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１

薑
評
・
紹
介

本
書
の
冒
頭
に
は
、
塚
本
善
隆
博
士
の
懇
切
丁
寧
な
序
文
が
置
か
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
神
戸
の
商
家
に
生
れ
た
氏
は
、
縁
あ
っ
て
、
幼

時
か
ら
、
浄
土
宗
学
を
信
仰
の
上
に
生
か
し
、
生
涯
を
念
佛
に
生
き
ら
れ

た
故
藤
本
浄
本
師
の
門
下
と
し
て
、
そ
の
薫
陶
を
受
け
て
こ
ら
れ
た
と
あ

る
。
本
書
を
一
読
し
て
感
ず
る
の
は
、
何
よ
り
も
本
書
が
念
佛
の
香
り
高

き
宗
教
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
氏
が
藤
本
師
の
よ
き

後
継
者
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
浄
土
宗
学
に
関
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
こ
と
に
基

因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
氏
は
そ
れ
と
共
に
、
佛
教
大
学
か
ら
大
谷
大
学

の
研
究
科
に
進
み
、
そ
の
後
、
更
に
浄
土
宗
学
研
究
所
に
お
い
て
浄
土
宗

学
の
研
讃
に
努
め
て
こ
ら
れ
た
学
究
の
徒
で
あ
る
。
氏
自
身
の
後
記
に
よ

る
と
、
大
谷
大
学
で
は
、
主
と
し
て
舟
橋
一
哉
教
授
の
指
導
の
も
と
で
初

期
佛
教
思
想
を
学
び
、
宗
学
研
究
所
で
は
、
香
月
乗
光
・
藤
堂
恭
俊
教
授

か
ら
浄
土
教
思
想
と
宗
学
を
、
諸
戸
素
純
教
授
か
ら
宗
教
学
を
、
西
川
知

雄
教
授
か
ら
哲
学
を
、
田
中
順
照
教
授
か
ら
中
観
、
唯
識
を
学
ば
れ
た
と

あ
る
。
本
書
で
は
、
そ
れ
ら
の
幅
広
い
学
問
や
思
想
が
、
氏
の
深
い
求
道

高
橋
弘
次
著

法
然
浄
土
教
の
諸
問
題

幡

谷
明

心
に
よ
っ
て
充
分
に
吸
収
さ
れ
活
用
さ
れ
て
お
り
、
平
明
な
表
現
と
明
快

な
論
旨
と
相
俟
っ
て
、
学
問
的
に
も
優
れ
た
研
究
業
績
と
な
っ
て
結
実
し

て
い
る
の
を
見
出
す
。

本
書
は
、
法
然
浄
土
教
の
人
間
観
・
佛
身
観
・
信
仰
論
の
三
部
と
、
浄

土
宗
学
の
諸
問
題
と
い
う
一
部
と
の
、
計
四
部
に
よ
っ
て
構
成
せ
ら
れ
て

い
る
。
し
ば
ら
く
そ
の
内
容
に
従
っ
て
紹
介
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
部
、
法
然
浄
土
教
の
人
間
観
は
、
佛
教
に
お
け
る
人
間
の
呼
称
の

変
化
を
手
懸
と
し
て
、
人
間
を
凡
夫
と
し
て
主
体
的
に
捉
え
る
浄
土
教
思

想
に
至
る
ま
で
の
、
人
間
の
存
在
性
の
把
握
を
、
思
想
史
的
に
解
明
し
た

も
の
で
あ
る
。
パ
ー
リ
語
や
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
、
人
間
の
呼
称
と
し

て
使
用
さ
れ
た
も
の
は
数
多
い
が
（
註
に
、
水
野
弘
元
著
「
南
伝
大
蔵
経
索
引
」
、

吋
昌
同
国
警
号
冒
３
．
同
色
ｑ
》
雲
井
昭
善
編
「
巴
和
小
辞
典
」
、
荻
原
雲
来
緬
「
梵

和
大
辞
典
」
、
旨
○
日
の
Ｈ
】
曽
二
〕
“
胃
拝
両
目
警
呂
ロ
．
両
品
の
鼻
○
口
、
国
巨
目
冒
謀
国
吾
‐

『
己
留
口
印
胃
詳
ロ
ー
中
村
元
編
「
佛
教
語
大
辞
典
」
等
に
よ
り
、
解
説
し
て
い

る
）
、
氏
は
特
に
そ
の
中
か
ら
、
①
日
騨
ロ
ロ
遇
凹
（
言
画
ロ
ロ
朋
四
）
〕
②
、
四
＃
ご
沙

（
、
胃
曾
）
》
③
冒
昏
品
‐
苛
口
空
（
冒
昏
口
言
］
国
）
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
、
①
が
一
般
イ
ン
ド
思
想
に
お
い
て
、
「
考
え
る
も
の
」
と

