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鴨
長
明
の
「
方
丈
」
再
考

張

利

利

要

約

『
方
丈
記
』
の
「
方
丈
」
に
つ
い
て
、
「
長
明
が
一
丈
四
方
の
居

室
の
家
を
造
っ
た
の
は
維
摩
居
士
の
居
室
に
倣
っ
た
」、
「
維
摩
居
士
が
方
十

笏
の
狭
い
室
に
住
ん
だ
故
事
に
よ
る
」
等
、
と
い
う
解
釈
が
あ
る
が
、
諸
解

釈
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
長
明
が
『
方
丈
記
』
の
文
末
に
「
栖

は
す
な
は
ち
浄
名
居
士
の
跡
を
け
が
せ
り
と
い
へ
ど
も
」
と
あ
る
の
で
、

「
方
丈
」
は
維
摩
居
士
と
其
の
居
室
を
模
倣
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
方
丈
」
は
『
方
丈
記
』
の
主
題
と
作
者
の
居
室
と
し
て
、
作
者
意
念
を
込

め
て
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
た
い
と
思
う
。
本
論
で
は
、

こ
の
「
方
丈
」
に
つ
い
て
の
再
考
を
通
し
て
、
『
方
丈
記
』
の
作
者
の
住
居

と
し
て
の
意
念
を
探
究
し
た
。

伝
説
で
は
維
摩
居
士
の
居
室
は
一
丈
四
方
で
あ
る
が
、
容
量
は
無
限
で

あ
っ
た
。
こ
の
故
事
か
ら
、
方
丈
は
禅
宗
の
住
職
の
居
室
の
名
と
な
り
、
後

に
は
住
職
の
呼
称
に
も
な
っ
た
。
先
行
文
学
の
『
白
居
易
集
』
で
は
「
一
床

方
丈
」
・
「
方
丈
若
能
来
問
疾
」・
「
酒
肆
法
堂
方
丈
室
」
を
用
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
自
分
の
寝
室
と
禅
僧
と
座
禅
す
る
場
所
に
譬
え
る
。
『
懐
風
藻
』
の
「
遊

吉
野
宮
」
は
「
此
地
即
方
丈
、
誰
説
桃
園
賓
」
と
あ
っ
て
吉
野
宮
を
理
想
の

郷
だ
と
、
「
方
丈
」
を
用
い
て
比
喩
し
て
い
る
。
長
明
は
自
分
の
住
居
に
対

し
て
、「
仮
の
宿
り
」
等
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
日
常
生
活
に
於
い
て
、

気
の
向
く
ま
ま
に
し
て
も
よ
い
、
一
番
落
ち
着
い
て
暮
ら
し
、
生
活
に
不
足

す
る
事
の
無
い
場
所
な
ど
を
説
明
し
、
更
に
「
魚
」
と｢

鳥｣

の
求
め
る
こ
と

を
用
い
て
自
分
の
閑
居
の
生
活
の
住
居
の
良
さ
を
、
力
強
く
説
得
し
て
い
る
。

即
ち
、
長
明
の
「
方
丈
」
の
居
室
は
維
摩
居
士
の
居
室
に
習
っ
た
と
い
う
に

止
ま
ら
ず
、
住
む
場
所
と
し
て
面
積
が
狭
い
が
、
彼
の
精
神
的
解
放
と
自
由

な
生
活
が
得
ら
れ
る
一
番
理
想
的
な
住
居
で
あ
り
、
彼
の
追
求
し
て
い
る

「
静
か
な
る
」｢

憂
へ
無
き｣

の
住
居
で
あ
る
。
「
方
丈
」
は
作
者
の
意
念
に

於
い
て
、
自
分
の
隠
遁
生
活
に
合
う
、
理
想
の
住
居
の
譬
え
と
も
言
え
る
。

鴨
長
明
は
、
自
分
の
隠
遁
生
活
の
住
居
を
、
「
広
さ
は
わ
づ
か
に
方
丈
、

広
さ
は
七
尺
が
内
な
り
」
と
、
又
、
「
仮
の
宿
り
」
、
「
こ
の
所
」
、
「
仮
の

庵
」
と
い
う
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
住
居
の
特
定
の
名
が
な
い
の
で
、
仮

に
彼
の
住
居
を
「
方
丈
」
の
居
室
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
「
方
丈
」

の
語
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
解
釈
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
が
、
次
の
よ
う
で

あ
る
。

方
丈

起
り
ハ
、
佛
在
世
の
時
、
維
摩
誥
妙
喜
国
よ
り
、
此
土
に
来
、
毘
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耶
離
大
城
の
中
に
お
ゐ
て
、
常
に
一
丈
四
方
の
室
に
入
、
か
り
に
病
に
ふ

し
、
訪
ひ
来
る
も
の
お
し
て
、
身
の
や
ま
ひ
を
以
、
ひ
ろ
く
為
に
説
法
度

生
し
給
ふ
。
其
時
釈
尊
、
文
殊
を
し
て
、
維
摩
の
や
ま
ひ
を
訪
ひ
に
、
つ

か
ハ
し
給
ふ
と
か
や
。
維
摩
経
曰
、
爾
時
長
者
維
摩
詰
問
文
殊
師
利
曰
、

仁
者
遊
於
無
量
千
万
億
阿
僧
祇
国
。
何
等
佛
土
有
好
上
妙
功
徳
成
就
師
子

之
座
。
文
殊
師
利
言
。
居
師
東
方
度
三
十
六
恒
河
沙
国
、
有
世
界
。
名
頂

弥
相
。
其
佛
号
頂
弥
燈
王
。
今
現
在
。
彼
佛
心
長
八
万
四
千
由
旬
。
其
師

子
座
高
八
万
四
千
由
旬
厳
師
第
一
。
於
是
長
者
維
摩
詰
現
神
通
力
即
時
彼

佛
遣
三
万
二
千
師
子
座
高
廣
厳
浄
来
入
維
摩
室
。
乃
至
其
室
廣
博
悉
苞
容

三
万
二
千
師
子
座
無
所
防
歎
。
於
毘
耶
離
城
及
閻
浮
提
四
天
下
亦
不
迫
追
。

云
云
猶
く
わ
し
く
ハ
、
し
る
す
に
暇
な
し
。

（
摂
陽
山
人
著
『
方
丈
記
諺
説
』
巻
頭
）

簗
瀬
一
雄
は
、
「
長
明
が
一
丈
四
方
（
ほ
ぼ
四
畳
半
一
室
の
広
さ
）
の
家

を
造
っ
た
の
は
維
摩
居
士
の
居
室
に
倣
っ
た
の
で
、
そ
の
こ
と
は
第
三
十
六

章
に
「
栖
は
す
な
は
ち
、
浄
名
居
士
の
跡
を
け
が
せ
り
と
い
へ
ど
も
」
と
記

し
て
い
る
の
で
、
明
ら
か
で
あ
る
」
①注

と
述
べ
て
い
る
。

冨
倉
徳
次
郎
は
方
丈
に
つ
い
て
、
「
方
丈

一
丈
四
方
の
室
。
維
摩
居
士

が
方
十
笏
の
狭
い
室
に
住
ん
だ
故
事
に
よ
る
」
②注

と
注
釈
し
て
い
る
。

右
の
よ
う
に
、
「
方
丈
」
に
つ
い
て
、
諸
解
釈
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

