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《
紹
介
》瀬

里
広
明
著

『露
伴
と
道
元
」

松

本

常

彦

そ
の
名
を
知

る
ほ
ど

の
人

で
あ
れ
ば
、
露
伴
と
道
元
が
と
も

に

一
世
を
蓋

う

巨
人

で
あ

る
こ
と
を
認
め

る
の
に
吝

で
は
あ
る
ま

い
。
今
日
、

こ
こ
ろ
み
に
書

店
を
覗

い
た
人
が
、
棚
を
塞
ぐ
道
元
関
係

の
書
籍

の
に
ぎ
わ

い
の

一
方

で
、
露

伴

の
そ
れ

の
蓼

々
た
る
さ
ま
を
見
出
し
た
と
し

て
も
、

そ

の
対

照
は
、
畢
童
、

歴
史
と

い
う
平
野

の
か
な
た

に
屹
立
し
た
峰

々
を
き
わ
め
る

こ
と
の
至
難

を
し

か
物
語

っ
て
は
い
な

い
。
峰

の
高
さ
広
さ
深
さ
が
人
を
誘

い
そ
し

て
拒

む
。

い

ず
れ

に
せ
よ
勿
卒
と
し

て
登
る

に
は
危
う

い
。
加
え

て
、

一
方

の
峰

は
近

く
、

一
方

の
峰

は
遠
く
、
山
色
も
山
容
も
異
な
る
と

い

っ
た
事
情

も
か
ら
む
。
す

な

わ
ち
、

一
峰

へ
の
登
墓

の
術
が
、
別

の
登
墓
を
保
証
し

て
い
る
と
は
か
ぎ

ら
な

い
。

こ
こ
に
読
者

の
関
心
が
生
じ
る
。

「
露
伴

が
道
元

に

つ
い
て
ま
と
ま

っ
た
文
章
を
書

い
た
の
は
な

い
。
」
と

は

本
書
冒
頭

の

一
文
。
す

で
に
そ
う

い
う
前
提
が
あ
り
、

し
か
る
の
ち

に

「露
伴

的
視
点
か
ら
道
元

に
ア
プ

ロ
ー
チ
し
よ
う
」

と

い
う
く
わ
だ

て
に
発

し
た
か
か

る
タ
イ
ト
ル
の
本
が
存
し

て
い
る
。
著

者
は
ど
う
や
ら
露
伴

を
語
る
に
際

し
、

露
伴
文
中

に

つ
い
ぞ
そ

の
姿
を
見
せ
ぬ
道
元
を
何

と
し
て
も
召
喚

せ
ね
ば
な

ら

な
か

っ
た
け
し
き

で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

こ
と

は
著
者

の
い
う
露
伴
的
視
点
あ
る

い
は
著
者

の
露
伴
観

に
係

ろ
う
。

本
書

は
、
「
露
伴
と
道

元
に
お
け
る
愛
」

・

「
仙
書
参
同
契
と
正
法
眼
蔵

露
伴
に
お
け
る
東
洋
と
西
洋
1

」

・

「繋
念

」

・

「「
観
画
談
」
と
そ

の
背

景
」

・

「露
伴

の
貧
窮
観

貧
窮
の
創
造
的
意
味

」
の
五
本

の
論
稿
よ
り
成
り
、
そ

れ
ぞ
れ
主
材
と
し

て
と
り
あ
げ
ら
れ

る
作
品

に
異
な
り
は
あ
る
も

の
の
、

巻
を

通

じ
て
し
ば

し
ば

「仙
書
参
同
契
」

に
筆
が
及
ん

で
い
る
。
あ
と
が
き

の
中

で

著
者

が
第

二
章

を
本
書

の
主
論
文

で
あ

る
と
述

べ
る
の
も
所
以

な
し
と
し

な

い
。
露
伴
全
集

で
研
究

の
部

に
収
ま
る

「
仙
書
参
同
契
」

は
、

露
伴

が

「周
易

参
同
契
」
を
丹
道

の
祖
書
と
見

て
こ
れ

に
解

説
を
ほ
ど

こ
し
た
も
の
。
著
者

が

こ
れ

に
接
す

る
の
は
昭
和
十
六
年

「
思
想
」

掲
載

の
と
き
以
来

と
い
う
か
ら
、

そ
の
関
心

の
持
続

は
す

で
に
半
世
紀

に
亘
ら
ん
と
し

て
い
る

こ
と
に
な
る
。

け

だ
し
、
繋
念
と

は
そ
の
よ
う
な
精
神