い
う
人
間
の
普
遍
的
性
能
を
捉
え
た
人
間
の
呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
、
②
は
「
生
き
と
し
て
生
け
る
も
の
」
と
共
に
「
煩
悩
を
も
っ
た

も
の
」
を
表
わ
し
、
煩
悩
の
迷
い
か
ら
の
覚
醒
を
実
践
理
念
と
す
る
大
乗

の
菩
薩
思
想
と
深
い
関
わ
り
を
も
つ
こ
と
、
③
に
つ
い
て
は
、
中
国
に
お

い
て
発
展
し
た
浄
土
教
思
想
に
お
い
て
は
、
特
に
人
間
を
「
凡
夫
」
と
し

て
捉
え
て
い
る
が
、
③
は
ま
さ
し
く
そ
の
凡
夫
の
原
語
と
考
え
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
氏
は
、
そ
こ
か
ら
、
三
つ
の
語
の
思
想
的
な
流
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れ
を
想
定
し
、
浄
土
教
に
お
け
る
人
間
の
存
在
性
の
捉
え
方
に
視
点
を
向

け
て
い
る
。
そ
の
中
で
第
三
の
冒
昏
侭
‐
茜
目
色
は
、
「
独
り
ひ
と
り
別
灸

に
生
れ
た
も
の
ｌ
異
生
」
の
意
味
か
ら
、
「
一
般
の
人
」
「
愚
か
な
人
」

の
意
味
と
な
り
、
更
に
複
数
形
と
し
て
「
下
層
階
級
の
人
、
一
般
庶
民
」

と
い
う
意
味
を
も
つ
も
の
と
な
っ
た
と
考
え
、
そ
し
て
イ
ン
ド
に
お
い
て

は
、
そ
れ
が
第
三
者
か
ら
す
る
人
間
の
呼
称
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
中
国

か
ら
日
本
に
至
っ
て
は
、
買
昏
樹
‐
茜
ロ
圏
を
原
語
と
す
る
凡
夫
の
意
味
が

主
体
的
な
自
己
の
自
覚
内
容
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
推
究
し

て
い
る
（
二
’
一
三
頁
）
。
す
な
わ
ち
、
氏
は
「
目
四
国
ｐ
遇
い
（
日
巴
〕
房
＄
）

か
ら
の
胃
可
塑
（
笛
芹
魚
）
を
へ
て
冒
昏
畠
‐
君
国
四
へ
、
さ
ら
に
胃
昏
撹
‐

］
四
口
④
の
〈
愚
か
も
の
〉
の
意
味
か
ら
、
そ
れ
を
自
己
の
内
に
み
る
凡
夫

性
の
自
覚
へ
と
、
そ
の
表
現
の
こ
と
ば
を
異
に
し
て
人
間
の
呼
称
は
変
化

し
転
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
人
間
の
呼
称
の
変
化
・
転
化
は
、
人
間

の
存
在
性
に
対
す
る
内
的
な
自
覚
、
つ
ま
り
主
体
的
宗
教
的
自
覚
の
深
ま

り
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
（
二
九
頁
）
と
考
え
る
。
そ
し
て
氏
は
、

そ
の
極
ま
り
を
法
然
浄
土
教
の
人
間
観
に
見
て
ゆ
こ
う
と
す
る
が
、
そ
の

基
盤
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
始
め
に
道
緯
と
善
導
の
凡
夫
観
に
つ
い
て

概
観
し
て
い
る
。
そ
の
中
善
導
の
人
間
観
に
つ
い
て
は
、
「
善
導
の
人
間

を
見
る
立
場
に
は
、
側
客
観
的
な
立
場
か
ら
人
間
（
凡
夫
）
を
み
る
立
場

と
、
②
主
体
的
な
立
場
か
ら
人
間
を
と
ら
え
る
立
場
が
あ
る
こ
と
」
を
注

意
し
、
善
導
の
客
観
的
人
間
把
握
と
し
て
、
仙
九
品
皆
凡
を
強
調
す
る
こ

と
、
⑨
善
悪
の
十
種
に
凡
夫
を
み
る
こ
と
、
③
定
機
・
散
機
に
分
け
て
そ

の
散
機
に
四
種
を
数
え
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
い
の
九
品
唯
凡
に
つ