即
ち
、
長
明
が
『
方
丈
記
』
の
末
文
に
「
栖
は
す
な
は
ち
浄
名
居
士
の
跡
を

け
が
せ
り
と
い
へ
ど
も
」
と
あ
る
の
で
、
「
方
丈
」
は
維
摩
居
士
と
そ
の
居

室
を
模
倣
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。「
方
丈
」
は
、
『
方
丈
記
』
の
主
題

と
作
者
の
居
室
と
し
て
、
作
者
の
意
念
を
込
め
て
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
一

つ
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
本
論
で
は
、
鴨
長
明
の
こ
の
意
念
は
何
だ
ろ
う
か
、

を
巡
っ
て
、
彼
の
「
方
丈
」
に
対
し
て
、
従
来
の
研
究
を
踏
ま
え
て
、
再
考

を
通
し
て
長
明
の
そ
の
意
念
を
探
究
し
た
い
。

「
維
摩
」
（
梵
語
維
摩
詰
の
略
）
は
、
維
摩
経
の
中
心
人
物
で
あ
る
。
彼

は
（
ヴ
ィ
マ
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
。
北
イ
ン
ド
の
）
ヴ
ァ
イ
シ
ァ
ー
リ
ー
に
住
む

富
豪
で
あ
り
、
大
乗
仏
教
の
奥
義
に
達
し
た
在
家
の
居
士
で
あ
る
。
本
経
の

内
容
は
、
「
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
病
む
限
り
、
私
も
ま
た
病
み
続
け

る
」
と
い
う
大
乗
仏
教
の
慈
悲
の
精
神
に
基
づ
く
病
に
罹
る
維
摩
を
、
文
殊

を
始
め
と
す
る
多
く
の
菩
薩
が
見
舞
い
に
訪
ね
、
問
答
を
交
わ
す
形
式
で
展

開
し
て
行
く
。
そ
の
中
で
、
彼
は
般
若
の
空
の
観
点
を
立
ち
、
も
の
の
自
性

（
実
体
性
）
を
主
張
し
て
そ
れ
に
執
着
し
て
い
る
旧
仏
教
を
徹
底
的
に
批
判

す
る
。
そ
し
て
、
空
の
境
地
に
達
す
る
時
、
在
家
と
出
家
と
の
区
別
・
対
立

も
な
く
な
り
、
「
煩
悩
の
大
海
に
入
ら
な
け
れ
ば
一
切
智
の
宝
は
得
ら
れ
な

い
」
と
い
う
「
煩
悩
即
菩
薩
」
の
思
想
や
仏
道
の
実
践
は
深
山
に
入
る
の
で

は
な
く
、
日
常
の
行
い
の
う
ち
に
こ
そ
あ
る
と
い
う
「
生
死
即
涅
槃
」
の
思

想
を
強
調
す
る
③注

。
伝
説
で
は
、
維
摩
居
士
の
居
室
は
一
丈
四
方
で
あ
る
が
、

容
量
は
無
限
で
あ
っ
た
。
釈
尊
時
代
に
在
家
者
と
い
う
。
無
垢
称
、
浄
名
等
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と
も
意
訳
さ
れ
る
。
維
摩
経
は
大
乗
仏
典
の
一
つ
。
唐
の
玄
奘
訳
が
現
存
で

あ
る
。
在
家
信
者
維
摩
が
偏
狭
な
仏
弟
子
を
啓
発
し
般
若
の
空
観
に
よ
っ
て

不
可
思
議
の
解
脱
の
境
涯
を
得
、
一
切
方
法
を
悉
く
不
二
の
一
法
に
帰
す
る

こ
と
を
、
優
れ
た
戯
曲
的
手
法
を
以
て
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
故
事
か

ら
、
方
丈
は
禅
宗
寺
院
の
住
職
（
寺
主
）
の
居
室
の
名
と
な
り
、
後
に
は
住

職
の
呼
称
に
な
っ
た
④注

。
又
、
師
へ
の
敬
称
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。

『
方
丈
記
』
の
文
を
見
る
と
、
長
明
は
、
自
分
の
居
室
を
、
「
末
葉
の
宿

り
」
・
「
旅
人
の
一
夜
の
宿
」
・
「
そ
の
所
」
（
の
さ
ま
を
い
は
ば
）
・
「
こ
の

所
」
（
に
住
む
は
じ
め
）
・
「
仮
の
庵
」
と
称
し
て
、
特
定
の
名
が
な
い
と
見

ら
れ
る
。
「
方
丈
」
と
い
う
の
は
、
居
室
の
広
さ
を
説
明
し
て
い
る
の
が
主

な
趣
旨
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
簗
瀬
一
雄
は
「
維
摩
居
士
の
居
室
に
な
ら
っ

た
」
⑤注

と
主
張
し
て
い
る
。
又
、
武
田
孝
は
、
「
こ
こ
で
、
長
明
が
、
自
分
の

庵
を
「
方
丈
」
と
称
し
て
い
る
の
は
、
謙
遜
ま
た
は
誇
張
の
気
持
ち
が
な
い

と
も
言
え
な
い
」
⑥注

と
い
う
の
で
あ
る
が
、「
栖
は
す
な
は
ち
浄
名
居
士
の
跡

を
け
が
せ
り
と
い
へ
ど
も
」
の
後
文
に
、
「
た
も
つ
と
こ
ろ
は
わ
づ
か
に
周

利
槃
特
が
行
ひ
に
だ
に
及
ば
ず
、
も
し
こ
れ
貧
賎
の
報
の
み
づ
か
ら
悩
ま
す

か
、
は
た
ま
た
妄
心
の
い
た
り
て
狂
せ
る
か
。
」
と
あ
っ
て
、
長
明
は
自
身

の
修
行
精
神
が
足
り
な
い
と
反
省
し
て
い
る
と
共
に
、
貧
賎
の
報
い
で
心
が

痛
ん
で
も
い
る
か
、
そ
れ
と
も
、
妄
心
が
や
っ
て
来
て
、
自
分
を
狂
わ
せ
て

い
る
の
か
、
と
自
問
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
長
明
の
「
方
丈
」
の
居
室
は
、

維
摩
居
士
の
居
室
を
模
倣
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
彼
が
求
め
て
い
る
隠
遁
生

活
の
一
つ
の
場
所
で
あ
る
と
共
に
、
維
摩
居
士
の
居
室
を
用
い
て
、
自
分
の

居
室
に
対
す
る
譬
え
の
意
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
自
分
の
居
室
を
方

