
思
想
の

傾
向
も
見
落
と
す
べ
き
で
は
な
い
と
言
え
る
。
こ
れ
は
そ
の
頃
禅
僧
た

ち
の
一
般
的
な
考
え
で
あ
っ
た
の
か
、
万
里
の
特
別
な
理
解
で
あ
っ
た

の
か
、
ま
た
疑
問
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

当
時
の
禅
僧
た
ち
は
知
識
と
悟
道
と
の
矛
盾
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に

認
識
し
て
い
た
の
か
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
言
え
る
。
し
た
が

っ
て
、
万
里
と
同
時
代
の
禅
僧
た
ち
、
特
に
口
語
抄
を
一
般
化
・
固
定

化
さ
せ
た
桃
源
瑞
仙
は
ど
の
よ
う
に
禅
思
想
や
周
易
の
原
理
を
生
か
し

て
、
自
然
と
の
繋
が
り
の
構
築
に
よ
り
現
実
世
界
を
認
識
し
、
悟
り
を

開
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
今
後
の
課
題
と
し
て
研
究
を
進
め
た
い
。 

 

註 

一 

中
川
徳
之
助
『
万
里
集
九
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
）
六
頁 

二 

市
木
武
雄
『
梅
花
無
尽
蔵
注
釈
』
（
第
一
）
（
続
群
書
類
従
完
成

会
、
一
九
九
三
）
三
〜
四
頁 

三 

市
木
武
雄
『
梅
花
無
尽
蔵
注
釈
』
（
第
二
）
四
六
〜
四
七
頁
。
原
文

は
「
吟
取
娑
婆
世
界
花
。
禪
師
獨
掛
定
餘
牙
。
東
遊
我
亦
無
遺
恨
。

富
士
煙
兼
武
野
霞
」
。 

四 

伊
吹
敦
『
中
国
禅
思
想
史
』
（
禅
文
化
研
究
所
、
二
〇
二
一
）
三
五

四
頁 

五 

伊
吹
敦
『
禅
の
歴
史
』
（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
一
）
一
八
七
頁 

六 

原
田
正
俊
「
万
里
集
九
の
解
説
」
（
『
朝
日
日
本
歴
史
人
物
事

典
』
） 

七 

『
梅
花
無
尽
蔵
注
釈
』
（
第
四
）
二
七
八
、
二
八
二
〜
二
八
三
頁
。

原
文
は
「
示
利
衰
毀
譽
称
譏
苦
樂
之
八
物
。
々
々
便
是
無
明
種
子

也
。
人
各
従
無
明
種
子
出
生
。
連
皮
帯
骨
。
豈
有
可
逃
之
地
。
但
以

百
歳
之
後
観
之
。
則
人
与
我
。
彼
八
物
。
皆
成
一
空
。
全
非
斷
見
之

空
。
然
則
一
空
之
中
。
持
戒
也
得
。
破
戒
也
得
。
利
衰
毀
譽
也
得
。

称
機
苦
樂
也
得
。
落
花
舞
而
飛
鳥
歌
。
不
亦
快
乎
。 

八 

空
に
つ
い
て
の
解
説
、W

E
B

版
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
、h

t
t
p
:
/
/
j
o
d
o
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s
h
u
z
e
n
s
h
o
.
j
p
/
d
a
i
j
i
t
e
n
/
i
n
d
e
x
.
p
h
p
/

空 
九 
『
梅
花
無
尽
蔵
注
釈
』
（
第
三
）
一
〇
一
〜
一
〇
二
頁 

一
〇 

『
梅
花
無
尽
蔵
注
釈
』
（
第
三
）
一
〇
二
頁 

一
一 

『
梅
花
無
尽
蔵
注
釈
』
（
第
四
）
二
九
五
、
二
九
九
〜
三
〇
〇
頁
。

原
文
は
「
甘
蔗
氏
四
十
九
年
之
寓
言
。
華
嚴
之
雲
。
方
等
之
雪
。
亦

復
及
群
卉
者
多
矣
。
或
梅
柦
、
簷
蔔
、
芭
蕉
、
椶
櫚
、
稲
麻
、
竹

葦
。
大
白
小
白
之
花
、
大
赤
小
赤
之
花
。…

至
首
棱
嚴
会
上
則
展
三

寸
盡
情
。
辨
物
之
佳
實
。
夫
有
花
者
必
有
実
。
々
々
者
必
有
花
也
。

花
実
之
芬
芳
。
無
超
梅
之
者
」
。 

一
二 

『
梅
花
無
尽
蔵
注
釈
』
（
第
一
）
一
一
八
頁
。 

一
三 

植
木
雅
俊
『
法
華
経 

現
代
語
訳
』
（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二

〇
一
八
）
八
七
頁 

一
四 

一
味
の
雨
に
つ
い
て
、
『
日
本
国
語
大
辞
典 
第
二
版
』 

一
五 

伊
吹
敦
『
中
国
禅
思
想
史
』
（
禅
文
化
研
究
所
、
二
〇
二
一
）
三

八
六
頁 

一
六 

真
柳
誠
「
中
国
本
草
の
渡
来
・
受
容
年
表―

十
六
世
紀
以
前
」

h
t
t
p
s
:
/
/
s
q
u
a
r
e
.
u
m
i
n
.
a
c
.
j
p
/
m
a
y
a
n
a
g
i
/
m
a
t
e
r
i
a
l
s
/
j
p
b
c
b
e
f

