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ま
え
が
き

　　
本
書
は
、
京
都
大
學
人
文
科
學
硏
究
所
に
お
い
て
、
二
〇
〇
五
年
四
月
か
ら
二
〇
一
〇
年
三
月
ま
で
の
五
年
閒
に
わ
た
っ
て
行
わ

れ
た
「
三
敎
交
涉
の
硏
究
（
Ⅱ
）」
共
同
硏
究
班
の
硏
究
成
果
報
吿
書
で
あ
る
。
本
共
同
硏
究
班
は
、
先
行
す
る
「
三
敎
交
涉
の
硏
究
」

班
の
後
を
承
け
た
も
の
で
あ
り
、
陳
垣
『
道
家
金
石
略
』
に
收
め
ら
れ
た
唐
以
前
の
金
石
資
料
の
會
讀
を
基
礎
作
業
と
し
て
行
っ
た
。

こ
の
會
讀
を
通
じ
て
、
六
朝
か
ら
隋
唐
に
か
け
て
の
道
敎
の
諸
側
面
、
お
よ
び
關
連
す
る
三
敎
閒
の
さ
ま
ざ
ま
な
交
涉
に
關
す
る
共

通
認
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
報
吿
書
に
收
め
ら
れ
た
十
八
篇
の
論
文
は
、
班
員
各
自
の
專
門
領
域
に
應
じ
て
多
樣
で
は
あ
る

が
、
中
國
の
宗
敎
、
思
想
、
學
術
、
文
學
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
、
三
敎
そ
れ
ぞ
れ
が
個
別
に
果
し
た
役
割
お
よ

び
中
國
社
會
に
お
け
る
三
敎
閒
の
複
雜
な
か
か
わ
り
を
、
共
同
硏
究
で
得
ら
れ
た
共
通
の
認
識
を
踏
ま
え
て
廣
汎
な
視
點
か
ら
明
ら

か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
先
の
硏
究
班
の
報
吿
書
『
三
敎
交
涉
論
叢
』
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
を
『
三
敎
交
涉

論
叢
續
編
』
と
稱
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
さ
て
、
三
敎
と
い
う
言
葉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
、
先
の
報
吿
書
『
三
敎
交
涉
論
叢
』
の
ま
え
が
き
に
お
い
て
旣
に
私

見
を
記
し
て
お
い
た
の
で
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
述
べ
る
こ
と
は
せ
ず
、
本
書
に
收
載
す
る
各
論
考
の
內
容
を
億
單
に
紹
介
し
て
全

體
の
展
望
を
示
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
以
下
は
あ
く
ま
で
も
私
の
理
解
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
各
著
者
の
意
圖
に
反
す
る

よ
う
な
要
約
の
恐
れ
な
し
と
は
し
な
い
こ
と
を
お
斷
り
し
て
お
く
。

　
宇
佐
美
文
理
「
六
朝
時
代
に
お
け
る
「
信
仰
」
の
素
描
」
は
、
我
々
が
今
普
通
に
使
う
「
信
仰
」
と
い
う
言
葉
、
そ
の
「
信
」
ず
る

と
い
う
こ
と
の
內
實
を
六
朝
時
期
ま
で
の
樣
々
な
關
連
資
料
を
通
じ
て
讀
み
解
こ
う
と
す
る
。
外
典
に
お
け
る
「
信
仰
」
へ
の
懷
疑

的
態
度
、
す
な
わ
ち
「
宗
敎
的
信
仰
」
に
對
す
る
不
信
か
ら
、
や
が
て
そ
の
認
知
へ
と
轉
換
す
る
時
代
の
流
れ
を
明
か
に
す
る
。
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道
敎
の
天
界
說
は
、
中
國
古
代
の
天
觀
念
を
基
盤
に
、
佛
敎
の
天
界
說
な
ど
の
影
響
を
受
け
て
、
六
朝
期
に
そ
の
體
系
を
整
え
て

い
く
。
そ
の
過
程
で
樣
々
な
天
界
說
が
出
現
す
る
が
、
そ
の
中
で
も
九
天
說
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
垣
內
智
之
「
道
敎
に

お
け
る
九
天
說
と
そ
の
周
邊
」
は
、
系
統
の
異
な
る
經
典
閒
に
お
け
る
九
天
號
や
神
號
の
相
違
に
着
目
し
て
、
天
界
說
の
展
開
の
み

な
ら
ず
經
典
相
互
の
影
響
關
係
や
成
立
の
層
序
を
分
析
す
る
。

　
金
志
玹
「
玄
師
と
經
師
―
道
敎
に
お
け
る
新
し
い
師
の
觀
念
と
そ
の
展
開
―
」
は
、
六
朝
時
代
に
お
け
る
道
敎
經
典
の
傳
授
儀
禮

の
整
備
に
對
應
し
て
、
樣
々
な
「
師
」
の
觀
念
が
發
逹
し
變
遷
し
て
き
た
こ
と
に
注
目
す
る
。
な
か
で
も
、
茅
山
に
お
け
る
啓
示
に
關

連
し
て
重
視
さ
れ
た
「
玄
師
」
や
「
經
師
」
の
觀
念
が
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
大
き
く
變
貎
し
て
い
く
過
程
を
、
關
連
す
る
「
三

師
」
の
槪
念
な
ど
に
も
目
を
配
り
な
が
ら
詳
細
に
辿
っ
て
い
く
。

　
神
塚
淑
子
「
元
始
天
尊
を
め
ぐ
る
三
敎
交
涉
」
は
、
道
敎
の
最
高
神
と
し
て
の
元
始
天
尊
を
巡
る
佛
道
論
爭
を
手
掛
り
に
、
因
緣

と
自
然
と
い
う
本
來
的
に
對
立
す
る
槪
念
が
元
始
天
尊
と
い
う
神
格
の
中
で
ど
の
よ
う
に
調
和
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
考
究
し
、
そ

の
過
程
で
重
要
な
役
割
り
を
果
し
た
の
は
、
佛
典
に
お
け
る
ス
ダ
ー
ナ
太
子
本
生
譚
を
巧
み
に
取
り
込
ん
で
構
成
さ
れ
た
元
始
天
尊

の
本
生
譚
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　
代
表
的
な
中
國
撰
述
經
典
で
あ
る
『
梵
網
經
』
上
下
二
卷
に
つ
い
て
は
、
從
來
か
ら
經
錄
の
記
述
に
基
い
て
下
卷
が
先
に
成
立
し

た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
船
山
徹
「
梵
網
經
下
卷
先
行
說
の
再
檢
討
」
は
、
經
錄
と
い
う
外
的
證
據
で
は
な
く
、
經
文
そ
の
も
の
の

內
的
證
據
、
具
體
的
に
は
「
若
佛
子
」
と
い
う
語
彙
の
使
わ
れ
か
た
な
ど
に
存
在
す
る
有
意
な
差
違
に
着
目
し
て
、
こ
の
下
卷
先
行

說
を
補
强
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

　
池
平
紀
子
「
ス
タ
イ
ン
二
四
三
八
に
見
え
る
佛
敎
の
服
餌
辟
穀
法
受
容
に
つ
い
て
―
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
と
の
關
連
を
中
心
に

―
」
は
、
ス
タ
イ
ン
二
四
三
八
前
半
の
「
辟
穀
諸
法
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
槪
ね
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
卷
中
の
辟
穀
法
を
基
礎
と

し
、
そ
こ
に
他
の
道
敎
文
獻
に
見
え
る
辟
穀
法
や
佛
敎
的
辟
穀
法
を
加
え
て
編
集
さ
れ
た
も
の
と
推
定
す
る
と
と
も
に
、
道
敎
・
佛
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　　まえがき

敎
雙
方
の
宗
敎
的
色
彩
が
編
集
に
よ
っ
て
稀
釋
さ
れ
て
お
り
、
中
立
的
な
樣
相
を
呈
し
て
い
る
點
を
指
摘
す
る
。

　
『
涅
槃
經
』
の
「
見
佛
性
」
と
い
う
語
に
由
來
す
る
「
見
性
」
は
、
禪
佛
敎
の
中
で
「
見
性
成
佛
」
と
い
う
口
號
と
し
て
揭
げ
ら
れ

る
。
齋
藤
智
寛
「
荷
澤
神
會
の
見
性
論
と
そ
の
變
容
」
は
、
こ
の
「
見
性
」
を
神
會
が
「
比
量
」
と
「
現
量
」
と
い
う
論
理
を
通
し
て

理
解
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
宗
密
を
は
じ
め
と
す
る
後
繼
者
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
神
會
の
解
釋
を
繼
承
し
あ
る
い
は
變
容
さ
せ
て

い
っ
た
の
か
を
、
對
立
軸
と
し
て
の
洪
州
宗
の
見
性
論
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
論
ず
る
。

　
硏
究
班
で
會
讀
し
た
資
料
の
ひ
と
つ
に
、
武
則
天
の
「
升
仙
太
子
碑
」
が
あ
る
。
古
勝
隆
一
「
武
則
天
「
升
仙
太
子
碑
」
立
碑
の

背
景
」
は
、
こ
の
碑
文
を
擔
當
し
た
こ
と
を
契
機
に
、
從
來
指
摘
さ
れ
て
き
た
立
碑
の
目
的
に
關
す
る
三
說
を
再
檢
討
し
、
あ
わ
せ

て
嵩
山
に
お
け
る
封
禪
、
控
鶴
府
の
設
置
、『
三
敎
珠
英
』
の
編
纂
と
い
っ
た
一
連
の
事
業
を
行
っ
た
武
后
と
そ
の
周
圍
に
あ
っ
た
張

易
之
・
昌
宗
兄
弟
を
は
じ
め
と
す
る
取
り
卷
き
た
ち
と
の
關
係
を
明
か
に
す
る
。

　
麥
谷
邦
夫
「
唐
・
玄
宗
の
三
經
御
注
を
め
ぐ
る
諸
問
題
―
『
御
注
金
剛
般
若
經
」
を
中
心
に
―
」
は
、『
孝
經
』『
道
德
經
』『
金
剛

般
若
經
』
と
い
う
儒
道
佛
の
三
敎
を
代
表
す
る
經
典
に
對
す
る
玄
宗
の
御
注
撰
述
の
意
圖
を
論
ず
る
と
と
も
に
、
近
年
に
な
っ
て
そ

の
テ
キ
ス
ト
の
存
在
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
『
御
注
金
剛
般
若
經
』
に
見
ら
れ
る
玄
宗
の
佛
典
理
解
の
特
徵
を
分
析
し
た
も
の

で
あ
る
。

　
先
行
す
る
硏
究
班
の
報
吿
書
に
お
い
て
、
度
々
李
商
隱
と
佛
敎
道
敎
と
の
關
係
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
深
澤
一
幸
は
、
今
回
、
白

居
易
が
「
思
舊
」
詩
の
中
で
「
崔
君
は
藥
力
を
誇
り
、
冬
を
經
る
も
綿
を
衣
ず
」
と
詠
じ
、
そ
の
墓
志
銘
を
も
撰
し
た
崔
玄
亮
に
注

目
す
る
。「
崔
玄
亮
の
道
敎
生
活
」
は
、『
海
上
集
驗
方
』
な
る
醫
書
十
卷
を
編
み
、「
靈
飛
散
」
と
い
う
仙
方
を
齊
推
に
授
け
、
ま
た

「
三
元
道
齋
」
な
ど
の
道
敎
の
齋
を
頻
繁
に
行
い
、
そ
の
度
に
白
鶴
が
降
集
し
た
と
い
う
崔
玄
亮
と
道
敎
と
の
か
か
わ
り
を
述
べ
る
。

　
山
田
俊
「
宋
・
太
宗
『
逍
遙
詠
』
に
就
い
て
」
は
、
太
宗
の
『
逍
遙
詠
』
撰
述
の
狀
況
を
ま
ず
明
か
に
し
、
續
い
て
「
逍
遙
」「
理
」

「
眞
空
」「
鍊
丹
」
と
い
っ
た
槪
念
を
通
じ
て
太
宗
が
ど
の
よ
う
な
思
想
を
抱
い
て
い
た
の
か
を
論
じ
、
さ
ら
に
は
『
祕
藏
詮
』『
緣
識
』
iii



と
の
關
係
に
も
言
及
す
る
。
そ
の
上
で
、『
逍
遙
詠
』
に
見
ら
れ
る
鍊
丹
が
、
內
丹
の
み
な
ら
ず
外
丹
を
も
含
み
、
近
世
以
降
の
「
坎

離
」
を
軸
と
す
る
鍊
丹
說
の
潮
流
の
上
に
あ
る
こ
と
を
結
論
と
す
る
。

　
藤
井
京
美
「
王
安
石
の
思
想
に
於
け
る
莊
子
」
は
、
王
安
石
獨
自
の
聖
人
觀
を
分
析
す
る
過
程
で
、
莊
子
そ
の
人
を
心
の
は
た
ら

き
に
お
い
て
は
儒
家
の
聖
人
に
匹
敵
す
る
も
の
で
あ
る
と
評
價
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
の
こ
と
が
い
か
な
る
思
想
史
的
意
味

を
有
す
る
か
を
檢
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、『
莊
子
』
天
下
篇
に
お
け
る
諸
思
想
統
一
の
論
理
と
王
安
石
の
「
權
」
の
思
想
と
の
結
合

の
上
に
、
王
安
石
獨
自
の
思
想
統
一
論
が
構
築
さ
れ
た
こ
と
を
論
ず
る
。

　
唐
代
の
報
恩
譚
の
中
に
、
死
人
を
供
養
し
た
男
に
死
靈
が
花
嫁
を
送
っ
て
酬
い
、
男
は
出
世
し
て
一
族
繁
榮
す
る
と
い
う
も
の
が

あ
る
。
金
文
京
「
天
賜
夫
人
考
―
風
で
飛
ん
で
來
た
花
嫁
の
話
」
は
、
敦
煌
か
ら
發
見
さ
れ
た
句
道
興
撰
『
搜
神
記
』
に
見
え
る
こ

の
報
恩
譚
が
、
宋
以
降
の
近
世
社
會
の
中
で
上
層
の
知
識
人
圈
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
彼
ら
の
最
大
の
關
心
事
で
あ
る
科
擧
の
合
格
と

そ
れ
に
よ
る
一
族
の
榮
逹
へ
の
願
望
と
結
合
し
、
儒
敎
的
合
理
性
の
外
衣
を
ま
と
い
、
新
た
な
宗
族
傳
說
を
生
む
と
同
時
に
、
新
道

敎
の
潤
色
を
も
加
え
て
文
藝
化
さ
れ
て
い
く
過
程
を
明
か
に
す
る
。

　
近
世
社
會
に
お
け
る
新
道
敎
を
代
表
す
る
も
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
全
眞
敎
で
あ
る
。
そ
の
全
眞
敎
に
先
行
す
る
も
の
と
し
て
、

張
伯
端
に
始
ま
る
內
丹
道
が
あ
り
南
宗
と
呼
ば
れ
る
が
、
こ
の
兩
者
は
次
第
に
融
合
し
て
い
く
。
兩
者
の
關
係
の
解
明
は
重
要
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
だ
十
分
に
硏
究
さ
れ
て
は
い
な
い
。
松
下
道
信
「
全
眞
敎
の
性
命
說
に
見
え
る
機
根
の
問
題
に
つ
い
て
―

南
宗
と
の
比
較
を
中
心
に
―
」
は
、「
機
根
」
を
め
ぐ
る
兩
者
の
違
い
を
檢
討
し
、
全
眞
敎
が
上
根
的
で
あ
る
の
に
對
し
て
、
南
宗
の

そ
れ
は
中
下
根
的
で
あ
る
と
結
論
す
る
。

　
秋
岡
英
行
「『
唱
道
眞
言
』
に
お
け
る
內
丹
の
儒
敎
的
理
解
」
は
、
淸
の
乾
隆
年
閒
に
、
自
動
書
記
靈
能
に
よ
る
交
靈
術
で
あ
る
「
扶

乩
」
に
よ
っ
て
乩
壇
に
降
っ
た
「
靑
華
上
帝
」
が
語
っ
た
言
葉
を
「
鶴
臞
子
」
と
號
す
る
人
物
が
記
錄
し
た
『
唱
道
眞
言
』
を
取
り

上
げ
て
、
そ
こ
に
反
映
さ
れ
た
三
敎
と
の
か
か
わ
り
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
眼
目
は
、「
鍊
心
」
の
功
夫
に
見
ら
れ
る
儒
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　　まえがき

敎
的
修
養
を
通
し
て
內
丹
を
理
解
す
る
こ
と
に
あ
り
、
一
般
の
知
識
人
を
內
丹
の
世
界
へ
導
く
た
め
の
啓
蒙
書
の
役
割
を
果
し
た
と

指
摘
す
る
。

　
『
正
統
道
藏
』『
萬
曆
續
道
藏
』
の
後
を
襲
う
道
敎
の
經
藏
と
し
て
は
、
淸
代
初
期
に
彭
定
求
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
道
藏
輯

要
』
が
あ
る
。
こ
れ
は
後
に
蔣
元
庭
に
よ
っ
て
增
補
刊
行
さ
れ
、
さ
ら
に
淸
末
に
四
川
で
再
編
さ
れ
て
『
重
刊
道
藏
輯
要
』
と
し
て

刊
行
さ
れ
た
。
エ
ス
ポ
ジ
ト
「
淸
代
道
敎
に
お
け
る
三
敎
の
寶
庫
と
し
て
の
『
道
藏
輯
要
』
―
在
家
信
徒
と
聖
職
者
の
權
威
の
對
峙

―
」
は
、
こ
れ
ら
『
道
藏
輯
要
』
諸
版
の
歷
史
を
辿
り
、
そ
の
閒
に
お
け
る
『
道
藏
輯
要
』
の
經
藏
と
し
て
の
性
格
や
編
纂
者
た
ち

の
三
敎
觀
の
變
遷
を
明
か
に
す
る
。

　
現
在
、
人
文
科
學
硏
究
所
で
は
、
こ
の
『
道
藏
輯
要
』
の
諸
版
を
電
子
化
し
て
多
面
的
に
利
用
す
る
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
進

め
て
い
る
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
電
子
化
に
關
連
す
る
樣
々
な
問
題
の
解
決
に
當
た
っ
て
い
る
の
が
ウ
ィ
ッ
テ
ル
ン
で
あ
る
。「
道

藏
輯
要
の
編
纂
と
電
子
化
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
は
、『
道
藏
輯
要
』
の
特
性
に
應
じ
た
、
ひ
い
て
は
中
國
の
諸
版
本
に
共
通
す
る
電
子

化
の
問
題
點
を
古
今
東
西
の
テ
キ
ス
ト
編
輯
の
傳
統
を
蹈
ま
え
な
が
ら
具
體
的
に
論
ず
る
。

　
最
後
に
、
龜
田
勝
見
「
五
行
理
論
に
よ
る
⻝
禁
解
釋
の
試
み
」
は
、
中
國
醫
藥
學
や
道
敎
の
養
生
思
想
の
長
い
傳
統
の
上
に
形
成

さ
れ
て
き
た
⻝
物
禁
忌
の
中
に
、
一
定
の
理
論
的
法
則
が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ

る
。
そ
の
檢
證
手
段
と
し
て
「
五
行
檢
査
法
」
を
提
起
し
、
そ
れ
を
『
千
金
要
方
』
な
ど
に
記
載
さ
れ
た
五
味
と
⻝
材
と
四
季
と
の

關
係
な
ど
に
適
用
し
分
析
す
る
。

　
以
上
の
十
八
篇
の
論
文
は
、「
三
敎
交
涉
の
硏
究
（
Ⅱ
）」
と
い
う
共
同
硏
究
班
の
報
吿
書
に
相
應
し
く
、
各
執
筆
者
の
專
門
や
現

在
の
關
心
の
置
き
ど
こ
ろ
に
應
じ
て
多
樣
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
Ｉ
Ｔ
技
術
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
テ
キ
ス
ト
の

電
子
化
を
め
ぐ
る
諸
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
硏
究
方
法
の
大
き
な
變
化
を
豫
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
私

と
し
て
は
、
こ
う
し
た
新
し
い
硏
究
方
法
も
積
極
的
に
利
用
し
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
も
傳
統
的
な
本
讀
み
の
良
さ
を
大
事
に
し
て
い

v



き
た
い
と
思
う
。

　
な
お
、
本
書
の
編
輯
に
當
た
っ
て
は
、
校
正
や
索
引
デ
ー
タ
の
マ
ー
ク
・
ア
ッ
プ
そ
の
他
の
煩
雜
な
作
業
を
金
志
玹
助
敎
に
手
傳
っ

て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
出
版
經
費
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
〇
年
度
か
ら
人
文
科
學
硏
究
所
に
設
置
さ
れ
た
「
人
文
學
諸
領
域
の
複

合
的
共
同
硏
究
國
際
據
點
」
の
經
費
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
二
〇
一
一
年
三
月

麥

谷

邦

夫
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六
朝
時
代
に
お
け
る
「
信
仰
」
の
素
描
　

　
　
　
宇
　
佐
　
美
　
　
文
　
理
　
　

　　　　
　
　
は
じ
め
に

　　
六
朝
時
代
が
、
中
國
に
お
い
て
佛
敎
が
浸
透
し
て
い
っ
た
時
代
で
あ
り
、
各
種
の
階
層
の
人
々
が
佛
敎
を
信
仰
し
た
こ
と
は
、
い

う
ま
で
も
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
「
信
仰
」
と
い
う
場
合
、
そ
の
「
信
仰
」
と
い
う
日
本
語
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
か
。
あ
る
い

は
そ
れ
は
、
佛
寺
を
建
立
し
た
り
、
僧
に
歸
依
し
た
り
、
佛
典
を
翻
譯
し
た
り
讀
ん
だ
り
す
る
、
そ
れ
ら
の
行
爲
を
す
べ
て
ま
と
め

て
「
信
仰
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
硏
究
は
、
そ
の
六
朝
時
代
の
信
仰
の
「
實
情
」
と
い
う
も
の

を
、
明
ら
か
に
し
て
き
た
。

　
そ
の
な
か
で
、「
信
仰
」
あ
る
い
は
「
六
朝
時
代
の
士
大
夫
が
佛
敎
を
信
じ
た
」
と
い
う
場
合
の
そ
の
「
信
」
そ
の
も
の
の
內
實
に

つ
い
て
、
そ
れ
自
身
を
問
う
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
小
論
を
草
す
る
動
機
で
あ
る
。「
信
」
の
內
實
、
要
す
る
に
、「
信
じ
る
と
は
ど

う
い
う
こ
と
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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つ
ま
り
、
誰
か
が
佛
寺
の
建
立
に
際
し
て
寄
進
を
し
た
こ
と
を
以
て
、
そ
の
誰
か
が
「
佛
敎
を
信
仰
し
て
い
た
」
と
記
述
し
、
誰

か
が
佛
典
や
佛
敎
の
理
論
に
基
づ
く
議
論
を
し
て
儒
道
を
批
判
し
た
か
ら
「
佛
敎
を
信
じ
て
い
た
」
と
記
述
す
る
こ
と
、
そ
の
こ
と

自
體
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
が（

１
）、

た
と
え
ば
現
代
に
お
い
て
、
宗
敎
的
に
佛
敎
を
信
じ
て
は
い
な
い
が
、
思
想
的
あ
る
い

は
儀
禮
的
な
理
由
で
佛
敎
に
親
し
み
、
戒
名
に
お
金
を
拂
っ
た
り
、
寫
經
を
し
た
り
す
る
人
は
「
佛
敎
を
信
仰
し
て
い
る
と
は
言
え

な
い
」
と
も
し
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
閒
の
違
い
に
つ
い
て
、
な
ん
ら
か
の
反
省
が
必
要
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　
「
信
」
の
內
實
な
ど
と
い
う
も
の
、
記
述
す
る
こ
と
は
不
可
能
、
と
見
る
む
き
も
あ
ろ
う
。「
誰
か
の
發
言
、
あ
る
い
は
發
言
や
行

爲
の
記
錄
を
僞
り
で
な
い
と
認
め
る
こ
と
、
そ
れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
で
も
な
い
」
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
そ
の
發
言
や
行
爲
が
「
超
越
的
」
で
あ
る
場
合
に
は
、
非
宗
敎
的
世
界
の
中
で
使
わ
れ
る
「
信
」
と
は
異
な
っ
た
內
實
を
伴

う
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
れ
を
我
々
は
し
ば
し
ば
「
信
仰
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
區
別
し
よ
う
と
す
る
。
小
論
が
扱

う
の
は
、
そ
の
二
つ
の
「
信
」
の
境
界
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
す
ぐ
に
氣
が
つ
か
れ
る
と
思
う
の
だ
が
、

「
超
越
的
」
と
は
い
か
な
る
事
柄
を
こ
こ
で
指
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
と
直
結
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
話
は
あ
る
意
味

で
非
常
に
單
純
な
問
題
な
の
で
、
議
論
に
も
な
ら
ぬ
の
や
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
思
想
史
の
學
徒
と
し
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て

少
し
考
え
て
み
よ
う
、
と
思
う
。

　
佛
敎
に
於
い
て
、「
信
じ
る
」
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
信
仰
」
が
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う（

２
）。

そ
れ

は
、
原
始
佛
敎
以
來
形
を
變
え
て
は
い
る
が
、
必
備
の
こ
と
が
ら
と
し
て
存
在
し
て
い
た（

３
）。

そ
し
て
そ
れ
が
中
國
に
お
い
て
は
、
船

山
徹
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
齊
か
ら
梁
に
か
け
て
、「
信
」
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（