丈
に
譬
え
る
こ
と
は
先
行
文
学
時
代
に
も
あ
っ
た
。
こ
の
譬
え
に
つ
い
て
、

『
白
居
易
集
』
⑦注

に
は
割
合
多
く
見
ら
れ
る
。
関
係
作
品
を
幾
つ
か
挙
げ
て

見
た
い
。

其
の
一答

閑
上
人
来
問
「
因
何
風
疾
」
（
巻
三
十
五
・
七
八
八
頁
）

閑

上

人
来
り
何
に
因
っ
て
か
風
疾
す
る
と
問
へ
る
に
答
ふ

か
ん
し
や
う
に
ん
き
た

な
に

よ

ふ
う
し
つ

と

こ
だ

一
床
方
丈
向
陽
開
、

一
床
方

丈

陽
に
向
ひ
て
開
く
、

ほ
う
ぢ
や
う
や
う

む
か

ひ
ら

労
動
文
殊
問
疾
来
。

文
殊
を
労
動
し
て

疾

を
問
ひ
来
た
る
。

も
ん
じ
ゅ

ら
う
ど
う

や
ま
ひ

と

き

欲
界
凡
夫
何
足
道
、

欲
界
の
凡
夫
は
何
ぞ
道
ふ
に
足
ら
ん
、

よ
く
か
い

ぼ
ん

ふ

な
ん

い

た

四
禅
天
始
免
風
災
。

四
禅
天
は

始

て
風
災
を

免

る
。

ぜ
ん
て
ん

は
じ
め

ふ
う
さ
い

ま
ぬ
か

閑
上
人
（
仏
僧
の
名
）
が
病
気
見
舞
い
に
来
て
、
何
故
に
中
風
等
に
罹
っ
た

か
と
問
う
に
答
え
た
詩
で
あ
る
。
日
当
た
り
の
よ
い
方
丈
の
室
に
床
（
ベ
ッ

ド
）
を
設
け
て
寝
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
文
殊
上
人
が
見
舞
い
に
来
て
く
れ
た
。

何
故
に
中
風
に
な
っ
た
か
と
の
尋
ね
で
あ
る
が
、
欲
界
の
凡
人
だ
か
ら
こ
そ
、

こ
ん
な
病
気
に
罹
っ
た
の
で
、
四
禅
天
で
あ
っ
て
、
始
め
て
風
災
を
免
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
一
床
方
丈
」
は
自
分
の
寝
室
を
、
維
摩
居
士
の
居
室

を
用
い
て
比
喩
す
る
も
の
で
あ
る
。
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其
の
二齋

