
花
園
大
学
教
授
柳
田
聖
山
氏
は
、
禅
宗
の
燈
史
を
研
究
し
て
か
ね
て
よ

り
着
々
と
堅
実
な
業
績
を
発
表
せ
ら
れ
て
き
た
が
、
昨
年
は
ほ
ぼ
そ
の
成

果
を
集
大
成
し
た
形
に
於
て
「
初
期
禅
宗
史
書
の
研
究
」
と
い
う
全
文
七

百
頁
に
余
る
労
作
を
公
に
せ
ら
れ
た
。
こ
の
書
は
、
同
教
授
が
兼
ね
て
研

究
員
と
し
て
参
加
さ
れ
て
い
る
禅
文
化
研
究
所
よ
り
、
開
設
後
三
年
を
経

て
そ
の
研
究
報
告
の
第
一
と
し
て
世
に
問
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
禅
文
化

研
究
所
に
と
っ
て
も
又
花
園
大
学
に
と
っ
て
も
、
禅
宗
初
期
の
実
態
を
明

確
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
最
も
重
要
な
使
命
で
あ
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な

い
が
、
私
は
本
書
が
千
年
に
亙
る
禅
宗
の
宗
学
的
伝
承
説
の
上
に
徹
底
し

た
学
問
的
照
明
を
投
げ
か
け
ら
れ
た
点
に
於
て
、
こ
れ
が
独
り
そ
れ
ら
の

機
関
の
た
め
忠
実
に
使
命
を
果
た
さ
れ
た
結
実
で
あ
る
か
ら
と
い
う
だ
け

で
な
く
、
広
く
学
界
全
体
の
上
か
ら
言
っ
て
も
、
確
か
に
今
日
の
佛
教
学

が
誇
り
得
る
後
世
へ
の
一
遺
産
で
あ
る
と
信
ず
る
。
私
は
研
究
に
於
て
そ

の
方
面
を
専
攻
し
て
き
た
経
歴
を
持
た
ず
又
今
十
分
の
調
査
に
立
っ
て
批

評
す
る
だ
け
の
餘
裕
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
同
書
の
刊
行
に
喜
を
覚
え
る

の
で
こ
こ
に
内
容
一
端
を
紹
介
す
る
と
共
に
併
せ
て
卑
見
を
申
し
述
尋
へ
る

書
評
・
紹
介

柳
田
聖
山
著

初
期
禅
宗
史
書
の
研
究

や
。
七
８
Ｊ
、＃

超
慧

日

こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。

禅
宗
と
い
う
は
、
周
知
の
如
く
見
性
を
重
ん
じ
不
立
文
字
を
標
傍
す
る

宗
派
で
あ
る
。
見
性
を
宗
と
す
る
以
上
は
各
自
の
内
的
直
観
を
通
さ
ね
ば

な
ら
ず
然
も
直
観
し
頓
悟
す
る
た
め
に
は
禅
機
の
発
る
こ
と
が
必
要
で
あ

っ
て
、
禅
機
は
よ
き
師
の
導
き
に
よ
り
人
格
的
触
れ
合
い
の
中
に
育
成
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
禅
宗
で
は
師
弟
の
関
係
が
と
り
わ
け
重
視
せ

ら
れ
、
師
の
日
常
生
活
に
お
け
る
一
挙
手
一
投
足
が
悉
く
悟
り
に
蕊
る
も

の
で
あ
る
と
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
が
禅
家
に
於
て
、
語
録
と
い
う
も
の
の
次

点
と
編
纂
さ
れ
て
き
た
所
以
で
あ
る
。
同
時
に
又
法
の
た
め
に
師
を
重
ん

じ
見
性
が
師
の
開
導
に
俟
っ
こ
と
の
実
証
と
し
て
、
又
そ
の
実
証
が
後
の

求
道
者
を
開
悟
に
導
く
最
良
の
手
引
と
な
る
意
味
に
於
て
、
及
び
一
面
に

は
自
派
の
嫡
盈
相
承
が
正
し
く
佛
祖
に
結
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
保

証
と
し
て
、
伝
燈
の
系
図
が
漸
次
積
み
累
ね
ら
れ
て
い
っ
た
事
情
も
、
禅

と
い
う
も
の
の
性
格
上
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
肯
か
れ
る
の
で
あ
る
。

