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徳
一
と
山
林
修
行
を
つ
な
ぐ
言
葉

と
く
い
つ

空
海
か
ら
み
た「
徳
一
」
と
い
う
人（『
高
野
雑
筆
集
』
よ
り
）

■
空
海
の
書
簡
（
弘
仁
６
年
８
１
５
年
）「
陸
州
徳
一
菩
薩
」
宛

□
空
海
が
東
国
の
有
力
者
に
対
し
て
自
身
が
持
ち
帰
っ
た
密
教
経
典
の
書
写
を
依
頼
す
る
書
簡
の
ひ
と
つ
。
同

様
の
書
簡
（
文
面
は
異
な
る
）
は
徳
一
の
ほ
か
「
下
野
国
広
智
禅
師
」「
某
阿
闍
梨
」「
万
徳
菩
薩
」「
甲
斐
国

守
藤
原
真
川
」「
常
陸
国
守
藤
原
福
当
麻
呂
」
な
ど
、
少
な
く
と
も

名
に
送
っ
て
い
る
。

11

聞
く
な
ら
く
徳
一
菩
薩
は
戒
珠
は
氷
玉
の
如
く
智
海
は
泓
澄
た
り
。
斗
藪
し
て
京
を
離
れ
、
錫
を
振
る

こ
う
ち
よ
う

と
そ
う

し
や
く

い
て
東
往
す
。
始
め
て
法
幢
を
建
て
衆
生
の
耳
目
を
開
示
し
、
大
い
に
法
螺
を
吹
き
て
萬
類
の
仏
種
を

ほ
う
ど
う

し
ゆ
じ
よ
う

ほ
う
ら

発
暉
せ
し
む
︙
あ
あ
、
伽
梵
の
慈
月
は
水
に
あ
れ
ば
影
を
現
し
、
薩
埵
の
同
事
何
れ
の
趣
に
か
到
ら
ざ
ら

ほ
つ
き

が
ぼ
ん

じ
げ
つ

さ
つ
た

い
ず

し
ゆ

ん
や
。
︙
陸
州
徳
一
菩
薩

（
空
海
『
高
野
雑
筆
集
』
巻
上
）

法
前

（
伝
え
聞
く
所
に
よ
れ
ば
、徳
一
菩
薩
、あ
な
た
は
戒
律
を
守
る
こ
と
は
恰
も
氷
玉
の
よ
う
に
清
ら
か
で
、

あ
た
か

智
慧
は
海
の
よ
う
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
人
物
と
う
か
が
っ
て
お
り
ま
す
。
塵
労
（
煩
悩
）
を
は
ら
っ
て
都

じ
ん
ろ
う

を
離
れ
て
、教
化
の
錫
杖
を
振
る
っ
て
東
に
お
も
む
か
れ
ま
し
た
。
か
の
地
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
仏
法
の

旗
を
た
な
び
か
せ
衆
生
の
耳
目
を
ひ
ら
か
せ
、
法
螺
貝
を
吹
く
が
如
く
大
い
に
説
法
し
多
く
の
人
び
と
の
仏

の
種
子
を
奮
い
起
こ
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
水
面
に
如
来
の
慈
悲
の
月
影
が
映
る
よ
う
に
、
菩
薩
が
衆
生
と

し
ゆ
う
じ

と
も
に
歩
ま
れ
る
こ
と
六
趣
に
い
た
ら
な
い
と
こ
ろ
な
い
よ
う
で
す
。。
︙
陸
州
徳
一
菩
薩
さ
ま

）
御
前

①
戒
律
を
守
り
、智
慧
が
す
ぐ
れ
た
人
物
だ
と「
聞
い
て
い
る（
聞
く
な
ら
く
）」
←
面
識
は
な
い

②
斗
藪（
抖
擻
）し
て
奈
良
を
離
れ
て
東
国
に
趣
い
た
人
で
あ
る

③
「
始
め
て
」
東
国
に
仏
教
を
伝
え
、人
び
と
の
「
仏
種
（
仏
の
種
子
）」
を
呼
び
起
こ
す
＝
寺
院
の
草
創

④
そ
の
功
績
は
、
如
来
の
化
身
の
よ
う
で
あ
り
、ま
た
菩
薩
の
行
い
で
あ
る
。「
徳
一
菩
薩
」
と
い
う
呼
称

山
林
修
行
と
斗
藪（
抖
擻
）

と
そ
う

修
行
し
て
ど
う
な
り
た
い
の
？
仏
教
が
目
指
す
と
こ
ろ
と
は
︙

■
菩
薩
の
６
つ
の
修
行

六
波
羅
蜜

布
施
・
持
戒
・
忍
辱
・
精
進
・
禅
定
（
静
慮
）・
智
慧
波
羅
蜜

ろ
く
は

ら
み
つ

ふ

せ

じ
か
い

に
ん
に
く

し
ょ
う
じ
ん

ぜ
ん
じ
ょ
う

じ
ょ
う
り
ょ

ち

え

■



- 2 -

斗
藪（
抖
擻
）と
は
な
に
か
？

□

頭
陀

梵
語
に
杜
多
と
い
い
、
漢
に
は
抖
擻
と
い
う
な
り
。
謂
く
三
毒
は
塵
の
如
く
、
よ
く
真
心
を
塗
汚

ず

だ

ド
ゥ
タ

と
そ
う

ち
り

す
。
こ
の
人
、
よ
く
振
掉
っ
て
除
去
す
。
故
に
今
訛
り
て
頭
陀
と
称
す
る
な
り
。（
宋
・
道
誠
『
釈
子
要
覧
』）

ふ

る

（
梵
語
で
は
杜
多
と
い
い
、
漢
語
で
は
抖
擻
と
い
う
。
貪
・
瞋
・
痴
の
三
毒
は
塵
の
よ
う
に
真
心
を
塗
り
汚