戒
満
夜
、
戯
招
夢
得
（
巻
三
十
三
・
七
四
八
頁
）

齋
戒
の
満
つ
る
夜

戯

れ
に
夢
を
招
く

さ
い
か
い

み

よ

た
は
む

む

ま
ね

紗
籠
灯
下
道
場
前
、

紗
籠
灯
下
道

場

の
前
、

さ

ろ
う
と
う

か

だ
う
ぢ
や
う

ま
へ

白
日
持
齋
夜
座
禅
。

白
日
持
齋
し
て
夜
座
禅
す
。

は
く
じ
つ

ぢ

さ
い

よ
る

ざ

ぜ
ん

無
復
更
思
身
外
事
、

復
更
に
身

外

の
事
を
思
ふ
こ
と
無
し
、

ま
た
さ
ら

し
ん
ぐ
わ
い

こ
と

お
も

な

未
能
全
尽
世
間
縁
。

未
だ
全
く
世
間
の
縁
を
尽
く
す
こ
と
能
は
ず
。

い
ま

ま
っ
た

せ

け
ん

え
ん

つ

あ
た

明
朝
又
擬
親
杯
酒
、

明

朝
又
杯
酒
に

親

む
こ
と
を
擬
す
、

み
や
う
て
う
ま
た
は
い
し
ゆ

し
た
し

ぎ

今
夕
先
聞
理
管
弦
。

今
夕
先
づ

管

弦
を
埋
む
る
こ
と
を
聞
く
、

こ
ん
せ
き

ま

く
わ
ん
げ
ん

を
さ

き

方
丈
若
能
来
問
疾
、

方

丈

若
し
能
く
来
つ
て

疾

を
問
は
ば
、

ほ
う
ぢ
や
う

も

よ

き
た

や
ま
ひ

と

不
妨
兼
有
散
花
天
。

兼
ね
て
散
花
の
天
有
る
こ
と
を

妨

げ
ず
。

か

さ
ん

げ

て
ん

あ

さ
ま
た

灯
籠
を
点
じ
た
仏
殿
に
、
昼
は
齋
戒
し
夜
は
座
禅
し
た
の
で
、
更
に
身
外
の

事
に
心
を
奪
わ
れ
る
よ
う
な
事
は
な
く
な
っ
た
が
、
然
し
未
だ
全
く
俗
縁
を

絶
ち
き
っ
た
と
い
う
訳
に
は
行
か
な
い
。
明
朝
は
齋
戒
の
期
限
が
満
つ
る
の

で
、
又
久
し
ぶ
り
で
一
杯
き
こ
し
め
そ
う
か
と
思
っ
て
い
る
。
現
に
今
夜
は

早
く
も
管
弦
の
音
を
聞
い
た
。
も
し
方
丈
が
我
が
病
を
見
舞
っ
て
く
れ
る
な

ら
ば
、
美
人
を
携
帯
せ
ら
れ
て
も
苦
し
う
な
い
、
と
い
う
。
こ
こ
の
「
方

丈
」
は
、
禅
の
僧
を
指
し
て
い
る
と
思
う
。

其
の
三拜

表
廻
閑
遊
（
巻
三
十
一
・
七
一
一
頁
）

表
を
拝
し
廻
り
て
閑
遊
す

へ
う

は
い

か
へ

か
ん
い
う

玉
珮
金
章
紫
花
綬
、

玉

珮
金

章

紫
花
の
綬
、

ぎ
よ
く
は
い
き
ん
し
や
う

し

く
わ

じ
ゆ

紵
衫
藤
帯
白
綸
巾
、

紵
衫
藤
帯
白
綸
の
巾
、

ち
よ
さ
ん
と
う
た
い
は
く
り
ん

き
ん

晨
興
拜
表
称
朝
士
、

晨
に
興
き
て
表
を
拝
し
て
朝
士
と

称

し
、

つ
と

お

へ
う

は
い

て
う

し

し
ょ
う

晩
出
遊
山
作
野
人
。

晩
に
出
で
山
に
遊
び
て
野
人
と
作
る
。

ば
ん

い

や
ま

あ
そ

や

じ
ん

な

達
磨
傳
心
令
息
念
、

達
磨
心
を
傳
へ
て
念
を
息
め
し
め
、

だ

る

ま
し
ん

つ
た

ね
ん

や

玄
元
留
語
遣
同
塵
、

玄
元
語
を
留
め
て
塵
に
同
ぜ
し
む
、

げ
ん
げ
ん

ご

と
ど

ち
り

ど
う

八
關
浄
戒
齋
銷
日
、

八

關

の

浄

戒
齋
し
て
日
を
銷
し
、

は
ち
く
わ
ん

じ
よ
う
か
い
さ
い

ひ

せ
う

一
曲
狂
歌
酔
送
春
。

一

曲

の

狂

歌
酔
ひ
て
春
を
送
る
。

い
っ
き
ょ
く

き
よ
う

か

ゑ

は
る

お
く

酒
肆
法
堂
方
丈
室
、

酒
肆
法
堂
方

丈

の
室
、

し
ゆ

し

は
つ
た
う
ほ
う
ぢ
よ
う

し
つ

其
間
豈
是
両
般
身
？

其
の

間

豈
に
是
れ

両

般
の
身
な
ら
ん
や
。

そ

あ
ひ
だ
あ
に

こ

り
よ
う
は
ん

み

上
書
し
て
自
宅
に
帰
り
更
に
閑
遊
し
た
こ
と
を
述
べ
た
詩
で
あ
る
。
詩
意
は
、

次
の
よ
う
で
あ
る
。
玉
珮
や
金
印
紫
綬
を
帯
び
て
、
紵
衫
藤
帯
を
著
て
白
綸

の
帽
を
戴
き
、
夙
に
起
き
て
朝
士
と
し
て
上
書
し
畢
り
、
夕
に
野
人
と
し
て

閑
遊
す
る
。
達
磨
は
俗
念
を
止
め
よ
と
教
え
、
老
子
は
俗
と
伍
せ
よ
と
教
え

て
い
る
。
因
っ
て
、
余
は
或
い
は
八
關
齋
を
守
っ
て
日
を
送
り
、
或
い
は
酔

歌
し
て
春
を
過
ご
し
て
い
る
。
酒
屋
に
い
る
時
の
我
も
同
一
の
楽
天
居
士
で

あ
る
。
こ
こ
の
「
方
丈
」
は
座
禅
す
る
室
を
指
し
て
い
る
。
作
者
の
自
分
の

信
仰
心
を
比
喩
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

右
の
詩
か
ら
見
れ
ば
、
作
者
の
仏
教
と
禅
宗
と
道
教
に
対
す
る
信
仰
の
傾
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向
が
何
れ
も
表
さ
れ
て
い
る
。
特
に
右
の
其
の
三
に
は
、
「
晨
に
興
き
て
表

を
拝
し
て
朝
士
と
称
し
、
晩
に
出
で
山
に
遊
び
て
野
人
と
作
る
」
と
あ
っ
て
、

「
中
隠
」
と
い
う
隠
遁
生
活
の
態
度
が
見
ら
れ
る
。
又
、
彼
の
居
室
（
酒
を

飲
む
こ
と
と
説
法
す
る
こ
と
を
兼
ね
て
い
る
室
）
を
方
丈
に
見
な
し
て
、
閑

居
の
楽
し
み
の
場
所
で
も
あ
る
と
表
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

長
明
が
自
分
の
居
室
の
大
き
さ
を
「
方
丈
」
だ
と
言
っ
て
、
居
室
は
方
丈

室
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
が
、
「
い
は
ば
旅
人
の
一
夜
の
宿
を
作
り
、
老
い
た

る
蚕
の
繭
を
い
と
な
む
が
ご
と
し
」
と
あ
る
の
で
、
方
丈
室
は
、
自
分
の
老

後
生
活
の
場
所
に
過
ぎ
な
い
と
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
長
明
の
老
後
の

生
活
地
で
あ
る
方
丈
室
は
彼
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
持
っ
て
い
る
か

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
幾
つ
か
の
点
を
挙
げ
て
見
た
い
。

○

も
し
念
仏
も
の
う
く
、
読
経
ま
め
な
ら
ぬ
時
は
、
み
づ
か
ら
お
こ
た

る
。
さ
ま
た
ぐ
る
人
も
な
く
、
ま
た
、
恥
づ
へ
き
人
も
な
し
。
こ
と

さ
ら
に
無
言
を
せ
ざ
れ
ど
も
、
独
り
を
れ
ば
口
業
を
修
め
つ
べ
し
。

必
ず
禁
戒
を
守
る
と
し
も
な
く
と
も
、
境
界
な
け
れ
ば
何
に
つ
け
て

か
、
破
ら
ん
。

も
し
念
仏
を
唱
え
る
の
が
お
っ
く
う
で
あ
っ
た
り
、
ま
め
ま
め
し
く
読
経
も

す
る
気
に
な
ら
ぬ
時
は
、
自
分
か
ら
休
み
、
自
分
勝
手
に
怠
る
。
そ
れ
を
邪

魔
す
る
人
も
い
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
を
恥
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
相
手
も
い
な

い
。
わ
ざ
わ
ざ
無
言
の
行
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
独
り
で
居
れ

ば
、
口
に
よ
る
罪
を
犯
せ
な
い
で
す
ま
せ
よ
う
。
仏
の
禁
じ
ら
れ
た
戒
め
を

こ
と
さ
ら
に
守
ろ
う
と
努
力
し
な
く
て
も
、
そ
の
よ
う
な
環
境
が
な
い
の
だ

か
ら
、
何
に
よ
っ
て
そ
の
禁
戒
を
破
ろ
う
か
。
即
ち
、
自
分
の
居
室
は
、
仏

道
修
行
の
活
動
を
気
の
向
く
ま
ま
に
し
て
も
よ
い
と
い
う
、
他
人
の
事
を
気

に
す
る
必
要
の
な
い
場
所
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
表
さ
れ
て
い
る
。

○

芸
は
こ
れ
つ
た
な
け
れ
ど
も
、
人
の
耳
を
よ
ろ
こ
ば
せ
し
む
と
に
は

あ
ら
ず
。
ひ
と
り
調
べ
、
ひ
と
り
詠
じ
て
、
み
ず
か
ら
情
を
や
し
な

ふ
ば
か
り
な
り
。

技
が
う
ま
く
な
い
が
、
（
琵
琶
を
弾
い
て
）
人
に
聞
か
せ
て
喜
ば
せ
よ
う
と

い
う
の
で
は
な
く
、
独
り
で
弾
き
、
独
り
で
歌
っ
て
、
情
操
と
教
養
を
養
お

う
と
す
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
琵
琶
を
弾
き
歌
を
歌
う
場
合
、
こ
の
居
室

は
、
自
分
の
精
神
的
修
養
、
或
い
は
高
い
情
操
を
持
つ
よ
う
に
心
を
養
う
場

所
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
表
さ
れ
て
い
る
。

○

た
だ
仮
の
庵
の
み
の
ど
け
く
し
て
お
そ
れ
な
し
。
ほ
ど
狭
し
と
い
へ

ど
も
夜
臥
す
床
あ
り
、
昼
ゐ
る
座
あ
り
。
一
身
を
宿
す
に
不
足
な
し
。

た
だ
こ
の
仮
の
庵
だ
け
は
、
落
ち
着
い
て
暮
ら
せ
て
、
心
配
す
る
こ
と
が
な

い
。
「
仮
の
庵
」
と
い
う
居
室
は
、
一
番
落
ち
着
い
て
暮
ら
せ
る
平
安
な
場

所
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
表
さ
れ
て
い
る
。

○

今
、
さ
び
し
き
住
ひ
、
一
間
の
庵
、
み
づ
か
ら
こ
れ
を
愛
す
。
お
の

づ
か
ら
都
に
出
で
て
身
の
乞
鞭
と
な
れ
る
事
を
恥
づ
と
い
へ
ど
も
、
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帰
り
て
こ
こ
に
を
る
時
は
他
の
俗
塵
に
馳
す
る
事
を
あ
は
れ
む
。