４
）。

　
と
こ
ろ
で
、『
弘
明
集
』
や
『
高
僧
傳
』
を
讀
ん
で
み
る
と
、
佛
敎
側
が
、「
信
仰
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
そ
れ
を

强
調
せ
ず
、
す
べ
て
を
「
理
知
的
な
解
說
」
に
よ
っ
て
な
ん
と
か
「
說
明
」
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
印
象
を
持
つ（

５
）。

た
だ
、
そ

の
こ
と
を
佛
敎
書
の
中
で
記
述
す
る
力
は
筆
者
に
は
な
い
。
そ
こ
で
、
し
ば
ら
く
、
外
典
に
お
け
る
「
信
」
を
手
が
か
り
と
す
る
。
い
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　　六朝時代における「信仰」の素描

さ
さ
か
結
論
を
先
取
り
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
外
典
に
お
い
て
「
信
」
は
、
先
の
二
書
に
つ
い
て
の
印
象
に
符
合
す
る
よ
う
に
、「
何

か
あ
る
對
象
を
信
じ
る
こ
と
」
が
避
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ

し
て
小
論
は
、
こ
れ
を
「
宗
敎
的
信
仰
」
に
對
す
る
不
信
か
ら
、
そ
の
認
知
へ
と
、
こ
の
時
代
に
轉
換
し
た
、
と
い
う
構
圖
で
描
い

て
み
る
。
六
朝
時
代
が
す
ぐ
れ
て
宗
敎
の
時
代
で
あ
る
こ
と
は
、
旣
に
吉
川
忠
夫
氏
が
明
快
に
述
べ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
同
氏

の
論
が
「
罪
の
意
識
」
を
中
心
に
し
て
述
べ
ら
れ
た（

６
）の

に
對
し
て
、
こ
こ
で
は
「
信
仰
の
存
在
と
意
義
の
認
知
」
と
い
う
點
か
ら
そ

れ
を
な
ぞ
っ
て
み
た
い
。

　　
　
　
一
　
篤
信
の
問
題

　　
そ
の
「
信
仰
」
自
體
に
對
す
る
「
不
信
」
は
、
以
下
の
記
事
に
象
徵
的
に
示
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

典
略
に
曰
く
、
熹
平
中
、
妖
賊
大
い
に
起
こ
り
、
三
輔
に
駱
曜
有
り
。
光
和
中
、
東
方
に
張
角
有
り
。
漢
中
に
張
脩
有
り
。
駱

曜
は
民
に
緬
匿
法
を
敎
へ
、
角
は
太
平
道
を
爲
し
、
脩
は
五
斗
米
道
を
爲
す
。
太
平
道
な
る
者
は
、
師
は
九
節
杖
を
持
し
て
符

祝
を
爲
し
、
病
人
を
し
て
叩
頭
し
て
思
過
せ
し
め
、
因
り
て
符
水
を
以
て
之
に
飮
ま
せ
、
病
を
得
て
或
い
は
日
淺
く
し
て
愈
ゆ

る
者
は
、
則
ち
云
ふ
、
此
の
人
道
を
信
ぜ
り
と
。
其
の
或
い
は
愈
え
ざ
れ
ば
、
則
ち
道
を
信
ぜ
ず
と
爲
す
。
脩
の
法
略
ぼ
角
と

同
じ
く
、
加
へ
て
靜
室
を
施
し
、
病
者
を
し
て
そ
の
中
に
處
り
て
思
過
せ
し
む
。
（『
三
國
志
』
魏
書
張
魯
傳
裴
松
之
注
引
）

　
こ
れ
は
吉
川
忠
夫
氏
が
「
罪
の
意
識
」
の
例
と
し
て
あ
げ
て
お
ら
れ
る
も
の
だ
が（

７
）、

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
「
得
病
或
日
淺
而

愈
者
、
則
云
此
人
信
道
。
其
或
不
愈
、
則
爲
不
信
道
」
の
部
分
で
あ
る
。
な
に
ゆ
え
に
治
っ
た
か
に
つ
い
て
、「
道
を
信
じ
て
い
る
か

ど
う
か
」
と
い
う
こ
と
に
左
右
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
容
易
に
想
像
で
き
る
よ
う
に
、
こ
の
「
典
略
」

の
文
章
は
、
治
る
か
治
ら
な
い
か
が
「
信
じ
た
か
ど
う
か
と
い
う
、
い
か
に
も
う
さ
ん
く
さ
い
こ
と
で
か
た
づ
け
て
い
る
」
こ
と
を
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言
外
に
批
判
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
後
漢
末
期
、
の
ち
の
道
敎
と
な
る
民
閒
信
仰
の
隆
盛
が
、
舊
文
化
の
擔
い
手
逹
に
と
っ
て
は
一
つ
の
脅
威
と
な
る
わ
け
だ
が
、
そ

の
際
に
批
判
の
對
象
と
な
っ
た
の
は
、
こ
の
「
信
じ
れ
ば
な
ん
と
か
な
る
」
と
い
う
發
想
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、「
宗
敎
」

と
い
う
も
の
の
も
つ
力
に
對
す
る
恐
怖
と
そ
れ
に
對
す
る
批
判
、
と
い
う
構
造
で
考
え
て
も
よ
い
。

　
そ
し
て
、
こ
の
頃
ま
で
に
旣
に
流
入
し
て
い
た
佛
敎
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
信
じ
る
」
こ
と
を
求
め
た
「
宗
敎
」
で
あ
っ
た
。
そ
の

際
に
佛
敎
者
は
、
み
ず
か
ら
の
立
場
は
、
民
閒
宗
敎
の
如
き
「
盲
信
」「
邪
信
」
で
は
な
い
、
と
言
い
た
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か

し
、
し
ば
し
こ
の
「
信
仰
」
に
つ
い
て
は
、
お
と
な
し
く
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
、
佛
敎
が
流
入
し
て

落
ち
着
い
た
時
期
、
す
な
わ
ち
齊
梁
の
際
に
、
あ
ら
た
め
て
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
對
し
て
舊
文
化
の
擔
い
手
逹
は
、「
自
分
た
ち
に
は
そ
う
い
う
面
が
な
い
の
か
」
と
反
省
す
る
。
つ
ま
り
、
佛
敎
者
逹
が
み
ず
か
ら

の
「
宗
敎
」
を
「
理
」
に
よ
っ
て
說
明
し
よ
う
（
＝
信
仰
に
よ
る
超
越
と
い
う
側
面
に
封
印
す
る
）
と
し
た
の
と
同
樣
に
、
中
國
の
舊
文

化
も
、
民
閒
信
仰
の
如
き
盲
信
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
「
自
覺
」
し
よ
う
と
し
た
。

　
宗
敎
、
と
い
う
こ
と
を
も
し
考
え
る
と
き
、
信
仰
と
い
う
も
の
が
持
つ
「
超
越
性
」、
あ
る
い
は
信
仰
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
「
超

越
性
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
を
、
我
々
は
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
い
わ
ば
最
初
か
ら
否
定
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
佛
敎
側
か
ら
の
道
敎
批
判
と
し
て
、
後
に
は
そ
の
お
札
や
ら
ま
じ
な
い
や
ら
と
い
う
も
の
を
批
判
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ

て
い
く
わ
け
だ
が
、
ひ
る
が
え
っ
て
佛
敎
は
ど
う
か
。

　
く
り
か
え
す
が
、
信
じ
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、
佛
敎
に
と
っ
て
も
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る（

８
）。

に
も
か
か

わ
ら
ず
、
中
國
佛
敎
は
、
そ
の
初
期
に
お
い
て
、
す
こ
し
距
離
を
置
こ
う
と
し
た（

９
）、

と
い
う
の
が
、
小
論
の
見
通
し
で
あ
る
。

　
以
下
、
こ
の
こ
と
を
い
く
つ
か
の
觀
點
か
ら
考
え
て
み
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
距
離
の
置
き
方
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
方
向
が
あ
る
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　　六朝時代における「信仰」の素描

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
第
一
に
は
「
理
」
と
い
う
も
の
、
あ
る
い
は
「
理
性
的
」
な
も
の
と
の
か
か
わ
り
で
信
を
考
え
る
、

と
い
う
手
だ
て
、
第
二
に
は
、「
誠
信
」
と
い
う
槪
念
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
、
と
い
う
手
だ
て
で
あ
る
。
前
者
、
理
性
的
な
も
の
と

の
か
か
わ
り
と
い
う
こ
と
で
は
、
あ
く
ま
で
も
理
知
的
な
認
識
や
判
斷
を
も
と
に
し
て
考
え
て
い
く
姿
勢
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

信
じ
る
と
い
う
行
爲
自
體
が
持
っ
て
い
る
「
非
合
理
性
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
拂
拭
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
、

逆
に
そ
の
超
越
性
を
は
ぎ
取
っ
て
し
ま
う
側
面
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
自
體
は
宗
敎
と
し
て
非
常
に
問
題
あ
る
も
の
に
な
る
わ
け
だ
が
、

そ
れ
は
ま
た
後
に
觸
れ
た
い
。
第
二
の
「
誠
信
」
と
い
う
言
葉
は
、
佛
敎
者
の
精
神
狀
態
や
態
度
が
「
誠
信
」
で
あ
る
と
、
そ
の
感

應
に
よ
っ
て
佛
が
現
れ
る
と
か
、
淨
土
に
い
け
る
と
か
い
う
話
に
な
る
わ
け
だ
が（

10
）、

こ
の
言
葉
は
、「
信
仰
」
と
比
較
し
て
み
る
と
、

「
信
仰
」
が
何
か
あ
る
對
象
を
志
向
す
る
の
に
對
し
て
、「
誠
信
」
は
、
自
ら
を
志
向
す
る
、
卽
ち
、
自
身
の
德
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ

る
、
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
誠
信
」
に
通
じ
る
槪
念
で
、
佛
敎
關
係
の
書
物
に
頻
繁
に
現
れ
る
も
の
と
し
て
、「
篤

信
（
篤
く
信
じ
る
）
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
對
象
を
志
向
す
る
の
か
ど
う
か
。
こ
こ
で
、『
論
語
』
に
現
れ
る
「
篤
信
」

が
問
題
に
な
る
。

　
こ
の
言
葉
は
、『
論
語
』
泰
伯
篇
、

子
曰
く
、「
篤
信
好
學
」、
守
り
死
し
て
道
を
善
く
す
。

　
義
疏
　
「
篤
信
好
學
」
と
云
ふ
者
は
、
誠
信
を
篤
厚
に
し
て
、
好
ん
で
先
王
の
道
を
學
ば
し
む
る
な
り
。

　
こ
の
篤
信
好
學
を
も
と
に
す
る
言
葉
で
あ
り
、
佛
敎
者
の
篤
い
信
仰
を
示
す
言
葉
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
登
場
す
る
。
つ

ま
り
、『
論
語
』
の
本
文
を
「
あ
つ
く
古
の
こ
と
あ
る
い
は
古
の
道
を
信
じ
て
學
を
好
み
、
云
々
」
と
解
釋
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の

篤
信
と
い
う
言
葉
が
信
仰
を
表
す
言
葉
と
し
て
佛
敎
で
は
用
い
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
、『
論
語
義
疏
』
は
そ
う
は
考
え
て
い
な
い
。「
誠
信
を
篤
厚
に
す
る
」
と
義
疏
は
解
釋
し
て
い
る
。
あ
く
ま
で
も
、「
誠
」

で
あ
り
「
信
」
で
あ
る
こ
と
に
あ
つ
い
こ
と
、
つ
ま
り
、
先
に
擧
げ
た
「
誠
信
」
の
程
度
が
あ
つ
い
こ
と
を
示
す
の
だ
と
考
え
て
い
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る
。
こ
の
篤
信
を
「
篤
く
信
じ
て
」
と
は
讀
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
。

「
誠
信
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
、

賢
者
の
祭
る
や
、
其
の
誠
信
と
其
の
忠
敬
と
を
致
す
。
（『
禮
記
』
祭
統
）

子
思
曰
く
、
喪
は
三
日
に
し
て
殯
し
、
凡
そ
身
に
附
す
る
者
は
、
必
ず
誠
必
ず
信
、
之
を
悔
ゆ
る
こ
と
有
る
勿
き
の
み
。
三
月

に
て
葬
り
、
凡
そ
棺
に
附
す
る
者
は
、
必
ず
誠
必
ず
信
、
之
を
悔
ゆ
る
こ
と
有
る
勿
き
の
み
。
（『
禮
記
』
檀
弓
上
）

に
基
づ
く
。
ま
ご
こ
ろ
、
い
つ
わ
ら
ぬ
こ
こ
ろ
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
對
象
を
志
向
す
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の

心
の
あ
り
よ
う
を
問
題
と
す
る
。

　
さ
ら
に
こ
の
問
題
は
、
以
下
の
述
而
篇
に
も
か
か
わ
る
。

子
曰
く
、
述
べ
て
作
ら
ず
、「
信
而
好
古
」、
竊
か
に
我
が
老
彭
に
比
す
。

　
義
疏
　
「
信
而
好
古
」
と
云
ふ
者
は
、
又
た
己
れ
常
に
忠
信
を
存
し
、
復
た
古
先
王
の
道
を
好
む
を
言
ふ
、
故
に
「
信
而
　

　
　
　
　
　
好
古
」
と
曰
ふ
な
り
。

　
信
じ
て
古
を
好
む
と
讀
む
か
、
信
に
し
て
古
を
好
む
と
讀
む
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
義
疏
は
、「
忠
信
を
存
し
」、
つ
ま
り
、
古

を
信
じ
る
と
は
讀
ま
ず
、
忠
信
と
い
う
德
目
と
し
て
讀
む
。
先
の
泰
伯
篇
と
同
樣
に
、「
信
に
し
て
」
と
し
て
讀
も
う
と
す
る
わ
け
で

あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
朱
子
は
と
い
え
ば
、
上
記
二
例
を
、「
信
じ
て
」
と
讀
ん
で
い
く
わ
け
で
、
そ
れ
が
お
そ
ら
く
は
無
難
な
の
だ
と
も
思

わ
れ
る
。
上
記
泰
伯
篇
の
朱
注
は
、
以
下
の
如
く
、

　
　
篤
信
に
し
て
學
を
好
ま
ざ
れ
ば
則
ち
信
ず
る
所
或
い
は
其
の
正
に
非
ず
、
守
死
せ
ざ
れ
ば
則
ち
以
て
そ
の
道
を
善
く
す
る
能
は
ず
。

「
信
ず
る
所
或
い
は
其
の
正
に
非
ず
」
と
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
信
の
「
對
象
」
を
考
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
上
記
の

述
而
篇
に
對
す
る
朱
注
「
信
古
而
傳
述
者
也
」
も
發
想
は
同
樣
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
子
張
篇
に
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　　六朝時代における「信仰」の素描

子
張
曰
く
、
德
を
執
り
て
弘
か
ら
ず
、「
信
道
不
篤
」、
焉
ぞ
能
く
有
り
と
爲
し
、
焉
ぞ
能
く
亡
し
と
爲
さ
ん
や
。

　
義
疏
　
篤
は
厚
な
り
。
…
…
道
を
信
ず
る
こ
と
必
ず
便
ち
篤
厚
な
れ
ば
、
此
の
人
　
世
に
於
て
乃
ち
重
ん
ず
べ
き
と
爲
る
…
…

　
　
　
　
道
を
信
じ
て
厚
か
ら
ず
と
雖
も
、
此
の
人
　
世
に
於
て
重
ん
ず
べ
き
に
足
ら
ず
、
有
る
が
如
く
無
き
が
如
し
。

と
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、『
論
語
』
の
本
文
に
「
信
道
不
篤
」
と
あ
っ
て
、
篤
信
は
對
象
を
持
ち
、
そ
の
對
象
は
「
道
」
で
あ
る
。
上

記
泰
伯
篇
、
あ
る
い
は
述
而
篇
も
、
當
然
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
「
道
を
信
じ
る
こ
と
」
と
讀
も
う
と
す
る
の
が
、『
論
語
』
全
體
を
整
合

的
に
讀
も
う
と
す
る
讀
み
、
で
あ
ろ
う
。
朱
子
が
泰
伯
篇
の
或
問
に
お
い
て
「
此
言
人
當
篤
於
信
道
」
と
「
信
道
」
と
し
て
說
く
の

が
、
ま
さ
に
そ
れ
に
あ
た
る
。
し
か
し
義
疏
は
、
そ
う
は
考
え
な
か
っ
た（

11
）。

　
そ
し
て
、「
對
象
を
持
た
ぬ
信
」
と
し
て
篤
信
を
解
釋
す
る
の
は
、
旣
に
『
史
記
』
が
そ
う
い
う
解
釋
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

成
王
旣
に
崩
じ
、
二
公
諸
侯
を
率
ゐ
、
太
子
釗
を
以
て
先
王
の
廟
に
見
え
、
申
べ
吿
ぐ
る
に
、
文
王
武
王
の
王
業
を
爲
す
所
以
の

易
か
ら
ず
、
務
む
る
は
節
儉
に
し
て
多
欲
毋
く
篤
信
を
以
て
之
に
臨
む
に
在
る
を
以
て
し
、
顧
命
を
作
る
。
（『
史
記
』
周
本
紀
）

　
從
っ
て
、
旣
に
漢
代
か
ら
こ
の
「
篤
信
」
は
二
樣
に
解
釋
し
う
る
素
地
を
持
っ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
時
代
を
下
げ
て
唐
代
ま
で
の

「
篤
信
」
の
用
例
を
見
て
み
る
と
、
佛
敎
に
關
わ
る
文
章
の
中
で
は
「
篤
く
信
じ
る
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
、
外
典
の
中
で
は
、
一

部
の
例
外
を
除
い
て
、「
篤
信
」
は
、
德
目
と
し
て
の
信
、
つ
ま
り
、
噓
を
つ
か
な
い
、
眞
心
の
あ
る
人
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
表

す
。
つ
ま
り
、
何
か
外
的
な
對
象
を
志
向
す
る
意
味
に
は
使
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
「
德
と
し
て
の
篤
信
」
は
、
例
え
ば
、

　
　
寛
厚
篤
信
、
時
に
著
稱
せ
ら
る
。
（『
後
漢
書
』
袁
逢
列
傳
）

あ
る
い
は
「
性
德
體
道
、
篤
信
安
仁
」
（『
後
漢
書
』
張
衡
列
傳
）
「
忠
淸
億
毅
、
篤
信
義
烈
」
（『
晉
書
』
載
記
陽
裕
傳
）
、「
敦
睦
九
族
、

篤
信
交
友
」
（
蔡
邕
「
玄
文
先
生
李
子
材
銘
」）
な
ど
と
見
え
る（

12
）。

と
こ
ろ
が
こ
れ
が
、『
梁
書
』
武
帝
紀
に
な
る
と
、
急
に

是
に
於
て
四
方
郡
國
、
學
に
趨
き
風
に
向
か
ひ
、
京
師
に
雲
集
す
。
兼
ね
て
「
篤
信
正
法
」、
尤
も
釋
典
に
長
ず
。
（『
梁
書
』
武

帝
紀
下
）
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と
い
う
、
佛
法
を
信
じ
る
と
い
う
用
法
が
現
れ
始
め
る
の
で
あ
る
。
以
下
の
『
梁
書
』、『
北
齊
書
』
も
同
樣
で
あ
る（

13
）。

長
子
雲
童
、
頗
る
父
風
有
り
て
、「
篤
信
佛
理
」、
遍
ね
く
經
戒
を
持
す
。
（『
梁
書
』
孔
休
源
傳
）

揚
州
の
吏
民
、
潛
の
酒
肉
を
戒
斷
し
、「
篤
信
釋
氏
」
す
る
を
以
て
、
大
い
に
僧
會
を
設
け
、
以
て
緣
道
に
香
華
し
、
流
涕
し
て

之
を
送
る
。
（『
北
齊
書
』
盧
潛
傳
）

こ
れ
は
唐
代
以
降
に
な
れ
ば
常
見
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
　
又
た
「
篤
信
佛
法
」、
捨
身
し
て
奴
と
爲
り
、
道
を
絕
ち
賢
を
蔽
ふ
の
罰
な
り
。
（『
隋
書
』
五
行
志（
14
））

　
そ
し
て
、
注
目
す
べ
き
は
、
以
下
の
『
文
心
雕
龍
』
の
「
篤
信
」
の
使
い
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
に
示
し
た
外
典
に
お
い
て
篤
信

が
對
象
を
持
つ
例
外
的
な
使
い
方
な
の
だ
が
、
そ
こ
で
對
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、「
緯
書
」
で
あ
る
。

　
　
光
武
の
世
に
至
り
、
斯
術
を
篤
信
し
、
風
化
の
靡
く
所
、
學
者
比
肩
す
。
（『
文
心
雕
龍
』
正
緯
）

　
劉
勰
は
緯
書
に
對
し
て
、
そ
の
篇
名
「
緯
を
正
す
」
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
極
め
て
否
定
的
な
論
調
を
取
る
。
こ
の
使
い
方
は
、

「
信
ず
べ
き
で
な
い
も
の
を
信
じ
て
い
る
」
と
い
う
意
識
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
考
え
て
み
た
い

の
は
、「
術
數
」
に
對
す
る
「
信
」
の
問
題
で
あ
る
。

時
に
涪
陵
の
人
范
長
生
頗
る
術
數
有
り
。
雄
篤
く
之
を
信
じ
、
雄
に
眞
に
卽
か
ん
こ
と
を
勸
む
。（『
魏
書
』
賨
李
雄
傳
）

　
李
雄
が
「
術
數
」
を
「
篤
信
」
し
た
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
術
數
」
に
對
す
る
「
信
」
は
、
本
來
は
「
さ
け
る
べ

き
も
の
」
で
あ
っ
た
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ふ
し
が
あ
る
。

尤
も
小
術
を
信
じ
、
以
爲
く
、
之
に
求
む
れ
ば
必
ず
得
ん
と
。
（『
晉
書
』
顧
愷
之
傳（
15
））

謀
詐
の
弊
に
杖
り
、
終
に
信
篤
の
誠
無
く（

16
）、

道
德
の
敎
え
、
仁
義
の
化
を
無
み
し
て
、
以
て
天
下
の
心
を
綴
る
。
刑
罰
に
任
じ

て
以
て
治
と
爲
し
、
小
術
を
信
じ
て
以
て
道
と
爲
し
、
遂
に
詩
書
を
燔
燒
し
儒
士
を
坑
殺
す
。
（『
戰
國
策
』
劉
向
敍
錄
）

性
は
猜
忌
多
慮
、
故
に
亟
し
ば
誅
戮
を
行
ふ
。
道
術
を
潛
信
し（

17
）、

計
數
を
用
い
、
出
で
て
行
幸
す
る
に
、
先
に
利
害
を
占
ひ
、
南

8



　　六朝時代における「信仰」の素描

出
せ
ん
と
す
れ
ば
則
ち
唱
へ
て
西
行
せ
よ
と
云
ひ
、
東
遊
せ
ん
と
す
れ
ば
則
ち
唱
へ
て
北
幸
せ
よ
と
云
ふ
。
（『
南
齊
書
』
明
帝
紀
）

　
こ
の
「
信
」
に
關
し
て
、
非
常
に
有
名
な
記
事
に
、『
後
漢
書
』
の
記
事
が
あ
る
。

明
帝
夢
に
金
人
を
見
…
…
帝
是
に
於
て
使
を
天
竺
に
遣
は
し
て
佛
道
法
を
問
は
し
め
、
遂
に
中
國
に
於
て
形
像
を
圖
畫
せ
し
む
。

楚
王
英
始
め
て
其
の
術
を
信
じ
、
中
國
此
に
因
り
て
頗
る
其
の
道
を
奉
ず
る
者
有
り
。
後
に
桓
帝
　
神
を
好
み
、
數
し
ば
浮
圖

老
子
を
祠
り
、
百
姓
稍
や
奉
ず
る
者
有
り
、
後
遂
に
轉
た
盛
ん
な
り
。
（『
後
漢
書
』
西
域
列
傳
）

　
佛
敎
を
信
じ
た
と
さ
れ
て
い
る
記
述
だ
が
、
右
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
「
其
術
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
や
は
り
注
目
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
文
章
も
、「
信
じ
て
し
ま
っ
て
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
讀
む
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
わ
け

で
あ
る
。
楚
王
英
が
反
亂
を
起
こ
し
て
哀
れ
な
末
路
を
た
ど
っ
た
と
い
う
こ
と
も
關
係
し
て
く
る（

18
）。

こ
れ
は
、「
信
じ
る
」
と
い
う
營

み
そ
の
も
の
に
對
す
る
警
戒
心
が
、
注
釋
や
作
文
に
影
を
落
と
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か（

19
）。

一
例
を
擧
げ
て
お
く
な
ら
ば
、

或
い
は
忽
然
と
し
て
其
の
非
を
察
せ
ず
し
て
之
に
從
ひ
、
或
い
は
其
の
非
を
知
れ
ど
も
之
を
割
つ
に
忍
び
ず
、
或
い
は
以
て
小

事
と
爲
し
て
之
に
聽
は
ず
、
或
い
は
心
迷
ひ
て
之
を
篤
信
し
、
或
い
は
眩
曜
し
て
之
を
疑
は
ず
。
（『
漢
紀
』
卷
二
十
八
荀
悅
論
）

の
「
篤
信
」
は
、
對
象
を
持
っ
た
「
信
」
の
用
例
だ
が
、
そ
れ
が
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
と

こ
ろ
が
、
佛
敎
に
お
い
て
「
信
」
が
意
味
あ
る
も
の
、
價
値
あ
る
も
の
と
し
て
認
知
さ
れ
る
と
、
佛
敎
を
離
れ
て
も
「
信
」
そ
の
も