の
態
度

を
指

し

て
云
う
語

で
あ

ろ
う
。

い

ま
卒
然
と
露
伴
晩
年

の
手

に
な
る

こ
の
書
を
読
め
ば
、
仙
界

の
消
息
を
伝

え
て

い
る
だ

け
に
、
時
流

に
縁
な
き
閑
文
字

の
よ
そ
お
い
が
あ
る
。

こ
の
場
合
、
時

流
と

は
む

ろ
ん
戦
下

の
時
代
状
況
を

い
う
。

か
か
る
作

に
接

す
れ
ば
、
露
伴
文

学

に
は
ア
ク
チ

ュ
ア
リ

テ
ィ
が
な

い
と

い
う
悪

口
も
、
か
な
ら
ず
し
も
悪

口
に

は
聞

こ
え
な

い
。
し
か
し
、
そ

の
時
流

の
中

で
こ
の
書

に
出
会

っ
た
当

の
人

々

の

一
人

で
あ

る
本
書

の
著
者
は
そ
う
は
言
わ
な

い
。
「仙
書

参
同
契
」
の
読

み
ど

一
71

「



こ
ろ
が
別

に
あ
る

こ
と
を
説
き
、

ア
ク
チ

ュ
ア
リ
テ

ィ
に
関

し
て
も
事
情
が
逆

で
あ
る

こ
と
を
教
え
る
。

そ

の
間

の
経
緯
を
露
伴

の
馬
琴
評
を
か

り
て
た
と
え

る
な
ら
、
露
伴
は
、
時
代

と
平
行

に
歩

む
の
で
は
な
し

に
、
洋
化

の

一
途
を
た

ど

っ
た
日
本

の
近

代

に
対

し

て

つ
ま

り
は
時
流

に
対
し

て
、

東
洋
的

テ
オ

ソ

ヒ
ー
を
伝
え
る
〈
自

然

〉
の
所
在

を
明

ら
か
に
す

る
こ
と

で
、
時
代
と
垂
直

に

切

り
む
す
ん

で
い
た
と

で
も
言

い
得

よ
う
。
右

の
評
価

は
読
者

に
著
者

の
立

つ

地

点
を
知
ら
せ
る
。
露
伴
山
脈

の
頂
き

に
〈
自
然

〉
を
仰
ぎ
見

る
よ
う
な
場
所

で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、

こ
の
と
き

〈
自
然

〉
は
漠
然
と
し
た
観
念

で
は
な

い
。

露
伴

の
宋

学
的
精
神

に
培

わ
れ
た
も

の
だ
と

い
う
。

露

伴

の
〈
自
然

>
の
背
後

に
宋

学
的
精

神
を
見
出

す
著
者

に
と

っ
て
は
、

「渡
宋

し
て
宋
代
精
神
界

に
直
接

に
触
れ
た
道
元
」
は
尋
ね
な
く

て
も
む

こ
う

か
ら
お
の
ず
と
姿
を
現
わ
す
人
物

で
あ

っ
た

ろ
う
。
む
ろ
ん
、
露
伴

に
も

「仏

典

に

つ
い
て
造
詣
が
深
く
、
『
大
蔵
経
』
を

二
回
も
読
破
し
た
と

い
う
」
下
地

が

あ

る
。
役
者

に
不
足

は
な

い
。
わ
れ
わ
れ
読
者
は
、
著
者

に
案
内

さ
れ
て
、
露

伴
と
道
元

が
際
会
す

る
場

に
立
ち
会
う

こ
と

に
な
る
。

こ
ま
か
な

こ
と
を
省

い
て
.二口え
ば
、
そ

こ
に
見
ら
れ
る

の
は
、
悲
心

と
仁
心

と
が
外
柔
内
剛

の
柔
軟
心

に
お

い
て
、
只
管
打

坐
と
繋
念

と
が

一
を
保

つ
と

い

う
態
度

に
お

い
て
、
洗
浄
洗
面
と
神

通
応
物

と
が
喫
茶
喫
飯
底

の
日
常

の
重
視

と

い
う
点

に
お

い
て
、

つ
ま
り
は
、
時

と
処

と
表
現
と
立
場
を
違

え
る
道
元
と

露
伴
と
が

〈
自
然

〉
と
い
う
場

に
お
い
て
交
流
し
、

そ
こ
か
ら
め

い
め

い
外
的

自
然
と
内
的
自
然

が
相

即
相
入

の
関
係

に
あ

る
向
内
的

〈
自
然

〉
の
深
処

に
分

け
入

っ
て
い
く
様
子

で
あ

る
。

さ