す
。
こ
れ
を
振
り
払
っ
て
除
去
す
る
こ
と
を
抖
擻
と
い
う
。
今
は
訛
っ
て
頭
陀
と
い
う
）

飲
食
・
衣
服
・
住
居
に
つ
い
て
の
貪
り
を
除
去
し
て
コ
コ
ロ
を
浄
め
る
・「
抖
擻
」は
「
ふ
る
う
」の
意
味
。

『
瑜
伽
師
地
論
』に
説
く
と
こ
ろ
の
十
二
・
十
三
の
杜
多（
頭
陀
）行

ゆ
が

し

じ
ろ
ん

□

い
か
ん
が
杜
多
の
功
徳
を
成
就
す
と
い
う
や
。

謂
く
①
常
に
乞
食
を
期
し
、
②
次
第
に
乞
食
し
③
但
一
坐
の
食
と
し
④
先
ず
止
し
て
後
に
食
す
る
な
り
。

こ
つ
じ
き

た
だ

し

⑤
但
だ
三
衣
を
持
ち
、
⑥
但
だ
毳
衣
を
持
ち
、
⑦
糞
掃
衣
を
持
つ
。
⑧
阿
練
若
に
住
し
⑨
常
に
樹
下
に
居

さ
い
え

ふ
ん
ぞ
う
え

あ
れ
ん
に
ゃ

す
、
⑩
常
に
逈
露
と
し
て
居
し
、
⑪
常
に
塚
間
に
住
す
る
な
り
。
⑫
常
に
端
坐
を
期
し
、
⑬
処
す
る
と

こ
う
ろ

ち
ゅ
う
か
ん

た
ん
ざ

こ
ろ
常
坐
の
如
き
な
り
。
か
く
の
如
く
依
止
せ
ば
、
若
し
は
食
、
若
し
は
衣
、
若
し
は
諸
敷
具
に
お
い
て

杜
多
の
功
徳
あ
ら
ん
。（『
瑜
伽
師
地
論
』
巻
２
５
）

食
事
に
関
す
る
も
の

※
乞
食
２
種
を
ひ
と
つ
と
し
て
、十
二
杜
多
行
と
す
る
こ
と
が
多
い

①
常
期
乞
食
︙
生
き
る
食
事
を
す
べ
て
乞
食
に
期
す
る
こ
と

②
次
第
乞
食
︙
貧
富
を
選
ば
ず
順
に
家
々
を
乞
食
し
て
ま
わ
り
、
食
事
を
受
け
る

③
但
一
坐
食
︙
一
坐
の
み
の
食
事
を
残
さ
ず
受
け
、
重
ね
て
食
事
を
摂
る
こ
と
が
な
い
よ
う

④
先
止
後
食
︙
ま
ず
正
し
く
了
知
（
理
解
）
し
、
そ
の
上
で
食
事
を
と
る
こ
と

衣
服
に
関
す
る
も
の

⑤
但
持
三
衣
︙
三
種
の
衣
服
（
衆
聚
時
衣
・
上
被
衣
・
内
衣
）
の
み
を
持
つ
こ
と

⑥
但
持
毳
衣
︙
毛
毳
（
鳥
獣
の
毛
）
で
作
ら
れ
た
防
寒
着
の
み
を
用
い
る
こ
と

⑦
持
糞
掃
衣
︙
街
や
道
端
に
捨
て
ら
れ
た
不
浄
の
布
を
洗
い
、
縫
い
合
わ
せ
た
糞
雑
衣
の
み
用
い
る
こ
と

住
処
に
関
す
る
も
の

⑧
住
阿
練
若
︙
阿
練
若
（
人
の
声
・
薪
採
り
・
争
い
ご
と
の
な
い
場
所
・
空
閑
処
）
に
住
す
る
こ
と

①
静
か
な
森
林
「
空
閑
な
る
山
林
・
坰
野
（
荒
野
）」

こ
う
や

②
街
村
を
離
れ
た
（
離
れ
す
ぎ
な
い
）
場
所
「
村
を
一
俱
盧
舎
、
六
百
余
歩
離
れ
る
。」
お
よ
そ
１
ｋ
ｍ

③
僧
侶
が
修
行
す
る
場
所
︙
い
わ
ゆ
る
寺
院

⑨
常
居
樹
下
︙
住
居
に
対
す
る
貪
り
を
除
く
た
め
、
常
に
樹
木
の
根
元
に
居
住
す
る
こ
と

⑩
常
居
逈
露
︙
常
に
さ
え
ぎ
る
も
の
の
な
い
露
地
で
居
住
す
る
こ
と

⑪
常
住
塚
間
︙
常
に
塚
間
（
墓
地
）
に
居
住
す
る
こ
と

⑫
常
期
端
坐
︙
常
に
牀
座
・
縄
牀
・
荷
葉
坐
な
ど
に
坐
し
て
、
樹
木
や
壁
に
も
た
れ
か
か
ら
な
い

⑬
処
如
常
坐
︙
ひ
と
た
び
坐
し
た
ら
、
修
理
せ
ず
、
横
に
な
ら
ず
端
座
し
て
修
行
す
る
こ
と

大
事
な
の
は
住
阿
練
若
・
常
居
樹
下
・
常
居
逈
露

←

街
区
か
ら
離
れ
た
寺
院
と
山
林
修
行
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阿
練
若
に
住
し
て
な
に
を
求
め
る
の
か
？