o
1
6
C
.
h
t
m
 

一
七 

京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
『
桃
源
史
記
抄
』
（
第
十
三
巻
）
寛
永

三
刊
、
二
八
頁
。
原
文
は
「
盧
山
恵
日
雅
禪
師
乃
真
淨
高
弟
、
嘗
著

『
禪
本
草
」
一
篇
。
曰
：
禪
味
甘
性
涼
、
安
心
臓
、
祛
邪
氣
、
闢
壅

滞
、
通
血
脉
、
清
神
益
志
。
駐
顏
色
、
除
熱
悩
、
去
穢
惡…

藥
生
人

間
、
但
有
大
小
、
皮
肉
、
骨
髓
、 

精
粗
之
異
、
獲
其
精
者
為
良
。 

故
凡
聖
尊
卑
、
悉
能
療
之
」
。 

一
八 

同
上
、
二
九
頁
。
湛
堂
準
禅
師
、
与
雅
公
為
法
門
昆
仲
、
因
雅
述

「
禅
本
草
」
、 

乃
製
「
炮
炙
論
」
佐
之
、
曰
「
人
欲
延
年
長
生
、
絶

諸
病
者
、
先
熟
覧
「
禅
本
草
」
、
若
不
観
「
禅
本
草
」
、
則
不
知
薬

之
温
涼
、 

不
弁
薬
之
真
仮
、…

豈
悟
薬
之
体
性
耶
。
」 

一
九 

『
梅
花
無
尽
蔵
注
釈
』
（
第
三
）
一
四
五
〜
一
四
六
頁
。 

二
〇 

『
梅
花
無
尽
蔵
注
釈
』
（
第
四
）
九
四
〜
九
六
頁
。
原
文
は
「
吁
雪

而
非
雪
之
為
雪
之
雪
者
。
蔵
局
方
寸
裡
之
雪
乎
。
能
錬
而
用
之
。
則

霊
丹
之
一
粒
。
仏
亦
不
識
。
祖
亦
不
識
。
以
其
不
識
編
之
於
禅
本
草

之
第
一
乎
」
。 

二
一 

中
国
の
本
草
書
。
宋
の
唐
愼
微
撰
。
『
大
觀
本
草
』
は
ま
た
『
經

史
證
類
大
觀
本
草
』
『
大
観
證
類
本
草
』
な
ど
と
呼
ば
れ
た
。
国
立

国
会
図
書
館
蔵
『
大
観
證
類
本
草
』
（
吉
野
屋
爲
八
刊
・
安
永
四
）

に
よ
る
と
、
目
録
題
・
巻
一
内
題
は
「
經
史
證
類
大
觀
本
草
」
、
巻

二
以
下
の
内
題
は
「
経
史
証
類
大
全
本
草
」
、
柱
題
は
「
本
草
」
で

あ
る
。 

二
二 

真
柳
誠
「
中
国
本
草
の
渡
来
・
受
容
年
表―

十
六
世
紀
以
前
」

h
t
t
p
s
:
/
/
s
q
u
a
r
e
.
u
m
i
n
.
a
c
.
j
p
/
m
a
y
a
n
a
g
i
/
m
a
t
e
r
i
a
l
s
/
j
p
b
c
b
e
f

o
1
6
C
.
h
t
m
 

二
三 

『
梅
花
無
尽
蔵
注
釈
』
（
第
二
）
五
九
〇
〜
五
九
一
頁 
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二
四 

