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乕
成
果
と
展
望﹇
書
評
﹈

一

本
書
は
、
中
世
か
ら
近
世
初
頭
の
禅
宗
史
研
究
に
す
ぐ
れ
た
成
果

を
上
げ
て
お
ら
れ
る
著
者
に
よ
る
道
元
伝
で
あ
る
。
道
元
に
つ
い
て

は
、
氏
は
既
に
『
道
元
と
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』』（
以
下
『
前
著
』、

評
論
社
、
一
九
八
〇
年
）と
い
う
専
著
を
出
し
て
い
る
。
本
書
は『
前

著
』
を
基
礎
に
し
な
が
ら
も
（
実
際
本
書
と
の
同
文
は
結
構
目
立
つ

が
）、
氏
自
身
の
『
日
本
禅
宗
の
成
立
』（
一
九
八
七
年
、
吉
川
弘
文

館
）
や
そ
れ
以
後
の
他
氏
の
研
究
成
果
を
取
り
入
れ
た
最
新
の
道
元

伝
と
い
え
る
。
巻
末
の
豊
富
な
参
考
文
献
一
覧
に
、
今
日
ま
で
の
主

要
研
究
の
動
向
が
う
か
が
え
る
。

本
書
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
細
目
略
）。

は
し
が
き

第
一
章　

紳
纓
の
胤

第
二
章　

興
禅
の
秋

第
三
章　

入
宋
求
法
の
旅

第
四
章　

大
事
了
畢

第
五
章　

深
草
閑
居

第
六
章　

弘
法
救
生（「
救
」
が
「
求
」
と
誤
植
さ
れ
て
い
る
）

第
七
章　

一
箇
半
箇
の
接
得

あ
と
が
き
、
参
考
文
献
、
略
年
譜
、
人
名
・
事
項
索
引

禅
宗
に
お
い
て
は
、
使
用
さ
れ
る
語
の
読
み
が
特
殊
で
、
そ
の
意

味
な
ど
を
理
解
す
る
の
が
容
易
と
は
い
え
ず
、
難
解
な
部
類
の
宗
派

と
い
え
よ
う
。
本
書
の
章
題
の
表
現
に
も
そ
の
一
端
が
現
れ
て
お

り
、
一
・
四
・
七
章
な
ど
は
章
題
だ
け
で
は
内
容
が
想
像
し
に
く
い

か
も
し
れ
な
い
し
、
本
文
に
お
い
て
改
め
て
著
者
に
よ
る
説
明
が
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
本
書
が
そ
の
点
で
特
異
で
は

な
い
よ
う
で
あ
る
。
本
書
に
先
行
す
る
代
表
的
道
元
伝
の
一
書
で
あ

る
竹
内
道
雄
氏
の
『
道
元
〈
人
物
叢
書
〉』（
一
九
六
二
年
初
刊
、
一

九
九
二
年
新
稿
版
、
吉
川
弘
文
館
）
の
新
稿
版
の
目
次
を
参
考
ま
で

に
次
に
示
し
て
お
く
。

第
一
「
お
い
た
ち
」、
第
二
「
求
法
の
志
」、
第
三
「
身
心
脱
落
」、

船
岡　

誠
著

『
道
元〈
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
〉』

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
四
年
）

追
塩
千
尋
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第
四
「
弘
法
救
生
」、
第
五
「
一
箇
半
箇
の
接
得
」、
第
六
「
寂
後

の
僧
団
」（
旧
版
で
は
第
六
相
当
の
章
は
な
い
）

四
・
五
章
が
本
書
と
同
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
こ
と
も
含
め
て
、
全
体

的
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
看
て
取
れ
よ
う
。

な
お
、
本
評
伝
シ
リ
ー
ズ
で
は
そ
の
人
物
の
代
表
的
言
葉
が
表
紙

に
書
か
れ
る
が
、
本
書
は
「
道
は
無
窮
な
り
」（『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』

一
の
五
）
が
選
ば
れ
て
い
る
（
表
紙
及
び
一
四
二
頁
）。『
正
法
眼
蔵
』

「
現
成
公
按
」
に
み
え
る
著
名
な
「
仏
道
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
、
自