■

彼
た
に
阿
練
若
の
如
く
、
塚
間
に
坐
し
、
乞
食
し
て
山
林
閑
静
に
し
て
欲
を
捨
て
て
定
に
入
ら
ん
。（『
別

訳
雑
阿
含
経
』
巻
１
）

①
墓
地
に
住
ん
だ
り
、
乞
食
し
た
り
、
山
林
に
籠
も
っ
た
り

②
欲
を
捨
て
る

③
禅
定
に
入
る

又
自
身
、
山
林
の
中
に
在
っ
て
、
善
法
を
修
習
し
、
諸
実
相
を
証
し
て
、
深
く
禅
定
に
入
り
て
、
十
方
仏

に
見
え
る
を
見
ん
。（『
妙
法
蓮
華
経
』
巻
５
、
安
楽
行
品
）

①
山
林
に
入
り

②
教
え
を
習
い

③
悟
り
を
証
し
て

④
深
く
禅
定
に
入
り

⑤
諸
仏
に
ま
み
え
る

山
林
に
籠
も
る
こ
と
で

①
世
俗
を
は
な
れ

②
禅
定
に
入
り

③
悟
り
・
諸
仏
に
み
ま
え
る

禅
定（
静
慮
）波
羅
蜜

→
智
慧
波
羅
蜜
へ
の
起
点

修
行
に
よ
り
智
慧
を
得
る

山
林
修
行
と
法
相
宗
の
祖
師
た
ち

玄
奘
三
蔵（
６
０
２
ー
６
６
４
）と
山
林
修
行
「
禅
」「
禅
定
」「
静
慮
」

■
６
４
５
年
、
イ
ン
ド
か
ら
帰
国
し
た
玄
奘
三
蔵
に
、
太
宗
は
還
俗
や
高
句
麗
へ
の
同
行
を
薦
め
る
。

玄
奘
は
こ
れ
を
断
り
、
菩
提
流
支
三
蔵
が
い
た
嵩
岳
少
林
寺
で
の
翻
訳
を
望
む
。
太
宗
は
こ
れ
を
許
さ
ず
、

す
う
が
く

長
安
弘
福
寺
を
与
え
る
。

６
５
７
年
９
月
、
再
度
嵩
山
少
林
寺
に
移
り
た
い
と
高
宗
に
上
表
す
る
。
そ
の
な
か
で
禅
観
の
重
要
性
を
述

べ
る
（『
寺
沙
門
玄
奘
上
表
記
』「
請
入
嵩
岳
表
」）
→
高
宗
は
許
さ
ず
玉
華
宮
に
移
る

玄
奘
三
蔵
の
嘆
き

□

玄
奘
毎
に
惟
ん
み
る
に
、
こ
の
身
は
衆
縁
仮
合
に
し
て
、
念
念
無
常
な
り
。（
略
）
し
か
る
に
歳
月
流
る

お
も

し
ゅ
う
え
ん
わ
ご
う

る
ご
と
く
、
六
十
の
年
は
颯
焉
と
し
て
已
に
至
る
。
こ
こ
に
遄
速
な
る
を
念
う
に
、
則
ち
生
涯
知
る
べ
し
。

さ
つ
え
ん

す
で

す
み
や
か

お
も

（
略
）
塗
路
は
遐
遙
に
し
て
、
身
力
は
疲
竭
す
。
頃
年
已
来
、
更
に
衰
弱
を
増
し
、
顧
み
て
視
景
は
陰

ず

ろ

は
る
か

ひ
か
つ

こ
ろ
と
し

か
え
り

し
け
い

る
。能
く
復
た
幾
何
な
ら
ん
。す
で
に
資
糧
未
だ
充
た
さ
ず
し
て
、前
塗
漸
よ
促
る
。こ
れ
を
以
て
傷
嗟

し
り
ょ
う

い
よ
い

せ
ま

し
よ
う
さ

せ
ざ
る
日
は
無
く
、
筆
墨
こ
れ
を
陳
ぶ
る
に
尽
く
す
こ
と
能
わ
ざ
る
也
。

（
我
が
身
を
振
り
返
れ
ば
、
儚
い
我
が
身
で
、
い
つ
尽
き
る
か
わ
か
ら
な
い
命
。
で
も
資
糧
〔
悟
り
へ
の
糧
〕

は
、
ま
だ
足
り
な
い
ま
ま
に
次
の
塗
〔
三
途
〕
に
向
か
う
。
嘆
か
ぬ
日
は
な
く
、
筆
舌
尽
く
し
が
た
い
。）

ど
ろ

→
若
き
日
の
お
釈
迦
様
の
よ
う
な
嘆
き
を
感
じ
る
玄
奘
の
思
い
。

人
生
の
無
常
な
る
こ
と
を
覚
悟
し
た
５
５
才
の
玄
奘
三
蔵

の
こ
り
の
人
生
の
使
い
方

□

少
欲
知
足
は
ま
た
諸
仏
の
誠
誡
な
り
。
玄
奘
、
自
ら
揆
る
に
（
略
）
望
む
ら
く
は
骸
骨
を
乞
い
て
命
を

じ
ょ
う
か
い

は
か

山
林
に
畢
り
、
礼
誦
経
行
し
て
以
て
提
奨
に
答
え
ん
。

お
わ

ら
い
じ
ゅ
き
ん
ひ
ん

て
い
し
ょ
う

（
諸
仏
は
「
少
欲
知
足
」
を
誡
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
望
む
ら
く
は
、
私
も
山
林
で
命
を
終
え
、
礼
誦
経
行

に
専
念
し
て
諸
仏
の
す
す
め
に
答
え
た
い
。）
→
ひ
と
つ
の
目
標
と
し
て
「
少
欲
知
足
」
→
抖
擻
の
生
活

定（
禅
定
）
と
慧（
智
慧
）の
両
輪

□
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但
し
煩
悩
を
断
伏
す
る
は
、
必
ず
定
と
慧
、
相
資
く
る
こ
と
車
の
二
輪
の
如
し
。
一
つ
を
闕
い
て
至
る
べ

た
す

か

か
ら
ず
。
経
論
を
研
味
す
る
が
如
き
は
慧
学
也
。
林
に
宴
ら
か
に
坐
す
る
に
依
る
は
定
学
也
。
玄
奘
少
さ

や
す

き
よ
り
来
か
た
頗
る
教
義
を
専
精
す
る
を
得
る
も
、唯
し
四
禅
九
定
の
う
え
に
未
だ
安
心
暇
あ
ら
ず
。

こ
の

す
こ
ぶ

せ
ん
し
ょ
う

あ
ん
じ
ん
い
と
ま

（
煩
悩
を
断
つ
た
め
に
は
禅
定
〔
精
神
修
養
〕
と
智
慧
〔
勉
強
〕
が
必
要
。
お
経
を
勉
強
す
る
の
は
慧
学
〔
智