今
、
私
は
寂
し
い
住
居
、
一
間
の
庵
に
住
ん
で
い
る
。
自
分
は
こ
れ
が
大
変

気
に
入
っ
て
い
る
。
た
ま
た
ま
都
に
出
掛
け
て
、
我
が
身
が
乞
食
と
な
っ
て

い
る
こ
と
を
恥
ず
か
し
く
思
う
が
、
帰
っ
て
き
て
、
こ
こ
に
い
る
時
は
、
世

俗
の
人
々
が
名
利
等
に
ひ
か
れ
て
、
あ
く
せ
く
と
走
り
回
っ
て
い
る
こ
と
を

哀
れ
ん
で
い
る
。
名
利
地
位
を
求
め
る
為
に
、
あ
く
せ
く
と
走
り
回
っ
て
い

る
人
々
こ
そ
、
気
の
毒
で
あ
る
と
、
こ
の
隠
遁
生
活
の
居
室
が
教
え
て
く
れ

た
場
所
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
表
さ
れ
て
い
る
。

○

も
し
人
こ
の
言
へ
る
事
を
疑
は
ば
、
魚
と
鳥
と
の
あ
り
さ
ま
を
見
よ
。

魚
は
水
に
飽
か
ず
、
魚
に
あ
ら
ざ
れ
ば
こ
の
心
を
知
ら
ず
。
鳥
は
林

を
ね
が
ふ
、
鳥
に
あ
ら
ざ
れ
ば
そ
の
心
を
知
ら
ず
。
閑
居
の
気
味
も

ま
た
同
じ
。
住
ま
ず
し
て
誰
か
悟
ら
ん
。

世
の
人
、
も
し
私
の
言
っ
て
い
る
こ
と
の
真
偽
を
疑
う
な
ら
ば
、
魚
と
鳥
の

あ
り
さ
ま
を
見
る
の
が
よ
い
。
魚
は
水
に
飽
き
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
気
持

ち
は
魚
で
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
。
鳥
は
林
に
い
る
の
を
願
う
。
こ
れ
も
鳥

で
な
け
れ
ば
そ
の
気
持
ち
が
分
か
ら
な
い
。
閑
居
の
味
わ
い
も
ま
た
こ
れ
と

同
じ
で
あ
る
。
住
ん
で
見
な
け
れ
ば
、
誰
に
そ
の
良
さ
が
分
か
ろ
う
か
。
長

明
は
魚
と
鳥
の
例
を
取
り
上
げ
て
、
自
分
の
閑
居
の
生
活
の
場
所
の
良
さ
を

力
強
く
説
得
し
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
の
住
居
者
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
住
居

の
良
さ
が
分
か
る
も
の
だ
ろ
う
か
と
、
自
分
の
生
活
場
所
の
素
晴
ら
し
さ
が
、

体
験
で
き
な
い
人
に
分
か
る
は
ず
は
な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
表
さ
れ
て

い
る
。

右
の
よ
う
に
、
長
明
に
と
っ
て
の
「
方
丈
」
室
の
住
居
と
し
て
の
役
割
は
、

次
の
よ
う
に
纏
め
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

①

念
仏
読
経
と
い
う
仏
道
修
行
を
、
気
の
向
く
ま
ま
に
し
て
も
よ
い
場

所
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
他
人
が
い
な
い
の
で
、
怠
け
る
時
が
あ
っ
て

も
、
気
に
す
る
こ
と
が
な
い
。

②

自
分
の
情
操
を
養
う
場
所
で
あ
る
。

③

狭
い
れ
け
ど
も
、
一
番
落
ち
着
い
て
暮
ら
し
、
生
活
に
不
足
す
る
こ

と
の
な
い
平
安
な
場
所
で
あ
る
。

④

名
利
を
捨
て
て
世
間
を
離
れ
た
、
自
分
の
住
居
が
や
は
り
良
い
と
い

う
こ
と
を
、
再
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
で
あ
る
。

⑤

今
の
生
活
場
所
の
良
さ
は
、
実
践
者
の
自
分
し
か
知
ら
な
い
事
を
強

調
す
る
。

右
の
五
つ
を
見
れ
ば
、
何
れ
も
隠
遁
生
活
の
住
居
の
特
徴
を
現
し
て
い
る
。

即
ち
、
『
方
丈
記
』
の
「
方
丈
」
室
は
、
作
者
に
と
っ
て
「
た
だ
静
か
な
る

を
望
み
と
し
、
憂
へ
無
き
を
楽
し
み
と
す
」
と
い
う
求
め
て
い
る
こ
と
が
実

現
で
き
る
た
だ
唯
一
の
理
想
の
地
で
あ
る
。
彼
の
「
方
丈
」
室
が
た
だ
一
丈

四
方
し
か
な
い
が
、
自
分
の
求
め
た
い
こ
と
が
十
分
得
ら
れ
る
。
こ
う
い
う

意
味
か
ら
言
え
ば
、
長
明
は
一
丈
四
方
の
居
室
に
弟
子
の
何
千
何
万
も
入
ら
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れ
る
と
い
う
ほ
ど
に
そ
の
容
量
が
無
限
で
あ
る
、
と
い
う
維
摩
居
士
の
方
丈

室
を
用
い
て
、
自
分
の
居
室
を
比
喩
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

「
方
丈
」
室
で
の
活
動
の
説
明
を
見
れ
ば
、
長
明
が
一
人
で
の
生
活
こ
そ
、

閑
居
の
楽
し
み
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
、
「
方
丈
」
は
、
作
者
の
創

作
意
向
に
於
い
て
、
も
っ
と
深
い
も
の
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

「
方
丈
」
に
つ
い
て
は
、
維
摩
居
士
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
典
拠
以
外
に

は
、
又
、
前
述
に
触
れ
た
よ
う
に
、
禅
宗
の
住
職
の
名
と
そ
の
居
室
の
名
に

も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
維
摩
居
士
の
居
室
が
一
丈
で
あ
っ
た
が
、
容
量
が
無

限
で
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
禅
宗
で
は
「
方
丈
」
を
、
住
職
の
室
の
名
と
す

る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
仏
教
の
「
禅
」
に
つ
い
て
の
解
釈
⑧注

