
ま
た
導
師
論
に
於
て
は
草
に
股
越
の
備
を
拾
っ
る
事
を
知
り
種
本
の
本
備
を
仰
「
事
を
忘
れ
宗
祖
本
悌
の
下
魁
上
の
邪

義
に
陥
っ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。

ト
ト
ど
る
J、こ

三当

選

吉

田

孝

秀

挽
近
、
物
質
文
明
の
進
歩
に
伴
ふ
弊
害
と
し
て
、
道
徳
宗
教
の
衰
頭
し
た
事
を
頻
b
に
慨
嘆
す
る
の
が
一
一
般
誠
者
の

遁
設
の
如
く
思
は
れ
る
が
、

此
れ
を
大
局
か
ら
公
平
に
見
た
な
ら
ば
、

物
質
文
明
の
進
歩
は
一
面
解
害
を
兎
れ
な
い

が
、
現
代
に
於
て
此
の
物
質
文
明
、
機
械
文
明
程
偉
大
な
る
貢
献
を
人
生
に
鷲
ら
し
た
る
も
の
は
恐
ら
く
他
に
其
比

を
見
な
い
で
あ
ら
う
。
無
論
他
面
道
徳
宗
教
等
の
衰
頚
は
事
貨
で
ゐ
る
が
、
畢
立
其
は
道
徳
宗
教
の
力
が
そ
の
吐
曾
に

樺
威
を
持
た
－
な
か
っ
た
結
果
生
じ
た
所
の
暁
害
で
そ
の
責
は
営
然
「
自
ら
」
負
ふ
べ
き
で
あ
る
吉
弘
は
忠
人
。

物
質
文
明
の
進
歩
に
依
っ
て
衰
頚
を
来
す
様
な
道
徳
宗
訟
は
、
何
と
し
て
も
そ
の
時
代
に
力
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た

と
言
ふ
の
外
は
な
い
。
然
も
精
刑
囚
介
の
多
く
の
人
法
は
依
然
ご
し
て
時
代
錯
認
の
醤
奮
を
脱
し
符
な
い
で
、
頑
勢
を
挽
回

す
る
事
に
の
み
脊
悩
し
て
ゐ
る
炉
、
む
し
ろ
我
や
は
速
か
に
一
切
を
榔
っ
て
、
先
づ
精
神
生
活
の
第
一
義
に
醒
め
円
由
な

た

ど

る

べ

き

道

一
七
七



た

ど

る

べ

き

芸Z

七
ノ、

る
自
我
に
還
れ
と
叫
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
庭
に
初
め
て
田
阪
な
る
偏
凡
か
ら
解
放

3
れ
、
昏
睡
か
ら
目

畳
め
て
、
異
に
赤
裸
々
な
る
生
命
力
の
進
路
を
見
出
し
件
る
事
ル
確
信
す
る
の
で
あ
る
。
斯
く
し
て
得
た
慮
の
克
に
高

〈
、
大
き
な
道
徳
及
川
小
宗
教
で
あ
っ
て
乙
そ
‘
初
め
て
時
代
そ
敬
へ
異
に
民
衆
を
指
導
す
る
に
足
る
の
力
あ
る
も
の

r、

〉
一
信
じ
て
ゐ
る
。

日
蓮
上
人
が
正
嘉
、
五
元
を
経
て
文
腰
元
年
庚
申
の
春
迄
の
永
い
問
に
わ
た
っ
て
岩
本
経
識
に
於
℃
一
切
粧
を
閲
覧

遊
ば
さ
れ
、
而
も
其
後
数
回
、
事
に
鯛
れ
時
に
営
っ
て
大
識
経
営
讃
破
さ
れ
た
其
御
心
持
乙
そ
は
一
五
般
の
消
息
を
語
る

も
の
で
は
な
か
ろ
ふ
か
。
最
澄
（
惇
敬
）
や
空
海
（
弘
法
）
の
如
水
手
営
時
文
化
を
一
誇
っ
た
支
那
よ
り
の
新
蹄
朝
者
の
高