然
る
に
従
来
は
禅
宗
の
歴
史
を
論
ず
る
場
合
に
語
録
や
伝
燈
録
を
資
料
と

し
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に
史
実
の
記
録
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
が
お
お
か
た

の
態
度
で
あ
っ
た
。
史
実
の
客
観
的
な
記
述
を
意
図
し
た
も
の
で
な
い
と

こ
ろ
の
文
献
に
対
し
、
そ
れ
の
本
来
の
目
的
を
無
視
し
た
利
用
が
な
さ
れ

る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
正
し
い
意
味
の
禅
宗
史
が
求
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
・

そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
い
所
で
あ
る
。

今
柳
田
教
授
の
研
究
は
、
そ
う
し
た
点
に
対
す
る
根
本
的
反
省
か
ら
出

発
し
て
い
る
。
即
ち
資
料
を
と
り
あ
げ
る
場
合
に
、
そ
れ
が
如
何
な
る
人

為
に
よ
っ
て
ど
う
い
う
目
的
の
た
め
に
遺
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
と
い
う

検
討
を
第
一
に
志
し
て
い
る
。
第
一
章
第
二
節
の
、
「
唐
代
佛
教
史
料
と
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し
て
の
燈
史
の
意
義
」
と
い
う
中
で
次
の
如
く
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

．
・
・
・
：
先
ず
燈
史
資
料
そ
の
も
の
の
性
質
と
、
そ
の
成
立
に
関
す
る
歴
史

的
検
討
を
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
も
、
蓮
に
「
原
初
の
形
」

と
言
う
の
は
、
歴
史
的
時
間
的
な
原
初
で
は
な
く
し
て
、
意
味
的
内
包

的
な
原
型
を
指
す
。
い
っ
た
い
良
心
的
な
歴
史
研
究
に
際
し
て
、
資
料

の
古
さ
が
尊
ば
る
、
へ
き
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
古
い
も
の
が
必
ず
し

も
信
用
で
き
る
と
は
限
ら
ぬ
し
、
特
に
宗
教
関
係
の
文
献
に
は
、
常
に

史
実
と
伝
承
が
か
ら
み
合
っ
て
居
り
、
伝
承
的
な
記
述
を
直
接
無
批
判

に
史
実
と
誤
る
こ
と
の
警
戒
と
共
に
、
伝
承
を
単
な
る
虚
椛
と
し
て
捨

て
去
っ
て
顧
み
ぬ
股
を
反
省
す
べ
き
で
あ
る
。
宗
教
的
な
伝
承
や
説
話

の
発
生
は
、
決
し
て
窓
意
的
偶
然
で
は
な
い
。
寧
ろ
其
等
の
伝
承
が
生

み
出
さ
れ
る
歴
史
的
社
会
的
意
味
や
、
心
理
的
文
学
的
な
理
由
を
つ
き

と
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

ま
こ
と
に
教
授
が
言
わ
れ
る
ご
と
く
、
宗
教
上
の
文
献
に
於
て
は
、
伝
承

さ
れ
た
も
の
の
記
述
を
直
ち
に
史
実
の
記
録
と
誤
認
す
る
よ
う
な
無
批
判

は
厳
に
警
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
は
古
来
の
禅
宗
史

家
が
往
灸
に
犯
し
た
過
誤
を
強
く
衝
い
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
然
し
さ

ら
ば
と
言
っ
て
、
そ
れ
を
直
接
に
史
実
の
記
録
で
な
い
か
ら
と
い
う
理
由

で
虚
妄
視
し
た
な
ら
ば
ど
う
な
る
か
。
そ
れ
は
伝
承
説
を
表
面
的
に
事
実

の
記
述
と
見
る
誤
は
避
け
ら
れ
た
と
し
て
も
、
伝
承
説
発
生
の
意
味
す
る

も
の
を
見
失
っ
た
も
の
と
言
う
毒
へ
き
で
、
真
相
を
反
映
す
る
適
切
な
資
料

に
直
面
し
な
が
ら
そ
れ
の
見
方
を
知
ら
ぬ
た
め
に
却
っ
て
自
ら
顔
を
そ
む

け
る
と
い
う
結
果
に
陥
る
。
教
授
は
こ
の
点
に
深
く
留
意
し
、
洞
察
の
眼

を
鋭
く
そ
こ
に
注
ぐ
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
前
に
引
い
た
文
章
は
そ
の