慧
〕。
山
林
に
安
ら
か
に
座
し
て
修
行
す
る
の
は
定
学
〔
禅
定
〕。
私
、
玄
奘
は
小
さ
い
頃
か
ら
教
義
は
勉
強

し
た
が
、
四
禅
九
定
〔
９
段
階
の
禅
定
〕
は
ま
だ
確
立
で
き
て
い
な
い
）
→
修
行
し
た
い
！
さ
せ
て
く
れ
！

禅
定
と
は
な
に
を
す
る
の
か
？

□

今
願
わ
く
ば
慮
を
禅
門
に
託
み
、
心
を
定
水
に
澄
ま
し
て
、
情
猨
の
逸
躁
を
制
し
、
意
象
の
奔
馳
す

お
も
い

た
の

じ
ょ
う
え
ん

い
つ
そ
う

い
ぞ
う

ほ
ん
ち

る
を
縶
が
ん
。
若
し
迹
を
山
中
に
斂
め
ざ
れ
ば
、
成
就
す
べ
か
ら
ず
。
今
承
く
に
、
こ
の
州
の
崇
高
少
室

つ
な

あ
と

お
さ

う

は
（
略
）
実
に
海
内
の
名
山
、
域
中
の
神
岳
な
り
。
そ
の
間
に
ま
た
少
林
伽
藍
閑
居
寺
等
有
り
。（
略
）
実

に
依
帰
し
て
以
て
禅
観
を
脩
む
べ
し
。（
略
）
心
猨
を
守
察
し
、
実
相
を
観
法
せ
ん
。（
略
）
仍
て

冀

お
さ

こ
い
ね
が
わ

く
ば
禅
観
の
余
の
時
間
に
は
翻
訳
せ
ん
こ
と
を
。

（
願
わ
く
ば
、
禅
定
に
心
を
磨
い
て
、
落
ち
着
き
の
な
い
情
猨
〔
猿
の
よ
う
な
心
〕
や
、
走
り
出
す
と
止
ま

れ
な
い
意
象
〔
暴
れ
る
象
の
よ
う
な
心
〕
を
修
練
し
た
い
。
こ
れ
は
山
中
で
修
練
し
な
け
れ
ば
成
就
し
な
い
。

天
下
の
名
山
嵩
岳
に
は
少
林
寺
が
あ
る
。
こ
こ
で
禅
定
の
観
法
を
行
っ
て
、
心
の
猿
を
と
り
ひ
し
ぎ
、
実
相

を
観
察
し
た
い
の
で
す
。
こ
い
ね
が
わ
く
ば
、
禅
観
の
余
暇
の
時
間
で
、
翻
訳
を
さ
せ
て
く
だ
さ
い
）

→
禅
定
の
目
的
は
「
情
猨
の
逸
躁
を
制
し
、
意
象
の
奔
馳
す
る
を
縶
」
ぐ
こ
と
。
そ
れ
は
山
中
で
こ
そ
可
能
。

つ
な

→
心
猨
〔
内
的
な
欲
望
〕
と
実
相
〔
外
的
構
成
要
素
の
無
相
・
無
常
な
る
様
子
〕
を
観
察
す
る
こ
と

玄
奘
三
蔵
は
山
林（
嵩
岳
）に
籠
も
っ
て
、禅
観（
禅
定
生
活
）に
よ
る
精
神
修
養
が
し
た
か
っ
た
。

「
禅
定
」
︙
禅
は
デ
ィ
ヤ
ー
ナ
の
音
写
。
定
は
デ
ィ
ヤ
ー
ナ
の
意
訳
で
、
心
が
定
ま
っ
て
動
か
な
い
様
子
を
い
う
。

玄
奘
は
「
静
慮
」
と
訳
し
、そ
の
境
地（
三
摩
地
）
を
「
心
一
境
性（
心
が
ひ
と
つ
の
対
象
に
衆
中
し
て
い
る
状

じ
よ
う
り
よ

さ
ん
ま

じ

態
）」
と
し
て
い
る
。

禅
と
玄
奘
ー
日
本
人
僧
道
昭
に
禅
を
す
す
め
る
ー

■
道
昭
（
６
２
９
ー
７
０
０
）

□
飛
鳥
時
代
の
法
相
宗
の
学
僧
。
河
内
国
丹
比
郡
の
生
れ
。
俗
姓
は
船

連
。
６
５
３
年(

白
雉
４)

入
唐
学
問

ふ
な
の
む
ら
じ

僧
と
し
て
遣
唐
使
に
し
た
が
い
唐
に
わ
た
る
。
玄
奘
を
師
と
し
て
業
を
う
け
た
。
玄
奘
か
ら
と
く
に
愛
さ
れ
、

同
房
に
住
み
、
禅
を
習
い
、
悟
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
６
６
１
年(

斉
明
７)

帰
朝
に
あ
た
り
、
玄
奘
所
持
の

舎
利･

経
論
を
授
け
ら
れ
、
翌
年
、
飛
鳥
の
法
興
寺
の
南
東
隅
に
禅
院
を
建
て
、
天
下
の
僧
徒
に
禅
を
教
え
た
。

の
ち
、
各
地
を
周
遊
し
て
、
路
傍
に
井
を
う
が
ち
、
津
の
わ
た
り
に
船
を
も
う
け
、
橋
を
造
っ
た
。

（
玄
奘
三
蔵
）「
経
論
は
深
妙
に
し
て
究
竟
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
禅
を
学
び
東
土
に
流
伝
す
る
に
如
か
ず
」