の
が
認
知
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
れ
ば
、

敬
德
末
年
、「
篤
信
仙
方
」、
金
石
を
飛
鍊
し
、
雲
母
粉
を
服
⻝
し
、
池
臺
を
穿
築
し
、
羅
綺
を
崇
飾
す
。
（『
舊
唐
書
』
尉
遲
敬
德
傳
）

の
如
く
、
方
術
に
つ
い
て
も
こ
の
言
葉
が
否
定
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
伴
わ
ず
、
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、「
宗
敎
と
し
て
の

信
」
が
認
知
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
何
か
を
篤
く
信
じ
る
こ
と
の
意
味
、
あ
る
い
は
存
立
意
義
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
使

わ
れ
た
の
が
『
論
語
』
の
「
篤
信
」
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
。

　
六
朝
か
ら
唐
代
に
か
け
て
、
宗
敎
と
い
う
も
の
に
對
す
る
意
識
、
そ
れ
も
、
宗
敎
に
は
「
信
」
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
意
味
を
持
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つ
の
だ
と
い
う
こ
と
が
意
識
さ
れ
る
。「
そ
う
か
、
信
じ
て
も
い
い
ん
だ
」
と
い
う
か
た
ち
で
、
と
い
う
か
、「
盲
信
」
や
「
妄
信
」、

「
邪
信
」
は
い
け
な
い
が
、『
論
語
』
に
も
あ
る
で
は
な
い
か
「
篤
信
」
と
。「
篤
信
な
ら
か
ま
わ
な
い
の
だ
」「
篤
信
で
あ
る
こ
と
は

い
い
こ
と
な
の
だ
」
と
い
う
論
理
が
持
ち
込
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
宋
代
以
降
に
は
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
儒
敎
の
中

で
も
頻
繁
に
對
象
を
持
っ
た
「
篤
信
」
が
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
聖
人
を
篤
信
す
る
と
い
う
こ
と
が
平
氣
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
な

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、

　
　
子
夏
「
篤
信
聖
人
」。
（『
孟
子
集
注
』
公
孫
丑
上
）

が
そ
れ
で
あ
り
、
宋
代
の
も
の
を
讀
む
限
り
に
お
い
て
は
、
こ
の
朱
子
の
注
釋
は
特
に
違
和
感
の
な
い
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
六

朝
期
の
篤
信
、
あ
る
い
は
信
の
意
味
を
考
え
る
と
き
に
は
、
非
常
に
大
膽
な
注
釋
に
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
我
々
は
こ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
宗
敎
」
の
側
の
對
應
に
つ
い
て
も
、
少
し
だ
け
ふ
れ
て
お
こ
う
。

　　
　
　
二
　
宗
敎
側
の
立
場

　　
あ
ま
り
單
純
化
す
る
の
は
危
險
で
あ
る
こ
と
を
承
知
で
書
く
の
だ
が
、
先
に
見
た
「
信
」
の
復
興
以
前
に
お
い
て
、
佛
敎
者
は
佛

敎
あ
る
い
は
佛
を
信
じ
る
こ
と
を
、
避
け
た
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
塚
本
善
隆
氏
が
か
の
道
安
に
つ
い
て
、
彼
の
彌
勒
信
仰
が
、
隋

唐
に
お
け
る
彌
勒
信
仰
の
如
き
「
す
が
る
」
の
で
は
な
く
、「
あ
く
ま
で
自
ら
硏
究
精
進
、
講
說
敎
化
に
う
む
な
き
學
者
的
宗
敎
人
を

貫
い
た
人
で
あ
る（

20
）」

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、「
學
問
と
し
て
の
佛
敎
」
つ
ま
り
、
宗
敎
的
な
部
分
を
そ
ぎ
落
と

し
た
も
の
を
志
向
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
信
と
い
う
も
の
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
ら
も
承
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
王
該
の
作
と
さ
れ
る
「
日
燭
」
に
、

大
千
　
指
掌
に
擧
げ
、
芥
子
　
須
彌
を
含
み
、
四
海
　
毛
孔
に
宅
ら
せ
、
七
寶
　
劫
移
に
永
え
な
ら
し
む
る
こ
と
、
信
ず
べ
き
も

10



　　六朝時代における「信仰」の素描

尋
ぬ
べ
か
ら
ず
、
由
る
べ
き
も
知
る
べ
か
ら
ず
。
談
詠
の
宣
ぶ
る
所
に
非
ず
、
惡
ん
ぞ
毫
素
の
能
く
披
か
ん
。
（『
弘
明
集
』
卷

九
、
大
正
五
二
、
九
一
上
）

と
語
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
て
み
よ
う
。「
可
由
不
可
知
」
は
『
論
語
』
泰
伯
の
「
民
可
使
由
之
、
不
可
使
知
之
」
を
使
っ
て
い
る
わ

け
だ
が
、
前
半
の
「
可
信
而
不
可
尋
」
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
新
し
い
發
想
で
あ
る
。
そ
の
狀
況
下
で
、「
信
」
ず
る
の
み
で
あ
る
こ

と
が
ら
と
、「
尋
」
す
な
わ
ち
理
解
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
語
ら
れ
て
い
る（

21
）。

い
う
ま

で
も
な
く
、
佛
典
に
基
づ
く
發
想
で
あ
り
、
た
と
え
ば

此
の
如
き
二
法
は
、
汝
及
び
大
法
を
成
就
せ
る
菩
薩
摩
訶
薩
に
し
て
乃
ち
能
く
聽
受
す
。
諸
餘
の
聲
聞
は
、
唯
だ
佛
語
を
信
ず

る
の
み
。
（『
勝
鬘
師
子
吼
一
乘
大
方
便
方
廣
經
』
自
性
淸
淨
章
、
大
正
一
二
、
二
二
二
下
）

と
し
て
、
信
に
よ
る
以
外
に
は
わ
か
り
よ
う
が
な
い
、
と
、
あ
く
ま
で
も
「
信
じ
る
」
こ
と
に
賴
る
こ
と
を
說
い
て
い
る
こ
と
に
端

的
に
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
狀
況
の
中
で
、「
信
じ
る
よ
り
な
い
」
と
い
う
構
造
を
避
け
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

あ
る
い
は
、
避
け
た
と
は
言
わ
ぬ
ま
で
も
、「
敬
遠
」
し
て
、
か
え
っ
て
「
理
解
」
す
る
と
言
う
方
向
を
强
調
し
よ
う
と
し
た
の
で
は

な
い
か（

22
）。

　
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
顏
之
推
の
も
の
と
さ
れ
る
「
歸
心
篇
」
の
冒
頭
に
、

　
　
三
世
の
事
は
信
に
し
て
徵
有
り
。
（『
顏
氏
家
訓
』
歸
心
）

と
し
て
い
る
こ
と
が
、
端
的
に
示
す
。
彼
は
、
三
世
の
事
を
、
た
だ
ひ
た
す
ら
信
じ
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
徵
が
あ
る
か
ら
、

信
（
う
そ
で
は
な
い
）
と
い
う
判
斷
を
し
よ
う
、
と
い
う
、「
理
知
的
」
な
態
度
を
示
す
こ
と
を
强
調
し
て
い
る
の
で
あ
る（

23
）。

　
こ
れ
と
關
連
し
て
、「
闇
寄
」、「
冥
寄
」
と
し
ば
し
ば
稱
さ
れ
る
態
度
の
問
題
が
あ
る
。

釋
道
高
白
す
ら
く
…
…
世
の
疑
ふ
者
は
、
多
く
謂
へ
ら
く
、
經
語
は
符
せ
ず
、
闇
寄
は
情
少
し
と
。
咸
な
覩
ざ
る
を
以
て
滯
を
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生
ず
。
（『
弘
明
集
』
卷
十
一
、
高
明
二
法
師
答
李
交
州
淼
難
佛
不
見
形
事
、
大
正
五
二
、
七
〇
中
）

「
信
」
と
は
言
わ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
「
闇
寄
」
は
「
や
み
く
も
に
よ
り
か
か
る
こ
と
」
卽
ち
「
信
仰
」
に
あ
た
る
態
度
を
指
す
も

の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、「
奉
法
要
」
に
「
廢
事
證
而
冥
寄
」
（『
弘
明
集
』
卷
十
三
、
大
正
五
二
、
八
七
下
）
と
さ
れ
る
の
も
同
趣
で

あ
っ
て
、「
事
證
」
つ
ま
り
、
確
實
な
證
據
は
わ
き
に
お
い
て
、「
闇
寄
」
す
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、「
信
」
と
い
う
も
の
の
あ
や
う
さ
に
對
す
る
拒
否
感
は
、「
信
仰
」
と
い
う
も
の
の
も
っ
て
い
る
、
宗
敎
的
な
意
味
、

あ
る
い
は
宗
敎
的
な
力
と
い
う
も
の
に
對
す
る
無
理
解
が
そ
の
背
後
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
指
摘
で
き
る（

24
）。

以
下
の
文
章
は
、
治
癒

を
願
っ
た
の
に
重
病
が
治
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
批
判
し
て
述
べ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

汝
の
祇
だ
能
く
靈
德
に
感
あ
り
と
謂
ふ
。
故
に
德
を
宣
べ
命
を
信
じ
、
汝
の
神
殿
に
詣
り
、
三
牲
を
獻
薦
し
、
珍
異
を
加
贈
せ

り
。
（『
弘
明
集
』
卷
十
四
、
竺
道
爽
撽
太
山
文
、
大
正
五
二
、
九
二
上
）

こ
こ
で
は
、「
信
じ
る
」
こ
と
自
體
に
は
旣
に
何
の
意
味
も
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
對
價
」
を
得
る
た
め
の
「
代
價
」
に
す
ぎ

な
い
。
こ
の
よ
う
に
、「
信
」
自
體
に
意
味
を
見
い
だ
さ
な
い
考
え
の
も
と
で
は
、「
信
仰
」
は
い
か
に
も
危
う
い
も
の
と
し
て
し
か

映
ら
な
い
。
つ
ま
り
、「
信
」
に
は
、
未
來
を
規
定
す
る
信
と
、
そ
う
で
な
い
信
と
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
宗
敎
に
お
け
る
信
と
は
、

未
來
に
關
わ
る
信
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
救
濟
と
も
呼
ば
れ
る
。
儒
敎
が
示
し
た
「
誠
信
」「
篤
信
」
と
は
、
あ
く
ま
で
も
自
ら

の
「
當
爲
」
に
か
か
わ
る
信
で
あ
っ
て
、
自
ら
の
存
在
の
未
來
に
何
か
直
接
の
力
を
持
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
宗
敎
的
な
信

は
、
そ
の
「
見
返
り
」
の
み
に
目
を
向
け
て
、
本
來
の
信
の
持
つ
意
味
を
見
失
う
と
き
、
右
の
よ
う
な
批
判
が
現
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

　
一
方
、
道
敎
側
は
ど
う
か
。「
理
知
的
」
な
志
向
を
持
ち
、
い
わ
ば
信
仰
を
巧
妙
に
避
け
た
佛
敎
に
對
し
て
、
道
敎
は
信
仰
の
意
義

を
强
調
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
た
と
え
ば
、

此
れ
甚
だ
行
い
易
き
に
、
更
に
以
て
難
し
と
爲
す
は
、

い
は
ゆ
る

所
爲
「
信
道
不
篤
」、
飛
ば
ん
と
欲
す
る
も
反
っ
て
沈
む
者
な
り
。
（『
眞

12



　　六朝時代における「信仰」の素描

誥
』
卷
十
協
昌
期
第
二
）

な
ど
は
、
典
型
的
な
信
仰
重
視
で
あ
る
。
冒
頭
に
述
べ
た
五
斗
米
道
の
「
信
じ
て
い
な
い
か
ら
治
ら
な
い
」
と
い
う
發
想
を
そ
の
ま

ま
前
面
に
出
し
て
い
る（

25
）。

そ
も
そ
も
、「
民
閒
信
仰
と
老
莊
思
想
の
結
合
」
と
も
言
わ
れ
る
宗
敎
で
あ
る
わ
け
で
、「
信
仰
」
は
不
可

缺
で
あ
る
。
以
下
の

其
の
來
た
り
て
道
を
學
ぶ
者
、
初
め
皆
な
鬼
卒
と
名
づ
け
、
本
道
を
受
け
て
已
に
信
ず
れ
ば
祭
酒
と
號
す
。
（『
三
國
志
』
魏
書
、

張
魯
傳
）

も
、
あ
る
段
階
と
し
て
「
信
じ
る
」
こ
と
を
明
確
に
規
定
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、『
抱
朴
子
』
に
見
え
る
「
信
道
」
も
、
同
樣
で
あ
る
。

　
　
亦
た
人
の
皮
膚
は
好
み
喜
べ
ど
も
、
信
道
の
誠
は
心
神
に
根
ざ
さ
ざ
る
有
り
。
（『
抱
朴
子
』
勤
求
）

本
田
濟
氏
の
譯
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
く
な
ら
、「
中
に
は
う
わ
つ
ら
だ
け
で
道
を
好
み
な
が
ら
、
道
を
信
ず
る
誠
が
心
の
底
に
根
を
お

ろ
し
て
い
な
い
も
の
が
あ
る（

26
）。」

と
な
る
。
そ
も
そ
も
、
口
訣
や
祕
儀
を
强
調
す
る
六
朝
の
道
敎
は
、
宗
敎
を
理
知
的
に
考
え
よ
う
と

い
う
立
場
に
立
つ
な
ら
、
そ
れ
は
で
た
ら
め
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
證
明
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
批
判
の
絕
好
の
對
象
と
な

る
。
そ
の
こ
と
を
直
接
に
批
判
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、『
世
說
新
語
』
術
解
篇
に
見
え
る
有
名
な
逸
話
、「
信
道
甚
精
勤
」
だ
っ
た

郄
愔
が
、
お
札
を
實
際
に
呑
ん
で
い
た
と
い
う
話
は
、
そ
れ
を
記
述
し
た
人
物
は
、
そ
の
「
信
」
へ
の
揶
揄
を
込
め
た
に
違
い
な
い
。

そ
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
道
敎
は
、
信
仰
と
い
う
こ
と
を
お
そ
ら
く
非
常
に
重
視
し
た（

27
）。

そ
れ
は
あ
る
意
味
で

は
佛
敎
の
方
が
健
全
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
閉
じ
た
道
敎
の
祕
儀
的（

28
）な

傳
授
は
、「
知
識
」
人
層
に
は
う
さ
ん
く
さ
い
も
の
と
映
っ
た
こ

と
は
否
め
ま
い
。
し
か
し
、
お
よ
そ
「
宗
敎
」
と
い
う
視
點
か
ら
考
え
る
な
ら
、
實
は
佛
敎
の
方
が
「
不
純
」
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

「
超
越
的
」
な
る
も
の
を
「
信
」
じ
な
い
宗
敎
な
ど
存
在
し
な
い
、
と
い
う
立
場
に
立
つ
な
ら
、
佛
敎
こ
そ
が
、
世
俗
に
阿
っ
た
不
純

な
る
存
在
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
梁
の
頃
に
大
き
な
轉
換
點
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
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三
　
超
越
と
信
仰

　　
そ
も
そ
も
超
越
的
な
も
の
に
對
し
て
、
前
近
代
の
中
國
の
知
識
人
は
ど
の
よ
う
に
接
し
て
き
た
の
か
。
實
は
、
超
越
的
な
も
の
に

對
し
て
、「
信
」
あ
る
い
は
「
誠
信
」
と
い
う
態
度
を
と
る
の
は
、
傳
統
的
な
あ
り
か
た
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
對
象
を
信
じ
る

の
で
は
な
く
、
自
ら
の
あ
り
よ
う
と
し
て
、
誠
實
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
　
鬼
神
に
常
享
無
し
。
克
く
誠
な
る
に
享
く
。
（『
尙
書
』
太
甲
下（
29
））

　
ま
た
、
天
が
「
信
」
な
る
も
の
、
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
に
う
そ
を
つ
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
語
ら
れ
る
。

　
　
天
は
則
ち
言
は
ず
し
て
信
、
神
は
則
ち
怒
ら
ず
し
て
威
。
（『
禮
記
』
樂
記（
30
））

　
要
す
る
に
、
天
に
對
す
る
信
賴
で
あ
る
。
こ
の
「
信
賴
」
を
以
て
信
仰
と
呼
ぶ
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
信
」
は
、

あ
る
い
は
「
天
何
言
哉
、
四
時
行
焉
、
百
物
生
焉
、
天
何
言
哉
」
（『
論
語
』
陽
貨
）
と
合
わ
せ
考
え
れ
ば
、
天
行
の
恆
常
性
を
背
景
に

持
っ
て
お
り
、
我
々
の
言
葉
で
言
う
自
然
現
象
が
人
閒
世
界
に
恩
惠
を
與
え
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
天
や
上
帝
に
對
す
る
祭

祀
も
そ
れ
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
後
の
時
代
の
道
敎
あ
る
い
は
佛
敎
に
お
け
る
「
信
」
と
は
性
格
が
異
な
る
と
考
え
て
い

る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ら
超
越
的
な
存
在
と
、
そ
れ
に
相
對
し
て
い
る
人
閒
と
の
關
係
の
違
い
で
あ
る
。
先
に
も
ふ
れ
た
が
、
そ
の
存

在
を
信
じ
る
こ
と
が
直
接
的
に
そ
の
人
閒
の
將
來
に
影
響
を
與
え
る
か
否
か
と
い
う
違
い
で
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
ま
り
に
も
有
名
な

「
天
道
是
か
非
か
」
と
も
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
信
賴
は
必
ず
し
も
通
時
的
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
彼
ら
の
「
搖
ら
ぎ
」
と

關
連
し
て
、
中
國
の
知
識
人
逹
の
「
超
越
」
的
な
も
の
に
對
す
る
態
度
を
象
徵
的
に
示
す
文
章
が
あ
る
。

導
養
し
て
理
を
得
、
以
て
性
命
を
盡
く
し
、
上
は
千
餘
歲
を
獲
、
下
は
數
百
年
な
る
べ
き
に
至
る
、
之
れ
有
る
べ
き
の
み
。
（『
文

選
』
卷
五
十
三
、
嵆
康
「
養
生
論
」）

　
こ
の
「
之
れ
有
る
べ
き
の
み
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
、
つ
ま
り
、「
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
の
が
ヒ
ン
ト
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　　六朝時代における「信仰」の素描

を
與
え
て
く
れ
る
。
そ
う
い
う
「
常
識
で
は
考
え
ら
れ
な
い
」「
億
單
に
は
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
こ
と
が
ら
、
つ
ま
り
、
そ
の

よ
う
な
廣
い
意
味
で
の
「
經
驗
を
越
え
た
」
も
の
、
超
越
的
な
存
在
を
認
め
る
こ
と
に
關
し
て
、「
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ

な
い
」
と
い
う
判
斷
の
仕
方
を
す
る
。
そ
こ
で
は
、「
常
識
的
に
あ
り
得
な
い
」
か
ら
認
め
な
い
、
と
斷
ず
る
こ
と
は
し
な
い
。

　
つ
ま
り
、「
冷
靜
に
考
え
れ
ば
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、「
信
じ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
突
破
を
は
か
ろ
う
、
と

い
う
ふ
る
ま
い
が
あ
る
。
そ
れ
が
宗
敎
の
立
場
だ
と
思
う
の
だ
が
、
彼
ら
は
基
本
的
に
そ
う
い
う
立
場
を
取
ろ
う
と
は
し
な
い
。
そ

の
超
越
的
な
側
面
に
注
目
を
し
て
、「
そ
れ
が
ち
ょ
っ
と
疑
わ
し
い
、
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
認
め
、
そ
の
上
で
、
そ
の
疑
い
を
拂
っ
て

信
じ
る
」
と
い
う
方
向
に
は
す
す
ま
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
手
の
こ
と
に
對
し
て
は
、「
理
知
的
に
突
き
詰
め
て
、
頭
か
ら
切
り
捨
て

る
」
と
い
う
こ
と
も
し
な
い
。「
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
、「
お
い
て
お
く
」
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
我
々
は
以
下
の
宗
炳
の
意
見
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
。

今
黃
帝
虞
舜
姬
公
孔
父
、
世
の
仰
ぎ
て
信
ず
る
所
の
者
な
り
。
…
…
凡
そ
厥
の
光
儀
符
瑞
の
偉
、
分
身
踊
出
し
、
世
界
を
移
轉

し
、
巨
海
を
毛
に
入
る
の
類
、
之
を
黃
虞
姬
孔
に
方
ぶ
る
に
、
神
化
方
無
し
。
向
者
の
衆
瑞
の
晻
曖
顯
沒
せ
る
、
旣
に
形
を
出

で
て
神
に
入
り
、
惚
怳
に
し
て
玄
化
す
る
に
同
じ
き
な
り
。
何
ぞ
獨
り
此
を
信
じ
て
彼
を
抑
へ
ん
や
。
（『
弘
明
集
』
卷
二
、
宗
炳

「
明
佛
論
」、
大
正
五
二
、
一
〇
下
）

　
「
ど
ち
ら
も
超
越
的
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
儒
敎
の
聖
人
は
信
じ
る
け
れ
ど
も
、
佛
敎
の
ほ
う
は
信
じ
な
い
の

か
」
と
い
う
、
核
心
を
突
い
た
發
言
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
信
」
と
い
う
も
の
が
「
超
越
」
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
的
確

に
指
摘
し
て
い
る（

31
）。

　
た
だ
、
儒
敎
の
側
か
ら
言
う
な
ら
、「
な
ん
で
こ
れ
は
信
じ
て
あ
れ
は
信
じ
な
い
の
か
」
と
い
わ
れ
て
も
、
困
る
の
で
は
な
い
か
。

實
に
彼
ら
は
堯
舜
を
「
信
」
じ
た
こ
と
な
ど
な
い
の
だ
か
ら（

32
）。

彼
ら
に
と
っ
て
、
堯
舜
は
「
歷
史
」
で
あ
っ
た
。
歷
史
を
重
ん
じ
る

彼
ら
に
と
っ
て
、
古
典
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
世
の
中
に
は
め
ず
ら
し
い
こ
と
」
で
は
あ
っ
て
も
、「
そ
ん
な
こ
と
が
實
際
に
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あ
る
の
か
」
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
實
に
先
に
擧
げ
た
「
天
」
に
つ
い
て
も
同
樣
の
こ
と
が
言
え
る
。
つ
ま

り
、「
超
越
者
」
と
考
え
る
こ
と
も
な
か
っ
た
わ
け
で
、
こ
れ
が
「
超
越
的
な
こ
と
」
を
信
じ
る
と
い
う
思
想
の
構
造
を
持
っ
て
こ
な

か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
。
い
さ
さ
か
逆
說
的
な
物
言
い
に
な
る
が
、
佛
敎
の
超
越
的
な
事
柄
も
、「
そ
う
い
う
こ
と
も
あ

る
か
も
し
れ
な
い
」
と
「
認
め
る
」
こ
と
は
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
、
佛
敎
の
言
っ
て
い
る
こ
と
を
、
儒
敎
と
一
緖
で
は

な
い
の
か
、
な
ど
と
悠
長
な
こ
と
も
言
っ
て
い
ら
れ
る
の
だ（

33
）。

　
こ
の
「
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
認
め
る
」
と
い
う
の
は
、
佛
敎
の
「
書
物
」
が
、
儒
敎
世
界
に
浸
透
し
て
い
っ

た
、
と
い
う
こ
と
と
關
連
す
る
。
い
わ
ば
佛
敎
の
「
歷
史
化
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
超
越
的
存
在
」
た
る
佛
そ
の
も
の
の
存
在
は
別

と
し
て
、
た
と
え
ば
佛
の
靈
驗
と
い
う
事
實
の
存
在
は
、「
歷
史
」
と
し
て
、「
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
な
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
も

あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
從
っ
て
、
そ
の
事
實
を
も
た
ら
し
た
存
在
そ
の
も

の
に
つ
い
て
は
、
積
極
的
に
認
め
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
必
ず
し
も
否
定
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
歷
史
化
」
は
、「
信
」

の
浸
透
を
契
機
に
し
て
進
行
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
こ
の
「
歷
史
化
」
は
、
同
時
に
そ
の
超
越
性
の
遞
減
を
必
然

的
に
伴
う
わ
け
だ
が
、
と
も
か
く
、
こ
こ
ま
で
使
っ
て
き
た
「
超
越
」
と
い
う
言
葉
は
、「
歷
史
」
と
い
う
言
葉
と
對
置
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、「
超
越
」
と
は
、「
理
知
的
認
識
か
ら
の
超
越
」
で
は
な
く
、「
歷
史
か
ら
の
超
越
」
で
あ
っ
た
と
も
い
え

よ
う
。
こ
れ
は
、
ま
た
別
に
論
ず
べ
き
問
題
だ
が
、
今
は
述
べ
る
準
備
が
な
い
。

　　
　
　
お
わ
り
に

　　
僧
祐
が
『
弘
明
集
』
後
序
で

夫
れ
信
順
は
福
の
基
、
迷
謗
は
禍
の
門
。
而
る
を
況
ん
や
蒙
蒙
の
徒
は
多
く
は
力
を
量
ら
ず
、
己
の
知
ら
ざ
る
所
な
る
を
以
て
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　　六朝時代における「信仰」の素描

先
覺
の
遍
知
を
誣
ひ
、
其
の
見
ざ
る
所
な
る
を
以
て
至
人
の
明
見
を
罔
み
す
。
（『
弘
明
集
』
後
序
、
大
正
五
二
、
九
六
上
）