用
意
を
端
的
に
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
本
書
の
底
に
流
れ
る
も
の

Ｉ
本
書
を
し
て
学
問
的
に
生
命
あ
ら
し
め
た
も
の
Ｉ
は
実
に
そ
こ
に

在
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
意
見
は
又
次
の
如
く
論
ぜ
ら
れ
て

い
る
ｏか

く
て
、
燈
史
の
書
は
決
し
て
単
な
る
歴
史
的
事
実
を
記
し
た
も
の
で

は
な
く
て
、
寧
ろ
宗
教
的
借
仰
的
な
伝
承
の
表
現
で
あ
る
。
其
ら
は
作

ら
れ
た
も
の
と
言
う
よ
り
は
、
歴
史
的
に
生
み
川
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

言
わ
ば
、
伝
承
的
な
説
話
の
一
つ
一
つ
に
、
敢
え
て
虚
椛
と
言
う
な
ら

ば
、
虚
描
さ
れ
る
必
然
的
な
理
由
を
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ

て
、
此
処
で
は
逆
に
歴
史
的
事
実
そ
の
も
の
ま
で
が
、
す
で
に
説
話
的

な
意
味
を
以
て
記
録
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
所
洲
、
史
実
で
な
い

か
ら
と
い
う
理
由
で
、
其
等
の
説
話
を
一
概
に
否
定
し
去
る
だ
け
な
ら

ば
、
す
で
に
燈
史
を
読
む
資
格
は
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
瞭
史
が

史
実
を
伝
え
る
の
み
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
自
明
の
前
提

だ
か
ら
で
あ
る
。
寧
ろ
虚
構
さ
れ
た
記
録
の
一
つ
一
つ
を
、
丹
念
に
吟

味
し
て
ゆ
く
過
程
に
於
て
、
逆
に
そ
れ
を
虚
柵
し
た
人
々
の
、
歴
史
的

社
会
的
な
宗
教
的
本
質
を
明
ら
か
に
し
得
る
の
で
あ
り
、
所
謂
史
実
と

異
っ
た
別
次
元
の
史
実
が
、
歴
史
的
に
洗
い
出
さ
れ
て
く
る
の
で
な
か

ろ
う
か
。
燈
史
の
虚
構
は
、
あ
く
ま
で
燈
史
の
本
質
で
あ
っ
て
、
単
な

る
方
便
や
表
現
の
偶
然
で
は
な
い
。

ま
こ
と
に
先
人
の
虚
を
衝
い
て
正
に
的
に
射
あ
て
た
精
論
と
い
う
・
へ
く
、

こ
の
根
抵
に
立
っ
て
進
め
ら
れ
た
本
研
究
が
従
来
の
類
書
と
撰
を
異
に
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
す
で
に
上
引
の
文
だ
け
か
ら
も
想
察
に
難
く
な
い

で
あ
ろ
う
。
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以
上
の
用
意
を
以
て
論
究
せ
ら
れ
た
本
書
は
、
次
の
如
き
六
章
よ
り
成

孝
（
〕
Ｏ

第
一
章
問
題
の
所
在

第
二
章
北
宗
に
於
け
る
燈
史
の
成
立

第
三
章
南
宗
の
擾
頭

第
四
章
祖
師
禅
に
於
け
る
燈
史
の
発
展

第
五
章
宝
林
伝
の
成
立
と
祖
師
禅
の
完
成

第
六
章
餘
論

初
め
に
問
題
の
所
在
を
論
ず
る
第
一
章
で
は
、
「
続
高
僧
伝
」
の
検
討

か
ら
始
ま
る
。
「
統
高
僧
伝
」
は
貞
観
十
九
年
に
お
け
る
成
稿
の
後
道
宣

に
よ
り
そ
の
入
寂
ま
で
の
二
十
三
年
間
に
亙
っ
て
加
筆
増
補
を
加
え
ら
れ

た
が
、
そ
こ
で
墹
杣
さ
れ
た
人
穴
と
い
う
の
は
習
禅
や
明
律
・
感
通
の
諸

篇
に
属
す
る
人
盈
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
着
目
し
、
そ
の
背
景
の
意
味
す