己
を
な
ら
ふ
也
」
と
い
う
言
葉
は
著
者
も
道
元
禅
の
凝
縮
・
神
髄
と

さ
れ
て
い
る
が
（
一
二
八
・
一
二
九
頁
）、
そ
の
言
葉
で
は
な
い
と

こ
ろ
に
、
著
者
の
道
元
へ
の
思
い
が
う
か
が
わ
れ
、
人
生
訓
と
し
て

は
味
わ
い
深
い
言
葉
と
い
え
よ
う
。

次
に
本
書
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
た
い
。

二

「
は
し
が
き
」
で
は
、
近
代
に
お
け
る
思
想
家
と
し
て
の
道
元
、

曹
洞
宗
宗
祖
と
し
て
の
道
元
、
と
い
う
二
つ
の
研
究
動
向
に
触
れ
、

本
書
は
そ
の
ど
ち
ら
の
立
場
も
と
ら
ず
「
鎌
倉
時
代
の
一
宗
教
家
」

と
し
て
の
道
元
を
み
る
、
と
い
う
著
者
の
立
場
が
述
べ
ら
れ
る
。
近

代
の
道
元
研
究
の
動
向
は
、
法
然
・
親
鸞
・
日
蓮
な
ど
と
と
も
に
そ

れ
自
体
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
別
の
機
会
に
改

め
て
論
じ
て
い
た
だ
き
た
い
テ
ー
マ
で
あ
る
と
感
ぜ
ら
れ
た
。

第
一
章
の
「
紳
纓
の
胤
」
と
は
、『
元
亨
釈
書
』
巻
六
の
道
元
伝
で

使
用
さ
れ
て
い
る
表
現
で（
通
常
は
「
纓
紳
」）、
高
位
高
官
出
身
と

い
う
意
味
で
、
本
章
で
は
貴
族
出
身
と
さ
れ
る
道
元
の
出
自
に
関
す

る
こ
と
が
検
討
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
父
は
源（
久
我
）通
親
か
通
具
の

い
ず
れ
か
、
母
も
藤
原（
松
殿
）基
房
の
女
ら
し
い
と
推
定
で
き
る
だ

け
で
確
定
は
で
き
な
い
と
す
る
。
ま
た
、
出
家
の
動
機
は
八
歳
で
母

を
亡
く
し
た
こ
と
に
よ
る
と
す
る
道
元
の
主
体
性
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
当
時
の
貴
族
社
会
の
慣
習
と
も
い
え
る
他
律
的
側
面
に
も
注
意

を
喚
起
す
る
。
な
お
、
栄
西
と
道
元
相
見
の
実
否
に
つ
い
て
は
、『
前

著
』
の
不
備
が
述
べ
ら
れ
、
明
言
さ
れ
て
は
い
な
い
が
相
見
否
定
説

に
立
つ
。

第
二
章
は
叡
山
修
行
中
に
生
じ
た
疑
問
に
対
し
て
、
公
胤
に
よ
り

入
宋
し
禅
を
学
ぶ
こ
と
を
勧
め
ら
れ
た
経
緯
等
が
述
べ
ら
れ
る
。
公

胤
に
つ
い
て
頁
を
割
い
て
踏
み
込
ん
だ
伝
記
の
考
察
が
行
わ
れ
、
禅

が
勧
め
ら
れ
た
の
は
唐
突
な
こ
と
で
は
な
く
、
天
台
の
構
成
要
素
の

一
つ
と
し
て
の
禅
が
あ
っ
た
こ
と
と
古
代
か
ら
の
禅
の
伝
統
に
つ
い

て
改
め
て
注
意
を
促
す
。

第
三
章
は
入
宋
し
た
道
元
が
老
典
座
に
よ
り
「
生
活
即
修
行
」
で

あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
著
名
な
体
験
、
嗣
法
の
書
と
し
て
の
嗣

書
へ
の
憧
憬
、
天
童
山
の
無
際
了
派
の
も
と
で
の
修
道
生
活
、
無
際
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の
死
に
よ
り
「
大
事
決
択
」
の
た
め
諸
山
巡
歴
の
旅
に
出
か
け
る
に