と
言
う
よ
う
に
、
迷
わ
ず
佛
を
信
じ
順
う
こ
と
が
す
べ
て
の
基
礎
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
ま
っ
と
う
な
信
の
見
方
で
あ

り
、
彼
の
時
代
以
降
は
、
佛
敎
の
外
に
お
い
て
も
、「
信
じ
る
こ
と
」
に
對
す
る
不
信
感
は
拂
拭
さ
れ
て
い
く（

34
）。

し
か
し
、
そ
こ
に
至

る
ま
で
の
道
の
り
に
は
、
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
複
雜
な
事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

僧
祐
の
發
言
を
以
て
、
六
朝
初
期
の
佛
敎
者
の
「
信
仰
」
に
對
す
る
見
方
を
も
代
表
さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
況
や
佛
敎
の
外

側
に
あ
っ
た
士
大
夫
逹
は
言
う
ま
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
て
、
小
論
は
、
い
さ
さ
か
「
信
」
と
い
う
文
字
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い（

35
）。

た
と
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
、

　
　
嵩
は
佛
に
事
ふ
る
に
精
、
刑
に
臨
ん
で
猶
ほ
巿
に
於
て
經
を
誦
す
。
（『
晉
書
』
周
嵩
傳
）

な
ど
も
、
あ
る
い
は
ま
ご
う
か
た
な
き
中
國
人
の
佛
敎
「
信
仰
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
で
も
な
お
、「
本
當
に
信
じ
て
い
た
の
か
」
と
い
う
問
い
を
投
げ
よ
う
と
い
う
の
が
、
小
論
の
立
場
で
あ
る（

36
）。

そ
れ
は
、
こ
の
時

代
の
誰
か
が
、
佛
像
を
前
に
し
て
手
を
合
わ
せ
て
い
る
、
と
い
う
記
述
に
對
し
て
「
信
仰
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
へ
の
疑
問
で

あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
を
記
述
し
た
人
々
は
、
そ
の
人
物
の
「
佛
敎
に
對
す
る
思
い
」
を
記
述
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
時

代
は
降
る
が
、
蘇
東
坡
が
愛
妾
朝
雲
の
た
め
に
詠
ん
だ
詩
の
序
文
、

蓋
し
嘗
て
泗
上
の
比
丘
尼
義
沖
に
從
ひ
て
佛
を
學
び
、
亦
た
略
ぼ
大
義
を
聞
く
。
且
に
死
な
ん
と
し
、
金
剛
經
四
句
偈
を
誦
へ

て
絕
え
た
り
。
（『
蘇
文
忠
詩
合
註
』
卷
四
十
「
悼
朝
雲
」
引
）

も
、
ま
さ
し
く
、
東
坡
が
朝
雲
の
思
い
を
記
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
死
の
床
に
あ
っ
て
も
『
大
學
』
が
氣
に

な
っ
た
朱
子
と
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
違
い
を
考
え
れ
ば
い
い
の
か
。
朱
子
は
先
に
も
引
用
し
た
が
、
子
夏
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
聖

人
を
信
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
我
々
の
言
う
「
信
仰
」
で
は
な
い
。
ち
な
み
に
、
か
の
程
伊
川
は
、
鬼

神
を
信
じ
る
こ
と
に
關
し
て
次
の
よ
う
な
發
言
を
し
て
い
る
。
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程
子
曰
く
、
人
多
く
鬼
神
を
信
ず
る
は
惑
へ
る
な
り
。
而
れ
ど
も
信
ぜ
ざ
れ
ば
又
た
敬
す
る
能
は
ず
。
能
く
敬
し
、
能
く
遠
ざ

く
れ
ば
、
知
と
謂
ふ
べ
し
。
（『
論
語
集
注
』
雍
也
「
敬
鬼
神
而
遠
之
」）

　
「
二
氣
の
良
能
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
鬼
神
が
、
宋
學
の
理
論
體
系
の
中
で
の
位
置
づ
け
が
非
常
に
難
し
い
存
在
に
な
っ
た
こ
と
は

こ
こ
に
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
が
、
程
子
は
結
局
、
信
じ
ろ
と
言
っ
て
い
る
の
か
信
じ
る
な
と
言
っ
て
い
る
の
か
。
こ
こ
に
は
、
本

稿
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
、「
信
」
に
對
す
る
拒
否
反
應
が
垣
閒
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
段
階
は
旣
に
聖
人
を
信
じ
る
こ
と

に
は
抵
抗
が
な
い
時
代
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宋
學
が
持
っ
て
い
る
所
謂
合
理
的
な
思
想
と
い
う
も
の
が
現
れ
た
好
例
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
聖
人
は
何
も
超
越
的
な
事
柄
を
語
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
理
知
的
な
、
我
々
に
も
十
分
理
解
で
き
、
さ
ら
に

は
我
々
自
身
が
聖
人
と
な
れ
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
「
信
じ
る
」
こ
と
に
何
も
抵
抗
が
な
い
、
の
で

あ
る
。
肝
心
な
こ
と
は
、「
信
じ
る
」
對
象
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
の
み
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
こ
の
程
伊
川
の
言

葉
を
、「
超
越
的
な
も
の
を
信
じ
る
の
は
、
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
信
じ
て
は
い
け
な
い
の
は
、
そ
の
超
越
的
な
る
が
ゆ
え
に

存
在
す
る
、
未
來
に
關
わ
る
「
力
」
を
信
じ
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る（

37
）。

超
越
者
の
存
在
自
體
に
は
、
敬
意
を

拂
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
、
そ
の
未
來
に
關
わ
る
力
に
は
、
距
離
を
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
讀
ん
で
み
る
。
要
す
る
に
、
宗
敎

的
に
信
じ
て
は
い
け
な
い
が
、
存
在
は
否
定
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
佛
敎
に
か
か
わ
る
超
越
的
な
存
在
に
つ
い

て
も
、
こ
れ
と
同
樣
の
態
度
を
取
り
得
る
。
つ
ま
り
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
し
て
、

存
在
を
否
定
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
し
か
し
、
宗
敎
的
に
は
信
じ
な
い
、
と
い
う
態
度
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
信
仰
の
問
題
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
森
三
樹
三
郞
氏
は
、「
お
よ
そ
戒
律
を
守
り
、
終
身
蔬
⻝
禁
酒
を
押
し
通
す
と

い
う
こ
と
は
、
信
仰
の
裏
附
け
が
な
い
限
り
、
容
易
に
は
爲
し
難
い
こ
と
で
あ
る
。」
あ
る
い
は
「
臨
終
に
正
坐
念
佛
す
る
よ
う
な
事

實
に
至
っ
て
は
、
生
死
を
託
す
る
信
仰
な
く
し
て
は
到
底
あ
り
得
な
い
こ
と（

38
）」

と
さ
れ
て
い
る
。
小
論
は
こ
の
森
氏
の
言
說
に
對
し

て
直
接
に
異
を
唱
え
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
、
中
嶋
隆
藏
氏
が
、
周
沚
に
つ
い
て
、
彼
の
「
信
仰
」
を
明
確
に
示
す
も
の
と
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　　六朝時代における「信仰」の素描

し
て
、「
輪
廻
應
報
に
對
す
る
彼
の
深
刻
な
認
識
」「
輪
廻
應
報
の
道
理
に
對
す
る
微
動
だ
に
せ
ぬ
信
念（

39
）」

と
さ
れ
て
い
る
の
も
、
そ

れ
も
確
か
に
そ
の
通
り
だ
と
思
う
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
敢
て
、
そ
い
う
場
合
に
「
信
じ
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
を
我
々
は
使
っ
て
い

い
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
小
論
は
問
題
に
し
て
き
た
。

　
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
森
氏
が
指
摘
す
る
「
士
大
夫
階
級
の
精
神
を
滿
足
さ
せ
る（

40
）」

佛
敎
と
い
う
視
點
、
つ
ま
り
、
士
大
夫
の
「
要
求
」

と
い
う
方
向
で
六
朝
の
佛
敎
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、「
自
覺
」
と
し
て
と
ら
え
る
―
吉
川
忠
夫
氏
は
先
に
見
た
よ
う
に
そ
れ
を
罪
の

自
覺
と
し
た
―
と
い
う
方
向
で
考
え
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
小
論
の
立
場
で
あ
る
。
信
仰
の
持
つ
意
味
と
い
う
も
の
を
自
覺
し
て
、

士
大
夫
は
佛
敎
に
接
近
し
て
い
っ
た
の
だ
、
と
。

　
最
後
に
も
う
一
度
、「
篤
信
」
に
つ
い
て
觸
れ
て
お
く
。

景
武
の
閒
、
文
翁
　
蜀
守
と
爲
り
、
民
に
讀
書
法
令
を
敎
ふ
る
も
、
未
だ
「
篤
信
道
德
」
な
る
能
は
ず
、
反
っ
て
以
て
文
を
好

ん
で
刺
譏
し
、
權
勢
を
貴
慕
す
。
（『
漢
書
』
地
理
志
）

　
こ
こ
で
は
先
の
『
論
語
』
子
張
篇
「
信
道
不
篤
」
の
「
道
」
を
「
道
德
」
と
し
て
解
し
て
い
る
。
道
德
と
い
う
も
の
を
信
仰
し
て
い

た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
み
ず
か
ら
の
持
っ
て
い
る
「
德
」
を
裏
切
ら
ぬ
生
き
方
、
そ
れ
こ
そ
が
、
從
來
の
中
國
人
の
「
信
」
の
基

本
的
な
あ
り
方
だ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
以
上
の
考
察
と
、
こ
の
『
漢
書
』
の
用
例
に
よ
る
な
ら
ば
、
先
に
は
『
論
語
』

本
文
竝
び
に
義
疏
の
「
信
道
」
を
「
道
を
信
じ
る
」
意
に
解
し
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
『
漢
書
』
の
用
例
の
如
く
、「
道
に
信
な
る
こ
と

篤
か
ら
ず
」
と
讀
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　
儒
敎
に
お
い
て
篤
信
の
「
對
象
」
と
な
っ
た
の
は
「
道
」、
そ
れ
は
、
佛
敎
に
お
い
て
篤
信
さ
れ
た
宗
敎
的
眞
理
や
、
超
越
的
事
象
と

は
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
、
宗
敎
的
眞
理
や
超
越
的
事
象
に
は
、「
虛
僞
」

と
い
う
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
點
に
あ
る
。
そ
れ
に
對
し
て
儒
敎
が
篤
信
し
た
道
と
は
、「
當
爲
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
も
の
言
わ

ぬ
も
の
」
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
「
信
じ
る
」
と
い
う
言
葉
は
ど
う
し
て
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
の
で
あ
る（

41
）。
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注

（
１
）
そ
の
傾
向
は
、『
隋
書
』
高
祖
本
紀
下
の
「
辛
巳
、
詔
曰
、
佛
法
深
妙
、
道
敎
虛
融
、
咸
降
大
慈
、
濟
度
羣
品
。
凡
在
含
識
、
皆
蒙
覆
護
。
所

以
雕
鑄
靈
相
、
圖
寫
眞
形
、
率
土
瞻
仰
、
用
申
誠
敬
。
其
五
嶽
四
鎭
、
節
宣
雲
雨
、
江
河
淮
海
、
浸
潤
區
域
、
竝
生
養
萬
物
、
利
益
兆
人
。

故
建
廟
立
祀
、
以
時
恭
敬
。
敢
有
毀
壞
偸
盜
佛
及
天
尊
像
嶽
鎭
海
瀆
神
形
者
、
以
不
道
論
。
沙
門
壞
佛
像
、
道
士
壞
天
尊
者
、
以
惡
逆
論
。」

を
、『
資
治
通
鑑
』
が
「
帝
晚
年
深
信
佛
道
鬼
神
、
辛
巳
、
始
詔
有
毀
佛
及
天
尊
嶽
鎭
海
瀆
神
像
者
、
以
不
道
論
、
沙
門
毀
佛
像
、
道
士
毀
天

尊
像
者
、
以
惡
逆
論
。」（
卷
一
七
九
）
と
、「
深
信
佛
道
鬼
神
」
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
こ
と
に
旣
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）
夫
四
信
妙
輿
者
、
衆
祐
之
寶
軒
也
。（『
出
三
藏
記
集
』
道
安
「
了
本
生
死
經
序
」
大
正
五
五
、
四
五
中
）

（
３
）
平
川
彰
氏
に
よ
れ
ば
、
信
の
意
味
は
、
原
始
佛
敎
で
は
目
の
前
に
あ
る
も
の
を
信
じ
る
意
味
か
ら
、
大
乘
に
な
る
と
目
の
前
に
は
な
い
も
の

を
信
じ
る
意
味
へ
と
變
化
し
た
。（『
平
川
彰
著
作
集
』
第
七
卷
〔
春
秋
社
、
一
九
九
〇
年
〕
第
七
章
「
如
來
藏
と
し
て
の
法
藏
菩
薩
」）

（
４
）
中
國
で
は
、
南
朝
南
齊
か
ら
梁
に
か
け
て
の
涅
槃
經
注
釋
者
逹
に
よ
っ
て
重
視
さ
れ
、
蕭
子
良
を
經
て
、
梁
の
武
帝
ま
で
そ
れ
が
續
く
こ
と

が
船
山
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
同
氏
「
六
朝
時
代
に
お
け
る
菩
薩
戒
の
受
容
過
程
―
劉
宋
・
南
齊
期
を
中
心
に
―
」（『
東
方
學
報
』

京
都
第
六
七
册
）、
ま
た
同
氏
『
南
齊
・
竟
陵
文
宣
王
蕭
子
良
撰
『
淨
住
子
』
の
譯
注
作
成
を
中
心
と
す
る
中
國
六
朝
佛
敎
史
の
基
礎
硏
究
』

（
平
成
十
五
年
度
〜
平
成
十
七
年
度
科
學
硏
究
費
補
助
金
（
基
盤
硏
究
（
Ｃ
）（
２
））
硏
究
成
果
報
吿
書
）
參
照
。

（
５
）
『
高
僧
傳
』
は
、
基
本
的
に
出
家
者
の
記
錄
で
あ
る
か
ら
、
信
仰
は
當
然
現
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
信
仰
を
必
ず
し
も

强
調
し
な
い
、
と
い
う
印
象
を
與
え
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、『
弘
明
集
』
に
關
し
て
は
、
あ
る
い

は
こ
の
書
物
の
性
格
と
し
て
持
っ
て
い
る
當
然
の
樣
相
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
檢
證
す
る
だ
け
の
準
備
が
今
は
な
い
。

（
６
）
吉
川
忠
夫
『
中
國
人
の
宗
敎
意
識
』（
創
文
社
、
一
九
九
八
年
）

（
７
）
同
氏
前
揭
書
、
序
章
一
六
頁
。

（
８
）
注
（
２
）
參
照
。
さ
ら
に
本
論
文
「
二
　
宗
敎
側
の
立
場
」
に
文
獻
を
あ
げ
て
い
る
。

（
９
）
郄
超
「
奉
法
要
」（『
弘
明
集
』
卷
一
三
、
大
正
五
二
、
八
六
下
）
が
、
十
善
の
中
に
「
癡
」
を
思
わ
な
い
こ
と
を
擧
げ
、
そ
の
「
癡
」
の
內
容

と
し
て
「
不
信
大
法
」
を
入
れ
て
い
る
の
が
象
徵
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
佛
敎
に
歸
依
し
て
い
な
が
ら
佛
敎
を
信
じ
な
い
、
と
い
う
可
能
性
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を
認
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
佛
敎
を
信
じ
な
い
で
う
や
ま
う
、
そ
れ
で
も
佛
敎
者
で
は
あ
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
十
善
に
關
し
て
は
前
揭
船
山
論
文
參
照
。

（
10
）
夫
亡
身
投
誠
必
感
。
感
則
俱
見
。
不
感
不
見
。
其
有
見
者
以
吿
不
見
。
其
不
見
者
會
不
信
見
。
聖
人
何
嘗
不
在
、
群
生
何
常
不
見
哉
。（『
弘

明
集
』
卷
一
一
「
高
明
二
法
師
答
李
交
州
淼
難
佛
不
見
形
事
」
大
正
五
二
、
七
一
上
）

（
11
）
な
お
も
う
一
箇
所
、
顏
淵
篇
の
義
疏
に
見
え
る
「
篤
信
」
の
用
例
を
見
て
お
こ
う
。「
子
路
無
宿
諾
」。
集
解
「
子
路
篤
信
、
恐
臨
時
多
故
、

故
不
豫
諾
也
」。
義
疏
「
孫
綽
云
、
謂
子
路
心
高
而
言
信
、
未
嘗
文
過
以
自
衞
。」
孫
綽
も
、
篤
信
を
「
言
信
」、
つ
ま
り
本
人
が
發
言
に
責
任

を
持
つ
意
味
で
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
し
ば
し
ば
皇
侃
の
『
論
語
義
疏
』
は
、
佛
敎
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
說
か
れ
、
か
つ
、
そ
れ

が
皇
侃
義
疏
の
缺
點
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
（
た
と
え
ば
陳
金
木
『
皇
侃
之
經
學
』〔
國
立
編
譯
館
、
一
九
九
五
年
〕
第
七
章
第

三
節
「
論
語
義
疏
之
評
論
」）、
そ
れ
と
は
す
こ
し
視
點
を
變
え
て
、
佛
敎
の
信
仰
に
は
入
り
込
ま
な
い
と
い
う
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る

可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
も
出
來
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
皇
侃
が
「
性
至
孝
、
常
日
限
誦
孝
經
二
十
遍
、
以
擬
觀
世

音
經
」（『
梁
書
』
皇
侃
傳
）
と
し
た
こ
と
も
、
有
名
な
話
だ
が
、
佛
敎
に
對
す
る
對
抗
意
識
の
現
れ
と
し
て
、
し
ば
ら
く
注
記
し
て
お
く
。

（
12
）
な
お
『
後
漢
書
』
伏
湛
列
傳
の
「
篤
信
好
學
、
守
死
善
道
」
や
、『
春
秋
公
羊
傳
』
宣
公
十
七
年
の
何
休
注
の
「
孔
子
曰
、
篤
信
好
學
、
守
死

善
道
」
な
ど
直
接
こ
の
「
篤
信
好
學
」
の
四
文
字
と
し
て
引
い
て
い
る
場
合
も
同
樣
だ
と
考
え
る
。
ち
な
み
に
陳
立
は
こ
の
何
休
注
に
對
し

て
、
義
疏
を
引
用
し
て
い
る
。

（
13
）
『
梁
書
』
以
後
す
べ
て
「
佛
法
を
信
じ
る
」
に
篤
信
が
變
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。『
陳
書
』
歐
陽
頠
傳
「
頠
少
質
直
有
思
理
、
以
言
行
篤
信

著
聞
於
嶺
表
。」

（
14
）
と
こ
ろ
で
、「
篤
信
」
の
解
釋
に
お
い
て
問
題
に
な
る
『
論
語
』
の
「
信
道
不
篤
」
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
晉
武
帝
泰
始
元
年
の

詔
、「
是
以
其
人
敬
愼
幽
冥
而
淫
祀
不
作
、
末
代
信
道
不
篤
、
僭
禮
瀆
神
、
縱
欲
祈
請
、
曾
不
敬
而
遠
之
、
徒
偸
以
其
幸
、
妖
妄
相
扇
、
舍

正
爲
邪
。
故
魏
朝
疾
之
。
其
按
舊
禮
具
爲
之
制
、
使
功
著
於
人
者
必
有
其
報
、
而
妖
淫
之
鬼
不
亂
其
閒
」。（『
宋
書
』
禮
志
四
）
を
見
る
限

り
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
「
儒
敎
の
舊
典
に
見
ら
れ
る
本
來
の
祭
禮
を
は
ず
れ
た
も
の
に
對
す
る
信
仰
は
け
し
か
ら
ん
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る

わ
け
で
、「
信
道
」
の
內
容
は
、「
信
仰
」
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
「
敬
遠
」
の
話
が
出
て
お
り
、
こ
の
詔
の
論
調

は
、「
信
道
不
篤
」
と
「
鬼
神
は
敬
し
て
之
を
遠
ざ
く
」
と
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
信
道
」
は
、
信
仰
す
る
べ
き
も
の
で
は
な
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く
、「
敬
遠
」
す
べ
き
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
正
し
い
鬼
神
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
「
敬
愼
」
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
信
仰
（
祈

請
）
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
信
の
あ
り
方
、
つ
ま
り
、
鬼
神
の
存
在
そ
の
も
の
を
疑
う
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
そ

れ
は
、
疑
わ
ぬ
と
い
う
と
こ
ろ
に
と
ど
め
て
お
く
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
す
す
ん
で
個
人
的
に
祈
請
す
る
こ
と
を
强
く
規
制
し
よ
う
と
考
え
て

い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
詔
に
お
い
て
、
邪
神
以
外
の
、
現
實
に
功
績
が
あ
っ
た
諸
葛
亮
な
ど
に
對
し
て
は
否
定
す
る
方
向
を
取
ら
な

い
。
そ
し
て
、
永
初
二
年
の
詔
で
、
先
賢
や
勳
德
あ
る
も
の
に
廟
を
立
て
る
こ
と
は
禁
じ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
決
着
し
て
い
る
。

『
呂
思
勉
讀
史
札
記
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）
丙
帙
「
淫
祠
之
盛
」
參
照
。
な
お
こ
の
問
題
は
、
後
に
述
べ
る
、「
個
人
の
未
來

に
對
し
て
意
味
を
持
つ
信
か
ど
う
か
」
と
い
う
話
と
關
連
す
る
。
ま
た
、
當
時
の
民
閒
信
仰
に
つ
い
て
は
、
瞿
宣
穎
纂
輯
『
中
國
社
會
史
料

叢
鈔
』（
商
務
印
書
館
、
一
九
三
七
年
）
甲
集
八
「
信
仰
」（
三
九
七
頁
以
下
）
を
參
照
。

（
15
）
顧
愷
之
が
「
信
じ
て
し
ま
っ
た
」
こ
の
話
の
顚
末
は
、「
桓
玄
嘗
以
一
柳
葉
紿
之
曰
、
此
蟬
所
翳
葉
也
。
取
以
自
蔽
、
人
不
見
己
。
愷
之
喜
、

引
葉
自
蔽
、
玄
就
溺
焉
。
愷
之
信
其
不
見
己
也
、
甚
以
珍
之
。」

（
16
）
こ
の
「
無
」
字
に
つ
い
て
、
鮑
本
は
「
無
」
に
、
姚
本
は
「
於
」
に
作
る
が
、
黃
丕
烈
が
「
無
」
を
是
と
す
る
の
に
從
う
。

（
17
）
『
南
史
』
は
「
潛
」
の
文
字
を
削
っ
て
い
る
。

（
18
）
な
お
傳
來
初
期
の
佛
敎
が
、
西
域
の
醫
術
な
ど
と
連
動
し
て
お
り
、
そ
の
「
術
」
的
側
面
を
强
く
持
っ
た
こ
と
は
、
旣
に
先
學
に
よ
り
指
摘

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
任
繼
愈
主
編
『
中
國
佛
敎
史
』
第
一
卷
（
中
國
社
會
科
學
出
版
社
、
一
九
八
一
年
）
序
な
ど
を
參
照
。

（
19
）
「
及
得
寇
謙
之
道
、
帝
以
淸
淨
無
爲
、
有
仙
化
之
證
、
遂
信
行
其
術
。
時
司
徒
崔
浩
、
博
學
多
聞
、
帝
每
訪
以
大
事
。
浩
奉
謙
之
道
、
尤
不
信

佛
、
與
帝
言
、
數
加
非
毀
、
常
謂
虛
誕
、
爲
世
費
害
。」（『
魏
書
』
釋
老
志
）
は
、
前
半
の
「
遂
信
行
其
術
」
は
、「
あ
ろ
う
こ
と
か
そ
の
ま

ま
そ
の
術
を
信
じ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
、「
信
術
」
が
持
つ
そ
れ
ま
で
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
殘
す
。
た
だ
、「
不
信
佛
」
の
ほ
う
は
、

旣
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、「
佛
敎
信
仰
」
が
定
着
し
た
の
ち
の
、
ご
く
一
般
的
な
用
例
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
20
）
同
氏
『
中
國
佛
敎
通
史
第
一
卷
』（
春
秋
社
、
一
九
七
九
年
）
五
五
九
頁
。

（
21
）
「
可
信
而
不
可
尋
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
『
大
智
度
論
』
を
參
照
。「
復
次
、
佛
法
於
五
不
可
思
議
中
最
第
一
、
今
言
漏
盡
阿
羅
漢
還
作

佛
、
唯
佛
能
知
。
論
議
者
正
可
論
其
事
、
不
能
測
知
、
是
故
不
應
戲
論
。
若
求
得
佛
時
、
乃
能
了
知
、
餘
人
可
信
而
不
可
知
。」（『
大
智
度

論
』
釋
畢
定
品
、
大
正
二
五
、
七
一
四
上
）

22



　　六朝時代における「信仰」の素描

（
22
）
道
安
は
、「
世
不
値
又
處
邊
國
。
音
殊
俗
異
規
矩
不
同
。
又
以
愚
量
聖
、
難
以
逮
也
。
冀
未
踐
緖
者
、
少
有
微
補
。」（『
出
三
藏
記
集
』
陰
持

入
經
序
、
大
正
五
五
、
四
五
上
）
と
す
る
よ
う
に
、
佛
に
直
接
會
っ
て
話
を
き
け
ば
、
狀
況
は
ま
っ
た
く
違
う
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
狀
況
下
（
當
時
の
中
國
）
に
あ
っ
て
は
、
經
典
を
讀
む
と
い
う
こ
と
が
、
悟
り
、
あ
る
い
は
釋
尊
の
奧
義
に
觸