る
も
の
が
注
目
さ
れ
た
。
そ
し
て
唐
の
道
宣
の
入
寂
か
ら
三
百
二
十
余
年

を
経
て
出
来
た
宋
の
賛
寧
の
「
宋
高
僧
伝
」
で
は
、
道
宜
が
晩
年
に
苦
慮

し
て
増
補
し
た
習
禅
・
明
律
・
感
通
等
の
諸
篇
の
増
大
化
と
い
う
傾
向
を

更
に
極
端
に
明
確
化
し
て
引
き
つ
が
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
禅
や
律
の
如
き

実
践
佛
教
が
、
道
宣
に
於
て
若
干
注
意
は
さ
れ
な
が
ら
も
終
に
予
想
し
得

な
か
っ
た
所
ま
で
大
き
く
変
質
し
た
こ
と
を
物
語
る
と
い
う
。
こ
う
し
て

「
続
高
僧
伝
」
よ
り
「
宋
高
僧
伝
」
へ
の
中
間
期
こ
そ
は
、
正
し
く
中
国

佛
教
史
の
後
半
を
大
き
く
変
え
た
禅
宗
に
と
っ
て
そ
の
形
成
段
階
で
あ
っ

た
こ
と
を
強
調
す
る
。
本
書
は
従
っ
て
、
「
続
高
僧
伝
」
よ
り
「
宋
高
僧

二

伝
」
に
至
る
間
に
点
在
す
る
燈
史
群
は
無
限
の
課
題
を
含
む
も
の
と
し
て

唐
代
佛
教
の
生
け
る
体
質
を
示
す
も
の
と
判
断
し
、
そ
の
観
点
に
立
ち
そ

れ
ら
に
対
し
逐
次
精
密
な
検
討
を
加
え
る
と
い
う
形
に
於
て
研
究
が
進
め

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
章
以
下
は
第
一
章
で
指
摘
さ
れ
た
問
題
を
解
明
し
て
い
っ
た
実
絞

で
あ
る
。
今
一
食
の
論
証
過
程
を
紹
介
す
る
こ
と
を
省
き
、
そ
の
中
で
と

り
あ
げ
ら
れ
た
資
料
文
献
の
名
を
見
て
ゆ
く
な
ら
ば
次
の
如
き
こ
と
に
な

る
。
即
ち
第
二
章
で
は
、
「
唐
中
岳
沙
門
釈
法
如
禅
師
行
状
」
と
「
唐
玉

泉
寺
大
通
禅
師
碑
銘
」
と
を
ま
つ
さ
き
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
燈

史
の
発
端
を
見
出
し
、
達
磨
以
下
・
恵
可
・
僧
燦
・
道
信
・
弘
忍
・
法
如

・
神
秀
と
い
う
七
代
伝
法
の
系
譜
が
主
張
さ
れ
た
「
伝
法
宝
記
」
、
及
び

達
磨
系
の
新
し
い
仙
教
の
流
れ
を
傍
伽
主
義
に
於
て
前
進
さ
せ
た
「
傍
伽

師
資
記
」
に
つ
い
て
詳
論
す
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
北
宗
に
於
け
る
燈
史

の
成
立
を
跡
づ
け
た
後
、
第
三
章
で
は
古
本
「
六
杣
坤
経
」
を
中
心
に
南

宗
の
蜂
頭
を
論
じ
、
第
四
章
で
は
、
「
曹
溪
大
師
別
伝
」
、
及
び
敦
煙
木

「
六
祖
壇
経
」
・
「
歴
代
法
宝
記
」
等
に
よ
っ
て
祖
師
禅
に
於
け
る
燈
史

の
発
展
を
詳
説
す
る
。
そ
し
て
第
五
章
で
は
西
天
二
十
八
祖
説
を
確
立
し

た
「
宝
林
伝
」
を
以
て
祖
師
禅
の
完
成
と
見
て
そ
の
内
容
影
響
を
論
述
し

こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
中
国
初
期
禅
宗
の
基
盤
が
漸
く
決
定
を
見
た
と
す
る
の

で
あ
る
。

従
来
中
国
初
期
禅
宗
史
の
研
究
は
、
殆
ん
ど
「
景
徳
伝
燈
録
」
や
「
五

燈
会
元
」
を
史
料
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。
然
る
に
敦
煤
資
料
の
多
量
な