至
る
様
子
が
述
べ
ら
れ
る
。

第
四
章
は
道
元
の
禅
に
決
定
的
影
響
を
与
え
た
如
浄
と
の
出
会

い
、
如
浄
の
も
と
で
の
厳
し
い
修
行
を
通
じ
て
求
道
の
思
い
を
新
た

に
す
る
道
元
が
描
か
れ
る
。
こ
こ
で
は
如
浄
か
ら
の
個
人
指
導
の
記

録
と
も
い
え
る
『
宝
慶
記
』
の
内
容
が
紹
介
さ
れ
、
如
浄
へ
の
参
禅

に
よ
り
身
心
脱
落
（
悟
り
）
を
得
た
の
は
宝
慶
二
年
（
一
二
二
六
）

で
あ
る
と
し
、『
前
著
』
で
提
唱
し
た
宝
慶
三
年
説
を
訂
正
す
る
。

こ
の
章
か
ら
最
後
の
章
ま
で
は
伝
記
的
側
面
よ
り
も
道
元
の
思
想
を

語
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
る
。

第
五
章
は
正
法
を
体
得
し
て
帰
国
し
た
道
元
は
一
時
建
仁
寺
に
入

る
が
、
や
が
て
深
草
に
移
り
道
元
禅
の
基
本
が
う
か
が
え
る
と
さ
れ

る
『
正
法
眼
蔵
』「
弁
道
話
」
が
執
筆
さ
れ
る
経
緯
な
ど
が
述
べ
ら

れ
る
。
深
草
に
移
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
主
要
三
説
（
建
仁
寺
腐
敗

堕
落
、
叡
山
圧
迫
、
如
浄
示
寂
に
よ
る
心
理
的
変
化
）
を
批
判
的
に

検
討
し
、
外
的
要
因
よ
り
も
「
弘
法
救
生
」
実
現
と
い
う
内
的
要
因

を
重
視
す
る
。

第
六
章
は
初
期
道
元
教
団
の
形
成
期
で
あ
る
深
草
の
興
聖
寺
時
代

（
一
二
三
三
〜
一
二
四
三
）
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
は
道
元
が

主
著
『
正
法
眼
蔵
』
の
示
衆
・
執
筆
に
精
魂
を
傾
け
た
重
要
な
時
期

で
も
あ
る
た
め
か
、
本
書
で
は
も
っ
と
も
頁
が
割
か
れ
て
い
る
。
こ

の
時
期
の
注
目
す
べ
き
こ
と
を
列
挙
す
る
な
ら
、
道
元
禅
の
核
心
が

形
成
さ
れ
只
管
打
坐
の
浸
透
が
は
か
ら
れ
た
こ
と
、
道
元
禅
の
後
継

者
と
な
る
懐
奘
の
入
門
と
『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
の
執
筆
が
開
始
さ

れ
た
こ
と
、
男
女
平
等
論
の
立
場
か
ら
女
人
禁
制
・
女
人
結
界
論
へ

の
批
判
が
な
さ
れ
た
こ
と
、
達
磨
宗
か
ら
の
集
団
入
門
が
あ
り
遁
世

者
集
団
と
し
て
の
僧
団
が
充
実
し
た
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

終
章
で
あ
る
第
七
章
は
、
ま
ず
興
聖
寺
か
ら
永
平
寺
へ
の
移
住
理

由
に
つ
い
て
は
、
外
的
要
因
よ
り
も
道
元
の
自
発
的
選
択
と
い
う
内

的
要
因
の
方
が
重
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
入
越
後
の
特
色
と

し
て
、
臨
済
系
宗
風
の
払
拭
、
在
家
成
仏
の
否
定
、
鎌
倉
行
化
に
よ

り
一
箇
半
箇
の
接
得
（
＝
不
離
叢
林
）
の
立
場
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
、

が
述
べ
ら
れ
る
。
最
後
に
議
論
が
多
い
『
正
法
眼
蔵
』
の
七
十
五
巻

本
と
十
二
巻
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
諸
説
を
紹
介
・
検
討
し
た
う