れ
る
、
唯
一
の
方
法
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
狀
況
も
、
理
性
か
ら
入
る
佛
敎
、
と
い
う
こ
と
と
大
き
く
關
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は

道
安
が
そ
の
よ
う
に
考
え
る
心
性
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
に
こ
そ
「
佛
典
注
釋
者
」
と
し
て
の
道
安
の
本
領
が
あ
り
、
そ

の
姿
勢
が
、
中
國
士
大
夫
の
心
性
に
う
ま
く
合
致
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
23
）
こ
れ
は
出
家
者
に
も
同
樣
の
發
言
が
見
ら
れ
る
。『
高
僧
傳
』
の
竺
法
蘭
傳
「
朔
言
有
徵
、
信
者
甚
衆
」。（
大
正
五
〇
、
三
二
三
上
）、
安
世

高
傳
「
正
値
巿
中
有
亂
、
相
打
者
誤
著
高
頭
、
應
時
隕
命
、
廣
州
客
頻
驗
二
報
、
遂
精
懃
佛
法
、
具
說
事
緣
、
遠
近
聞
知
、
莫
不
悲
慟
、
明

三
世
之
有
徵
也
。」（
大
正
五
〇
、
三
二
三
下
〜
三
二
四
上
）
を
參
照
。
結
局
、「
修
行
」
と
い
う
も
の
に
よ
る
一
つ
の
宗
敎
的
突
破
を
構
造

と
し
て
持
っ
て
い
た
時
期
あ
る
い
は
人
々
に
は
、
單
な
る
「
知
」
の
レ
ベ
ル
に
止
ま
ら
な
い
、
宗
敎
的
、
信
仰
的
な
佛
敎
へ
の
接
近
の
仕
方

が
あ
り
得
た
。
し
か
し
、
そ
れ
な
し
に
宗
敎
だ
信
仰
だ
と
言
っ
て
も
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
見
い
出
せ
る
の
か
。
蘇
東
坡
が
つ
ま
る
と
こ
ろ

佛
敎
を
信
じ
て
い
な
い
の
も
、
頭
だ
け
の
佛
敎
は
儒
敎
や
老
莊
と
レ
ベ
ル
は
か
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
彼
ら
自
身
も
分
か
っ
て
い
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
維
摩
經
の
登
場
が
、
士
大
夫
と
佛
敎
を
結
び
つ
け
る
上
で
大
き
な
轉
換
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
た
だ
、
出
家
在
家
と
い
う
外
面
に
と
ら
わ
れ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
の
は
い
か
に
も
そ
の
通
り
な
の
だ
が
（
中
嶋
隆
藏
『
六
朝
思
想
の
硏

究
・
士
大
夫
と
佛
敎
思
想
』〔
平
樂
寺
書
店
、
一
九
八
五
年
〕
上
篇
第
二
章
漢
末
魏
晉
閒
の
翻
譯
佛
典
第
三
節
『
阿
彌
陀
三
耶
三
佛
薩
樓
佛

檀
過
度
人
道
經
』
と
『
維
摩
詰
經
』
一
〇
九
頁
參
照
）
や
は
り
出
家
す
る
意
味
と
は
何
だ
っ
た
の
か
が
問
題
に
な
る
が
、
し
か
し
今
は
論
ず

る
準
備
が
な
い
。

（
24
）
そ
の
こ
と
は
、
信
が
强
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
あ
と
に
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
が
信
そ
の
も
の
を
主
題
的
に
考
え
る
こ
と
を

そ
れ
ほ
ど
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、『
法
苑
珠
林
』
の
「
歸
信
」
の
箇
所
を
見
る
と
よ
く
わ
か
る
。
た
と
え
ば
そ
の
述
意
部
は
、
最
初
こ
そ
「
夫

信
爲
道
原
功
德
之
母
。
智
是
出
世
解
脫
之
基
。
無
信
不
可
以
登
輕
舟
。
無
智
不
可
以
斷
微
惑
。
斯
道
顯
然
、
昇
沈
目
覩
。
數
見
愚
夫
不
信
業

因
能
生
報
果
。
謂
貧
富
自
然
苦
樂
天
性
。」（
大
正
五
三
、
四
三
八
下
）
と
す
る
も
の
の
、
あ
と
は
「
實
際
に
は
そ
う
い
う
例
が
ち
ゃ
ん
と
あ

る
」
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
の
み
で
、
信
と
は
何
か
を
說
こ
う
と
か
い
う
意
識
は
な
い
。
小
乘
部
、
大
乘
部
で
も
同
趣
で
、
感
應
緣
に
擧
げ
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ら
れ
る
三
つ
の
話
も
、
二
つ
は
死
後
に
生
者
の
も
と
に
や
っ
て
く
る
話
、
一
つ
は
旱
魃
で
雨
を
降
ら
せ
る
話
で
終
わ
っ
て
お
り
、
信
と
の
關

係
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
說
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
25
）
『
眞
誥
』
に
は
ま
た
、「
眞
人
歸
心
於
一
正
、
道
炁
標
任
於
永
信
、
心
歸
則
正
神
和
、
信
順
則
利
貞
兆
、
此
自
然
之
感
對
、
初
無
假
於
兩
際

也
。」（
卷
七
甄
命
授
第
三
）
と
も
見
え
る
。『
眞
誥
』
の
解
釋
は
、
吉
川
忠
夫
・
麥
谷
邦
夫
編
『
眞
誥
硏
究
・
譯
注
篇
』（
京
都
大
學
人
文
科

學
硏
究
所
、
二
〇
〇
〇
年
）
を
參
照
し
た
。

（
26
）
同
氏
『
抱
朴
子
內
篇
』（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
九
〇
年
）
二
八
六
頁
。

（
27
）
祕
儀
的
で
あ
る
こ
と
を
含
め
、
顧
歡
の
以
下
の
よ
う
な
指
摘
は
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
と
深
く
關
わ
る
問
題
で
あ
る
。「
佛
跡
光
大
宜
以
化
物
、

道
跡
密
微
利
用
爲
己
。」（『
南
齊
書
』
顧
歡
傳
引
夷
夏
論
）

（
28
）
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
佛
敎
側
に
祕
儀
的
な
も
の
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
『
法
苑
珠
林
』
呪
術
篇
な
ど
に
端
的
に
見
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
た
と
え
ば
そ
の
懺
悔
部
に
「
述
曰
、
夫
呪
是
三
世
諸
佛
所
說
。
若
能
至
心
受
持
。
無
不
靈
驗
。」（
大
正
五
三
、
七
三
五

上
）
と
あ
る
よ
う
に
、「
至
心
」
卽
ち
や
は
り
誠
信
な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
小
論
中
に
述

べ
る
よ
う
に
、
宗
敎
に
限
ら
ず
、
す
べ
て
超
越
的
な
る
も
の
に
對
す
る
彼
ら
の
基
本
的
な
姿
勢
で
あ
る
。

（
29
）
孫
綽
「
遊
天
台
山
賦
」
の
「
非
夫
遠
寄
冥
搜
、
篤
信
通
神
者
…
…
」（『
文
選
』
卷
一
一
）
も
こ
の
發
想
の
延
長
上
に
あ
る
。

（
30
）
『
禮
記
』
祭
義
篇
に
も
同
文
が
見
え
る
。

（
31
）
な
お
、
宗
炳
に
つ
い
て
若
干
の
注
記
を
し
て
お
く
。
旣
に
早
い
時
期
に
「
信
」
に
つ
い
て
自
覺
を
持
っ
て
い
た
か
と
思
わ
れ
る
宗
炳
で
あ
る

が
、
以
下
に
見
る
宗
炳
の
發
言
は
、
誠
信
と
い
う
、
本
來
の
儒
敎
の
德
―
あ
く
ま
で
も
自
ら
に
向
か
う
は
ず
の
「
誠
信
」
―
を
使
い
つ
つ
、

そ
れ
を
、
宗
敎
的
な
信
仰
と
し
て
の
誠
信
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
見
せ
な
い
で
使
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
注
目
さ
れ
る
。「
若
時
言
成
已
著

之
筌
、
故
慢
者
可
覩
。
光
明
發
由
觀
照
、
邪
見
無
緣
瞻
灑
。
今
覩
經
而
不
悛
其
慢
、
先
灑
夫
復
何
益
。
若
誠
信
之
賢
、
獨
朗
神
照
。
足
下
復

何
由
知
之
而
言
者
、
會
復
謂
妄
說
耳
。」（『
弘
明
集
』
卷
三
、「
答
何
衡
陽
難
釋
白
黑
論
」、
大
正
五
二
、
二
一
上
）

（
32
）
『
白
虎
通
』
號
に
「
謂
之
舜
者
何
。
舜
猶
僢
僢
也
。
言
能
推
信
堯
道
而
行
之
。」
と
い
う
文
章
が
あ
り
、
あ
る
い
は
堯
の
道
を
尊
重
信
賴
し

た
と
い
う
意
味
に
も
取
れ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
信
賴
し
た
の
は
堯
の
や
り
方
で
あ
り
、
堯
そ
の
人
で
は
な
い
。
な
お
、
後
代
に
な
れ
ば
「
信

聖
人
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
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（
33
）
至
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
發
言
で
あ
る
が
、
一
つ
だ
け
あ
げ
て
お
く
。「
詳
尋
兩
敎
、
理
歸
一
極
、
但
迹
有
左
右
、
故
敎
成
先
後
。」（『
南
齊

書
』
高
逸
傳
、
史
臣
曰
）
な
お
、
三
敎
を
融
合
的
に
（
敎
え
は
一
つ
だ
と
）
考
え
る
に
し
て
も
、
そ
れ
を
否
定
し
て
佛
敎
を
第
一
の
位
置
に

置
く
（
周
顒
が
そ
の
例
。
中
嶋
氏
前
揭
書
三
〇
九
頁
參
照
）
と
し
て
も
、
結
局
そ
れ
は
敎
理
上
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
宗
敎
上
の
こ
と
で
は
な

い
、
つ
ま
り
、
信
仰
に
關
わ
る
問
題
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
佛
敎
が
唯
一
無
上
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
と
、
佛
敎
を
信
仰
す
る
こ
と
を
、

同
一
に
考
え
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
觀
點
で
あ
る
。

（
34
）
『
廣
弘
明
集
』
序
に
も
同
趣
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。「
且
夫
信
爲
德
母
、
智
寔
聖
因
、
肇
祖
道
元
、
終
期
正
果
。」（
大
正
五
二
、
九
七
上
）

（
35
）
な
お
、「
家
」
と
し
て
佛
敎
を
奉
じ
て
い
た
、
と
い
う
側
面
は
、
ま
た
別
個
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
孫
昌
武
『
中
國
佛
敎
文
化
史
』

（
中
華
書
局
、
二
〇
一
〇
年
）
第
二
篇
第
五
章
三
「
士
族
的
佛
敎
信
仰
與
佛
敎
文
化
」
參
照
。

（
36
）
他
に
も
同
趣
の
記
事
が
『
晉
書
』
王
恭
傳
、
王
玄
謨
傳
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。
潘
桂
明
『
中
國
居
士
佛
敎
史
』（
中
國
社
會
科
學
出
版
社
、
二

〇
〇
〇
年
）
參
照
。
ま
た
、『
晉
書
』
苻
丕
傳
に
見
え
る
、
徐
儀
が
刑
に
臨
ん
で
觀
世
音
經
を
唱
え
る
話
に
つ
い
て
は
、
周
一
良
「
晉
書
札

記
・
觀
世
音
經
」（『
周
一
良
集
』
第
二
卷
〔
遼
寧
敎
育
出
版
社
、
一
九
九
八
年
〕
所
收
）
參
照
。
な
お
、
こ
の
周
氏
の
文
章
に
も
引
か
れ
て

い
る
が
、
牧
田
諦
亮
氏
編
『
梁
高
僧
傳
索
引
』（
平
樂
寺
書
店
、
一
九
七
二
年
）
の
「
觀
音
信
仰
」
の
項
目
（
三
七
五
頁
）
に
擧
げ
ら
れ
て
い

る
諸
例
も
參
照
さ
れ
た
い
が
、
本
稿
は
あ
く
ま
で
も
士
大
夫
の
信
仰
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
諸
例
に
つ
い
て
は
本
文
で
は
言

及
し
て
い
な
い
。

（
37
）
例
え
ば
、
菩
薩
行
は
、
そ
の
こ
と
自
體
に
意
味
が
あ
る
、
つ
ま
り
、
菩
薩
行
を
行
っ
て
佛
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
菩
薩

行
と
い
う
「
倫
理
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
人
閒
の
生
き
方
と
し
て
（
死
ん
だ
後
の
こ
と
は
考
え
な
い
）
菩
薩
と
し
て
の
生
き
方
を
選
ぶ
、

と
い
う
構
造
で
彼
ら
は
受
け
入
れ
、
實
踐
し
て
い
た
と
い
う
側
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
今
は
考
え
て
い
る
。

（
38
）
森
三
樹
三
郞
『
六
朝
士
大
夫
の
精
神
』（
同
朋
舍
、
一
九
八
六
年
）
Ⅰ
六
朝
士
大
夫
の
精
神
・
第
三
章
・
宗
敎
・
一
六
八
頁
。

（
39
）
同
氏
前
揭
書
下
編
第
一
章
第
二
節
「
周
顒
の
佛
敎
理
解
」（
１
）
信
仰
に
か
か
わ
る
側
面
、
二
九
六
―
二
九
七
頁
。

（
40
）
森
氏
前
揭
書
一
五
二
頁
。

（
41
）
從
っ
て
、「
此
皆
英
奇
超
洞
、
理
信
事
實
。
黃
華
之
聽
、
豈
納
雲
門
之
調
哉
。」（『
弘
明
集
』
卷
二
、
宗
炳
「
明
佛
論
」、
大
正
五
二
、
九
中
）

の
よ
う
に
、「
理
」
に
對
し
て
「
信
」
が
言
わ
れ
る
こ
と
に
は
、
相
當
な
違
和
感
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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道
敎
に
お
け
る
九
天
說
と
そ
の
周
邊
　

　
　
　
垣
　
內
　
　
智
　
之
　
　

　　　　
　
　
一
　
佛
敎
側
か
ら
の
批
判
に
見
る
道
敎
の
天
界
說

　　
長
期
に
わ
た
る
佛
道
論
爭
の
中
で
佛
敎
側
の
批
判
の
矛
先
は
道
敎
の
天
界
說（

１
）に

も
向
け
ら
れ
た
。
唐
の
玄
嶷
は
『
甄
正
論
』
に
お

い
て
、
甄
正
先
生
の
口
を
借
り
る
形
で
「
案
ず
る
に
靈
寶
の
僞
經
に
三
十
二
天
有
り
。
其
の
天
は
下
自
り
上
り
重
疊
し
て
之
を
置
く
」

（
大
正
五
二
、
五
六
一
下
）
と
、
道
經
に
三
十
二
の
天
が
垂
直
に
重
な
る
天
界
說
が
說
か
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
個
々
の
呼
稱
を
示
し

た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

則
ち
此
の
三
十
二
天
は
、
總
べ
て
是
れ
僞
り
て
立
つ
。
何
を
以
て
知
る
や
。
今
、
據
る
に
二
十
四
天
を
曇
誓
天
と
名
づ
け
、
第

三
十
一
天
を
梵
度
天
と
名
づ
く
。
竊
か
に
曇
梵
の
二
字
を
尋
ぬ
る
に
、
此
の
土
に
先
に
は
無
し
。『
玉
篇
』『
說
文
』『
字
林
』『
字

統
』
に
、
竟
に
此
の
字
無
し
。
曇
梵
の
二
字
は
本
と
佛
經
よ
り
出
づ
。
（
五
六
二
上
）

彼
は
佛
經
の
漢
譯
以
前
に
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
文
字
を
道
敎
側
が
用
い
て
い
る
と
し
て
、「
若
し
天
尊
の
靈
寶
等
の
經
を
說
く
こ
と
、

佛
法
東
流
の
前
に
在
ら
ば
、
此
の
字
は
未
だ
造
ら
れ
ず
。
如
何
が
天
名
に
預
め
用
い
ん
。
若
し
佛
法
の
後
に
於
い
て
せ
ば
、
卽
ち
是
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れ
佛
經
よ
り
偸
竊
す
」
（
同
右
）
と
述
べ
、
道
敎
の
天
界
說
は
佛
經
か
ら
盜
用
し
た
語
を
鏤
め
た
に
過
ぎ
ぬ
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
元
の
祥
邁
は
『
辯
僞
錄
』
に
お
い
て
、
道
敎
の
天
界
說
で
用
い
ら
れ
る
呼
稱
が
歷
代
の
天
文
地
理
の
書
に
見
ら
れ
な
い
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。

辯
じ
て
曰
は
く
、
夫
の
蛇
軀
牛
首
の
書
、
龍
師
鳳
紀
の
典
、
談
天
論
天
の
誥
、
括
地
輿
地
の
圖
、
甘
氏
『
星
經
』・
張
衡
『
靈
憲
』

を
詳
ら
か
に
す
る
に
、
三
淸
の
號
を
說
か
ず
、
大
羅
の
名
を
聞
か
ず
。
竝
び
に
是
れ
佛
經
に
依
傍
し
、
頭
を
改
め
尾
を
換
へ
、
他

の
名
相
を
採
り
て
、
粧
り
て
己
が
書
に
綴
る
。
（
大
正
五
二
、
七
五
四
下
）

そ
の
う
え
で
「
唯
だ
是
れ
張
道
陵
の
集
む
る
所
の
靈
寶
經
の
中
に
て
、
始
め
て
三
十
二
天
を
說
く
。
佛
神
呪
に

な
ら效

ひ
て
密
言
を
作
り
、

自
後
、
道
書
は
互
ひ
に
相
い
鼓
唱
し
て
、
空
枝
に
蔓
を
引
き
て
唯
だ
下
俗
を
誑
か
す
。
佛
敎
未
だ
來
ら
ざ
る
に
、
云
何
が
說
か
ざ
る

や
」
（
同
右
）
と
述
べ
、
や
は
り
道
敎
の
天
界
說
の
後
次
性
を
攻
め
る
の
で
あ
る
。

　
彼
ら
の
理
解
に
は
不
正
確
な
部
分
も
あ
り
、
ま
た
、
道
敎
の
天
界
說
が
佛
敎
か
ら
の
借
り
物
で
あ
る
と
す
る
批
判
も
特
に
目
新
し

い
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
六
朝
期
か
ら
遠
く
時
を
隔
て
た
唐
代
や
元
代
に
お
い
て
常
套
的
と
も
言
え
る
批
判
が
行
な
わ
れ
て
い

た
事
實
が
、
天
界
說
成
立
の
當
初
か
ら
內
包
し
て
い
た
脆
弱
性
に
對
し
て
道
敎
側
が
つ
い
ぞ
有
效
な
補
强
を
爲
し
得
な
か
っ
た
こ
と

を
物
語
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
興
味
深
い
。
ま
た
、
道
典
を
網
羅
的
に
讀
ん
で
い
た
こ
と
が
窺
え
る
二
人
が
と
も
に
、
道
敎
の
天

界
說
は
靈
寶
經（

２
）に

說
か
れ
る
と
い
う
認
識
に
も
と
づ
い
て
批
判
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
。

　
で
は
、
彼
ら
佛
敎
者
が
捉
え
た
道
敎
の
天
界
說
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

天
地
は
有
形
の
大
な
る
者
な
り
。
太
上
老
君
は
、
乃
ち
混
沌
の
祖
宗
、
天
地
の
父
母
な
り
。
故
に
能
く
淸
濁
を
分
布
し
、
天
地

を
開
闢
し
、
玄
元
始
の
三
氣
を
運
ら
せ
て
天
を
成
す
。
上
を
三
淸
三
境
と
爲
す
。
卽
ち
始
氣
を
玉
淸
境
と
爲
し
、
元
氣
を
上
淸

境
と
爲
し
、
玄
氣
を
太
淸
境
と
爲
す
。
又
た
三
淸
の
氣
は
各
お
の
三
氣
を
生
ず
る
を
以
て
、
合
し
て
九
氣
を
成
し
、
而
し
て
九

天
と
爲
す
。
第
一
鬱
單
天
、
第
二
上
禪
壽
無
量
壽
天
、
第
三
梵
藍
須
延
天
、
第
四
寂
然
兜
術
天
、
第
五
波
羅
尼
蜜
不
驕
樂
天
、
第
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六
洞
玄
化
應
聲
天
、
第
七
靈
化
輔
天
、
第
八
高
虛
淸
明
天
、
第
九
無
想
無
愛
天
。
此
れ
之
の
九
天
は
、
各
お
の
三
氣
を
生
じ
、
氣

ご
と
に
一
天
と
爲
し
、
合
し
て
二
十
七
天
。
此
の
九
天
と
通
じ
て
、
三
十
六
天
と
爲
す
。
（『
辯
僞
錄
』
七
五
四
中
）

右
に
よ
れ
ば
、
天
地
開
闢
の
と
き
、
玄
元
始
の
三
氣
か
ら
三
淸
境
が
生
ま
れ
、
三
淸
境
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
生
じ
た
三
氣
、
計
九
氣
が
九

天
と
な
り
、
さ
ら
に
九
天
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
生
じ
た
三
氣
、
計
二
十
七
氣
も
天
と
な
り
、
九
天
と
合
わ
せ
て
三
十
六
天
が
生
じ
た
と
す

る
の
が
道
敎
の
天
界
說
で
あ
る
と
い
う
。
祥
邁
は
繼
い
で
三
十
六
天
す
べ
て
の
呼
稱
を
提
示
す
る
な
か
で
、
三
十
六
天
が
下
か
ら
順

に
三
界
、
す
な
わ
ち
六
天
か
ら
成
る
欲
界
、
十
八
天
か
ら
成
る
色
界
、
四
天
か
ら
成
る
無
色
界
を
構
成
し
て
お
り
、
そ
の
上
に
は
四

天
か
ら
成
る
種
人
天（

３
）が

、
さ
ら
に
そ
の
上
に
は
三
淸
境
が
あ
り
、
最
上
を
大
羅
天
が
覆
い
、
そ
こ
に
玄
都
玉
京
が
あ
る
と
す
る
說
も

示
し
て
い
る
。『
甄
正
論
』
も
他
の
箇
所
で
は
三
十
六
天
に
も
言
及
し
て
い
る
う
え
、
兩
者
が
示
す
天
の
呼
稱
（
頁
五
四
別
表
Ⅰ
參
照
）

は
互
い
に
通
じ
合
う
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
彼
ら
は
同
樣
の
三
十
六
天
說
を
認
識
し
た
う
え
で
議
論
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

た
だ
、『
辯
僞
錄
』
で
は
九
天
が
三
十
六
天
に
含
ま
れ
る
と
述
べ
る
に
も
關
わ
ら
ず
、
三
十
六
天
の
呼
稱
の
ど
こ
に
も
右
文
に
引
く
九

天
の
呼
稱
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。
實
は
、
後
述
す
る
ご
と
く
、
九
天
說
か
ら
發
展
し
た
形
の
三
十
六
天
說
と
、
三
界
・
三
淸
境
・
大

羅
天
を
包
括
す
る
三
十
六
天
說
は
系
統
を
異
に
す
る
說
で
あ
り
、
祥
邁
は
こ
れ
ら
兩
者
を
混
同
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
祥
邁
は
道
敎
側
の
用
語
が
中
國
固
有
の
典
籍
に
見
え
な
い
點
を
突
く
一
方
で
、「『
太
玄
』
の
九
天
を
說
く
は
、
九
有
に
准

ず
。
道
家
の
虛
ろ
に
數
目
を
加
ふ
る
に
似
ず
」
（
七
五
四
下
）
と
も
述
べ
て
お
り
、
九
天
に
限
れ
ば
、
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
て
き
た
語

で
あ
り
、
揚
雄
の
『
太
玄
經
』
に
お
い
て
旣
に
ま
と
ま
っ
た
說
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
佛
敎
の
優
位
を

證
す
る
文
章
に
お
い
て
、
道
敎
の
天
界
說
の
由
來
を
佛
敎
以
外
に
も
求
め
た
の
は
、
そ
う
指
摘
せ
ざ
る
を
得
ぬ
ほ
ど
九
天
と
い
う
語

が
中
國
人
に
と
っ
て
馴
染
み
深
い
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
で
は
、
そ
の
九
天
を
道
敎
は
ど
の
よ
う
に
採
り
入
れ
て

自
ら
の
敎
理
に
組
み
込
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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二
　
『
無
上
祕
要
』
に
お
け
る
九
天

　　
古
來
、
中
國
で
は
、
天
を
水
平
方
向
に
九
分
す
る
說
と
、
垂
直
方
向
に
九
層
の
天
を
想
定
す
る
說
の
雙
方
に
お
い
て
、
同
じ
く
九
天

の
語
を
用
い
て
天
を
總
稱
し
て
い
た
。
こ
の
兩
種
の
九
天
說
が
混
在
す
る
狀
況
は
、
天
界
說
を
自
覺
的
に
整
理
し
た
『
淮
南
子
』「
天

文
訓
」
に
お
い
て
も
な
お
見
ら
れ
、「
何
を
か
九
野
と
謂
ふ
や
。
中
央
を
鈞
天
と
曰
ふ
、
其
の
星
は
角
・
亢
・
氐
」
な
ど
と
、
中
央
お