く
き
よ
う

る
で
ん

し

と
。
和
尚
教
え
を
奉
り
、
始
め
て
禅
定
を
習
う
。
悟
る
と
こ
ろ
稍
も
多
し
。（『
続
日
本
紀
』
道
昭
卒
伝
）

や
や

→
経
典
や
論
疏
は
難
し
い
の
で
究
め
が
た
い
。
だ
か
ら
「
禅
」
を
日
本
に
伝
え
な
さ
い
︙
「
禅
」
と
は
？

「
悟
る
と
こ
ろ
稍
も
多
し
」
実
践
で
お
経
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
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道
昭
は
法
興
寺（
飛
鳥
寺
）に
禅
院
を
建
て
る
ー
禅
の
道
場
ー

□

還
っ
て
本
朝
に
帰
り
、
元
興
寺
東
南
の
隅
に
、
別
に
禅
院
を
建
て
て
住
ま
う
。
時
に
天
下
の
行
業
の
徒
は
、

和
尚
に
従
い
禅
を
学
ぶ
。(

『
続
紀
』
道
昭
卒
伝)

道
昭
と
山
ー
『
日
本
霊
異
記
』
ー

役
優
婆
塞（
役
行
者
）
と
道
昭
出
会
う
。

□
『
日
本
霊
異
記
』に
は
役
優
婆
塞（
役
行
者
）
と
道
昭
が
新
羅
の
山
中
で
出
会
う
話
が
出
て
く
る

わ
が
聖
朝
の
人
、
道
照
法
師
、
勅
を
奉
じ
て
法
を
求
め
ん
と
し
て
大
唐
に
往
き
き
、
法
師
、
五
百
の
虎
の

み
か
ど

請
い
を
受
け
て
、
新
羅
に
至
り
、
そ
の
山
中
に
有
り
て
法
華
経
を
講
じ
き
。
時
に
虎
衆
の
な
か
に
人
有
り
。

倭
語
を
以
て
問
を
挙
げ
た
り
。
法
師
「
誰
ぞ
」
と
問
う
に
、
役
優
婆
塞
な
り
き
。
法
師
「
我
が
国
の
聖
人

え
ん
の
う
ば
そ
く

ひ
じ
り

な
り
」
と
思
い
て
高
座
よ
り
下
り
て
求
む
る
に
無
し
。（『
日
本
霊
異
記
』
巻
上
２
８
縁
）

行
基
菩
薩

若
き
日
の
山
林
修
行
と「
弱
」山
林
寺
院

■
若
き
日
の
行
基
は
山
林
修
行
を
重
ね
た
こ
と
が
伝
記
に
登
場
す
る
・
低
め
の
山
林
寺
院
を
多
く
建
立
し
て
い
る

法
相
宗
と
山
林
修
行

護
命
僧
正
の
例

ご
み
よ
う

■
護
命
（
７
５
０
ー
８
３
４
）
は
美
濃
国
各
務
郡
の
出
身
。
元
興
寺
万
耀
・
勝
虞
に
師
事
し
て
法
相
唯
識
を
学

び
、
大
僧
都
、
僧
正
を
歴
任
す
る
。
最
澄
の
比
叡
山
大
乗
戒
壇
設
置
に
つ
い
て
は
南
都
仏
教
を
代
表
し
て
異

を
唱
え
た
。
空
海
は
護
命
の
８
０
歳
の
祝
い
に
漢
詩
を
お
く
っ
て
い
る
。

（
護
命
僧
正
は
）
年
十
五
に
し
て
元
興
寺
万
耀
大
法
師
を
以
て
依
止
と
な
し
、
吉
野
山
に
入
り
て
苦
行
す
。

え

じ

十
七
に
し
て
得
度
し
、
す
な
わ
ち
同
寺
の
勝
虞
大
僧
都
に
就
き
て
法
相
大
乗
を
学
習
す
る
也
。
月
の
上
半

は
深
山
に
入
り
て
、
虚
空
蔵
法
を
修
し
、
下
の
半
は
本
寺
に
在
す
。（『
続
日
本
後
紀
』
巻
三
・
承
和
元
年

こ
く
う
ぞ
う
ほ
う

（
８
３
４
）
９
月
１
１
日
条
）

→
護
命
は
、
吉
野
山
に
籠
も
っ
て
修
行
。
１
ヶ
月
の
前
半
は
山
林
で
虚
空
蔵
菩
薩
の
求
聞
持
法
を
行
い
、
後

ぐ
も
ん
じ
ほ
う

半
は
本
寺
（
元
興
寺
？
）
で
生
活
を
し
て
い
た
。

徳
一
と
禅
定

い
わ
き
市
入
遠
野

入
定
処（
一
説
に
は
お
墓
と
い
わ
れ
る
が
、修
行
場
で
は
？
）

■
筑
波
山
禅
定(

禅
定
窟)

筑
波
山
に
は
今
も
禅
定
講
が
あ
る
。こ
れ
は
徳
一
の
な
ご
り
で
は
︙

「
自
然
智
を
宗
と
す
る
」人
び
と
は
い
た
の
か
？

じ
ね
ん
ち

む
ね

■
短
翮
者
（
徳
一
）の
師
資
相
承
に
つ
い
て

た
ん
か
く
し
や

□

若
し
は
短
翮
（
徳
一
）、
師
説
を
稟
け
る
な
ら
ば
、
未
だ
師
師
の
日
本
に
伝
う
を
知
ら
ず
。

も

う

若
し
は
道
昭
お
よ
び
智
通
と
言
わ
ば
、
古
記
の
中
に
そ
の
文
を
示
せ
。

ち
つ
う

若
し
は
古
徳
の
所
伝
の
語
と
い
わ
ば
、
後
の
学
者
を
信
ぜ
し
む
る
に
足
ら
ず
。

若
し
は
比
蘇
（
神
叡
）
お
よ
び
義
淵
と
言
わ
ば
、
自
然
智
の
宗
は
禀
く
る
と
こ
ろ
な
し
。
短
翮
、
何
ぞ
禀

ひ

そ

じ
ん
え
い

ぎ
え
ん

く
る
こ
と
有
り
と
言
う
や
。

短
翮
、
若
し
自
ら
悟
る
所
と
言
わ
ば
、
早
く
速
か
に
こ
の
邪
見
を
捨
離
せ
よ
。
寧
ん
ぞ
名
利
の
た
め
に
聖

釈
を
破
る
也
。（『
法
華
秀
句
が
』
巻
上
末
）
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（
も
し
短
翮
者
（
徳
一
）
が
、
師
匠
の
説
を
受
け
た
と
い
う
な
ら
ば
、
私
は
誰
が
師
資
相
承
し
て
日
本
に
伝