信
達
こ
そ
所
謂
「
一
世
ぞ
風
廃
し
た
時
代
の
新
村
誠
」
と
一
一
一
一
H

ふ
の
で
あ
る
。
而
も
彼
等
に
は
常
に
彼
等
の
主
張
す
る
立

場
が
あ
っ
た
。
只
聴
明
な
る
智
解
に
依
て
天
台
そ
究
め
、
真
言
を
惇
承
し
hμ

に
過
ぎ
な
い
。
其
他
各
宗
の
人
師
、
論
師

は
何
れ
も
是
れ
に
浅
深
の
相
異
乙
そ
あ
れ
殆
ど
轍
を
同
じ
う
す
る
事
は
今
夏
蕩
や
た
る
言
を
待
た
な
い
。

斯
く
し
て
逐
に
働
法
の
蹄
趨
す
る
慮
を
諜
h
教
主
鰐
雰
の
本
意
を
失
除
一
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
吾
、
が
H
運
上
人

の
法
華
経
行
者
と
し
て
の
活
眼
は
全
く
此
れ
と
反
封
の
立
場
か
ら
何
物
に
も
遮
ら
れ
や
何
物
に
も
制
せ
ら
れ
ず
最
も
自

由
な
る
飛
躍
に
依
っ
て
得
ら
れ
た
の
で
、
所
謂
浬
般
本
経
の
「
法
に
依
℃
人
に
依
ら
ず
義
に
依
て
語
に
依
ら
十
、
ん
刊
に
依

て
誠
に
依
ら
や
l

一
を
其
偉
体
験
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
一
日
遣
は
何
れ
の
宗
の
開
姐
に
も
非
ず
又
末
葉
に
も
非
ず
u
」
と



仰
せ
ら
れ
、
「
弘
法
は
智
者
な
る
が
故
に
一
を
三
と
讃
み
、
H
蓮
は
愚
者
な
る
が
故
に
一
を
一
と
諌
む
。
」
等
の
切
買
な
る

多
く
の
御
遺
文
を
拝
す
れ
ば
如
貨
に
組
師
の
御
意
砂
織
λ
之
と
が
出
来
る
。
之
の
純
異
な
る
特
紳
の
会
要
求
に
封
し
て

奥
へ
ら
れ
た
の
が
法
華
経
で
あ

b
、
従
っ
て
此
の
件
華
経
に
説
示
さ
れ
た
る
数
へ
乙
そ
人
生
最
高
の
原
却
で
あ
b
、
最

や
完
全
な
る
生
命
の
源
泉
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
o
市
も
本
化
の
悌
使
日
蓮
上
人
の
乙
の
先
人
未
踏
の
法
華
経
の
行
者
と

し
て
一
天
四
海
皆
鯖
妙
法
の
大
姉
を
掲
げ
揖
受
折
伏
、
時
に
臆
じ
て
一
期
を
妙
法
の
弘
通
に
捧
げ
、
権
戚
あ
る
宗
教
を

末
法
の
枇
曾
に
徹
頭
徹
尾
行
き
渡
ら
し
め
ん
と
の
六
十
年
の
生
涯
猫
足
ら
5
る
の
御
精
準
を
偲
ぴ
奉
る
時
、
誰
か
そ
の

掌
さ
に
戚
激
せ
ぎ
る
も
の
が
あ
ろ
ふ
か
。

「
烏
三
虫
と
は
鳴
け
ど
も
涙
落
ち
ゃ
日
蓮
は
泣
か
ね
ど
色
一
保
ひ
ま
な
し
ー
一
三

或
は
「
日
蓮
は
日
本
六
十
六
ヶ
岡
島
二
つ
の
内
五
尺
に
足
ら
Y
る
身
の
一
つ
置
く
開
花
し
」
等
の
御
遺
女
は
一
讃
よ
く

上
人
の
会
生
活
砂
伺
ふ
に
足
る
。
警
鐘
は
阪
に
樹
乱
打
さ
れ
た
。
五
目
。
は
常
に
一
切
の
偏
足
を
拾
て
L
．
純
な
る
魂
と
溢

る
、
熱
情
と
に
依
っ
て
異
撃
な
る
一
道
を
辿
b
、
宗
姐
の
所
謂
、
ニ
陣
三
陣
の
「
和
議
」
ご
し
て
努
力
精
進
以
て
向
上

の
一
路
に
、
高
遺
す
イ
込
己
中
あ
る
。

哲
率
的
部
門
よ
り
観
下
る
台
、
営
雨
家

；立

自奇

政

た

ど

る

べ

き

諮

七
九