よ
び
八
方
位
の
天
の
呼
稱（

４
）と

、
そ
れ
ぞ
れ
に
配
當
さ
れ
る
星
宿
を
示
す
文
が
見
え
る
一
方
、
天
人
相
關
を
言
う
文
章
の
中
で
は
、「
天

に
九
重
有
り
て
、
人
に
亦
た
九
竅
有
り
」
と
、
九
層
の
天
を
想
定
し
た
表
現
も
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
例
も
含
め
て
、
水
平

と
垂
直
、
兩
種
の
九
天
說
を
諸
文
獻
の
中
に
辿
っ
て
い
く
と
、
垂
直
の
九
天
に
關
し
て
は
天
の
具
體
的
な
樣
子
を
描
寫
す
る
表
現
は

殆
ど
見
ら
れ
ず
、
他
方
、
水
平
の
九
天
で
は
、
個
々
の
天
に
樣
々
な
屬
性
が
付
與
さ
れ
る
傾
向
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
お
そ
ら
く

垂
直
の
九
天
は
、
當
初
、
果
て
し
な
く
上
方
へ
と
廣
が
る
天
を
表
し
た
素
朴
な
表
現
で
あ
り
、
九
と
い
う
數
字
も
究
極
を
表
す
語
と

し
て
冠
さ
れ
た
に
過
ぎ
ず
、
天
の
數
や
構
造
は
具
體
的
に
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
對
し
て
、
水
平
の
九

天
は
、
い
わ
ゆ
る
分
野
說
の
重
要
な
一
要
素
と
し
て
方
位
の
觀
念
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
當
初
か
ら
地

理
的
或
い
は
天
文
學
的
知
識
を
蹈
ま
え
て
整
理
さ
れ
て
い
た
が
た
め
に
、
時
の
經
過
と
と
も
に
肉
付
け
さ
れ
成
熟
し
て
い
く
餘
地
を

本
來
的
に
有
し
て
い
た
と
言
え
る
。
兩
種
の
九
天
說
は
全
く
異
な
る
槪
念
で
あ
り
な
が
ら
、
基
本
的
な
性
格
の
違
い
を
有
し
て
い
た

が
た
め
か
、
互
い
に
排
他
的
に
對
立
す
る
こ
と
な
く
併
存
す
る
狀
況
が
續
い
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
道
敎
に
お
け
る
九
天
說
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
章
所
引
『
辯
僞
錄
』
に
列
擧
さ
れ
た
鬱
單
天
を
始
め
と
す

る
九
つ
の
天
の
呼
稱
と
同
樣
の
も
の
は
複
數
の
道
典
に
見
ら
れ
る
が
、
北
周
の
武
帝
期
に
編
ま
れ
た
と
さ
れ
る
『
無
上
祕
要
』
卷
二

八
に
九
天
す
べ
て
の
呼
稱
が
網
羅
的
に
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
ま
ず
は
こ
れ
か
ら
檢
討
し
て
み
た
い
。

　
『
祕
要
』
卷
二
八
は
、「
九
天
生
神
章
品
」「
九
天
瓊
文
品
」
か
ら
成
り
、
そ
の
い
ず
れ
も
五
字
句
の
韻
文
九
章
を
主
た
る
內
容
と
し
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　　道敎における九天說とその周邊

て
い
る
（
以
下
、
こ
の
各
九
章
の
韻
文
を
、
そ
れ
ぞ
れ
九
天
生
神
章
、
九
天
瓊
文
と
總
稱
す
る
）
。
こ
れ
ら
兩
種
の
韻
文
は
、
道
藏
本
で
は
、

洞
玄
部
『
洞
玄
靈
寶
自
然
九
天
生
神
章
經
』
（
道
藏
一
六
五
册
、
以
下
、『
生
神
章
經
』
と
略
稱
す
る
）
お
よ
び
洞
眞
部
『
高
上
太
霄
琅
書

瓊
文
帝
章
經
』
（
道
藏
三
〇
册
、
以
下
、『
瓊
文
帝
章
經
』
と
略
稱
す
る
）
に
ほ
ぼ
同
文
が
見
え
る
ほ
か
、
複
數
の
道
典
に
引
か
れ
て
お
り
、

『
祕
要
』
の
時
期
か
ら
姿
を
殆
ど
變
え
る
こ
と
な
く
長
期
閒
に
亘
っ
て
傳
わ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
兩
者
と
も
章
題

に
九
天
の
呼
稱
を
一
つ
ず
つ
織
り
込
む
と
い
う
共
通
し
た
特
徵
を
備
え
て
は
い
る
が
、
提
示
さ
れ
る
天
の
呼
稱
に
は
少
し
く
違
い
が

存
す
る
。
こ
れ
ら
を
祥
邁
が
示
し
た
呼
稱
と
併
せ
て
比
較
す
る
と
、
第
一
か
ら
第
七
ま
で
は
相
互
に
類
似
が
認
め
ら
れ
る
一
方
、
第

八
と
第
九
に
つ
い
て
は
九
天
瓊
文
の
み
が
全
く
異
な
る
呼
稱
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

祥
邁
『
辯
僞
錄
』

『
祕
要
』
卷
二
八
「
九
天
生
神
章
品
」

『
祕
要
』
卷
二
八
「
九
天
瓊
文
品
」

鬱
單
天

鬱
單
无
量
天
生
神
章
第
一
　
帝
眞
胞
命
元
元
一
黃
演
之
炁（
５
）

鬱
單
无
量
天
王
瓊
文
第
一

上
禪
壽
無
量
壽
天

上
上
禪
善
无
量
壽
天
生
神
章
第
二
　
帝
眞
胎
命
元
洞
冥
紫
戶
之
炁

上
上
禪
善
无
量
壽
天
王
瓊
文
第
二

梵
藍
須
延
天

梵
監
須
延
天
生
神
章
第
三
　
帝
眞
魂
命
元
長
靈
明
仙
之
炁

梵
監
天
王
瓊
文
第
三

寂
然
兜
術
天

寂
然
兜
術
天
生
神
章
第
四
　
帝
眞
魄
命
元
碭
尸
冥
演
由
之
炁

寂
然
天
王
瓊
文
第
四

波
羅
尼
蜜
不
驕
樂
天

波
羅
尼
密
不
驕
樂
天
生
神
章
第
五
　
帝
眞
藏
府
命
元
五
仙
中
靈
之
炁

不
驕
樂
天
王
瓊
文
第
五

洞
玄
化
應
聲
天

洞
元
化
應
聲
天
生
神
章
第
六
　
帝
眞
靈
府
命
元
高
眞
冲
融
之
炁

化
應
聲
天
王
瓊
文
第
六

靈
化
梵
輔
天

靈
化
梵
輔
天
生
神
章
第
七
　
帝
眞
元
府
命
元
高
仙
洞
笈
之
炁

梵
寶
天
王
瓊
文
第
七

高
虛
淸
明
天

高
虛
淸
明
天
生
神
章
第
八
　
帝
眞
華
府
命
元
眞
靈
化
凝
之
炁

梵
摩
迦
夷
天
王
瓊
文
第
八

無
想
無
愛
天

无
想
无
結
无
愛
天
生
神
章
第
九
　
帝
眞
嶽
府
命
元
自
然
玄
照
之
炁

波
梨
答
惒
天
王
瓊
文
第
九
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と
こ
ろ
が
、『
祕
要
』
に
お
い
て
卷
二
八
以
外
の
例
を
辿
っ
て
い
く
と
、
例
え
ば
そ
の
名
も
「
昇
九
天
品
」
（
卷
九
八
）
で
は（

６
）、

す
べ

て
九
天
瓊
文
に
通
ず
る
呼
稱
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
實
は
、『
祕
要
』
で
は
、
稽
首
す
る
對
象
と
し
て
「
高
虛
淸
明
天
尊
」
と
「
无
愛

天
尊
」
の
名
を
擧
げ
る
卷
四
〇
所
引
の
儀
禮（

７
）が

、
九
天
生
神
章
と
同
樣
の
呼
稱
を
提
示
す
る
唯
一
の
例
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
『
祕

要
』
に
據
る
限
り
は
、
第
八
を
淸
明
天
、
第
九
を
無
愛
天
と
呼
稱
す
る
方
が
む
し
ろ
少
數
派
に
屬
す
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

出
『
洞
眞
九
丹
上
化
胎
精
中
記
經
』

出
『
洞
眞
九
眞
陽
符
』

出
『
洞
眞
外
國
放
品
經
』

第
一

△
鬱
單
无
量
天

△
鬱
單
无
量
天

　
鬱
單
無
量
天

第
二

△
上
上
禪
善
無
量
壽
天

　
上
上
禪
善
無
量
壽
天

　
上
上
禪
善
無
量
壽
天

第
三

△
須
延
天

△
梵
監
天

　
須
延
天

第
四

　
寂
然
天
　
　
　
　
　

　
兜
術
天
　
　
　
　
　

　
寂
然
天

第
五

　
不
驕
樂
天

　
不
驕
樂
天

　
不
驕
樂
天

第
六

△
化
應
聲
天

△
化
應
聲
天

　
化
應
聲
天

第
七

△
梵
寶
天
　

△
梵
寶
天

　
梵
寶
天

第
八

△
梵
摩
迦
夷
天

△
梵
摩
迦
夷
天

　
梵
摩
迦
夷
天

第
九

△
波
梨
答
惒
天

　
波
梨
答
惒
天

　
波
梨
答
惒
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
△
印
…
『
無
上
祕
要
』
に
引
か
れ
な
い
呼
稱
を
對
應
す
る
道
藏
本（
８
）に

よ
っ
て
補
っ
た
。

　
第
七
天
ま
で
の
呼
稱
に
共
通
性
が
認
め
ら
れ
、
源
を
同
じ
く
す
る
こ
と
は
確
實
で
あ
る
に
も
關
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
分
岐
が
生
じ

た
理
由
は
何
處
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
呼
稱
を
用
い
る
經
の
性
質
の
違
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　　道敎における九天說とその周邊

い
で
あ
る
。『
祕
要
』
卷
二
八
に
お
い
て
出
典
と
し
て
明
記
さ
れ
る
『
洞
玄
九
天
生
神
章
經
』
と
『
洞
眞
太
霄
琅
書
瓊
文
帝
章
』
を
、

道
經
の
成
立
時
期
を
考
え
る
指
標
と
な
る
『
洞
玄
靈
寶
三
洞
奉
道
科
戒
營
始
』
（
道
藏
七
六
一
册
）
に
著
錄
さ
れ
る
經
名
と
對
照
す
る

と
、
そ
れ
ぞ
れ
卷
四
「
靈
寶
中
盟
經
目
」
に
著
錄
さ
れ
る
『
太
上
洞
玄
靈
寶
九
天
生
神
章
經
』、
卷
五
「
上
淸
大
洞
眞
經
目
」
に
著
錄

さ
れ
る
『
上
淸
太
霄
琅
書
瓊
文
帝
章
』
に
相
當
す
る
と
推
定
さ
れ
る
。
同
樣
に
、『
祕
要
』
卷
九
八
所
引
の
道
經
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
上

淸
九
丹
上
化
胎
精
中
記
』『
上
淸
玉
珮
金
璫
太
極
金
書
』『
上
淸
外
國
放
品
靑
童
內
文
』
と
し
て
、
い
ず
れ
も
「
上
淸
大
洞
眞
經
目
」
に

著
錄
さ
れ
る
上
淸
經
に
相
當
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
靈
寶
經
で
は
第
八
・
九
天
を
淸
明
天
・
無
愛
天
と
呼
稱
し
、

上
淸
經
で
は
そ
れ
ら
を
梵
摩
迦
夷
天
・
波
梨
答
惒
天
と
呼
稱
し
た
の
だ
と
い
う
一
應
の
推
定
が
成
り
立
つ（

９
）。

時
代
が
下
る
と
混
亂
す

る
例
も
見
ら
れ
る（

10
）が

、
何
れ
か
の
系
統
か
ら
他
方
に
導
入
す
る
際
に
呼
稱
の
一
部
を
置
き
換
え
る
操
作
が
『
祕
要
』
以
前
に
行
な
わ

れ
た
こ
と
は
ま
ず
閒
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　
『
祕
要
』
に
は
九
天
の
用
例
が
實
に
多
く
、
固
有
名
詞
の
一
部
と
し
て
用
い
る
例
を
含
め
れ
ば
數
百
例
に
も
及
ぶ
。
た
だ
漠
然
と
天

を
指
す
語
と
し
て
用
い
た
例
か
ら
明
確
な
思
想
性
を
有
す
る
も
の
ま
で
、
そ
の
內
容
は
多
岐
に
亘
っ
て
お
り
、
そ
の
す
べ
て
を
檢
討
す

る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
こ
で
次
章
以
降
で
は
、『
祕
要
』
卷
二
八
・
九
八
に
引
く
經
と
そ
の
周
邊
に
絞
っ
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　　
　
　
三
　
『
瓊
文
帝
章
經
』「
九
天
元
始
號
」
に
お
け
る
九
天

　　
『
瓊
文
帝
章
經
』
で
は
、
九
天
瓊
文
の
前
に
、
九
天
個
々
の
名
稱
や
位
置
關
係
、
そ
れ
に
神
號
な
ど
を
詳
述
す
る
「
九
天
元
始
號
」

と
題
す
る
章（

11
）を

置
い
て
い
る
（
以
下
、「
元
始
號
」
と
略
稱
す
る
）
。
こ
の
章
は
明
ら
か
に
前
半
と
後
半
で
文
脈
に
斷
絕
が
見
ら
れ
る
な

ど
複
數
の
要
素
が
絡
み
合
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
說
は
い
ず
れ
も
『
祕
要
』
以
前
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る（

12
）。

第
三
天
を
ⓐ
梵
監
天
と
名
づ
く
。
一
名
ⓑ
須
延
天
。
天
上
に
又
た
別
に
三
天
の
號
を
置
き
、
梵
監
天
にし

た
が隸ふ

。
ⓒ
元
始
天
王
梵
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監
天
を
治
む
。
第
四
天
を
去
る
こ
と
ⓓ
六
百
七
十
二
萬
里
。
其
の
天
の
人
、
ⓔ
一
億
五
千
二
百
萬
歲
を
經
て
、
世
閒
の
ⓕ
二
千
歲

の
如
し
。
天
中
に
ⓖ
四
帝
眞
王
有
り
。
常
に
月
の
ⓗ
二
日
・
四
日
・
十
三
日
を
以
て
、
ⓘ
主
仙
玉
郞
を
遣
り
て
、
天
下
を
履
行

せ
し
む
。
上
道
を
精
修
し
、『
太
霄
琅
書
』
を
佩
び
、
齋
戒
し
て
經
を
誦
し
、
科
を
犯
さ
ず
、
名
の
帝
籙
に
書
か
る
る
者
有
ら
ば
、

梵
監
天
の
人
の
位
と
同
じ
く
す
る
を
得
。
科
を
犯
し
禁
に
違
ふ
有
ら
ば
、
四
司
の
糾
す
る
所
、
考
は
左
右
三
官
に
屬
す
。
此
の

日
に
至
ら
ば
、
淸
齋
し
、
平
旦
に
室
に
入
り
、『
梵
監
天
太
霄
琅
書
瓊
文
』
を
誦
す
る
こ
と
一
徧
、
則
ち
主
仙
玉
郞˜̃˜̃子˜̃˜̃を˜̃˜̃天˜̃˜̃王

˜̃˜̃に˜̃˜̃奏˜̃˜̃し
、
名
を
靑
宮
に
記
す
。
九
年
に
し
て
、
太
霄
飛
輪
に
乘
り（

13
）、

梵
監
天
に
上
昇
す
る
を
得
る
な
り
。
（
六
表
）

　
右
は
前
半
部
に
お
け
る
第
三
天
に
つ
い
て
の
敍
述
で
あ
る
。
他
の
八
天
に
つ
い
て
も
右
と
同
樣
の
形
式
で
述
べ
て
お
り
、
傍
線
部

の
名
稱
や
數
値
が
別
表
Ⅱ
（
頁
五
四
）
の
ご
と
く
入
れ
替
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
第
三
・
四
・
五
天
に
つ
い
て
、
提
示

さ
れ
る
天
の
呼
稱
と
異
稱
を
組
み
合
わ
せ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
九
天
生
神
章
が
用
い
る
呼
稱
に
相
當
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
一
般

に
、
後
れ
て
提
示
さ
れ
た
說
に
お
い
て
、
先
に
提
示
さ
れ
た
說
よ
り
複
雜
な
言
葉
を
用
い
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
九
天

生
神
章
が
用
い
る
複
雜
な
呼
稱
の
中
に
二
種
の
呼
稱
を
統
合
し
た
形
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
九
天
說
の
變
遷
を
考
え
る

う
え
で
一
定
の
示
唆
を
與
え
る
と
思
わ
れ
る
。

　
文
は
更
に
續
き
、
元
始
天
王
が
梵
監
天
を
治
め
る
こ
と
を
述
べ
た
う
え
で
、
隣
接
す
る
第
四
天
と
の
距
離
を
示
し
、
更
に
梵
監
天

に
住
ま
う
人
が
ど
れ
ほ
ど
長
壽
で
あ
る
か
を
述
べ
る
。
そ
し
て
、
四
帝
眞
王
が
主
仙
玉
郞
を
派
遣
し
て
「
天
下
を
履
行
」
さ
せ
る
特

定
の
日
に
、
修
行
者
が
潔
齋
し
て
『
瓊
文
』
を
唱
え
れ
ば
、
そ
の
名
が
使
者
に
よ
っ
て
天
王
に
報
吿
さ
れ
る
こ
と
、
修
行
を
九
年
續

け
れ
ば
梵
監
天
へ
の
昇
天
が
約
束
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
元
始
天
王
と
四
帝
眞
王
と
の
關
係
な
ど
不
明
瞭
な
點
が
い
く
つ
か
あ
る
も
の
の
、
右
の
文
章
は
、
元
始
天
王
に
從
屬
す
る
四
帝
眞

王
が
更
に
下
位
の
主
仙
玉
郞
を
派
遣
し
、
主
仙
玉
郞
が
最
上
位
の
元
始

•　天
•　王

に
報
吿
す
る
と
い
う
構
圖
で
讀
む
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
、
波
線
を
施
し
た
部
分
、
原
文
で
は
「
奏
子
於
天
王
」
と
い
う
表
現
は
第
一
天
か
ら
第
四
天
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
に
も
關
わ
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ら
ず
、
最
上
位
の
神
は
第
一
天
で
は
九
天

•　丈
•　人
、
第
二
天
で
は
九
天

•　眞
•　王
で
あ
る
か
ら
、「
天
王
」
に
報
吿
す
る
と
い
う
表
現
で
は
文

の
流
れ
が
惡
い
。
ま
た
、
第
五
天
以
降
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
四
天
王
」「
天
寶
帝
王
」「
高
上
帝
王
」「
大
明
眞
王
」「
四
帝
」
と
い
う
、
各

天
王
と
全
く
異
な
る
神
格
が
報
吿
相
手
と
し
て
提
示
さ
れ
て
お
り
、
第
三
天
に
見
ら
れ
る
構
圖
す
ら
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
混
亂
は
、
あ
る
程
度
の
ま
と
ま
り
を
有
し
て
い
た
文
章
を
改
變
す
る
過
程
で
生
じ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
改
變

は
二
種
の
記
述
を
繫
ぎ
合
わ
せ
る
と
い
っ
た
單
純
な
作
業
で
は
な
く
、
異
な
る
要
素
を
文
中
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
組
み
込
む
よ
う
に

行
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
各
天
の
呼
稱
を
示
し
た
後
に
は
い
ず
れ
も
「
天
上
に
又
た
別
に
三
天
の
號
を
置
」
く
と
い
う

表
現
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
天
の
呼
稱
と
そ
の
司
神
の
名
を
示
す
途
中
に
置
く
の
は
唐
突
な
感
が
否
め
な
い
。
し
か
も
、
九
天
す
べ

て
に
つ
い
て
述
べ
た
後
に
も
「
其
の
天
は
別
に
三
天
を
置
く
。
三
天
と
は
皆
な
九
天
の
別
號
な
り
。
合
し
て
三
十
六
天
な
り
」
（
一

〇
表
）
と
い
う
同
趣
旨
の
言
葉
が
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
過
剩
な
ま
で
に
同
じ
表
現
を
繰
り
返
す
こ
と
の
必
然
性
に
疑
問
を
感
じ

ざ
る
を
得
な
い
。
お
そ
ら
く
本
來
は
組
み
込
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
三
十
六
天
說
を
そ
こ
に
書
き
加
え
る
際
に
無
理
が
生
じ
た
の
で
あ

ろ
う
。
九
天
そ
れ
ぞ
れ
が
四
天
ず
つ
の
組
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
象
徵
す
る
四
玉
帝
君
や
四
天
帝
王
な
ど
四
を
冠
し
た
神
格
と
各
天

王
と
の
關
係
が
明
確
で
な
い
こ
と
も
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、「
其
の
天
の
人
、
一
億
五
千
二
百
萬
歲
を
經
る
も
、
世
閒
の
二
千
歲
の
如
し
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
の
天
に
住
ま
う
人

の
壽
命
が
一
億
五
千
二
百
萬
歲
で
あ
り
、
そ
れ
が
人
閒
界
の
二
千
年
に
相
當
す
る
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
と
見
ら
れ
る
。
異
本
で
あ
る

『
洞
眞
太
上
太
霄
琅
書
』
（
道
藏
五
九
册
）
卷
一
が
「
經
」
を
「
壽
」
に
作
り
、
壽
命
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い

る
の
が
そ
の
傍
證
と
な
る（

14
）。

天
ご
と
に
異
な
る
天
人
の
壽
命
は
『
祕
要
』『
瓊
文
帝
章
經
』『
洞
眞
太
上
太
霄
琅
書
』
の
閒
で
數
値
が
少

し
ず
つ
異
な
っ
て
い
る
う
え
、
そ
の
い
ず
れ
を
採
用
し
て
も
明
確
な
法
則
性
を
導
き
得
な
い
が
、
第
一
天
の
そ
れ
を
最
も
短
く
設
定

し
、
以
降
、
第
九
天
ま
で
順
に
長
く
設
定
し
よ
う
と
す
る
意
圖
が
は
た
ら
い
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。「
元
始
號
」
の
敍
述
に
は
、

形
式
の
上
で
は
い
ず
れ
の
天
を
も
特
別
視
す
る
姿
勢
は
見
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
天
に
住
ま
う
天
人
の
壽
命
に
長
短
が
あ
る
と
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す
れ
ば
、
各
天
の
閒
に
は
優
劣
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
優
劣
は
、
九
天
相
互
の
位
置
關
係
に
も
直
結
し
て

い
る
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
九
天
は
價
値
的
に
も
位
置
的
に
も
第
九
天
を
最
高
位
と
す
る
一
つ
の
體
系
と
し
て
構

想
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
古
來
、
九
重
の
天
は
極
め
て
素
朴
な
槪
念
で
あ
り
、
そ
の
構
造
は
お
ろ
か
實

際
に
層
を
成
し
て
い
る
か
否
か
さ
え
明
確
に
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
だ
が
、
こ
れ
を
道
敎
的
に
具
現
化
し
た
九
天
說
に
お
い
て
は
、

各
天
の
司
神
や
各
天
相
互
の
距
離
ま
で
も
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
示
さ
れ
る
距
離
に
は
不
自
然
な
點
も
あ
る
。
九

天
說
に
織
り
込
ま
れ
る
數
値
と
し
て
は
九
天
を
象
徵
す
る
九
の
倍
數
こ
そ
が
相
應
し
い
が
、
列
擧
さ
れ
る
數
値
は
ど
れ
一
つ
と
し
て

九
の
倍
數
で
は
な
く
、
第
九
天
に
提
示
さ
れ
る
桁
外
れ
に
大
き
な
數
値
を
除
け
ば
、
す
べ
て
八
の
倍
數
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

數
値
か
ら
萬
の
字
を
取
り
去
っ
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
推
測
に
過
ぎ
な
い
が
、
同
樣
に
す
べ
て
八
の
倍
數
で
あ
る

天
人
の
壽
命
も
含
め
、
こ
れ
ら
の
數
値
は
八
を
基
調
と
す
る
何
ら
か
の
說
か
ら
借
り
受
け
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
梵
監
天
に
つ
い
て
の
敍
述
に
、
四
帝
眞
王
が
主
仙
玉
郞
を
派
遣
し
て
「
天
下
を
履
行
」
さ
せ
る
こ
と
を
說
く
一
節
が
あ
る
こ

と
は
旣
に
觸
れ
た
。
そ
こ
で
言
う
「
天
下
」
は
、
こ
の
一
文
の
み
を
取
り
出
し
て
讀
め
ば
梵
監
天
の
「
天
下
」
の
み
を
指
す
こ
と
に
な

ろ
う
が
、
派
遣
さ
れ
た
使
者
は
人
閒
界
に
住
む
修
行
者
の
努
力
を
も
認
知
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
天
下
」
は
人
閒
界
を
含
む

九
天
世
界
全
體
を
指
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
情
は
他
の
八
天
に
つ
い
て
も
同
樣
で
あ
る
か
ら
、
各
天
か
ら
派
遣
さ
れ
る
使

者
が
そ
れ
ぞ
れ
一
箇
月
に
三
日
ず
つ
、
九
天
世
界
全
體
を
「
履
行
」
す
る
こ
と
に
な
る
。
九
天
に
位
の
高
下
が
存
す
る
以
上
、「
履
行
」

す
る
の
は
當
該
の
天
よ
り
下
の
世
界
に
と
ど
ま
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
天
よ
り
も
下
に
位
置
す
る
人
閒
界
に
は
す
べ
て
の