え
で
両
者
は
道
元
の
思
想
の
変
化
と
い
う
よ
り
も
説
き
方
の
変
化
の

反
映
と
見
て
い
る
。

以
上
が
本
書
の
概
要
で
あ
る
。
道
元
の
伝
記
・
思
想
上
の
論
点
が

わ
か
り
や
す
く
紹
介
さ
れ
た
書
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
本
書
で
は

人
間
道
元
の
一
面
と
し
て
、
論
理
好
き
（
三
十
七
頁
）・
高
飛
車
（
六

十
一
頁
）・
得
道
最
優
先
（
同
）・
多
弁
で
自
信
家
（
六
十
五
頁
）・

驕
慢
心
（
七
十
一
・
七
十
六
頁
）・
無
礼
（
七
十
六
頁
）
と
い
っ
た

指
摘
が
な
さ
れ
、
興
味
が
ひ
か
れ
る
。
そ
れ
ら
は
修
行
の
過
程
に
お
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け
る
若
か
り
し
時
の
道
元
の
性
格
や
態
度
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る

が
、
貴
族
と
い
う
俗
系
か
ら
抜
け
切
れ
な
い
道
元
の
一
面
が
う
か
が

わ
れ
る
。
多
少
せ
っ
か
ち
で
怒
り
っ
ぽ
い
性
格
で
も
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
が
、
得
道
後
そ
れ
ら
の
「
欠
点
」
は
克
服
さ
れ
た
の
か
ど
う
か

気
に
な
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。

次
に
本
書
の
特
徴
的
な
こ
と
を
課
題
も
含
め
て
述
べ
た
い
。

三

第
一
は
、
本
書
は
「
一
宗
教
家
」
道
元
を
描
く
と
さ
れ
る
が
、
結

果
と
し
て
「
思
想
家
」
道
元
が
描
か
れ
て
い
る
。
四
章
以
降
の
記
述

が
思
想
中
心
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
こ
と
を
物
語
る
。
そ
の
た
め
か
、

道
元
の
伝
記
や
宗
教
活
動
に
関
す
る
記
述
が
全
体
と
し
て
物
足
り
な

い
感
は
否
め
な
い
。
宗
教
家
と
し
て
描
く
に
は
、
道
元
の
宗
教
基
盤

と
も
い
う
べ
き
点
に
つ
い
て
の
目
配
り
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
例
え

ば
、
第
五
章
で
建
仁
寺
か
ら
深
草
へ
の
移
動
理
由
の
考
察
は
な
さ
れ

る
が
、深
草
と
い
う
場
の
特
性
な
ど
の
説
明
は
な
さ
れ
な
い
。
ま
た
、

第
六
章
の
勧
進
活
動
に
よ
る
興
聖
寺
建
立
に
つ
い
て
も
、
そ
の
勧
進

の
具
体
的
様
相
が
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
史
料
的
制
約
も
あ

っ
て
か
ほ
と
ん
ど
述
べ
ら
れ
な
い
。

こ
う
し
た
注
文
め
い
た
こ
と
を
述
べ
た
の
は
、
禅
宗
を
時
代
や
当

時
の
宗
教
界
の
中
に
ど
う
位
置
づ
け
る
か
、
と
い
う
事
と
も
か
か
わ

る
か
ら
で
あ
る
。
著
者
は
第
二
章
で
天
台
の
一
構
成
要
素
と
し
て
の

禅
や
、
古
代
か
ら
の
伝
統
を
持
つ
通
仏
教
的
な
禅
に
つ
い
て
説
明

し
、
禅
の
持
つ
い
わ
ば
普
遍
性
を
強
調
す
る
。
そ
の
視
点
を
道
元
の

宗
教
活
動
を
語
る
中
で
も
っ
と
生
か
し
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
。

道
元
の
同
時
代
人
と
し
て
明
恵
に
つ
い
て
は
多
少
触
れ
ら
れ
て
い
る

が
、
親
鸞
や
少
し
後
の
日
蓮
も
名
は
出
さ
れ
る
が
念
仏
・
法
華
に
対

し
て
道
元
は
ど
う
対
応
し
た
の
か
、
神
祇
観
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か