『
梅
花
無
尽
蔵
注
釈
』
（
第
四
）
三
一
九
頁 

二
五 
ク
レ
イ
グ
・
ク
ル
ナ
ス
（
著
）
中
野
美
代
子
・
中
島
健
（
訳
）
『
明

朝
中
国
の
庭
園
文
化
』
（
青
土
社
、
二
〇
〇
八
）
五
三
頁 

二
六 

『
梅
花
無
尽
蔵
注
釈
』
（
第
二
）
一
六
一
頁 

二
七 

『
梅
花
無
尽
蔵
注
釈
』
（
第
四
）
八
、
一
三
頁
。
原
文
は
「
夫
離
者

火
而
南
。
々
以
赤
為
正
。
兌
者
金
而
西
。
々
以
白
為
正
。
赤
白
相

雑
、
是
謂
紅
。
々
則
不
正
色
。…

震
者
木
而
東
。
々
以
青
為
正
。
無

責
汝
裳
也
。
余
則
以
兌
為
衣
。
以
震
為
裳
。
蓋
矯
澆
季
之
浮
華
。
但

把
正
色
」
。 

二
八 

五
行
の
相
生
・
相
剋
図
（
参
考
）h

t
t
p
:
/
/
w
e
n
k
u
.
c
y
j
z
z
d
.
c
o
m
/
 

m
/
a
/
1
3
0
0
0
0
2
0
2
4
 

二
九 

笑
雲
清
三
、
国
立
国
会
図
書
館
蔵
『
四
河
入
海
』
八
七
冊
、
三
七

頁 

三
〇 

『
梅
花
無
尽
蔵
注
釈
』
（
第
四
）
七
三
、
七
八
頁
。
原
文
は
「
卷
之

以
為
枕
。
則
揚
々
乎
、
神
遊
于
八
極
之
表
。
宿
無
何
之
花
。
賖
烏
有

之
淥
。…

无
陷
是
非
寵
辱
之
筌
締
也
。
舒
之
以
為
蓐
。
則
天
地
一

指
、
萬
物
一
馬
」
。 

三
一 

『
梅
花
無
尽
蔵
注
釈
』
（
第
四
）
七
四
〜
七
五
、
七
九
頁
。
原
文
は

「
我
之
簑
也
。
為
枕
之
時
不
能
卷
之
。
為
蓐
之
時
不
能
舒
之
。
或
不

卷
而
就
之
。
若
卷
之
則
非
懶
也
。
或
不
舒
而
蓐
之
。
若
蓐
之
則
非
懶

也
。
解
卦
之
雨
、
既
晴
三
日
。
尚
不
脱
簑
衣
。
而
安
眠
水
濱
。
一
任

兩
脚
之
汚
斷
。
解
卦
之
雨
、
既
洒
三
日
。
尚
不
着
簑
衣
。
而
高
臥
露

地
。
不
覺
滿
身
之
濕
却
。
所
以
懶
之
為
懶
也
」
。 

三
二 

『
梅
花
無
尽
蔵
注
釈
』
（
四
）
三
六
六
〜
三
六
七
、
三
七
三
頁
。
原

文
は
「
若
親
無
鑿
地
貯
水
。
而
漫
弄
自
然
之
波
瀾
。
親
無
累
土
為

山
。
而
徒
翫
自
然
之
丘
岳
。
以
為
己
之
有
者
。
豈
非
奪
造
物
之
無
尽

蔵
。
而
不
費
自
己
之
力
耶
」
。 

三
三 

『
梅
花
無
尽
蔵
注
釈
』
（
第
四
）
三
六
九
、
三
七
五
頁
。
原
文
は

「
彼
泉
石
之
間
。
置
二
三
之
亭
子
。
曰
吸
盡
。
曰
牯
牛
。
曰
喝
目
。

為
宴
息
之
処
。
有
書
。
有
琹
。
有
茶
具
。
有
胡
床
。
有
枕
。
至
楽
之

中
至
楽
哉
。…

平
素
所
宴
坐
之
室
。
帯
葉
之
竹
為
椽
。
帯
皮
之
木
為

柱
。
刈
草
茅
覆
屋
。
纒
縄
索
換
釘
」
。 

三
四 

『
梅
花
無
尽
蔵
注
釈
』
（
第
四
）
二
三
八
〜
二
三
九
、
二
四
二
〜
二

四
三
頁
。
原
文
は
「
加
之
能
究
賁
園
之
軌
範
矣
。
翡
翠
之
山
。
鴛
鴦

之
水
。
則
翁
之
肺
肝
也
。…

甲
之
木
。
乙
之
草
。
則
翁
之
指
呼
也
。

泉
之
深
浅
屈
曲
。
如
龍
舞
者
。
石
之
尊
卑
次
叙
。
似
虎
踞
者
。
則
翁

之
行
住
坐
臥
也
。
四
瀆
五
嶽
。
名
山
大
川
。
亦
復
翁
之
噫
気
。…

翁

得
至
道
於
至
楽
。
而
四
威
儀
之
中
。
駢
四
儷
六
。
以
作
仮
山
水
之

譜
」
。 

三
五 

『
梅
花
無
尽
蔵
注
釈
』
（
第
四
）
二
四
二
頁
。
原
文
は
「
夫
泉
石
賁

園
之
軌
範
。
至
楽
之
中
取
至
道
者
。
支
竺
本
邦
皆
然
也
」
。 

 

（
東
北
大
学
大
学
院
） 