に
よ

る
と
、
禅
は
瞑
想
・
沈
思
・
専
念
と
意
訳
さ
れ
る
よ
う
に
、
心
の
乱
れ
を
静

め
、
三
昧
に
住
す
る
状
態
を
い
う
。
仏
教
の
開
祖
釈
迦
は
イ
ン
ド
の
古
く
か

ら
ヨ
ー
ガ
と
称
す
る
禅
定
の
修
行
を
仏
教
の
修
行
に
取
り
入
れ
継
承
し
た
の

で
あ
る
。
仏
教
の
禅
の
修
行
は
現
世
に
於
い
て
悟
り
に
達
す
る
た
め
の
修
行

で
あ
り
、
心
と
身
を
一
つ
に
見
て
、
苦
行
を
否
定
す
る
修
行
で
あ
る
。
菩
薩

達
磨
を
中
国
初
祖
と
す
る
禅
宗
の
は
「

爾

且

く
随
所
に
主
と
作
れ
ば
立
処

な
ん
じ
し
ば
ら

み
な
真
な
り
」（
『
臨
済
録
』
）
と
い
う
思
惟
は
、
鳩
摩
羅
什
の
弟
子
で
あ
り
、

夭
折
の
仏
教
理
論
家
で
あ
っ
た
後
秦
の
僧
肇
の
い
う
「
真
を
離
れ
処
を
立
つ

る
に
あ
ら
ず
。
立
所
は
即
ち
真
な
り
」
（
『
不
真
空
論
』
）
を
承
け
た
も
の
で

あ
り
、
こ
れ
は
更
に
荘
子
の
道
（
真
理
）
が
偏
在
す
る
と
い
う
中
国
固
有
の

思
惟
に
起
源
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
国
禅
宗
と
は
仏
教
の
衣
を

着
つ
つ
、
実
は
荘
子
的
な
達
観
主
義
と
で
も
名
づ
け
ら
れ
る
思
想
運
動
で
あ

る
⑨注

。
「
荘
子
」
に
関
す
る
解
釈
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

彼
本
来
の
思
想
を
伝
え
て
最
も
重
要
と
さ
れ
る
内
編
の
「
逍
遥
遊
」
（
第

一
）
と
「
斉
物
論
」
（
第
二
）
に
よ
れ
ば
、
万
物
一
元
論
に
た
っ
て

「
無
」
こ
そ
絶
対
普
遍
で
あ
り
、
人
智
を
捨
て
て
無
為
自
然
に
生
き
る
こ

と
の
重
要
さ
を
力
説
し
て
い
る
。
人
生
観
と
し
て
は
、
死
生
を
超
越
し
て

絶
対
無
限
の
境
地
に
逍
遥
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
社
会
観
と
し
て
は
、

あ
ら
ゆ
る
差
別
を
捨
て
て
絶
対
的
自
由
平
等
を
至
高
と
し
、
政
治
論
で
は

儒
家
の
説
く
禮
教
主
義
を
、
無
為
自
然
の
思
想
に
反
す
る
人
為
と
し
て
排

斥
し
た
。
こ
れ
は
、
暗
く
険
し
い
戦
国
時
代
の
世
相
に
あ
っ
て
、
現
実
直

視
と
人
間
存
在
の
有
限
性
の
自
覚
か
ら
出
発
し
て
、
そ
の
悲
哀
を
超
克
し

た
と
こ
ろ
に
個
人
的
解
脱
で
の
逍
遥
へ
の
憧
れ
が
、
秦
漢
時
代
に
は
神
仙

思
想
と
な
っ
て
の
ち
の
道
教
を
生
み
、
六
朝
以
後
の
中
国
仏
教
の
禅
の
形

成
に
も
貢
献
し
た
。
⑩注

右
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
仏
教
や
仏
教
の
禅
に
は
何
れ
も
老
荘
思
想
か
ら
の
影

響
を
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
中
国
の
唐
の
時
代
に
な
っ
て

か
ら
、
仏
教
が
民
間
に
普
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
共
に
禅
宗
も
盛
ん
に

な
っ
た
。
右
の
触
れ
た
「
神
仙
思
想
」
も
「
方
丈
」
と
の
関
連
が
あ
る
の
で
、
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少
し
触
れ
た
い
と
思
う
。

中
国
で
は
、
不
死
へ
の
希
求
を
表
す
言
葉
は
既
に
西
周
時
代
の
青
銅
器
の

銘
文
に
も
見
え
、
ま
た
、
は
る
か
遠
く
の
土
地
に
不
死
の
人
々
の
住
む
仙
郷

が
あ
る
と
い
う
神
話
的
観
念
も
早
く
か
ら
存
在
し
た
。
『
荘
子
』
に
は
、
道

を
体
得
し
不
死
を
得
て
天
上
に
往
来
す
る
神
仙
の
こ
と
が
、
神
人
や
真
人
と

い
う
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
神
仙
思
想
が
特
に
盛
ん
に
説
か
れ
て
い
る
よ

う
に
な
る
の
は
、
戦
国
時
代
の
終
り
こ
ろ
、
斉
・
燕
の
方
士
（
方
術
を
行
う

人
）
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
彼
ら
の
説
く
東
海
の
三
神
山
（
蓬
莱
・
方
丈
・
瀛

州
）
の
話
に
秦
の
始
皇
帝
と
漢
の
武
帝
が
心
を
動
か
さ
れ
、
神
仙
に
対
す
る

強
い
憧
れ
を
抱
い
た
こ
と
（
『
史
記
』
封
禅
書
）
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
神
仙
と
い
う
観
念
は
道
教
の
な
か
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
不
老
長
生
を
得

て
道
と
合
一
し
神
仙
に
な
る
こ
と
が
、
道
教
の
究
極
の
思
想
と
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
健
康
を
増
進
し
不
老
長
生
を
得
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
養
生
法
が