え
た
か
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。

も
し
も
道
昭
や
智
通
が
（
唐
か
ら
）
伝
え
た
説
だ
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
記
述
を
示
せ
。

も
し
も
彼
ら
（
入
唐
僧
）
じ
ゃ
な
い
説
な
ら
ば
、
後
世
の
学
者
が
信
用
す
る
に
は
足
り
な
い
。

も
し
も
比
蘇
寺
神
叡
や
義
淵
の
説
と
い
う
な
ら
ば
、
彼
ら
は
自
然
智
を
宗
と
す
る
の
で
、
誰
か
か
ら
受
け
た

ひ

そ

じ
じ
ん
え
い

ぎ
え
ん

じ
ね
ん
ち

わ
け
で
は
な
い
。
ど
う
し
て
徳
一
は
「
教
え
を
受
け
た
」
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

も
し
も
短
翮
者
（
徳
一
）
が
自
ら
悟
っ
た
説
だ
と
い
う
な
ら
、
邪
見
は
す
み
や
か
に
捨
て
な
さ
い
。
ど
う
し

て
名
利
の
た
め
に
聖
教
（
経
典
）
に
そ
む
く
の
か
）

道
昭
（
６
２
９
ー
７
０
０
）
︙
玄
奘
三
蔵
の
直
弟
子
。
６
５
３
年
に
入
唐
。

智
通
︙
６
５
８
年
に
智
達
と
と
も
に
入
唐
。
玄
奘
三
蔵
に
師
事
し
「
無
性
衆
生
義
」
を
伝
え
た
と
い
う
。

む
し
よ
う
し
ゆ
じ
よ
う
ぎ

比
蘇
寺
神
叡
（
？
ー
７
３
７
）
︙
飛
鳥
寺
僧
、
義
淵
の
弟
子
か
。
吉
野
比
蘇
寺
に
隠
棲
し
自
然
智
を
得
た
。

義
淵
（
６
４
３
ー
７
２
８
）
︙
飛
鳥
寺
で
学
び
、
飛
鳥
・
吉
野
に
寺
院
を
建
立
。

自
然
智
︙
自
然
に
得
た
智
慧
。
山
林
抖
擻
な
ど
の
修
行
体
験
の
な
か
で
悟
り
え
た
智
慧
。

①
印
度
・
唐
・
日
本（
畿
内
）の
延
長
線
上
に
あ
る
東
国
会
津

②
法
相
宗
の
学
僧
徳
一
と
対
峙
す
る
最
澄

③
徳
一
は
誰
の
弟
子
な
の
か
、当
時
の
畿
内
で
も
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。（
そ
も
そ
も
）

自
然
智
と
は
な
に
か
？

■

も
し
衆
生
あ
り
て
、
仏
世
尊
の
法
を
聞
き
信
受
す
る
に
よ
っ
て
、
勤
め
て
精
進
を
修
め
、
一
切
智
、
仏
智
、

自
然
智
、
無
師
智
，
如
来
の
知
見
と
力
、
無
所
畏
を
求
め
、
愍
念
し
て
無
量
の
衆
生
を
安
楽
し
、
天
人
を

利
益
し
、
一
切
を
度
脱
す
、
こ
れ
を
大
乗
と
名
づ
く
。
菩
薩
こ
の
乗
を
求
む
る
が
故
に
、
名
づ
け
て
摩
訶

薩
と
な
す
。（『
法
華
経
』
譬
喩
品
）

→
如
来
の
説
法
を
き
い
て
修
行
し
、
①
一
切
智

②
仏
智

③
自
然
智

④
無
師
智

と
如
来
の
知
見
と
力

と
恐
怖
さ
せ
な
い
功
徳
を
求
め
、
一
切
衆
生
を
救
お
う
と
す
る
人
が
大
乗
で
あ
り
、
菩
薩
は
こ
れ
を
求
め
る
。

→
自
然
智
は
ど
う
や
ら
菩
薩
が
求
め
る
智
慧
の
ひ
と
つ
で
、
仏
智
の
次
の
あ
た
り
。

「
自
然
智
宗
」
が
特
別
な
宗
派
と
す
る
研
究
者
も
あ
る
が
、
そ
ん
な
も
の
な
い
︙
自
然
智
・
無
師
智
だ
か
ら
。

自
然
智
を
得
た
と
伝
わ
っ
て
い
る
僧
侶
た
ち

比
蘇
寺
神
叡
（
飛
鳥
時
代
・『
扶
桑
略
記
』
延
暦
僧
録
逸
文
）
舎
利
尼
（『
日
本
霊
異
記
』）
富
貴
寺
道
詮
（
平

じ
ん
え
い

ど
う
せ
ん

安
前
期
『
僧
綱
補
任
』）

覚
鑁
（
平
安
後
期
『
太
平
記
』）

か
く
ば
ん

自
然
智
は
継
承
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
宗
派
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
は
矛
盾
が
あ
り
す
ぎ
る

□
唯
識
の
実
践
ー
止
と
観
を
す
る
こ
と
ー

徳
一
た
ち
が
山
林
や
阿
練
若
で
行
っ
て
い
た
修
行
と
は
何
か
？

■
最
澄
『
守
護
国
界
章
』
巻
上
之
下
に
徳
一『
中
辺
義
鏡
』の
逸
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
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「
謗
法
者
大
小
交
雑
の
止
観
を
弾
ず
る
章
第
十
三
」（『
止
観
論
』）

き
ょ
う
ぞ
う

謗
法
者
（
徳
一
）
が
大
乗
・
小
乗
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
し
て
止
観
を
語
っ
て
い
る
点
を
糾
弾
す
る
！