発
見
に
よ
っ
て
禅
宗
史
の
分
野
に
於
て
も
多
く
の
新
し
い
涜
料
が
提
供
さ

れ
る
に
至
り
、
又
国
内
で
も
「
宝
林
伝
」
や
「
祖
堂
雄
」
、
典
聖
寺
本
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「
六
祖
壇
経
」
等
の
古
逸
書
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
資
料
の

急
増
は
学
問
全
体
に
対
し
て
も
新
し
い
角
度
か
ら
見
直
さ
れ
る
べ
き
批
判

的
歴
史
研
究
を
促
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
内
外
の
史
家
・
佛
家
が
今
こ
こ

に
著
者
に
よ
っ
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
資
料
を
す
で
に
夫
々
研
究
の
領

域
に
持
ち
込
ま
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
先
人
の
功
も
固
よ
り
没
す
る

こ
と
は
で
き
ぬ
。
中
で
も
、
中
国
の
胡
通
博
士
と
欧
米
に
禅
思
想
を
紹
介

し
た
鈴
木
大
拙
博
士
を
初
め
と
し
、
松
本
文
三
郎
、
宇
井
伯
寿
、
常
盤
大

定
等
の
故
人
よ
り
、
近
く
は
水
野
弘
元
、
関
口
真
大
等
の
諸
氏
に
至
る
ま
で

こ
れ
ら
の
先
輩
に
よ
り
開
拓
し
継
承
し
検
討
を
加
え
ら
れ
た
努
力
は
陰
に

陽
に
今
日
の
柳
田
教
授
を
し
て
統
一
あ
る
成
果
に
導
い
た
原
動
力
で
あ
る

そ
う
し
た
先
人
の
功
に
つ
い
て
は
何
人
も
否
定
し
得
ぬ
所
で
あ
り
、
著
者

自
身
も
す
で
に
詳
細
な
論
及
に
よ
り
そ
の
こ
と
を
明
白
に
認
め
て
お
ら
れ

る
所
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
又
そ
れ
ら
を
集
大
成
し
つ
つ

独
自
の
見
識
に
よ
り
統
一
的
な
発
展
の
相
に
於
て
の
初
期
禅
宗
史
の
描
造

が
成
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
注
記
に
見
出
さ
れ
る
お
び
た
だ
し
い
関
係
論
文

の
渉
猟
は
、
た
し
か
に
禅
宗
史
の
今
後
の
研
究
が
本
書
を
起
点
と
し
て
な

さ
れ
る
尋
へ
き
意
義
を
種
だ
の
観
点
か
ら
実
証
す
る
も
の
と
言
う
も
過
言
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
。

著
者
柳
田
教
授
に
従
え
ば
、
「
続
高
僧
伝
」
の
習
禅
篇
に
は
達
磨
と
僧

可
の
二
伝
を
収
め
、
達
磨
伝
に
は
道
育
を
附
伝
し
、
僧
可
伝
に
は
僧
那
・

慧
満
等
の
七
人
を
附
伝
す
る
。
然
し
、
僧
可
伝
は
胡
適
博
士
に
指
抽
さ
れ

た
如
く
、
前
半
の
慧
可
そ
の
人
に
関
す
る
部
分
と
後
半
の
附
伝
と
の
間
に

矛
盾
が
あ
っ
て
、
四
巻
拐
伽
の
伝
持
に
関
す
る
記
載
は
恐
ら
く
道
宣
が
晩

年
に
得
た
知
識
で
あ
り
、
そ
れ
は
法
沖
系
の
傍
伽
の
宣
揚
者
た
ち
の
記
事

と
同
じ
性
質
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
僧
可
伝
に
対
す
る
七
人
の

附
伝
の
う
ち
の
少
く
も
傍
伽
に
側
係
あ
る
僧
那
ｌ
慧
満
の
二
伝
も
当
初
の

続
高
僧
伝
の
中
に
存
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
と
言
い
、
先
ず

「
続
高
僧
伝
」
中
で
、
達
磨
・
慧
可
に
関
し
て
最
初
に
記
述
せ
ら
れ
て
あ

っ
た
部
分
と
増
補
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
部
分
と
の
区
別
か
ら
問
題
解
決
の

緒
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
追
加
分
た
る
感
通
篇
の
中
の
法
沖
伝
に
於
て