説
か
れ
て
い
た
が
、
道
教
成
立
後
、
そ
れ
ら
を
継
承
し
つ
つ
、
よ
り
体
系
的

に
得
仙
の
方
法
が
説
か
れ
た
。
⑪注

右
の
説
の
中
に
、
神
仙
の
住
む
所
が
三
つ
あ
る
が
、
中
の
一
つ
は
「
方

丈
」
と
い
う
。『
懐
風
藻
』
⑫注

に
は
神
仙
の
地
「
方
丈
」
を
用
い
て
比
喩
す
る

作
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

従
四
位
下
左

中
綉
兼
神
祇
伯
中

臣

朝
臣
人
足
。
二
首

年
五
十

さ

ち
ゆ
う
べ
ん

し
ん

ぎ

は
く
な
か
と
み
の
あ
そ

み

ひ
と
た
り

五
言
。
遊
吉
野
宮
。
二
首

五
言
。
吉

野
宮
に
遊
ぶ
。
二
首

よ
し
の
の
か
り
み
や

惟
山
且
惟
水
。
能
智
亦
能
仁
。

惟
れ
山
に
し
て
且
惟
れ
水
、
能
く
智

こ

ま
た

よ

ち

に
し
て
亦
能
く
仁
。

ま
た

じ
ん

万
代
無
埃
所
。
一
朝
逢
柘
民
。

万
代
埃
無
き
所
に
し
て
、
一
朝
柘
に

ば
ん
だ
い
ち
り

い
つ
て
う
つ
み

逢
ひ
し
民
あ
り
。

た
み

風
波
転
入
曲
。
魚
鳥
共
成
倫
。

風
波

転

曲

に
入
り
、
魚
鳥
に
倫

ふ
う

は

い
よ
い
よ
し
ら
べ

い

ぎ
よ
て
う

と
も

を
成
す
。

な

此
地
即
方
丈
。
誰
説
桃
園
賓
。

此
れ
の

地

は
即
ち
方

丈

、
誰
か
説

こ

と
こ
ろ

ほ
う
ぢ
や
う

い

は
む
桃
園
の
賓
。

た
う
げ
ん

ひ
ん

腎
山
狎
鳳
閣
。
智
水
啓
龍
楼
。

仁
山
鳳
閣
に
狎
れ
、
智
水
龍
楼
啓
く
。

じ
ん
ざ
ん
ほ
う
か
く

な

ち

す
ゐ
り
ゆ
う
ろ
う
ひ
ら

花
鳥
堪
沈
翫
。
何
人
不
淹
留
。

花
鳥
沈

翫

す
る
に
堪
へ
ぬ
、
何
れ

く
わ
て
う
ち
ん
ぐ
わ
ん

た

い
づ

の
人
か
淹
留
せ
さ
ら
む
。

え
ん
り
う

中
の
「
此
地
即
方
丈
。
惟
説
桃
園
賓
」
は
、
吉
野
の
地
は
方
丈
、
即
ち
神
仙

の
住
む
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
今
さ
ら
誰
が
わ
ざ
わ
ざ
桃
園
郷
（
仙

郷
）
に
行
っ
た
客
人
の
話
を
す
る
も
の
が
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
意
で
あ
る
が
、

こ
こ
の
「
方
丈
」
は
神
仙
の
住
む
と
い
う
海
中
の
島
（
『
史
記
』
・
秦
始
皇
本

紀
「
海
中
有
三
神
山
、
名
曰
蓬
莱
方
丈
瀛
州
、
仙
人
居
之
」）
で
あ
る
。「
桃

園
賓
」
は
陶
淵
明
、
「
桃
花
源
記
」
に
見
え
た
故
事
（
武
陵
の
漁
人
が
桃
花

咲
く
仙
境
に
入
っ
て
款
待
を
受
け
た
話)

⑬注

を
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

吉
野
宮
を
理
想
の
郷
だ
と
、
「
方
丈
」
を
用
い
て
比
喩
す
る
の
で
あ
る
。
作

者
の
中
臣
朝
臣
人
足
の
五
十
歳
の
作
で
あ
る
の
で
、
年
代
か
ら
言
え
ば
、
養
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老
元
年
（
七
一
二
）
以
後
の
ま
も
な
く
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
言
わ

ば
、
「
方
丈
」
を
神
仙
の
住
む
地
に
し
て
、
既
に
日
本
に
於
い
て
も
、
理
想

の
郷
と
憧
れ
の
地
と
の
譬
え
が
文
学
作
品
の
中
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は

明
確
で
あ
る
。
又
、
隠
遁
生
活
環
境
の
特
徴
と
し
て
の
山
・
水
、
そ
れ
に
、

陶
淵
明
の
中
国
の
隠
逸
文
学
の
代
表
作
で
あ
る
「
桃
花
源
記
」
に
も
触
れ
て

い
る
の
で
、
作
品
の
隠
逸
意
識
に
は
道
教
か
ら
の
影
響
の
面
影
が
見
ら
れ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
経
国
集
』
に
は
次
の
よ
う
な
作
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

七
言
。
忽
聞
渤
海
客
礼
佛
感
而
賦
之
。
一
首

安
吉
人

聞
君
今
日
化
城
遊
。
真
趣
寥
寥
禅
跡
幽
。
方
丈
竹
庭
維
摩
室
。
園
明
松
蓋

寶
積
球
。
⑭注

「
化
城
」
は
佛
寺
で
あ
る
。
次
の
「
禅
跡
」
が
あ
っ
て
、
「
方
丈
竹
庭
維
摩

室
」
は
禅
宗
の
寺
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
一
句
目

の
「
遊
」
と
二
句
目
の
「
幽
」
は
、
字
意
か
ら
言
え
ば
、
閑
居
の
気
味
を
表

し
て
い
る
。

右
の
作
の
よ
う
に
、
そ
の
時
代
の
作
品
の
中
に
、
「
方
丈
」
に
触
れ
る
作

が
か
な
り
あ
る
が
、
維
摩
居
士
の
居
室
に
せ
よ
、
座
禅
す
る
室
に
せ
よ
、
仙

人
の
住
む
と
こ
ろ
に
せ
よ
、
何
れ
も
作
品
の
中
に
使
わ
れ
る
の
が
見
え
る
。

む
し
ろ
、
仙
人
の
住
む
と
こ
ろ
や
座
禅
す
る
室
を
用
い
て
い
る
例
の
方
が

も
っ
と
数
多
い
。

先
に
、
例
に
挙
げ
た
白
楽
天
の
「
方
丈
」
に
関
す
る
作
の
中
に
も
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
其
の
一
の
、
「
一
床
方
丈
、
陽
に
向
か
っ
て
開
く
」
の
「
方

丈
」
は
、
確
か
に
自
分
の
居
室
を
譬
え
て
い
る
。
「
文
殊
を
労
動
し
て
疾
を

問
ひ
来
る
」
に
あ
る
「
文
殊
」
は
維
摩
居
士
の
方
丈
室
に
病
を
見
舞
い
に
訪

ね
て
来
る
と
い
う
故
事
の
人
物
な
の
で
、
こ
こ
の
「
方
丈
」
が
「
維
摩
の
居

室
の
方
丈
」
を
用
い
て
譬
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
其
の
二
の
、
「
白
日
持

齋
し
て
夜
座
禅
す
」
は
昼
と
夜
の
す
る
事
で
、
夜
に
は
座
禅
す
る
の
で
あ
っ

て
、
「
方
丈
若
し
能
く
来
て
疾
を
問
は
ば
」
の
「
方
丈
」
は
「
人
」
な
の
で
、

禅
の
住
職
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
作
は
作
者
の
日
常
生
活
を
描
く
こ
と
が
中

心
で
あ
る
。
こ
の
詩
か
ら
、
彼
の
信
仰
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
其

の
三
の
「
達
磨
心
を
伝
え
て
念
を
息
め
し
め
」
の
「
達
磨
」
は
、
禅
宗
の
始

祖
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
酒
肆
法
堂
方
丈
の
室
」
の
「
方
丈
」
は
、
禅
宗
の

住
職
の
居
室
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
作
の
冒
頭
に
「
晨
に
興
き
て