使
者
が
一
箇
月
に
三
日
ず
つ
訪
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
修
行
者
が
『
瓊
文
』
を
讀
誦
し
て
い
る
こ
と
を
梵
監
天
の
主
仙

玉
郞
に
認
知
し
て
も
ら
う
機
會
は
一
箇
月
に
三
回
の
み
に
と
ど
ま
る
が
、
他
の
八
天
の
使
者
の
分
を
含
め
れ
ば
、
殆
ど
す
べ
て
の
日

に
認
知
し
て
も
ら
う
機
會
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
確
か
に
、
一
つ
の
天
單
位
で
考
え
れ
ば
一
箇
月
に
三
日
の
み
で
あ
る
こ
と
に
變

わ
り
は
な
く
、
ま
た
、
九
年
と
い
う
長
き
に
亘
っ
て
修
行
を
續
け
る
の
は
竝
大
抵
の
こ
と
で
は
な
い
が
、
指
定
日
の
希
少
性
は
修
行
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の
價
値
に
直
結
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
か
ら
、
昇
天
の
機
會
が
こ
れ
ほ
ど
多
い
こ
と
に
は
首
を
か
し
げ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
も
第
一

天
と
第
九
天
の
「
履
行
」
日
が
每
月
朔
日
に
重
な
っ
て
い
る
點
、
ま
た
、
最
高
位
の
第
九
天
に
昇
る
こ
と
が
修
行
者
に
と
っ
て
最
も
望

ま
し
い
は
ず
で
あ
る
に
も
關
わ
ら
ず
、
各
天
に
昇
る
修
行
法
に
難
易
の
差
が
全
く
設
定
さ
れ
て
い
な
い
點
な
ど
も
不
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
に
見
た
ご
と
く
、
數
値
が
九
を
象
徵
し
て
い
な
い
こ
と
や
、
修
行
法
が
九
天
の
構
造
に
卽
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど
、「
元
始
號
」

の
前
半
部
に
は
い
く
つ
も
不
自
然
な
點
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
天
に
名
稱
を
與
え
る
こ
と
で
九
重
の
天
を
道
敎
的
に
具
現
化

し
よ
う
と
す
る
過
程
に
お
い
て
、
九
天
相
互
の
距
離
や
、
天
界
の
使
者
が
修
行
者
の
善
行
を
認
知
し
て
く
れ
る
と
い
う
觀
念
な
ど
を

採
り
入
れ
て
說
に
厚
み
を
出
そ
う
と
試
み
た
も
の
の
、
結
局
は
深
い
思
索
に
基
づ
く
こ
と
な
く
、
空
欄
を
埋
め
る
が
ご
と
き
作
業
に

よ
っ
て
形
を
整
え
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
如
實
に
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　
こ
う
し
た
限
界
を
は
ら
み
な
が
ら
も
、
一
應
は
完
結
し
た
體
裁
を
具
え
て
い
る
前
半
部
に
續
い
て
、「
元
始
號
」
で
は
「
上
道
を
修

行
し
、
仙
を
求
め
、
世
を
度
す
る
に
、
宜
し
く
天
王
の
諱
字
を
知
る
べ
し
。
知
ら
ば
、
九
天
は
名
を
玄（

15
）に

列
す
」
（
十
裏
）
な
ど
と
述

べ
た
う
え
で
、
後
半
部
に
お
い
て
天
王
の
姓
諱
や
衣
裳
な
ど
を
細
か
く
示
し
て
い
る
。

ⓐ
第
一
鬱
單
无
量
天
王
、
姓
ⓑ
混
、
諱
ⓒ
毅
気
。
衣
ⓓ
九
色
无
縫
自
然
斑
文
之
裘
、
頭
戴
ⓔ
耀
精
日
圓
、
治
天
ⓕ
無
映
玄
臺
紫
戶

之
內
。
左
右
侍
眞
玉
女
ⓖ
九
萬
人
。
（
十
裏
）

右
が
第
一
天
に
關
す
る
敍
述
の
す
べ
て
で
あ
り
、
例
に
よ
っ
て
同
じ
敍
述
形
式
が
他
の
八
天
に
つ
い
て
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
（
各

要
素
は
頁
五
四
別
表
Ⅲ
參
照
）
。
こ
こ
に
示
さ
れ
る
情
報
は
前
半
部
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
か
ら
內
容
的
に
齟
齬
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
天
王
の
諱
字
を
知
る
こ
と
が
昇
仙
の
鍵
で
あ
る
と
い
う
結
節
點
の
言
葉
は
、
前
半
部
の
發
想
に
そ
ぐ
わ
な
い

う
え
、
後
半
部
に
は
諱
字
で
は
な
く
姓
諱
が
說
か
れ
て
い
る
と
い
う
點
か
ら
見
て
も
、
前
後
を
無
理
に
繫
ご
う
と
し
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
後
半
部
は
前
半
部
と
別
個
に
成
立
し
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
後
半
部
を
見
渡
す

と
九
天
王
の
諱
に
は
雨
冠
を
冠
し
た
見
慣
れ
ぬ
文
字
が
竝
ん
で
お
り
、
天
王
を
神
祕
化
せ
ん
と
す
る
意
圖
が
看
取
さ
れ
る
と
は
言
え
、
37



や
は
り
各
天
の
位
の
高
下
や
相
互
の
關
連
性
を
示
す
要
素
は
極
め
て
希
薄
で
あ
り（

16
）、

た
だ
單
に
言
葉
を
竝
べ
た
と
い
う
感
は
否
め
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
單
調
な
敍
述
を
手
が
か
り
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
經
と
の
興
味
深
い
つ
な
が
り
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

六
月
に
鬱
單
無
量
天
の
氣
を
受
く
。（
中
略
）
眼
を
閉
じ
て
、
鬱
單
無
量
天
王
、
姓
混
、
諱
霜
毅
畿
の
、
九
色
無
縫
自
然
斑
文
の

裘
を

き衣
、
頭
に
耀
精
日
圓
冠
を
戴
き
、
九
驎
瓊
輪
に
乘
り
、
玉
仙
二
十
四
人
を
從
へ
、
下
り
て
兆
の
身
の
絳
宮
の
中
に
入
る
を

思
へ
。（
後
略
）
右
出
『
洞
眞
九
丹
上
化
胎
精
中
記
』
　
（『
祕
要
』
卷
九
二
、
道
藏
七
七
八
册
、
七
表
）

　
こ
こ
で
六
月
に
存
思
す
べ
き
對
象
と
し
て
示
さ
れ
る
鬱
單
無
量
天
王
の
姓
諱
や
衣
裝
な
ど
は
、「
元
始
號
」
後
半
に
見
ら
れ
る
も
の

と
酷
似
し
て
い
る
が
、『
祕
要
』
は
こ
れ
を
『
瓊
文
帝
章
經
』
で
は
な
く
『
洞
眞
九
丹
上
化
胎
精
中
記
』
か
ら
引
い
て
い
る
。
實
は
前

章
で
觸
れ
た
『
祕
要
』
卷
九
八
「
昇
九
天
品
」
に
引
く
『
洞
眞
九
丹
上
化
胎
精
中
記

•　經
』
の
文
も
右
と
一
連
の
も
の
で
あ
り
、
そ
こ

に
收
め
る
の
は
二
月
と
三
月
の
記
述
で
あ
る
。

　
道
藏
所
收
文
獻
の
な
か
で
、
こ
の
經
の
流
れ
を
汲
む
と
見
ら
れ
る
正
一
部
『
上
淸
九
丹
上
化
胎
精
中
記
經
』
（
以
下
、『
胎
精
中
記
』

と
略
稱
す
る
）
で
は
、
一
連
の
文
章
の
前
に
次
の
よ
う
な
文
章
を
置
い
て
い
る
。

凡
そ
上
學
の
士
は
、
先
ず
は
身
中
三
關
の
結
を
解
か
ざ
る
莫
し
。
結
を
解
く
の
道
は
、
又
た
當
に
常
に
胎
を
結
ぶ
の
月
を
以
て
、

本
元
を
哺
養
し
て
、
死
節
を
し
て
沈
消
し
、
九
眞
を
し
て
靈
を
鎭
め
し
む
。
眞
氣
旣
に
降
ら
ば
、
則
ち
自
ら
長
生
し
、
氣
像
相

い
應
ず
れ
ば
、
則
ち
學
ば
ず
し
て
成
る
。
此
の
道
を
行
な
ふ
に
、

も

し
假
令
七
月
に
生
ま
る
れ
ば
、
則
ち
十
月
に
胎
す
。
（『
胎
精
中

記
』、
一
六
裏
）

　
人
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
、
死
を
招
く
要
素
で
あ
る
結
を
身
中
に
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
取
り
除
か
な
い
限
り
長
生
は
望
め
な
い
。
こ

の
結
は
人
閒
が
受
胎
し
て
か
ら
誕
生
す
る
ま
で
の
過
程
に
お
い
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
九
天
の
氣
を
正
し
く
受
け
つ
つ
、
誕

生
ま
で
の
過
程
を
辿
り
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
結
を
解
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
『
胎
精
中
記
』
の
基
本
的
な
主
張
で
あ
る
。
そ
し
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て
、
誕
生
ま
で
の
過
程
を
辿
り
直
す
た
め
に
は
、
例
え
ば
七
月
生
ま
れ
の
人
は
逆
算
し
て
受
胎
の
月
で
あ
る
十
月
か
ら
修
行
を
始
め

る
の
だ
と
述
べ
た
う
え
で
、
十
月
か
ら
順
に
月
ご
と
に
行
な
う
べ
き
修
行
法
を
詳
說
す
る
の
で
あ
る（

17
）。

ⓐ
十
月
、
胎
則
受
波
梨
答
惒
天
之
氣
。
當
以
十
月
一
日
平
旦
、
十
一
日
正
中
、
二
十
一
日
夜
半
、
一
月
三
日
三
時
、
香
湯
沐
浴
、

燒
香
、
依
其
日
時
入
室
、
向
西
北
九
拜
、
朝
九
天
元
父
、
東
南
三
拜
、
朝
九
天
玄
母
。
還
向
月
建
、
平
坐
、
叩
齒
三
十
六
通
。
閉

眼
、
思
ⓑ
波
梨
答
惒
天
王
、
姓
ⓒ
玉
、
諱
ⓓ
靈
汽
、
衣
ⓔ
九
色
無
縫
玄
雲
寶
裘
、
頭
戴
ⓕ
无
極
流
黃
塡
星
飛
精
之
冠
、
乘
五
色

雲
輿
、
從
ⓖ
太
玄
玉
童
十
二
人
來
、
下
入
兆
身
中
、
鎭
ⓗ
泥
丸
宮
。
存
見
碧
色
之
雲
、
鬱
鬱
冠
布
兆
身
。
良
久
、
仍
口
引
雲
氣

九
咽
、
微
祝
曰
、
（『
胎
精
中
記
』、
一
七
表
）

た
だ
、
詳
說
す
る
と
は
言
う
も
の
の
、
や
は
り
繰
り
返
し
の
手
法
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
月
ご
と
に
呼
稱
な
ど
（
頁
五
五
別
表
Ⅳ
參
照
）

を
入
れ
替
え
る
の
み
で
あ
る
が
、
興
味
深
い
の
は
、「
元
始
號
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
九
天
の
呼
稱
を
擧
げ
る
文
獻
で
は
鬱
單
無
量
天

か
ら
順
に
述
べ
る
の
が
通
例
で
あ
る
の
に
對
し
て
、『
胎
精
中
記
』
で
は
、
波
梨
答
惒
天
王
の
氣
か
ら
順
に
受
け
る
べ
き
と
述
べ
て
い

る
點
で
あ
る
。
人
の
誕
生
過
程
を
遠
い
世
界
か
ら
人
閒
世
界
へ
近
づ
い
て
く
る
過
程
と
捉
え
、
遠
い
世
界
の
氣
か
ら
順
に
受
け
る
こ

と
で
そ
れ
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、『
胎
精
中
記
』
に
お
い
て
も
波
梨
答
惒
天
を
最
上
と
す
る
垂
直
方
向
の
九
天
が
想
定
さ

れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
該
經
に
お
い
て
同
じ
く
九
天
王
の
姓
諱
を
擧
げ
る
別
の
箇
所
で
は
、
身
體
上
部
の
結
を

解
く
た
め
に
鬱
單
无
量
天
王
・
上
上
禪
善
無
量
壽
天
王
・
須
延
天
王
を
存
思
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
、
九
天
の
上
下
を
取
り

違
え
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
同
一
の
經
に
お
い
て
、
同
じ
姓
諱
を
、
あ
た
か
も
新
し
い
情
報
で
あ
る
か
の
よ
う

に
繰
り
返
し
て
引
く
の
は
不
自
然
で
あ
る
う
え
、
そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
「
元
始
號
」
に
は
見
ら
れ
な
い
要
素
が
附
加
さ
れ
て
お

り
、
ま
た
、
表
現
が
よ
り
複
雜
で
あ
る
こ
と
か
ら
判
斷
す
れ
ば
、『
胎
精
中
記
』
に
お
け
る
九
天
に
關
す
る
敍
述
は
「
元
始
號
」
後
半

部
よ
り
も
後
れ
て
成
立
し
た
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
九
天
王
の
神
祕
的
な
姓
諱
の
導
入
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
次
に
擧
げ
る
の
は
『
祕
要
』
卷
一
六
の
例
で
あ
る
が
、
そ
の
出
典
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と
さ
れ
る
『
洞
眞
外
國
放
品
經
』
も
、『
祕
要
』
卷
九
八
「
昇
九
天
品
」
に
引
か
れ
る
道
經
と
し
て
先
に
觸
れ
た
上
淸
經
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
三
十
六
の
天
王
に
つ
い
て
、
天
王
の
名
を
四
位
ず
つ
示
し
、
そ
の
四
天
王
に
關
す
る
短
い
文
章
を
添
え
る
形
が
九
回
繰
り
返

さ
れ
て
い
る
。

　
　
鬱
單
无
量
天
、
天
王
姓
混
、
諱
霜
気
畿
。

　
　
无
形
淸
微
天
、
天
王
姓
馮
、
諱
提
河
沙
。

　
　
波
羅
摩
耨
天
、
天
王
姓
雲
、
諱
金
零
。

　
　
无
景
億
羅
天
、
天
王
姓
王
、
諱
阿
衞
。

　
　
右
四
天
王
在
高
一
玉
淸
之
上
。
四
天
王
恆
以
八
節
月
朔
之
日
、
遊
觀
高
上

　
　
玉
淸
无
崖
无
極
无
形
无
色
太
空
之
巓
、
誦
詠
四
天
之
音
飛
玄
之
章
。
其
日

　
　
符
四
司
、
周
行
天
下
。
學
仙
之
人
、
有
齋
戒
誦
經
、
朝
禮
諸
天
者
、
卽
刻

　
　
名
玄
億
、
注
錄
靑
宮
。
…
…

　
　
右
出
『
洞
眞
外
國
放
品
經
』
（『
祕
要
』
卷
一
六
、
道
藏
七
六
九
册
、
一
表
）

道
藏
中
で
こ
れ
に
對
應
す
る
正
一
部
『
上
淸
外
國
放
品
靑
童
內
文
』
卷
下
「
高
上
九
玄
三
十
六
天
內
音
」
（
道
藏
一
〇
四
一
册
、
五
表
、

以
下
、『
外
國
放
品
』
と
略
稱
す
る
）
で
は
、
畫
像
で
示
し
た
と
お
り
、
四
天
王
の
示
し
方
が
『
祕
要
』
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
う

え
、
文
字
も
一
部
で
違
い
が
見
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
鬱
單
天
王
の
姓
諱
が
「
元
始
號
」
に
見
ら
れ
た
そ
れ
に
酷
似
し
て
い
る
と

い
う
點
で
は
同
じ
で
あ
る
。
別
表
Ⅴ
（
頁
五
五
）
に
ま
と
め
た
よ
う
に
、
九
組
計
三
十
六
天
王
の
う
ち
、
各
組
の
筆
頭
に
當
た
る
第
五

天
な
ど
◎
印
を
附
し
た
と
こ
ろ
に
も
「
元
始
號
」
と
同
樣
の
姓
諱
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
「
元
始
號
」
前

半
部
に
說
く
三
十
六
天
說
、
す
な
わ
ち
九
天
そ
れ
ぞ
れ
に
三
天
ず
つ
が
從
屬
す
る
樣
子
を
具
現
化
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
の
組
に
お
い
て
、
鬱
單
天
王
以
外
の
三
天
王
に
、
鬱
單
天
王
と
は
明
ら
か
に
均
衡
を
缺
く
諱
が
與
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
鬱
單
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天
と
他
の
三
天
の
關
係
を
表
現
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
四
天
王
の
姓
諱
を
擧
げ
た
後
に
置
か
れ
る
文
に
つ
い
て
見
れ
ば
、『
外
國
放
品
』
に
は
前
引
『
祕
要
』
に
見
ら
れ
な
い
要
素
（
左
引

用
傍
線
部
）
が
含
ま
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
四
天
王
が
特
定
の
日
に
使
者
を
「
天
下
」
に
派
遣
し
、
齋
戒
し
て
經
を
誦
し
て
い
る
修
行

者
を
見
つ
け
さ
せ
る
と
い
う
主
旨
に
變
わ
り
は
な
い
。

四
天
の
音
は
元
始
自
然
の
氣
に
し
て
、
高
上
玉
淸
の
上
に
在
り
。
四
天
王
は
常
に
八
節
・
月
朔
の
日
を
以
て
、
高
上
玉
淸
无
崖
无

極
无
形
无
色
太
空
の
巓
を
遊
觀
し
、
四
天
の
音
・
飛
玄
の
章
を
誦
詠
す
。
其
の
日
、
四
司
に
符
し
て
天
下
を
周
行
せ
し
む
。
仙

を
學
ぶ
の
人
、
齋
戒
し
經
を
誦
し
、
諸
天
に
朝
禮
す
る
者
有
ら
ば
、
卽
ち
名
を
玄
億
に
刻
み
、
錄
を
靑
宮
に
注
す
。
壽
は
四
天

の
人
と
同
じ
く
し
、
九
年
に
し
て
飛
行
し
、
白
日
に
昇
天
す
。
（『
外
國
放
品
』
卷
下
、
五
裏
）

こ
の
主
旨
も
明
ら
か
に
「
元
始
號
」
前
半
部
を
承
け
て
い
る
が
、
一
位
の
天
王
に
つ
い
て
の
記
述
を
四
天
王
に
適
用
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
焦
點
が
ぼ
や
け
て
し
ま
っ
た
感
は
否
め
な
い
。
ま
た
、
四
天
の
人
と
同
じ
壽
命
が
得
ら
れ
る
と
し
な
が
ら
、
そ
の
壽
命
が
示
さ
れ

て
い
な
い
と
こ
ろ
も
、
三
十
六
天
說
を
構
築
し
よ
う
と
い
う
試
み
が
九
天
說
の
修
辭
を
借
り
る
と
こ
ろ
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、「
元
始
號
」
に
お
い
て
三
十
六
天
に
言
及
す
る
前
半
部
は
、
天
王
の
姓
諱
を
提
示
す
る
後
半
部
と
は
成
立
の
經
緯
を
異

に
し
て
い
た
が
、
こ
の
あ
た
り
の
記
述
は
明
ら
か
に
前
後
半
兩
方
の
內
容
を
蹈
ま
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
三
十
六
天
說
の
成
立

は
、
九
天
に
關
す
る
二
種
の
說
を
併
記
し
た
「
元
始
號
」
よ
り
後
れ
る
の
は
確
實
な
の
で
あ
る
。
と
て
も
成
功
し
て
い
る
よ
う
に
は

見
え
な
い
の
だ
が
、
第
二
に
淸
微
天
、
第
六
に
禹
餘
天
の
名
が
見
ら
れ
る
と
お
り
、
三
淸
境
を
そ
の
內
に
含
も
う
と
試
み
ら
れ
て
い

る
こ
と
も
、
樣
々
な
天
說
が
或
る
程
度
ま
で
出
揃
っ
た
後
に
書
か
れ
た
こ
と
を
證
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
、
道
敎
獨
自
の
九
天
說
を
構
築
す
る
試
み
に
つ
い
て
「
元
始
號
」
を
例
に
と
っ
て
檢
討
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
提
示
さ
れ

た
九
天
說
は
、
九
天
相
互
の
距
離
や
各
天
の
司
神
が
設
定
さ
れ
て
い
る
點
で
古
來
の
九
天
說
か
ら
の
發
展
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
そ
の
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試
み
が
單
發
的
に
終
わ
る
こ
と
な
く
、
同
樣
の
枠
組
み
が
複
數
の
經
に
導
入
さ
れ
、
更
に
新
た
な
展
開
を
見
せ
た
と
い
う
事
實
は
確

認
さ
れ
た
。
た
だ
、
新
た
な
展
開
と
い
う
點
で
は
、
人
が
誕
生
す
る
過
程
に
な
ぞ
ら
え
て
九
天
の
氣
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言

わ
ば
「
生
ま
れ
直
す
」
と
い
う
『
胎
精
中
記
』
の
所
說
が
注
目
さ
れ
る
も
の
の
、
こ
れ
は
九
天
說
の
派
生
的
な
發
展
と
言
う
べ
き
も

の
で
あ
っ
て
、
九
天
說
そ
の
も
の
の
發
展
、
例
え
ば
九
天
全
體
の
構
造
や
各
天
の
情
景
を
具
體
的
に
述
べ
る
と
い
っ
た
展
開
は
、
周

邊
の
經
を
含
め
て
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ず
、
結
局
は
、
各
天
に
關
し
て
空
欄
を
埋
め
る
が
ご
と
く
規
則
的
に
言
葉
を
羅
列
す
る

段
階
に
止
ま
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
次
な
る
課
題
は
『
瓊
文
帝
章
經
』
の
中
核
た
る
九
天
瓊
文
に
お
い
て
九
天

が
ど
う
說
か
れ
て
い
る
か
を
分
析
す
る
こ
と
な
の
だ
が
、
難
解
な
表
現
で
綴
ら
れ
た
韻
文
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
完
全
に
理
解
す
る

の
は
容
易
で
は
な
い
。
こ
れ
は
九
天
瓊
文
と
竝
ん
で
『
祕
要
』
卷
二
八
に
收
め
ら
れ
る
九
天
生
神
章
に
つ
い
て
も
同
樣
で
あ
る
。
兩

種
の
韻
文
は
收
め
ら
れ
る
經
の
性
質
か
ら
考
え
れ
ば
全
く
異
な
る
志
向
が
見
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
が
、
何
故
か
實
に
よ
く
似
た

點
も
存
在
す
る
。
そ
こ
で
、
次
章
で
は
、
こ
う
し
た
點
を
中
心
に
二
種
の
韻
文
に
つ
い
て
少
し
く
檢
討
を
加
え
て
み
た
い
。

　　
　
　
四
　
「
九
天
瓊
文
」「
九
天
生
神
章
」
の
所
說

　　
九
天
瓊
文
と
九
天
生
神
章
は
、
前
者
が
上
淸
經
、
後
者
が
靈
寶
經
に
收
め
ら
れ
る
と
い
う
大
き
な
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
と
も
に

九
天
の
名
を
織
り
込
ん
だ
章
題
を
も
ち
、
す
べ
て
五
字
句
か
ら
成
る
韻
文
九
章
で
あ
る
と
い
う
點
の
ほ
か
に
も
、
共
通
點
を
い
く
つ

か
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
、
經
の
讀
誦
の
效
用
を
述
べ
る
言
葉
を
繰
り
返
し
て
い
る
點
で
あ
る
。

雲
外
の
念
を
棄
去
し
、
專
一
に
黃
寧
を
守
れ
。『
太
霄
』
の
章
を
披
誦
せ
ば
、
三
關
は
自
ら
當
に
明
ら
か
な
る
べ
し
。
（
瓊
文
第

一（
18
））

若
し
相
い
尋
索
せ
ん
と
欲
せ
ば
、『
琅
書
』
の
辭
を
精
硏
せ
よ
。『
瓊
文
』
の
章
を
迴
轉
せ
ば
、
天
王
は
自
ら
當
に
知
る
べ
し
。
帝
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一
の
尊
を
洞
存
し
、
以
て
仙
を
求
む
る
の
基
と
爲
す
。
（
瓊
文
第
二
）

元
君
は
死
路
を

と
ど遏

め
、
司
馬
は
洞
謠
を
誦
す
。
一
た
び
唱
せ
ば
萬
眞
和
し
、
九
遍
せ
ば
諸
天
朝
す
。
（
生
神
第
一
）

一
た
び
唱
せ
ば
九
玄
を
動
か
し
、
二
た
び
誦
せ
ば
天
地
通
ず
。
混
合
し
て
自
ら
相
い
和
し
、
九
遍
に
し
て
人
を
成
す
の
功
あ
り
。

（
生
神
第
二
）

　
瓊
文
を
讀
誦
す
れ
ば
天
王
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
る
と
い
う
瓊
文
第
二
の
言
葉
は
、「
元
始
號
」
に
說
か
れ
る
內
容
と
軌
を
一
に
し
て

お
り
、
一
見
、
不
自
然
さ
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
、
讀
誦
の
效
用
を
言
う
言
葉
が
、
讀
誦
す
べ
き
韻

文
の
中
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
何
と
も
奇
妙
な
話
で
あ
る
。
一
方
、
生
神
第
一
に
は
、
誦
す
る
主
體
と
し
て
司
馬
の
名