い
て
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
㈲
の
十
種
の
凡
夫
は
、

観
念
法
門
に
善
性
の
五
種
の
凡
夫
、
悪
性
の
五
種
の
凡
夫
の
合
せ
て
十
種

の
凡
夫
を
分
類
し
て
い
る
も
の
で
、
世
間
的
な
人
間
行
為
の
徳
目
に
対
応

し
て
、
客
観
的
に
人
間
を
把
握
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
③
の

四
種
の
機
類
に
つ
い
て
は
、
観
経
疏
（
散
善
義
）
に
、
世
福
・
戒
福
・
行

福
の
中
、
何
れ
か
一
福
を
行
ず
る
者
、
二
福
を
行
ず
る
者
、
三
福
共
に
行

ず
る
者
、
三
福
共
に
行
じ
な
い
者
を
類
別
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
、
九
品

の
機
類
と
合
す
る
と
、
散
機
は
十
三
種
に
類
別
さ
れ
て
い
る
と
君
倣
す
こ

と
が
出
来
る
と
し
て
い
る
（
一
八
’
二
○
頁
）
。
し
か
し
、
③
四
種
の
機
類

は
九
品
の
機
類
に
つ
い
て
分
け
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ

を
九
品
の
機
類
と
合
し
て
十
三
種
と
考
え
る
の
は
、
問
題
で
あ
ろ
う
。
氏

は
、
次
に
善
導
に
お
け
る
凡
夫
性
の
自
覚
と
い
う
主
体
的
人
間
把
握
と
し

て
二
稚
深
信
を
考
察
し
、
佛
教
の
転
換
は
善
導
を
中
心
と
す
る
人
間
観
の

転
換
か
ら
始
ま
る
と
述
慧
へ
て
い
る
。
が
、
こ
こ
で
は
、
更
に
善
導
の
三
心

釈
、
殊
に
至
誠
心
釈
に
つ
い
て
の
掘
り
下
げ
た
究
明
が
望
ま
れ
る
。
次
い

で
氏
は
法
然
の
凡
夫
観
に
つ
い
て
、
特
に
還
愚
の
自
覚
を
指
摘
す
る
と
共

に
、
法
然
上
人
伝
記
（
醍
醐
本
）
に
見
ら
れ
る
悪
人
正
機
説
に
つ
い
て
論

述
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
、
法
然
の
人
間
観
に
は
、
日
一
切
衆
生

悉
有
佛
性
と
い
う
本
質
的
立
場
、
㈲
そ
の
本
質
的
立
場
に
基
づ
き
な
が
ら

も
「
佛
性
無
し
由
二
願
現
一
」
と
告
白
す
る
実
存
的
立
場
、
同
本
質
的
立
場

を
全
く
無
視
し
て
「
能
令
一
一
瓦
礫
変
成
壱
金
」
と
表
現
す
る
全
く
の
実
存
的

立
場
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、
第
三
の
実
存
的
立
場
は
、
念
佛
の
実
践

の
只
中
に
あ
る
宗
教
的
実
存
と
し
て
、
念
佛
を
通
し
て
人
格
的
な
佛
か
ら

放
射
さ
れ
る
光
の
中
に
照
し
出
さ
れ
た
人
間
存
在
の
実
態
の
告
白
で
あ
り
、

そ
れ
こ
そ
浄
土
念
佛
門
の
人
間
観
を
も
っ
と
も
よ
く
示
す
も
の
で
あ
る
こ
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と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
箇
所
は
氏
の
本
領
が
も
っ
と
も
よ
く
示
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
だ
け
に
、
転
成
の
論
理
に
つ
い
て
は
、

今
後
更
に
深
く
究
明
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

第
二
部
の
法
然
浄
土
教
の
佛
身
観
で
は
、
善
導
。
法
然
の
浄
土
教
に
限

っ
て
、
称
名
念
佛
と
い
う
実
践
的
立
場
か
ら
、
阿
弥
陀
佛
と
い
う
信
仰
対

象
が
い
か
に
捉
え
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
が
い
か
に
証
明
せ
ら
れ
表
現
せ
ら
れ