『
止
観
論
』
は
『
解
深
密
経
』・『
瑜
伽
師
地
論
』
な
ど
の
テ
キ
ス
ト
の
引
用
で
大
き
く
構
成
さ
れ
て
い
る
。

→
徳
一
な
ら
で
は
の
独
自
性
は
少
な
い
︙

イ
ン
ド
直
輸
入
の
法
相
宗
な
ら
で
は
。

（
余
談
で
す
が
︙
）
中
国
で
で
き
あ
が
っ
た
天
台
と
イ
ン
ド
で
大
成
し
た
唯
識
（
法
相
）
の
違
い

徳
一
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
「
唯
識
」と
は
？

ゆ
い
し
き

■
「
た
だ
識
の
み
」→
た
だ
私
の
心
の
イ
メ
ー
ジ
の
み
し
か
な
い

た
だ
私
の
認
識
だ
け

□
瑜
伽
行
唯
識
学
派
＝
ヨ
ー
ガ
の
実
践
を
中
心
と
し
た
瞑
想
の
中
で
発
展
し
た
仏
教
→
本
来
実
践
主
義

□
「
唯
識
無
境
」「
万
法
唯
識
」「
心
外
無
別
法
」「
三
界
唯
心
」

ゆ
い
し
き
む
き
ょ
う

ば
ん
ぽ
う
ゆ
い
し
き

諸
の
識
の
縁
ず
る
所
は
、
唯
だ
識
の
所
現
な
り
。（『
解
深
密
経
』）

（
識
の
認
識
対
象
と
な
る
世
界
は
、
た
だ
識
の
現
れ
で
あ
る
）

※
〔
世
界
〕（
時
間
と
空
間
）
と
い
う
け
れ
ど
︙
認
識
の
上
で
の
み
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。

先
ず
一
切
の
諸
法
は
み
な
我
心
を
離
れ
ず
。
大
海
・
江
河
・
須
弥
・
鉄
囲
（
山
）、
見
ず
知
ら
ぬ
他
方
世
界
、

浄
土
菩
提
、
乃
至
一
実
真
如
の
妙
理
ま
で
、
皆
な
が
ら
我
心
の
内
に
あ
り
。
何
を
か
況
ん
や
、
我
身
の
頭

目
・
手
足
・
衣
服
・
飲
食
等
を
や
。（
良
遍
『
法
相
二
巻
鈔
』）

菩
薩
の
修
行
は「
止
観
」

「
止
」と「
観
」の
実
践
を
す
す
め
る

■

も
し
く
は
利
根
の
者
、
自
ら
教
法
に
依
っ
て
思
量
し
、
止
観
の
う
え
に
修
す
る
。
こ
れ
を
随
法
行
の
菩
薩

り
こ
ん

と
名
づ
く
。
も
し
く
は
鈍
根
の
者
、
経
教
に
よ
ら
ず
し
て
、
直
に
禅
師
等
の
教
授
を
信
じ
、
止
観
の
う
え

ど
ん
こ
ん

に
修
す
る
。
こ
れ
を
随
信
行
の
菩
薩
と
名
づ
く
。（『
守
護
国
界
章
』
巻
上
之
下
・
徳
一
「
止
観
論
」）

（
も
し
優
れ
た
素
質
の
者
あ
れ
ば
、
自
ら
教
え
に
よ
っ
て
考
え
て
止
観
を
修
習
す
る
。
こ
れ
を
随
法
行
・
教

え
に
随
っ
て
修
行
す
る
菩
薩
と
い
う
。
も
し
劣
っ
た
素
質
の
者
あ
れ
ば
、
経
の
み
に
よ
ら
ず
、
直
接
禅
師
な

ど
の
教
授
を
信
じ
て
止
観
を
修
習
す
る
。
こ
れ
を
随
信
行
・
信
に
よ
っ
て
修
行
す
る
菩
薩
と
い
う
）

止（
集
中
）と
観（
観
察
）の
関
係
性

■

善
く
思
惟
す
る
法
に
於
い
て
、
独
り
空
閑
に
処
し
、
作
意
し
思
惟
す
。（
略
）
よ
く
思
惟
す
る
心
は
内
心
に

さ

い

し
ゆ
い

相
続
し
、
作
意
し
思
惟
す
。
か
く
の
如
き
正
行
に
安
住
多
き
が
故
に
、
身
の
軽
安
お
よ
び
心
の
軽
安
を

き
ょ
う
あ
ん

起
こ
す
。
こ
れ
を
奢
摩
他
と
名
づ
く
。
か
く
の
如
く
菩
薩
は
よ
く
奢
摩
他
を
求
む
。
彼
は
身
心
軽
安
を
獲

得
す
る
に
よ
り
、
所
依
と
す
る
が
故
に
、
即
ち
、
か
く
の
如
く
善
く
思
惟
す
る
法
（
止
・
奢
摩
他
）、
内

の
三
摩
地
の
所
行
の
影
像
の
う
え
に
、
心
相
を
観
察
し
勝
解
し
捨
離
す
る
。
よ
く
正
し
く
思
択
し
、
最
も

よ
う
ぞ
う

し
た
く

極
め
て
思
択
し
，
周
遍
を
尋
思
し
、
周
遍
を
伺
察
す
、
こ
れ
を
毘
鉢
舎
那
と
名
づ
く
。
か
く
の
如
く
菩
薩

じ
ん
し

し
さ
つ

は
、
能
く
善
く
毘
鉢
舎
那
を
な
す
。（『
解
深
密
経
』
巻
３
）

①
「
止
」
奢
摩
他
・
シ
ャ
マ
タ
︙
表
層
・
深
層
の
心
が
静
め
る
心
の
働
き
。
ひ
と
り
静
か
な
環
境
で
心
を
静

め
る
こ
と
を
つ
と
め
て
、
心
を
一
境
に
集
中
す
る
。
瑜
伽
（
ヨ
ー
ガ
）
の
要
素
の
ひ
と
つ
。
心
を
寂
静
に
し