傍
伽
経
の
宣
揚
者
と
し
て
の
法
沖
が
達
摩
ｌ
慧
可
の
系
統
に
属
す
る
人
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
を
指
摘
し
、
法
沖
伝
に
よ
っ
て
慧

可
・
燦
禅
師
の
系
列
は
見
え
る
が
、
一
方
道
信
と
弘
忍
と
の
法
系
が
そ
れ

と
ど
の
よ
う
に
繋
る
か
は
明
か
で
な
い
と
す
る
。
即
ち
「
続
高
僧
伝
」
の

道
信
伝
と
「
宋
高
僧
伝
」
の
弘
忍
伝
と
は
、
資
料
と
し
て
三
百
二
十
余
年

の
距
り
が
あ
り
な
が
ら
師
弟
の
関
係
を
以
て
結
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
の
道

信
ｌ
弘
忍
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
し
て
仙
可
ｌ
燦
の
系
統
と
繋
ぎ
得
る
か
。

そ
の
問
題
が
今
日
の
禅
宗
伝
統
の
系
譜
を
た
ど
る
源
泉
と
な
る
の
で
あ
る
。

著
者
は
こ
の
源
泉
を
弘
忍
の
弟
子
法
如
の
「
行
状
碑
」
の
中
に
見
出
し
、

そ
こ
に
達
摩
ｌ
慧
可
ｌ
僧
燦
の
二
代
と
道
信
ｌ
弘
忍
の
二
代
と
を
結
ぶ
五

代
の
伝
持
の
系
譜
が
あ
る
こ
と
を
確
か
め
、
こ
れ
が
後
に
限
り
な
く
発
展

す
る
燈
史
の
発
端
で
あ
る
こ
と
を
明
か
に
す
る
。
こ
の
点
は
著
者
が
昭
和

二
十
九
年
の
「
日
本
佛
教
学
会
年
報
」
第
十
九
号
に
「
燈
史
の
系
譜
」
と

し
て
発
表
し
て
以
来
論
じ
て
来
た
所
で
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味
か
ら
す
れ

ば
本
研
究
は
十
五
年
来
の
研
究
が
そ
の
結
実
大
成
を
得
た
も
の
と
言
っ
て

よ
く
、
そ
の
問
の
足
跡
が
一
歩
一
歩
と
そ
れ
以
後
の
跡
づ
け
を
た
ど
っ
て

き
た
の
で
あ
っ
た
。
以
下
の
詳
論
紹
介
は
今
こ
れ
を
略
す
る
。
一
た
の
点

に
関
す
る
論
証
の
精
鹿
・
当
否
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
評
す
る
こ
と
は
そ
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の
道
の
専
門
学
者
に
委
す
こ
と
に
し
、
私
は
本
書
の
論
述
の
表
面
に
つ
い

て
以
下
二
三
気
づ
く
ま
ま
を
附
言
し
て
こ
の
紹
介
を
終
る
こ
と
に
し
た
い
・

一
、
附
録
と
し
て
、
「
法
如
行
状
」
、
「
大
通
禅
師
碑
銘
」
、
「
浄
覚
師

碑
銘
」
、
「
光
孝
寺
痙
髪
塔
記
」
、
「
六
祖
能
禅
師
碑
銘
」
、
「
伝
法
宝
紀
」
、

及
び
浄
覚
に
よ
る
「
注
般
若
心
経
」
と
、
「
樗
伽
師
資
記
序
」
と
の
合
し
て

八
篇
の
校
注
が
百
五
十
頁
の
分
量
を
以
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
各
篇
み
な