て
い
る
か
を
究
明
し
て
い
る
。
氏
は
ま
ず
善
導
の
佛
身
論
に
お
け
る
問
題

点
と
し
て
、
善
導
は
阿
弥
陀
佛
を
報
身
論
と
論
断
す
る
一
方
で
、
諸
佛
の

三
身
同
証
、
弁
立
三
身
を
説
い
て
お
り
、
そ
こ
に
佛
身
論
に
お
け
る
矛
盾

が
見
ら
れ
る
と
し
、
日
報
身
論
の
意
味
と
限
界
、
㈲
三
身
同
体
論
と
別
体

論
の
相
違
に
つ
い
て
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
善
導
の
阿
弥
陀
佛
観
の

特
異
性
を
肌
ら
か
に
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
善
導
が

弥
陀
報
身
論
を
説
く
理
由
は
、
本
来
絶
対
的
な
佛
が
相
対
的
な
因
果
の
世

界
に
か
か
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
衆
生
を
救
済
す
る
と
い
う
、
阿
弥
陀
佛
の

も
つ
性
格
そ
の
も
の
に
基
因
す
る
と
共
に
、
歴
史
的
事
情
と
し
て
は
、
道

紳
の
三
身
論
（
報
身
説
）
を
継
承
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
時
の
佛
教
思
想

界
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
理
論
的
に
は
三
身
論
を
依
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
見
出
さ
れ
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
更
に
、
玄
義
分

に
佛
の
願
力
を
強
縁
と
し
て
の
み
五
乗
斉
入
を
説
く
凡
夫
入
報
論
は
、
理

論
的
な
三
身
論
を
使
用
し
て
の
報
身
報
士
論
に
限
界
の
あ
る
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
る
と
論
述
し
て
い
る
（
五
七
’
五
八
頁
）
。
そ
の
意
図
は
理
解
出

来
る
よ
う
で
あ
る
が
、
論
証
が
不
充
分
で
あ
り
、
説
得
力
を
欠
い
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
に
阿
弥
陀
佛
の
三
つ
の
働
き
と
し
て
三
身
同
証
を

説
く
同
体
論
と
、
報
身
で
あ
る
こ
と
を
主
と
す
る
別
体
論
と
の
関
係
に
っ

い
て
、
前
者
は
佛
自
身
の
側
に
立
つ
絶
対
次
元
の
も
の
で
あ
り
、
後
者
は

人
間
の
側
か
ら
論
証
す
る
相
対
次
元
の
も
の
と
し
て
、
両
者
は
明
碓
に
区

別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
述
・
へ
、
善
導
の
佛
身
観
は
、
理
論
的
に
三

身
同
体
論
か
ら
別
体
論
を
展
開
す
る
こ
と
か
ら
、
更
に
実
践
的
立
場
に
お

け
る
佛
身
論
を
展
開
す
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
中
心
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す

る
。
氏
は
、
そ
の
現
実
の
念
佛
生
活
に
お
け
る
実
践
的
立
場
か
ら
の
佛
身

観
と
し
て
、
親
縁
・
近
縁
・
増
上
縁
の
三
縁
に
よ
る
阿
弥
陀
の
人
格
的
対

応
と
、
観
音
・
勢
至
の
二
菩
薩
を
伴
っ
て
の
衆
生
救
済
の
様
態
と
を
挙
げ
、

最
後
に
、
善
導
の
佛
身
観
の
中
心
は
諸
佛
・
釈
尊
・
弥
陀
が
同
体
の
大
悲
と

し
て
平
等
で
あ
る
と
共
に
、
諸
佛
・
釈
尊
は
す
。
へ
て
弥
陀
一
佛
に
統
摂
さ

れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
点
に
置
か
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
氏

は
そ
こ
か
ら
更
に
法
然
の
佛
身
論
に
つ
い
て
論
述
す
る
が
、
先
づ
、
法
然

が
阿
弥
陀
の
実
体
、
あ
る
い
は
そ
の
信
仰
の
精
神
状
況
を
直
接
的
な
課
題

と
し
て
論
じ
て
い
な
い
の
は
、
万
人
に
平
等
の
救
済
を
も
た
ら
す
阿
弥
陀

佛
の
本
願
、
慈
悲
の
聖
意
を
強
調
す
る
こ
と
が
第
一
義
的
で
あ
っ
た
こ
と

に
よ
る
と
し
、
称
名
の
実
践
に
お
け
る
阿
弥
陀
佛
と
の
直
接
的
な
人
格
的

関
わ
り
合
い
を
離
れ
て
、
法
然
の
俳
身
論
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