表
を
拝
し
て
朝
士
と
称
し
、
晩
に
出
で
て
山
に
遊
び
て
野
人
と
作
る
」
と

あ
っ
て
、
日
常
生
活
を
描
い
て
い
る
こ
と
を
通
し
て
、
自
分
の
「
中
隠
」
生

活
の
生
き
方
を
訴
え
て
い
る
。

長
明
の
『
発
心
集
』
「
道
寂
上
人
、
詣
長
谷
祈
道
心
事
」
に
次
の
よ
う
な

記
述
が
あ
る
。

「
（
前
略
）
則
、
世
ヲ
ノ
ガ
レ
、
頭
ヲ
ロ
シ
、
所
々
修
行
シ
ケ
ル
。
後
ニ

ハ
、
飛
鳥
寺
ノ
辺
ニ
庵
ヲ
結
ビ
、
座
禅
、
念
仏
シ
テ
、
サ
シ
タ
ル
勤
ト
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テ
ハ
、
小
阿
弥
陀
一
返
ヲ
ヨ
ミ
ケ
ル
、
是
、
同
往
生
ヲ
遂
タ
リ
ケ

ル
。」

元
興
寺
の
伊
賀
の
聖
で
あ
る
同
寂
と
い
う
人
は
、
道
心
が
深
く
、
若
い
頃
、

長
谷
に
参
り
、
道
心
を
お
祈
り
し
奉
る
。
夢
中
に
、
「
道
心
は
躰
な
し
、
只
、

此
れ
の
心
を
道
心
と
云
と
の
給
ふ
と
ぞ
見
た
り
け
る
」
と
、
僧
が
言
っ
た
、

と
い
う
物
語
で
あ
る
。
右
に
引
い
た
文
は
物
語
の
結
論
で
あ
る
が
、
こ
こ
の

世
を
離
れ
、
庵
を
結
び
、
座
禅
、
念
仏
と
い
う
文
の
「
庵
」
「
座
禅
」
は
、

隠
遁
者
の
生
活
の
内
容
で
あ
る
こ
と
を
描
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
物
語
の
主

人
公
は
日
頃
に
念
仏
以
外
に
瞑
想
・
沈
思
・
専
念
と
言
う
座
禅
も
す
る
。
こ

の
「
座
禅
」
と
「
念
仏
」
と
い
う
描
き
方
に
於
い
て
、
作
者
の
「
禅
」
と

「
仏
」
と
い
う
両
意
識
が
何
れ
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

又
、
仙
人
に
つ
い
て
、
『
発
心
集
』
に
も
散
見
で
き
る
。
文
を
挙
げ
て
見

る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
カ
ク
テ
、
帰
ナ
ン
ト
ス
ル
時
云
ヤ
ワ
、
三
月
十
八
日
ニ
竹
生
嶋
ト
云
処

ニ
テ
、
仙
人
集
テ
、
楽
ヲ
ス
ル
事
侍
ル
ニ
、
琵
琶
ヲ
引
ベ
キ
事
ノ
侍
ル

ガ
、
ヱ
尋
出
シ
侍
ラ
ヌ
ナ
リ
。
」

『
発
心
集
』
「
松
室
童
子
成
仏
事
」
⑮注

右
の
よ
う
に
、
長
明
は
神
仙
の
話
を
か
な
り
作
の
中
に
使
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
彼
の
文
学
の
中
に
、
神
仙
意
識
を
持
つ
事
は
確
か
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
「
方
丈
」
に
つ
い
て
の
考
察
を
通
し
て
、
『
方
丈
記
』
の

「
方
丈
」
は
、
従
来
の
研
究
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
維
摩
居
士
と
そ

の
居
室
に
習
っ
た
と
い
う
に
止
ま
ら
ず
、
長
明
の
精
神
的
解
放
と
自
由
な
生

活
が
得
ら
れ
る
場
所
で
あ
る
。
即
ち
、
「
方
丈
」
の
居
室
は
、
住
む
場
所
と

し
て
、
面
積
が
狭
い
が
、
求
め
る
こ
と
は
す
べ
て
得
ら
れ
る
一
番
理
想
的
な

住
居
で
あ
り
、
彼
の
追
求
し
て
い
る
「
静
か
な
る
」
と
「
憂
へ
無
き
」
の
住

居
で
あ
る
。
こ
う
い
う
意
味
か
ら
言
え
ば
、
長
明
の
「
方
丈
」
は
名
の
模
倣

と
い
う
よ
り
、
実
際
の
内
容
は
遥
か
に
、
そ
の
「
模
倣
」
を
超
え
て
い
る
。

「
方
丈
」
は
自
分
の
隠
遁
生
活
に
合
う
、
理
想
の
住
居
の
譬
え
と
も
言
え
る

だ
ろ
う
。

注①

簗
瀬
一
雄
著
『
方
丈
記
解
釈
大
成
』
（
一
六
六
～
一
六
七
頁
）
（
大
修
館
書

店
、
昭
和
四
七
年
六
月
）

②

冨
倉
徳
次
郎
著
『
方
丈
記

徒
然
草
』
（
「
鑑
賞

日
本
古
典
文
学
」
第
十
八

巻
九
二
頁
脚
注
四
）（
角
川
書
店
、
昭
和
五
〇
年
四
月
）

③

今
泉
淑
夫
編
集
『
日
本
仏
教
史
辞
典
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
十

月
）

④

孟
慶
遠
主
編
『
中
国
歴
史
文
化
事
典
』（
新
潮
社
、
一
九
九
八
年
二
月
）

⑤

注
①
に
同
じ
。

⑥

武
田
孝
著
『
方
丈
記
全
釈
』
（
二
四
九
頁
）
（
笠
間
書
院
、
平
成
七
年
九

月
）

⑦

顧
学
頡
校
點
『
白
居
易
集
』
中
華
書
局

⑧

今
泉
良
淑
夫
編
集
『
日
本
仏
教
史
辞
典
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
十

月
）
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⑨

溝
口
雄
三
編
『
中
国
思
想
文
化
事
典
』「
禅
と
浄
土
」（
東
京
大
学
出
版
社
、

二
〇
〇
一
年
七
月
）

⑩

水
村
光
男
編
『
世
界
史
の
た
め
の
人
名
辞
典
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
一

年
六
月
）

⑪

溝
口
雄
三
編
『
中
国
思
想
文
化
事
典
』（
二
九
○
頁
）（
東
京
大
学
出
版
社
、

二
○
○
一
年
七
月
）

⑫

小
島
憲
之
校
注
『
懐
風
藻

文
華
秀
麗
集

本
朝
文
粋
』
（
「
日
本
古
典
文

学
大
系
」
六
九
・
岩
波
書
店
、
昭
和
三
九
年
六
月
）

⑬

小
島
憲
之
校
注
『
懐
風
藻

文
華
秀
麗
集

本
朝
文
粋
』
（
一
一
二
頁
・
頭

注
四
五
）

⑭

『
経
国
集
』
（
二
八
五
頁
）
日
本
文
学
大
系
第
二
四
巻
（
国
民
図
書
株
式
会

社
、
昭
和
二
年
十
一
月
）

⑮

『
発
心
集
』
（
大
曽
根
章
介
ら
編
集
『
鴨
長
明
全
集
』
（
一
五
八
頁
）
貴
重

本
刊
行
会
、
平
成
十
二
年
九
月
）
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