（
こ
れ
ら
は
道
元
の
宗
教
の
成
立
基
盤
の
問
題
と
も
い
え
る
）、
と
い

っ
た
鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
道
元
の
位
置
の
明
確
化
に
よ
り
「
宗
教
家

道
元
」
を
浮
き
彫
り
に
し
え
た
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
第
一
の
点
を
ひ
と
ま
ず
置
く
と
し
て
、
本
書
を
結
果
的

に
せ
よ
「
思
想
家
道
元
」
が
描
か
れ
た
書
と
し
て
も
、
配
慮
を
求
め

た
い
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。
ま
ず
、
本
書
の
一
つ
の
特
色
は
、
原
典

が
本
書
の
随
所
で
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
原
典
を

し
て
道
元
の
思
想
を
語
ら
せ
る
、
と
い
う
著
者
の
方
針
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
結
果
、
時
間
の
経
緯
を
追
い
な
が
ら
道
元
の
思
想
の
変
化

を
た
ど
る
こ
と
が
出
来
、
そ
の
点
で
効
果
的
で
あ
る
。
た
だ
、
引
用

の
数
が
多
く
（
特
に
四
章
以
降
）、
そ
の
た
び
に
立
ち
止
ま
ら
さ
れ

思
考
の
停
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
引

用
の
仕
方
は
原
文
・
口
語
訳
・
要
約
的
意
訳
な
ど
様
々
で
あ
り
、
原

文
の
み
を
示
し
解
釈
な
ど
を
読
者
に
委
ね
て
い
る
感
が
あ
る
箇
所
も
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少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
道
元
は
「
禅
を
小
乗
・
声

聞
と
す
る
批
判
」
に
対
し
て
如
浄
の
見
解
を
求
め
る
部
分
は
、
如
浄

の
見
解
が
原
文
の
み
で
示
さ
れ
そ
の
解
説
が
な
さ
れ
て
い
な
い
（
八

十
七
〜
八
十
八
頁
）。
本
書
が
一
般
の
読
者
も
対
象
に
し
て
い
る
こ

と
を
踏
ま
え
る
な
ら
、一
工
夫
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、

こ
の
点
は
『
前
著
』
で
は
わ
か
り
や
す
く
説
明
さ
れ
て
い
た
（『
前
著
』

六
十
七
、
一
九
八
頁
）。
第
七
章
の
「
一
箇
半
箇
の
接
得
」
の
意
味

に
つ
い
て
も
同
様
で
、
道
元
が
宋
か
ら
の
帰
国
に
際
し
て
如
浄
が
語

っ
た
言
葉
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
が
（
一
〇
一
頁
）
そ
の
説
明
は
な
く
、

不
離
叢
林
と
同
義
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
（
一
九
九
頁
）
こ
と
で

終
わ
っ
て
い
る
。

禅
関
係
の
用
語
は
読
み
方
も
含
め
意
味
が
難
し
い
こ
と
を
前
述
し

た
が
、
専
門
家
に
は
自
明
な
こ
と
で
は
あ
っ
て
も
門
外
漢
・
一
般
読

者
へ
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

五
十
四
歳
と
い
う
道
元
の
生
涯
は
、
鎌
倉
期
に
お
い
て
は
短
く
も

長
く
も
な
い
ほ
ど
ほ
ど
の
期
間
と
い
え
よ
う
。
本
書
の
本
文
は
二
一

八
頁
で
あ
る
が
、
道
元
と
い
う
巨
星
の
生
涯
や
思
想
を
過
不
足
な
く

叙
述
す
る
に
は
十
分
と
は
い
え
な
い
頁
数
と
思
わ
れ
る
。
頁
数
に
つ

い
て
は
出
版
上
の
制
約
や
著
者
の
事
情
な
ど
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う

が
、
同
シ
リ
ー
ズ
の
佐
藤
弘
夫
『
日
蓮
』
の
本
文
部
分
が
三
二
三
頁

と
本
書
よ
り
百
頁
も
多
い
こ
と
を
ふ
ま
え
る
な
ら
、
そ
れ
だ
け
の
頁

が
加
え
ら
れ
た
な
ら
右
記
に
記
し
た
注
文
は
か
な
り
解
消
さ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