法
然
の
佛
身
論
。
佛
士
論
に
つ
い
て
は
、
勢
い
称
名
の
実
践
に
よ
る
三
昧

正
受
と
い
う
、
宗
教
的
体
験
を
重
視
し
、
そ
れ
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
氏
は
法
然
が
第
二
義
的
立
場
か
ら

三
身
同
体
論
と
別
体
論
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
こ
と
を
、
無
量
寿
経
釈
・

逆
修
説
法
（
四
七
日
）
に
よ
っ
て
指
摘
し
て
い
る
（
七
六
’
八
四
頁
）
。
そ
の

論
述
内
容
は
先
の
善
導
の
佛
身
観
と
重
複
す
る
部
分
が
多
い
が
、
法
然
に

お
い
て
は
、
三
身
別
体
論
の
確
立
の
上
に
同
体
論
が
展
開
さ
れ
る
べ
き
で
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あ
る
と
述
べ
、
た
だ
し
法
然
は
三
身
即
一
の
内
容
に
つ
い
て
は
語
っ
て
い

な
い
と
注
意
し
て
い
る
（
八
四
頁
）
。
そ
し
て
更
に
、
法
然
に
真
化
二
身
論

が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
法
然
の
化
身
論
に
は
、
㈲
円
光
の
化
佛
、

目
摂
取
不
捨
の
化
佛
、
白
来
迎
引
接
の
化
佛
の
三
義
が
見
ら
れ
る
こ
と
、

そ
の
三
義
の
中
、
来
迎
引
接
の
化
用
の
上
に
も
っ
と
も
宗
教
的
な
性
格
が

見
出
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
論
述
し
て
い
る
（
八
八
’
九
九
頁
）
。
そ
し
て

氏
は
、
法
然
の
真
化
二
身
論
は
、
そ
れ
が
善
導
の
「
報
身
兼
し
化
」
と
い

う
釈
義
に
拠
る
も
の
で
は
あ
る
と
し
て
も
、
報
化
二
身
を
真
化
二
身
と
し

て
論
じ
た
の
は
、
法
然
を
も
っ
て
哨
矢
と
す
る
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
が

（
一
○
○
’
一
○
二
頁
）
、
い
さ
さ
か
特
異
性
の
強
調
を
意
識
し
過
ぎ
る
の
で

は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
法
然
浄
土
教
の
中
で
は
、
恐
ら
く

論
証
が
難
し
い
問
題
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
佛
身
観
に
つ
い
て
、
そ
れ
を

解
明
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
は
充
分
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
三
部
の
法
然
浄
土
教
の
信
仰
論
は
、
四
節
に
分
け
ら
れ
る
。
一
の
法

然
に
お
け
る
念
佛
の
性
格
と
構
造
で
は
、
氏
自
身
の
宗
学
的
立
場
が
鎮
西

流
（
弁
長
）
に
立
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
法
然
の
念
佛
の
教
え

の
受
け
と
め
方
に
、
二
つ
の
異
な
っ
た
流
れ
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
法

然
の
念
佛
行
（
ロ
称
念
佛
）
に
お
け
る
実
践
構
造
と
、
そ
の
特
異
性
を
究

明
し
て
い
る
。
氏
は
ま
ず
、
念
佛
の
佛
辺
的
解
釈
と
し
て
親
鷲
を
と
り
あ

げ
る
。
す
な
わ
ち
、
選
択
集
（
二
行
章
）
に
示
さ
れ
た
五
番
相
対
に
お
け
る

不
廻
向
廻
向
対
に
つ
い
て
、
法
然
の
立
場
は
名
号
に
す
で
に
廻
向
の
内
容

が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
殊
更
に
廻
向
の
意
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
も

の
で
あ
る
と
解
説
し
た
上
で
、
親
鴬
の
名
号
論
に
つ
い
て
論
述
し
て
い
る
。

氏
は
そ
こ
で
、
教
行
信
証
の
行
巻
に
示
さ
れ
た
大
行
釈
と
六
字
釈
に
つ
い

て
、
青
木
敬
麿
氏
の
「
念
佛
の
形
而
上
学
」
を
引
用
し
て
解
説
し
、
親
鶯

の
大
行
論
に
お
い
て
は
、
「
人
間
が
佛
の
名
号
を
称
え
て
、
直
接
に
佛
と

か
か
わ
る
と
い
う
行
の
内
容
で
は
な
く
」
、
「
人
間
の
修
す
べ
き
行
（
実
践
）

の
主
体
を
佛
の
側
に
お
く
と
い
う
、
念
佛
の
大
行
と
し
て
の
受
け
と
め
方

は
、
そ
れ
は
す
で
に
観
念
的
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
人
間
（
衆
生
）