て
、

こ
う
書

い
て
く

る
と
、

い
や

で
も
目

に

つ
く
の
が
〈
自
然

〉
な

る

一
語

で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、

こ
の
〈
自
然

〉
な
る

一

語

こ
そ
紹
介
し
難
き
も

の
。
浅
慮

に
紹
介
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

か
え

っ
て
著
者

の
意
を
酌
み
損
な
う
。
よ
ろ
し
く
本
書

に
就

か
れ
た
い
。

た
だ
次

の
よ
う
な

こ
と
は
言
え
る
。

露
伴
と
道
元

の
交
流
劇
を
主
宰

し
た
著
者

は
、

そ
の
交
流

に
よ

っ
て
い

っ
そ

う
磨
き

の
か
か

っ
た
〈
自
然

〉
と
い
う
鏡

を
も

っ
て
、

そ
の
交
流

の
場
か

ら
ふ

た
た
び
露
伴

の
面
曙

し

て
い
た
問
題

に
赴

い
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
あ
と
が
き

の

「
道
元
と
関
係

の
な

い
よ
う
な
他

の
論
文

に
も
、
道
元

が
顔
を
出
し

て
い
る

は
ず

で
あ
る
。
」
と

の

一
文
も
所
以
な
し
と
し
な

い
。
と

こ
ろ

で
、
〈
自
然

〉
に

よ

っ
て
照
ら
し
出
さ
れ
る
問
題

と
は
何

か
。
本
題
か

ら
見
れ
ば

や
や
奇
異
な
第

二
章

の
副
題
お
よ
び
第

五
章

の
題

が
そ
れ
を
暗
示
し

よ
う
。
す
な
わ
ち
、
東
西

の
文

明

の
問
題
、
文

明
と
個
人

の
係

り
の
問
題
、
個
人
と
生
活

の
係
り

の
問
題

と
な
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
人
は
著
者

に
す

で
に

『
文
明
批
評
家
と
し

て
の
露
伴
』

が
あ
る

の
を
思

い
出
す

の
も

よ
い
か
も
知
れ
な

い
。
西
洋

の
自
然
科
学
的
自
然

観
機
械
的
自
然
観
を
基
盤

に
し
た
合
理
主
義
的
文
明

の
限
界
を
照
ら
し
出
す
文

明
批

評
家
露
伴

の
追
求
が

一
貫
し

て
な
さ
れ

て
き
た

こ
と
を
知
る
だ
ろ
う
。
そ

の
と
き
、

二
i
チ

ェ
、

ハ
イ
デ

ッ
ガ

ー
、
朱
子
、
鈴
木
大
拙
と

い

っ
た
人
々
か

ら

ユ
ン
グ
、

F

・
カ

プ
ラ
、
楠
本
正
継
、
公
田
蓮
太
郎
と

い

っ
た
人

々
ま

で
広

き

に
渉

っ
て
本
書
を
往
来
す

る
東
西

の
そ
し

て
古
今

の
思
想

家

の
群

れ
は
、

さ

な
が
ら
、
露
伴
と

い
う
ま
た

〈
自
然

〉
と
い
う
鏡

に
い

っ
そ
う

の
効
用
を
与

え

る
光
源

の
如
き
観
を
呈
す

こ
と
に
な
る
。

す

で
に
紙
数
も
尽
き
る
。
最
後

に
附
言

す
れ
ば
、
本
書

の
紹
介

に
お

い
て
、

本
文

の
抄
出
や
各
章

の
内
容

の
約
言

に
意
を
須

い
な
か

っ
た
。
自
ら

の
不
明

は

恥
じ

つ
つ
も
怠
惰

か
ら

で
は
な
い
。

元
来
、
本
書

は
、
抄
出
を
嫌

い
約
言
を
刎

ね

つ
け
る
よ
う
に
見

う
け
る
。

け
だ
し
、

そ
こ
に
著
者

の
筆
法
が
存
し
よ
う
。

妄
言
多
謝
。

(
一
九
八
六
年
十

一
月
十
五

日
発
行

創

言
社

三
五
〇
〇
円
)
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