て
、
一
境
専
注
す
る
こ
と
。

止
＝
三
摩
地
（
三
昧
）
＝
静
慮
＝
禅
定
（
定
）
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→
作
意
・
思
惟
は
自
分
で
積
極
的
に
心
を
静
め
る
た
め
に
働
か
せ
る
こ
と
。

②
「
観
」
毘
鉢
舎
那
・
ヴ
ィ
パ
ッ
シ
ャ
ナ
ー
︙
止
（
奢
摩
他
）
に
よ
っ
て
静
か
に
な
っ
た
心
に
、
よ
く
影
像

（
イ
メ
ー
ジ
）
を
浮
か
べ
て
、
真
実
の
有
り
様
を
思
択
（
と
り
し
ら
べ
）・
尋
思
（
お
も
ん
ば
か
り
）・
伺
察

（
見
す
え
）・
観
察
す
る
。

徳
一
の
考
え
方

■

地
前
の
菩
薩
は
ま
た
真
如
を
観
ず
る
こ
と
を
学
び
、
唯
識
を
観
ず
る
こ
と
を
学
び
、
三
性
と
三
無
性
等
を

じ
ぜ
ん

観
ず
る
を
学
ぶ
。
未
だ
歎
ず
べ
か
ら
ず
と
雖
も
、
ま
さ
に
懈
廃
す
べ
か
ら
ず
。（
徳
一
「
止
観
論
」）

た
ん

い
え
ど

け
は
い

（
高
位
で
な
い
菩
薩
た
ち
は
真
理
を
観
察
す
る
こ
と
を
学
び
、
唯
識
〔
た
だ
私
の
心
の
働
き
し
か
な
い
の
だ
〕

と
観
察
す
る
こ
と
を
学
び
、
三
性
と
三
無
性
と
を
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
だ
讃
歎
さ
れ
る
ほ
ど
で
な
い

と
し
て
も
、
退
廃
し
た
り
、
サ
ボ
っ
て
は
な
ら
な
い
）

三
性
説
ー
虚
妄
分
別
す
る
私
の
心
ー

人
間
な
ら
ば
誰
に
で
も
、
現
実
の
全
て
が
見
え
る
わ
け
で
は
な
い
。

多
く
の
場
合
は
、
見
た
い
と
欲
す
る
現
実
し
か
見
て
い
な
い
。（
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
『
ガ
リ
ア
戦
記
』）

三
性
に
つ
い
て

み
ん
な
間
違
っ
て
い
る
見
解
を
持
っ
て
い
る

□
①
遍
計
所
執
性
︙
因
縁
所
生
の
現
象
（
依
他
起
性
）
な
の
に
、
変
化
し
な
い
実
体
・
実
我
が
あ
る
と
誤
認
す

へ
ん
げ
し
よ
し
ゆ
う

る
性
。
遍
計
と
は
周
遍
く
も
の
に
計
度
し
て
、
虚
妄
分
別
す
る
の
意
。
自
分
の
経
験
や
認
識
に
よ
り
左
右

あ
ま
ね

け
た
く

さ
れ
た
モ
ノ
の
見
方

②
依
他
起
性
︙
「
他
（
縁
）
に
依
っ
て
起
こ
る
性
」
の
意
。
因
縁
・
縁
起
の
な
か
で
生
ま
れ
て
滅
し
て
い
く

え

た

き

も
の
（
※
空
で
あ
っ
て
無
で
は
な
い
！
）
＝
当
た
り
前
の
こ
と
を
当
た
り
前
に
見
る

③
円
成
実
性
︙
「
円
か
に
完
成
さ
れ
た
性
」
の
意
。
真
理
の
認
識
の
姿
で
あ
り
、
菩
薩
・
如
来
の
知
見
。

え
ん
じ
よ
う
じ
つ

良
遍
『
法
相
二
巻
鈔
』の
説
明

③
→
②
→
①
で
読
ん
だ
ら
わ
か
り
や
す
い
︙

□

③
（
円
成
実
）
性
は
即
ち
真
如
の
妙
理
な
り
。
︙
円
満
成
就
し
て
本
来
凝
然
な
る
が
故
也
。

②
（
有
為
の
諸
法
を
依
他
起
性
と
い
う
）
真
如
の
上
に
他
の
縁
に
よ
り
仮
に
起
こ
れ
る
相
な
る
が
ゆ
え
な

り
。
色
声
香
味
触
法
・
眼
耳
鼻
舌
身
の
中
の
諸
の
心
、
お
よ
び
資
具
舎
宅
田
園
山
林
河
海
等
こ
れ
な
り
。

①
こ
の
仮
の
相
を
仮
の
相
と
も
悟
ら
ず
し
て
、
定
ん
で
実
に
有
り
と
思
う
心
の
前
に
当
た
り
て
、
現
ず
る

実
有
の
面
影
を
遍
計
所
執
と
名
づ
く
。

大
事
な
の
は
遍
計
所
執
性
か
ら
依
他
起
性
へ
の
転
換（
転
依
）ー
根
本
転
回
ー

て
ん
ね

□
唯
識
観
の
実
践
が
山
林
抖
擻

□
①
歩
く
こ
と
に
専
注
し

②
身
と
心
で
外
界
を
観
察
し

③
虚
妄
分
別
す
る
凡
夫
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
す
る

山
林
で
も
家
で
も
会
社
で
も
自
分
に
と
っ
て
の
「
阿
練
若
・
空
閑
処
」
を
持
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

心
を
静
め
て
集
中
し
、観
察
す
る
ル
ー
テ
ィ
ン
を
作
っ
て
お
く
と
勝
手
気
ま
ま
な
心
と
付
き
合
い
や
す
く
な
る
。

山
林
抖
擻
・
瞑
想
・
お
写
経
・
座
禅
・
お
念
仏
。な
ん
で
も
い
い
で
す
。万
法
唯
識
で
す
か
ら
。
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