の
行
の
止
揚
を
意
味
し
、
佛
と
直
接
的
に
か
か
わ
る
行
（
称
名
念
佛
）
の

否
定
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
」
（
一
二
○
’
二
三
頁
）
と
し
て
、
そ
れ
を

石
井
教
道
教
授
に
従
っ
て
佛
辺
的
解
釈
と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
親
鶯

は
念
佛
す
る
身
に
お
け
る
定
散
心
、
あ
る
い
は
罪
福
信
に
つ
い
て
、
厳
し

い
批
判
を
展
開
し
は
し
た
が
、
決
し
て
称
名
念
佛
と
い
う
宗
教
的
実
践
ま

で
も
否
定
し
た
の
で
は
な
い
。
称
名
念
佛
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
こ
に

働
い
て
い
る
本
願
の
名
号
を
聞
き
開
い
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
観

念
的
と
捉
え
る
の
は
、
そ
こ
で
使
わ
れ
た
観
念
的
と
い
う
言
葉
の
意
味
に

つ
い
て
の
吟
味
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
表
面
的
理
解
に
と
ど
ま
る
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
氏
は
次
い
で
、
弁
長
の
「
徹
選
択
本
願
念
佛

集
」
（
下
）
に
示
さ
れ
た
念
佛
論
、
す
な
わ
ち
、
念
佛
は
不
離
佛
で
あ
り
値

遇
佛
で
あ
り
、
不
忘
佛
で
あ
り
常
念
佛
で
あ
る
。
そ
れ
は
恰
も
母
親
と
嬰

児
の
関
係
に
誉
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
念
佛
論
こ
そ
は
、
佛

と
直
接
的
に
か
か
わ
る
念
佛
で
あ
り
、
観
念
的
性
格
を
も
つ
念
佛
と
は
異

な
っ
た
経
験
的
・
実
践
的
性
格
を
も
っ
た
念
佛
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
そ
の
「
口
称
念
佛
は
阿
弥
陀
佛
の
本
願
に
随
順
し
て
、
と
き
に
見

佛
三
味
を
成
就
し
、
臨
終
に
は
阿
弥
陀
佛
の
来
迎
に
あ
ず
か
っ
て
往
生
の

素
懐
を
と
げ
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
三
四
頁
）
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
念

佛
の
機
辺
的
解
釈
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
る
と
し
て
い
る
。
鎮
西
の
宗
学
に
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立
脚
す
る
氏
に
と
っ
て
、
法
然
の
念
佛
Ｉ
弁
長
の
念
佛
で
あ
る
こ
と
は
当

然
と
い
う
ぺ
き
で
あ
ろ
う
が
、
弁
長
の
念
佛
論
は
、
生
涯
を
通
じ
て
の
口

称
念
佛
の
相
続
を
重
視
し
た
法
然
の
機
辺
的
解
釈
を
そ
の
ま
ま
継
承
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
（
一
二
七
頁
）
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
親
憾

の
立
場
は
「
一
念
の
信
に
と
ど
ま
り
、
行
も
一
念
の
信
に
含
ま
れ
」
「
人

間
の
修
す
行
（
口
称
念
佛
）
は
自
力
の
は
か
ら
い
と
し
て
、
ど
こ
ま
で
も

し
り
ぞ
け
ら
れ
て
い
る
」
（
二
一
七
頁
）
と
批
判
し
て
い
る
。
氏
は
更
に
そ

の
点
に
つ
い
て
、
田
村
芳
朗
教
授
の
所
論
で
あ
る
、
不
二
絶
対
論
（
一
念

信
）
か
ら
而
二
相
対
論
（
口
称
念
佛
）
に
お
り
た
っ
た
法
然
の
立
場
を
、

親
驚
は
不
二
絶
対
論
に
逆
転
し
て
い
る
と
い
う
説
、
お
よ
び
望
月
信
亭
教

授
の
所
論
で
あ
る
、
法
然
の
念
佛
を
も
と
の
天
台
（
本
覚
法
門
）
の
立
場

に
逆
転
し
た
も
の
と
い
う
説
を
引
用
し
て
、
そ
の
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