第
三
と
し
て
、
本
書
の
体
裁
に
か
か
わ
る
点
に
触
れ
て
お
き
た

い
。
目
に
付
い
た
誤
植
な
ど
は
、
五
十
七
頁
四
行
目
「
だ
か
」↓「
だ

が
」、
同
七
行
目
「
一
分
始
終
」↓「
一
部
始
終
」
な
ど
は
些
細
な
も

の
で
あ
る
が
、
第
六
章
の
章
題
「
弘
法
救
生
」
が
「
弘
法
求
生
」
と

な
っ
て
い
る
の
は
看
過
し
得
な
い
。
目
次
及
び
第
六
章
の
柱
部
分
の

章
題
も
最
後
の
頁
ま
で
「
救
」
部
分
が
「
求
」
に
な
っ
て
お
り
、
非

常
に
目
立
つ
。
こ
れ
は
著
者
の
み
な
ら
ず
編
集
・
校
正
担
当
者
の
責

任
と
い
う
べ
き
で
、
出
来
る
だ
け
早
く
訂
正
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
誤
植
で
は
な
い
が
、
八
十
五
頁
十
五
行
目
の
「
道
う
」
に

は
「
道い

う
」、
一
四
二
頁
一
行
目
の
「
出
来
る
」に「
出い

で
き
た来

る
」
と
ル

ビ
を
付
け
た
方
が
親
切
で
あ
ろ
う
。
ま
た
趙じ

ょ
う
し
ゅ
う
じ
ゅ
う
し
ん

州
従

の
生
没
年
は
七

七
八
〜
八
九
七
年
で
あ
り
、
一
二
〇
歳
の
長
寿
を
保
っ
た
僧
で
あ
る

（
一
四
五
・
一
六
九
頁
）。
通
常
、
七
七
八
〜
八
九
七
年
と
い
う
生
没

年
を
見
た
と
き
何
か
の
間
違
い
で
は
、
と
思
う
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し

た
誤
解
を
受
け
な
い
よ
う
に
「
一
二
〇
歳
の
長
寿
を
保
っ
た
僧
」
と

い
っ
た
一
文
を
付
し
た
方
が
良
い
で
あ
ろ
う
（
一
六
九
頁
を
注
意
深

く
読
め
ば
そ
の
こ
と
は
理
解
し
得
る
が
）。
さ
ら
に
、
略
年
譜
部
分

で
あ
る
が
、
中
国
年
号
を
入
れ
る
時
に
は
括
弧
に
入
れ
る
な
り
し
て

和
暦
と
区
別
が
付
け
得
る
よ
う
な
処
置
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
宝
慶
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部
分
は
『
前
著
』
で
は
き
ち
ん
と
処
理
さ
れ
て
い
た
が
、
今
回
の
本

書
で
は
混
乱
を
招
き
か
ね
な
い
記
載
の
仕
方
に
な
っ
て
い
る
。

評
者
は
著
者
と
同
じ
く
仏
教
史
を
学
び
な
が
ら
も
、
禅
宗
史
に
ま

っ
た
く
疎
い
だ
け
に
適
切
な
書
評
と
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
お
詫

び
し
た
い
。
禅
に
お
け
る
得
道
（
悟
り
）
は
個
人
的
体
験
で
、
第
三

者
は
共
有
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
他
宗
派
も
そ
の
点
で
は
大
同
小

異
か
も
し
れ
な
い
が
、
禅
は
特
に
そ
の
感
が
強
い
。
そ
の
た
め
近
寄

り
難
い
の
で
あ
る
が
、
禅
の
悟
り
の
世
界
に
分
け
入
ら
な
け
れ
ば
真

の
理
解
に
は
至
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
難
解
な
『
正
法
眼
蔵
』
を
読

み
解
き
、
道
元
禅
の
世
界
に
私
た
ち
を
導
い
て
く
れ
る
有
益
な
書
と

し
て
今
後
本
書
を
読
み
継
い
で
行
き
た
い
。

（
お
い
し
お　

ち
ひ
ろ
・
北
海
学
園
大
学
大
学
院
教
授
）