校
合
に
用
い
た
テ
キ
ス
ト
の
出
処
と
そ
の
資
料
価
値
を
究
明
し
、
万
全
の

用
意
が
払
わ
れ
て
い
る
が
、
特
に
注
記
に
至
っ
て
は
地
理
及
び
史
実
等
に

関
す
る
史
的
考
証
に
於
て
も
、
文
意
解
読
の
た
め
の
故
事
出
典
の
捜
索
に

於
て
も
、
殆
ど
申
分
の
な
い
ま
で
に
周
到
な
解
説
及
び
研
究
が
な
さ
れ
て

い
る
。
凡
そ
資
料
は
単
に
部
分
的
に
必
要
箇
所
の
み
の
根
拠
を
示
せ
ば
足

る
と
い
う
も
の
で
な
く
、
そ
の
資
料
全
休
が
、
必
要
と
気
づ
か
れ
な
か
っ
た

部
分
に
於
て
も
意
外
な
Ⅲ
値
意
義
を
含
む
こ
と
の
、
後
に
な
っ
て
他
の
機

会
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
全
体
に
亙

っ
て
隅
か
ら
隅
ま
で
隈
な
く
知
悉
し
て
お
く
こ
と
を
要
す
る
。
そ
う
で
な

か
っ
た
な
ら
ば
、
資
料
が
論
者
に
と
っ
て
好
都
合
な
意
味
に
の
み
部
分
的

に
採
用
せ
ら
れ
た
結
果
、
逆
な
意
味
若
し
く
は
全
く
見
当
違
い
の
説
と
し

て
完
全
に
論
旨
を
崩
壊
さ
せ
る
危
険
な
し
と
し
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
、

著
者
の
配
慮
は
正
に
万
全
を
期
し
て
い
る
と
評
し
て
も
過
言
で
な
い
で
あ

る
、
っ
。二

、
索
引
の
懇
切
な
る
こ
と
も
、
ま
た
本
書
の
特
筆
に
価
す
る
所
で
あ

る
。
索
引
は
日
人
名
（
佛
・
菩
薩
・
研
究
団
体
を
含
む
）
、
目
地
名
・
寺

名
、
目
書
名
（
碑
銘
資
料
を
含
む
）
、
㈲
事
項
、
国
語
句
、
尚
文
献
、
⑥

全
唐
文
及
び
敦
埠
写
本
資
料
一
覧
の
七
種
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
索
引
の

み
で
五
十
三
頁
に
及
び
、
量
的
に
も
こ
れ
に
払
わ
れ
た
労
の
並
登
な
ら
ぬ

こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
が
、
人
名
・
地
名
・
書
名
等
の
他
に
事
項
と
語
句
と

文
献
の
索
引
を
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
そ
の
語
莱
の
採
択
等
に
つ
い
て
若
干

問
題
は
あ
る
と
し
て
も
、
利
用
の
仕
方
如
何
に
よ
っ
て
は
研
究
者
に
便
宜

す
る
こ
と
莫
大
で
あ
ろ
う
。

三
、
そ
の
他
巻
頭
に
は
二
十
三
の
図
版
が
あ
り
、
「
法
如
行
状
」
の
拓

本
を
初
め
、
「
大
通
禅
師
碑
銘
」
、
及
び
敦
埋
写
本
の
．
へ
リ
オ
本
及
び
ス

タ
イ
ン
本
に
よ
る
詳
細
の
資
料
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
附
録
の

資
料
校
注
と
相
俟
っ
て
本
研
究
の
根
拠
を
確
実
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
り
、

本
文
第
六
章
の
餘
論
は
、
祖
師
禅
の
変
貌
・
禅
と
禅
宗
・
禅
宗
の
本
質
と

い
う
間
魍
に
つ
い
て
結
論
的
な
論
述
を
展
附
し
て
い
る
の
と
前
後
照
応
し

て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

最
後
に
柳
田
教
授
を
し
て
こ
の
成
果
あ
ら
し
め
た
協
力
者
や
師
友
の
力

を
見
の
が
す
こ
と
が
で
き
ぬ
が
、
私
は
教
授
が
か
ね
て
よ
り
中
国
文
学
の

専
門
学
者
で
あ
る
名
古
屋
大
学
の
入
矢
義
高
教
授
と
多
く
の
仕
事
を
共
に

し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
中
国
文
献
に
対
し
て
宗
門
学
者
に
あ
り
勝
ち
な
牽
強

附
会
の
解
釈
に
陥
る
こ
と
か
ら
免
れ
て
本
格
的
な
と
り
組
み
方
を
示
唆
さ

れ
る
所
大
き
か
つ
た
と
想
像
し
、
陰
の
力
の
一
端
を
附
記
し
て
本
稿
を
終

る
こ
と
と
す
る
。
労
作
に
対
し
て
表
面
的
な
紹
介
に
終
り
学
問
的
専
門
的

な
詳
評
の
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
、
著
者
並
び
に
読
者
に
対
し
て
申
訳
な

く
思
う
こ
と
で
あ
る
。

（
昭
和
哩
年
５
月
刊
、
法
版
館
Ａ
５
、
四
・
五
○
○
円
）
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