親
鴬
の
思
想
形
成
の
上
で
、
恵
心
流
の
天
台
本
覚
法
門
が
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
こ
と
は
、
充
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
親
鶯
教
学

の
根
本
問
題
は
、
あ
く
ま
で
も
法
然
上
人
と
の
値
遇
と
い
う
出
来
事
を
通

し
て
証
し
さ
れ
た
、
本
願
成
就
（
文
）
の
意
義
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
の
で
あ
り
、
廻
向
成
就
と
い
う
こ
と
の
究
明
に
お
い
て
、
そ
の
場
合
叡

山
で
修
学
し
た
天
台
教
学
が
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
は
天
台
教
学
を
借
り
る
こ
と
に
よ
っ
て
弁
証
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
注
意
す
等
へ
き
で
あ
る
。

次
に
二
の
善
導
・
法
然
の
普
遍
的
宗
教
体
験
で
は
、
そ
れ
が
日
救
済
の

働
き
と
し
て
の
光
明
と
、
㈲
そ
の
光
明
に
浴
す
る
た
め
の
口
称
念
佛
の
行

と
、
目
そ
の
口
称
念
佛
の
行
の
中
に
生
ず
る
宗
教
意
識
（
信
機
・
信
法
）

の
三
要
素
に
よ
る
往
生
の
目
的
の
成
就
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
し
て
、
特

に
白
の
宗
教
意
識
が
浄
土
教
に
お
け
る
普
遍
的
な
宗
教
体
験
で
あ
る
こ
と

を
究
明
し
て
い
る
。
先
づ
光
明
に
つ
い
て
、
念
佛
の
衆
生
の
あ
り
の
ま
ま

の
姿
を
照
し
出
し
、
そ
れ
ま
で
の
罪
業
を
消
滅
す
る
作
用
と
、
来
迎
・
見

佛
な
ど
の
宗
教
的
経
験
を
も
た
ら
す
作
用
を
挙
げ
、
前
者
は
衆
生
救
済
の

基
本
的
な
消
極
的
作
用
で
あ
り
、
後
者
は
衆
生
救
済
の
積
極
的
作
用
で
あ

る
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
滅
罪
作
用
の
主
体
的
内
面
化
と
し
て
俄
悔
の
意

識
を
と
り
あ
げ
、
善
導
に
お
い
て
は
そ
れ
が
積
極
的
に
強
調
さ
れ
て
い
る

の
に
対
し
、
法
然
に
お
い
て
は
そ
う
で
な
い
と
し
、
そ
の
理
由
を
法
然
の

場
合
は
称
名
念
佛
の
中
に
峨
悔
の
意
識
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
次
に
称
名
念
佛
の
中
の
経
験
と
し
て
二
種
深
信

を
問
題
と
し
、
信
機
と
い
う
人
間
の
内
に
向
う
自
己
否
定
的
な
意
識
作
用

と
、
信
法
と
い
う
人
間
の
外
に
向
う
肯
定
的
な
意
識
作
用
と
が
、
念
佛
者

の
内
で
葛
藤
し
緊
張
し
て
ゆ
く
こ
と
に
お
い
て
、
念
佛
信
仰
が
深
化
し
て

ゆ
く
こ
と
を
跡
付
け
て
い
る
。

次
に
、
三
の
法
然
に
お
け
る
慨
悔
と
滅
罪
で
は
、
峨
悔
は
人
間
の
側
の

宗
教
意
識
で
あ
り
、
滅
罪
は
佛
の
側
の
救
済
作
用
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
両

者
は
区
別
し
て
考
え
ら
れ
る
、
へ
き
で
あ
る
と
し
、
餓
悔
の
原
語
的
意
味
、

称
名
に
よ
る
滅
罪
作
用
に
つ
い
て
述
雲
へ
、
佛
の
名
号
を
称
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
佛
の
光
明
に
浴
す
る
と
い
う
意
識
が
、
ま
さ
に
俄
悔
の
意
識
内
容

に
他
な
ら
な
い
と
し
、
法
然
に
お
い
て
戯
悔
が
第
一
義
的
に
論
ぜ
ら
れ
て

い
な
い
の
も
、
称
名
念
佛
の
中
に
俄
悔
が
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
第
三
部
の
結
び
で
あ
る
四
の
法
然
の
念
佛
三
味
で
は
、
法
然
独

自
の
口
称
念
佛
三
味
は
、
石
井
教
道
教
授
が
法
然
の
著
作
内
容
に
よ
っ
て
、
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そ
の
念
佛
思
想
の
推
移
を
諺
浅
劣
念
佛
期
（
要
集
浄
土
教
時
代
）
、
本
願
念

佛
期
（
善
導
念
佛
時
代
）
、
選
択
念
佛
期
（
法
然
独
自
時
代
）
の
三
期
に
分

け
ら
れ
た
、
そ
の
第
三
期
（
建
久
九
年
’
六
六
歳
）
以
降
の
宗
教
経
験
の

特
徴
を
示
す
も
の
と
し
て
、
そ
の
優
れ
た
特
質
に
つ
い
て
究
明
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
ま
ず
、
醍
醐
本
法
然
上
人
伝
記
の
三
昧
発
得
記
に
、

念
佛
三
味
を
発
得
し
た
と
い
わ
ず
に
口
称
三
味
を
発
得
し
た
と
あ
る
こ
と

に
注
意
し
、
法
然
の
念
佛
三
昧
は
口
称
念
佛
の
相
続
の
中
に
、
求
め
ず
し

て
自
然
に
発
得
さ
れ
た
三
昧
で
あ
り
、
そ
こ
に
口
称
念
佛
の
探
勝
性
が
あ

る
こ
と
を
述
。
へ
て
い
る
。
そ
し
て
、
従
来
の
観
勝
称
劣
思
想
に
対
し
て
、

称
勝
観
劣
思
想
を
形
成
し
た
法
然
の
口
称
念
佛
に
は
、
実
は
そ
れ
に
よ
っ

て
否
定
せ
ら
れ
た
観
佛
三
昧
の
内
容
が
内
含
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、

選
択
集
が
そ
の
三
昧
定
中
に
あ
っ
て
撰
述
さ
れ
た
こ
と
の
重
要
性
、
す
な

わ
ち
そ
れ
は
、
法
然
の
口
称
三
味
が
単
に
法
然
自
身
の
神
秘
的
宗
教
経
験

に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
く
、
客
観
的
に
宗
教
的
真
実
性
を
示
す
意
義
を
も

つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

前
上
、
本
書
の
中
心
で
あ
る
法
然
浄
土
教
の
人
間
観
・
佛
身
観
・
信
仰

論
の
前
三
部
の
内
容
に
つ
い
て
極
め
て
粗
雑
な
紹
介
を
し
て
き
た
。
な
お
、

第
四
部
の
浄
土
宗
学
の
諸
問
題
（
一
、
宗
学
の
学
問
的
性
格
、
二
、
選
択

集
の
扱
い
方
、
三
、
宗
学
と
佛
教
学
、
四
、
戦
後
の
浄
土
宗
学
）
も
興
味

深
い
内
容
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
紹
介
す
べ
き
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
紙
数
の
都
合
上
省
略
す
る
。

始
め
に
も
述
需
へ
た
よ
う
に
、
本
書
は
平
明
な
表
現
と
明
快
な
論
旨
で
も

っ
て
終
始
一
貫
せ
ら
れ
て
お
り
、
念
佛
の
香
り
高
き
宗
教
書
で
あ
る
と
共

に
優
れ
た
学
術
書
と
し
て
、
法
然
浄
土
教
に
関
心
を
も
た
れ
る
多
く
の

方
交
に
推
奨
す
る
。

（
昭
和
五
十
三
年
九
月
、
山
喜
房
佛
害
林
、
Ａ
５
版
二
九
六
頁
六
○
○
○
円
）

「佛教学セミナー」バックナンバー発売中

既発行の「佛教学セミナー」のバックナンバーを御希望の方は，佛教学研

究室又は文栄堂書店に申し込み下さい。二冊以上お申し込みの方には送料

を当方で負担します（一冊のみの場合，送料40円)。

1～3号品切れ15～17号350円

4号200円18～19号400円

5～7号品切れ20号品切れ(特集号）＊

8～10号25 0 円 2 1 ～ 2 4 号 6 0 0 円

11～14号300円25～29号・700円

＊第20号は特集号で，別に単行本として文栄堂書店より発売中(4,000円)。
※既刊号の総目次は本誌26号に掲載されています。

4,12,22号は残部僅少です。
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