が
見
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
序
に
あ
た
る
文
章（

19
）に

、「
九
天
司
馬
、
庭
に
在
り
て
、
東
に
向
き
て
『
九
天
生
神
寶
章
』
を
讀
む
こ
と
九

過
…
…
、
是
に
於
い
て
生
ま
る
。
九
天
司
馬
命
章
を
下
さ
ざ
れ
ば
、
萬
神
は
恭
諾
を
唱
へ
ず
。
終
に
生
ま
れ
ざ
る
な
り
」
（
二
裏
）
と

い
う
一
節
が
あ
り
、
人
が
誕
生
す
る
過
程
に
お
い
て
九
天
司
馬
が
九
天
生
神
章
を
唱
え
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
通
ず

る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
唱
え
る
主
體
が
誰
で
あ
れ
、
唱
え
る
言
葉
の
中
に
讀
誦
の
效
用
が
說
か
れ
る
こ
と
が
不
自
然
で
あ
る
こ
と

に
變
わ
り
は
な
い
。

　
讀
誦
の
對
象
た
る
經
に
、
そ
の
經
の
素
晴
ら
し
さ
を
自
贊
す
る
言
葉
や
讀
誦
を
勸
め
る
言
葉
が
綴
ら
れ
る
ば
か
り
で
、
經
の
所
說

が
那
邊
に
存
す
る
か
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
狀
況
は
九
天
瓊
文
や
九
天
生
神
章
に
限
っ
た
問
題
で
は
な
く
、
更
に
言
え
ば
道
敎
經

典
に
限
っ
た
問
題
で
も
な
く
、
經
と
い
う
槪
念
の
根
幹
に
關
わ
る
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
そ
の
檢
討
は
別
の
機
會
に
讓
ら

ざ
る
を
得
な
い
が
、
人
閒
界
に
出
現
し
て
い
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
經
は
本
來
的
に
天
界
に
存
在
す
る
と
い
う
の
が
六
朝
道
敎
の
基

本
的
な
立
場
で
あ
る
か
ら
、
經
を
實
在
さ
せ
る
作
業
、
す
な
わ
ち
經
を
述
作
す
る
過
程
に
お
い
て
、
天
界
に
存
す
る
と
觀
念
さ
れ
る

經
を
讚
え
る
言
葉
は
難
無
く
綴
る
こ
と
が
で
き
た
反
面
、
そ
こ
に
說
か
れ
て
い
る
は
ず
の
敎
え
は
容
易
に
は
具
現
化
し
得
な
か
っ
た

と
い
う
事
情
が
こ
の
奇
妙
な
狀
況
を
生
じ
さ
せ
た
一
因
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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と
こ
ろ
で
、『
生
神
章
經
』
序
の
中
に
は
、「
之
を
誦
す
る
こ
と
一
過
に
し
て
、
聲
は
九
天
に
聞
こ
ゆ
。
之
を
誦
す
る
こ
と
二
過
に
し

て
、
天
地
は
恭
を
設
く
。
…
…
之
を
誦
す
る
こ
と
九
過
に
し
て
、
諸
天
は
下
に
臨
み
、
一
切
の
神
靈
の
軒
を
衞
ら
ざ
る
莫
し
。
一
過

に
し
て
天
に
徹
し
て
胞
原
は
宣
通
し
、
二
過
に
し
て
地
に
響
き
て
胎
結
は
根
を
解
き
、
…
…
九
過
に
し
て
諸
天
は
下
に
臨
み
て
、
三

關
五
藏
六
府
九
宮
金
樓
玉
室
十
二
重
門
紫
戶
玉
閤
三
萬
六
千
關
節
、
根
源
本
始
、
一
時
に
神
を
生
ず
」
（
四
表
）
と
、
讀
誦
の
效
用
を

全
く
異
な
る
側
面
か
ら
述
べ
る
一
節
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
效
用
を
述
べ
る
文
章
が
繰
り
返
さ
れ
、
し
か
も
九
過
の
效
用
と
し
て
兩
者

と
も
に
「
諸
天
下
臨
」
を
擧
げ
る
點
か
ら
見
れ
ば
元
は
別
個
の
文
章
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
生

神
第
一
・
第
二
と
も
に
こ
の
あ
た
り
を
蹈
ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
先
に
指
摘
し
た
九
天
司
馬
の
例
も
含
め
、
九
天
生

神
章
に
は
こ
の
よ
う
に
序
の
內
容
に
卽
し
た
表
現
が
多
く
、
ま
た
、「
鬱
單
は
晨
霄
を
降
す
」
（
生
神
第
一
）
な
ど
、
九
章
す
べ
て
に

當
該
の
天
の
名
を
詠
み
込
ん
で
全
體
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
九
天
を
主
題
と
し
、
序
と
呼
應
す
る
形
で
敎
說
を
形
成
し
よ
う

と
す
る
意
圖
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
こ
れ
に
對
し
て
、
九
天
瓊
文
は
「
元
始
號
」
の
內
容
に
沿
っ
た
表
現
も
見
ら
れ
る
と
は
言
え
、
ご
く
一
部
の
例
外
を
除
け
ば
、
各

章
に
お
い
て
は
當
該
の
天
や
天
王
に
對
す
る
具
體
的
な
言
及
が
見
ら
れ
ず
、
逆
に
「
九
天
王
に

し若
く
は
莫
し
」
（
瓊
文
第
五
）
、「
天

王
に
正
に
九
有
り
」
（
瓊
文
第
六
）
な
ど
、
九
天
王
を
ひ
と
ま
と
ま
り
と
し
て
述
べ
る
句
も
見
ら
れ
、
章
立
て
の
意
味
合
い
す
ら
明
確

で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
狀
況
の
な
か
、
各
天
王
に
代
わ
っ
て
姿
を
見
せ
る
の
が
、
瓊
文
第
一
に
見
え
る
黃
寧
や
第
二
に
見
え
る
帝
一
な
ど
、
本

來
、
天
王
と
は
無
關
係
に
見
え
る
神
々
で
あ
る
。
黃
寧
は
、『
上
淸
大
洞
眞
經
』
第
一
七
章
に
「
謹
み
て
精
血
三
眞
元
生
君
、
字

•　黃
•　寧

子
玄
に
請
ふ
。
常
に
兆
の
鼻
の
兩
孔
の
下
源
、
死
炁
の
門
を
守
れ
」
（
卷
四
、
道
藏
一
七
册
、
一
表
）
と
あ
り
、
ま
た
『
大
洞
玉
經
』
卷

下
の
小
字
の
注
に
「
黃
寧
と
は
、
精
血
三
眞
の
名
な
り
」
（
道
藏
一
八
册
、
一
六
表
）
と
あ
る
の
が
代
表
的
な
例
と
言
え
る
。
ま
た
、
帝

一
に
つ
い
て
は
前
引
の
六
句
の
前
に
次
の
よ
う
な
言
葉
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
同
じ
く
大
洞
眞
經
の
神（

20
）と

見
る
こ
と
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が
で
き
る
。

父
寧
の
母
精
と
、
戲
鳳
臺
に
逍
遙
す
。
落
景
に
雲
房
に
游
び
、
獨
り
妙
に
し
て
誰
か
能
く
知
ら
ん
。
慶
び
を
離
羅
の
門
に
合
は

せ
、
褉
を
紫
霄
の
崖
に
解
く
。
（
瓊
文
第
二
）

『
上
淸
大
洞
眞
經
』
卷
末
の
「
徊
風
混
合
帝
一
祕
訣
」
に
は
「
大
洞
帝
一
尊
君
、
名
は

•　父
•　寧
在
、
字
は
合

•　母
•　精
延
」
（
一
六
裏
）
と
、

父
寧
と
母
精
を
帝
一
の
名
字
と
す
る
說
が
見
ら
れ
る
一
方
で
、
第
三
九
章
は
「
謹
み
て
大
洞
帝
一
太
素
尊
靈
に
請
ふ
。
父
寧
と
母
精

と
二
つ
な
が
ら
合
し
て
變
成
し
」
云
々
と
い
う
言
葉
で
始
ま
っ
て
お
り
、
父
寧
と
母
精
と
を
、
帝
一
に
關
連
す
る
二
つ
の
要
素
（
お
そ

ら
く
は
帝
一
が
具
備
す
る
陰
陽
の
屬
性
）
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
最
初
の
句
は
帝
一
を
指
す
に
違
い
な
く
、
よ
っ
て
、

以
下
の
情
景
も
帝
一
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
前
引
の
「
若
し
相
い
尋
索
せ
ん
と
欲
せ
ば
」
以
下
が
こ
の

文
脈
を
承
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、「
尋
索
」
す
る
對
象
は
帝
一
で
あ
り
、
瓊
文
の
讀
誦
は
帝
一
に
會
わ
ん
が
た
め
に
行
な
う
修
行

を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、「『
瓊
文
』
の
章
を
迴
轉
せ
ば
、
天
王
は
自
ら
當
に
知
る
べ
し
」
と
い
う
二
句
は
、「
元
始

號
」
の
主
旨
に
沿
っ
て
、
天
王
の
許
へ
昇
る
た
め
に
讀
誦
す
る
こ
と
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
あ
た
り
で
文
脈
が
混
亂
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
同
樣
に
、
右
に
引
い
た
瓊
文
第
一
に
見
え
る
黃
寧
も
、
實
は
、「
我
が
王
」
の
超
越
性
に
つ
い
て
述
べ
る
文
脈

の
中
に
突
如
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
三
關
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
讀
誦
の
效
用
も
文
脈
か
ら
孤
立
し
て
い
る
。

　
九
天
瓊
文
は
「
元
始
號
」
と
は
別
個
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、「
元
始
號
」
の
內
容
に
そ
ぐ
わ
な
い
說
が
當
初
か
ら
組
み
込
ま
れ

て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
右
に
指
摘
し
た
ご
と
き
不
整
合
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
本
來
は
天
王
に
つ
い
て
述
べ
て
い
た
韻
文

に
、
帝
一
や
黃
寧
を
導
入
す
る
改
變
が
行
な
わ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
た
だ
、
こ
う
し
た
改
變
は
『
祕
要
』
以
前
に
行
な
わ
れ
た
も

の
で
あ
る
う
え
、『
祕
要
』
以
後
、
九
天
瓊
文
が
殆
ど
姿
を
變
え
る
こ
と
な
く
傳
わ
っ
て
い
る
た
め
に
對
照
資
料
に
乏
し
く
、
ど
の
部

分
が
最
古
層
で
あ
る
か
を
推
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
天
王
以
外
の
神
格
が
提
示
さ
れ
る
箇
所
を
抽
出
す
る

に
止
め
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
が
、
提
示
さ
れ
る
神
格
に
は
明
確
な
特
徵
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
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左
顧
し
て
無
英
を
見
、
右
眄
し
て
白
元
を
覩
る
。
履
昌
は
黃
籙
を
度
し
、
太
一
は
命
根
を
挺
す
。
我
が
爲
に
仙
籍
に
記
し
、
我

に
授
く
度
命
の
文
。
淸
唱
せ
ば
天
眞
運
り
、
靜
思
せ
ば
百
關
を
理
む
。
帝
一
は
靈
宮
を
鎭
む
、
法
服
は
飛
靑
の
裙
。
相
い
與
に

何
の
計
を
契
り
、
九
天
の
端
に
合
會
せ
ん
。
（
瓊
文
第
四
）

　
右
に
は
傍
線
で
示
し
た
五
位
の
神
の
名
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
も
す
べ
て
大
洞
眞
經
の
神
で
あ
り
、
し
か
も
別
表
Ⅵ

（
頁
五
五
）
に
示
し
た
と
お
り
、
瓊
文
第
二
に
も
見
ら
れ
た
帝
一
を
除
け
ば
、
第
二
章
か
ら
第
五
章
に
集
中
し
て
登
場
す
る
神
で
あ
る
。

大
洞
眞
經
の
神
は
一
時
期
に
ま
と
め
て
考
え
出
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
旣
に
成
立
し
て
い
た
神
々
の
體
系
の
い
く
つ
か
を
そ
の
枠
組

み
ご
と
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
體
が
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
隣
接
す
る
章
に
、
元
の
枠
組
み
の
中
で
旣
に
組
み
合
わ
さ
れ
て

い
た
神
々
が
竝
ん
で
い
る
事
例
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
無
英
・
白
元
な
ど
も
そ
う
し
た
例
の
一
つ
で
あ
り
、
第
二
章
か
ら

第
七
章
に
ま
と
め
ら
れ
る
太
一
五
神（

21
）と

名
づ
く
べ
き
一
群
に
含
ま
れ
る
神
で
あ
る
。
太
一
五
神
を
一
群
と
し
て
提
示
す
る
文
獻
は
多

く
、
い
ず
れ
が
祖
型
に
近
い
か
判
別
し
が
た
い
狀
況
に
あ
る
が
、
次
の
『
洞
眞
太
一
帝
君
太
丹
隱
書
洞
眞
玄
經
』
（
以
下
、『
太
丹
隱

書
』
と
略
稱
す
る
）
に
說
く
よ
う
に
、
符
や
籍
を
操
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
の
生
命
維
持
に
深
く
關
わ
る
重
要
な
神
と
す
る
例
が
多
く
見

ら
れ
る
。

三
一
を
存
し
、
太
一
を
守
り
、
洞
房
を

く
わ精

し
く
し
、
帝
君
に
會
は
ば
、
則
ち
九
靈
を
化
生
す
。な

ん
じ子の

形
の
中
に
於
い
て
、
子
の

神
明
を
輔
け
、
子
の
仙
眞
を
成
し
、
子
の
長
生
を
保
ち
、
子
の
胎
魂
を
固
く
す
る
な
り
。
白
元
・
無
英
・
桃
康
・
司
命
・
太
一

は
混
合
し
、
五
神
は
籍
を
捧
じ
て
符
を
列
す
。
五
神
は
各
お
の
主
る
所
有
り
。
（
道
藏
一
〇
三
〇
册
、
八
表
）

瓊
文
第
四
の
例
で
は
『
太
丹
隱
書
』
ほ
ど
明
確
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
太
一
五
神
と
仙
籍
と
の
關
係
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、

基
本
的
に
同
樣
の
枠
組
み
に
收
ま
る
も
の
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
九
天
瓊
文
で
は
太
一
五
神
や
帝
一
・
黃
寧
だ
け
で
な
く
、
第
一
章

の
太
微
小
童
を
指
す
干
景
と
い
う
呼
稱
が
瓊
文
第
三
に
詠
み
込
ま
れ
る
な
ど
、
大
洞
眞
經
全
體
の
枠
組
み
を
意
識
し
て
い
る
よ
う
で

は
あ
る
が
、
な
か
で
も
瓊
文
第
四
に
神
公
、
第
五
に
桃
康
や
明
初
な
ど
、
太
一
五
神
の
名
が
盛
ん
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
が
や
は
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り
際
立
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
太
一
五
神
は
、
大
洞
眞
經
の
枠
組
み
の
中
で
各
器
官
に
あ
る
死
氣
の
入
り
口
を
守
る
役
割
を
與
え
ら

れ
る
多
く
の
神
々
の
一
部
と
し
て
で
は
な
く
、
人
の
生
命
維
持
に
と
っ
て
重
要
な
神
と
し
て
九
天
瓊
文
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
と
見

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
瓊
文
第
一
に
見
ら
れ
る
黃
寧
が
大
洞
眞
經
第
一
七
章
に
見
ら
れ
る
精
血
の
神（

22
）だ

と
す
る
と
太
一
五
神
と

は
關
連
が
薄
い
こ
と
に
な
る
が
、「
黃
寧
と
は
、
命
門
の
遊
神
な
り
。
常
に
桃
康
大
君
と
上
り
て
黃
室
に
入
る
」
（『
洞
眞
高
上
玉
帝
大

洞
雌
一
玉
檢
五
老
寶
經
』、
道
藏
一
〇
二
五
册
、
一
七
表
）
と
い
う
言
葉
も
あ
る
と
お
り
、
黃
寧
は
精
血
の
源
た
る
命
門
の
神
と
さ
れ
る
こ

と
も
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
も
命
門
桃
君
と
混
同
さ
れ
、
太
一
五
神
に
含
ま
れ
る
神
と
し
て
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。

　
大
洞
眞
經
の
所
說
に
合
致
す
る
よ
う
に
旣
存
の
經
の
內
容
を
書
き
換
え
る
こ
と
が
一
部
の
上
淸
經
に
對
し
て
行
な
わ
れ
た
の
は
事

實（
23
）で

あ
る
か
ら
、
同
じ
く
上
淸
經
の
範
疇
に
入
る
『
瓊
文
帝
章
經
』
に
對
し
て
同
樣
の
操
作
が
行
な
わ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な

い
の
だ
が
、
こ
こ
で
九
天
生
神
章
に
目
を
轉
じ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
も
太
一
五
神
の
姿
が
見
え
て
い
る
。
九
天
生
神
章
で
は
、
先
に

引
い
た
生
神
第
一
に
登
場
す
る
九
天
司
馬
な
ど
、
獨
自
に
想
定
さ
れ
た
人
の
生
命
に
關
わ
る
神
の
名
も
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、

實
は
、
九
天
司
馬
に
つ
い
て
述
べ
て
い
た
前
引
の
序
の
一
節
の
直
前
に
は
、
人
の
出
生
に
關
し
て
「
太
一
は
符
を
執
り
、
帝
君
は
命

を
品
し
、
主
錄
は
籍
を
勒
し
、
司
命
は
筭
を
定
め
、
五
帝
は
生
を
監
し
、
聖
母
は
房
を
衞
る
」
（
二
表
）
と
い
う
、『
太
丹
隱
書
』
を
彷

彿
と
さ
せ
る
言
葉
が
置
か
れ
て
お
り
、
更
に
は
、
九
天
生
神
章
本
體
に
も
こ
れ
ら
の
神
々
の
名
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

桃
康
合
精
延
、
二
帝
は
秀
た
る
玉
飄
。
胞
の
命
門
に
灌
瓊
し
て
、
精
練
せ
ば
神
は

し
ぼ彫

ま
ず
。
（
生
神
第
一
）

帝
眞
始
明
精
、
號
し
て
曰
ふ
字
は
元
陽
。
孾
兒
伯
史
原
は
、
胎
を
結
び
て
黃
房
を
守
る
。
根
を
斬
り
て
死
戶
を
守
り
、
煕
頤
と

し
て
孾
童
を
養
ふ
。
（
生
神
第
二
）

太
帝
は
陽
堂
と
號
し
、
字
を
八
靈
君
と
曰
ふ
。
九
關
綠
迴
道
、
胎
炁
は
上
元
に
生
ず
。
凌
梵
は
命
籍
を
度
し
、
太
一
は
精
延
を

輔
く
。
泥
丸
に
帝
席
を
敷
き
、
三
部
八
景
分
か
る
。
魂
生
じ
て
游
炁
を
攝
り
、
九
轉
せ
ば
自
ら
仙
と
成
る
。
（
生
神
第
三
）
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こ
こ
に
は
、
大
洞
眞
經
で
言
え
ば
第
一
〇
章
の
命
門
下
一
黃
庭
元
王
や
第
三
五
章
の
太
帝
精
魂
と
天
帝
九
關
魂
が
詠
み
込
ま
れ
て
お

り
、
九
天
瓊
文
に
比
し
て
、
神
々
の
世
界
が
よ
り
廣
が
り
を
見
せ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
の
黃
庭
元
王
に
つ
い
て

は
、
宋
の
董
思
靖
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
大
洞
三
天
君
列
紀
』
に
云
ふ
、
帝
眞
、
名
は
始
明
精
、
字
は
元
陽
昌
な
り
。
九
炁
分
化
す
る
は
皆
な
帝
眞
の
命
に
從
ふ
。
是

を
以
て
九
章
は
皆
な
帝
眞
を
以
て
宗
と
爲
す
。
人
身
に
在
り
て
は
乃
ち
命
門
下
黃
庭
元
王
な
り
。
炁
命
を
總
主
し
て
、
人
の
生

身
の
中
の
本
た
る
な
り
。
（『
洞
玄
靈
寶
自
然
九
天
生
神
章
經
解
義
』
卷
三
、
道
藏
一
八
六
册
、
一
表
）

　
こ
れ
は
、「
鬱
單
無
量
天
生
神
章
第
一
帝
眞
胞
命
元
元
一
黃
演
之
炁
」
と
い
っ
た
具
合
に
、
九
天
生
神
章
の
各
章
題
に
續
い
て
附
記

さ
れ
る
氣
の
複
雜
な
呼
稱
（
頁
三
一
表
參
照
）
が
い
ず
れ
も
「
帝
眞
〜
之
炁
」
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の

で
あ
る
が
、
彼
は
黃
庭
元
王
と
桃
君
と
を
同
一
視
す
る
立
場（

24
）に

立
っ
て
、
黃
庭
元
王
は
命
門
の
神
で
あ
る
か
ら
こ
そ
重
要
な
役
割
が

與
え
ら
れ
る
の
だ
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
董
思
靖
の
こ
う
し
た
見
方
が
是
認
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
九
天
瓊
文
に
お
け
る
黃
寧

と
同
樣
、
黃
庭
元
王
も
太
一
五
神
に
含
ま
れ
る
桃
君
と
同
一
視
さ
れ
て
九
天
生
神
章
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
一
方
、
第
三
五
章
の
二
神
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
大
洞
眞
經
に
お
け
る
こ
の
邊
り
の
章
に
は
一
章
に
複
數
の
神
格
が
配
當
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
も
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
な
か
、
第
三
五
章
で
は
、
そ
こ
に
配
當
さ
れ
る
七
神
に
對
し
て
修
行

者
が
「
本
命
の
根
」
を
守
る
こ
と
を
期
待
し
て
祈
る
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
確
言
は
で
き
な
い
も
の
の
、
命
門

の
神
に
對
す
る
の
と
同
樣
の
眼
差
し
が
こ
れ
ら
の
神
々
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
に
槪
觀
し
た
ご
と
く
、
九
天
瓊
文
で
は
、「
元
始
號
」
に
お
い
て
各
天
王
に
つ
い
て
詳
說
す
る
の
と
は
大
き
く
異
な
り
、
主
體

を
ぼ
か
し
た
り
、
ま
た
或
る
場
合
に
は
九
天
王
を
ひ
と
ま
と
ま
り
と
し
て
述
べ
た
り
し
て
い
る
が
た
め
に
、
そ
こ
に
描
か
れ
る
情
景

は
極
め
て
曖
昧
で
、
ま
る
で
對
象
を
限
定
す
る
こ
と
な
く
天
界
の
神
を
讚
え
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
九

天
說
を
深
化
さ
せ
る
よ
う
な
表
現
は
全
く
見
ら
れ
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
他
方
、
九
天
生
神
章
で
は
、
各
章
に
各
天
の
呼
稱
を
讀
む
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込
む
に
あ
た
っ
て
、「
寂
然
は
無
色
の
宗
」
（
生
神
第
四
）
、「
應
聲
は
無
色
界
」
（
生
神
六
）
な
ど
三
界
說
と
の
關
連
を
う
か
が
わ
せ
る

言
葉
は
見
え
る
も
の
の
、
そ
の
他
は
序
に
卽
し
た
表
現
に
終
始
し
て
い
る
感
が
あ
り
、
こ
ち
ら
に
も
九
天
說
に
關
し
て
は
特
段
の
發

展
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
狀
況
の
な
か
、
兩
者
と
も
太
一
五
神
に
關
す
る
敍
述
が
、
韻
文
の
も
つ
本
來
の
主
旨
を
覆
い
隱
さ
ん

ば
か
り
に
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
旣
に
觸
れ
た
と
お
り
、
兩
韻
文
に
太
一
五
神
が
導
入
さ
れ
た
の
は
『
祕
要
』
以
前
の
こ
と
で

あ
り
、
そ
れ
以
前
の
形
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
の
出
現
は
殆
ど
期
待
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
そ
こ
に
太
一
五
神
が
詠
み
込

ま
れ
て
い
る
こ
と
の
妥
當
性
は
、
各
經
に
お
い
て
韻
文
の
前
に
置
か
れ
る
文
章
と
の
整
合
性
や
、
他
經
と
の
關
係
の
中
で
檢
討
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
經
緯
は
ど
う
あ
れ
、
太
一
五
神
を
內
に
含
む
形
で
長
期
に
亘
っ
て
傳
わ
り
、
幾
度
と
な
く
引
用

さ
れ
た
韻
文
の
果
た
し
た
役
割
も
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　　
　
　
五
　
今
後
の
課
題

結
び
に
代
え
て

　　
九
天
に
言
及
す
る
道
敎
文
獻
は
極
め
て
多
く
、
そ
の
す
べ
て
を
見
渡
し
て
論
じ
る
こ
と
は
不
可
能
と
も
言
え
る
が
、
個
々
の
天
に
對

す
る
呼
稱
ま
で
想
定
し
て
述
べ
る
例
に
限
れ
ば
、『
生
神
章
經
』
の
名
を
擧
げ
、
鬱
單
無
量
天
等
の
呼
稱
を
用
い
る
例
が
壓
倒
的
に
多

い
と
言
え
る
。
ま
た
、
九
天
の
氣
に
言
及
す
る
例
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
九
天
生
神
章
の
章
題
に
附
記
さ
れ
る
氣
の
呼
稱
を
擧
げ
る
も

の
が
相
當
の
數
に
の
ぼ
る
な
か
、『
胎
精
中
記
』
の
所
說
と
關
連
さ
せ
て
述
べ
る
例
も
少
な
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
成
立
時
期
の
比

較
的
新
し
い
文
獻
を
も
含
め
て
道
藏
全
體
を
見
渡
し
た
場
合
、
道
敎
の
九
天
說
は
あ
た
か
も
こ
れ
ら
兩
經
を
出
發
點
と
し
て
發
展
し

た
か
の
よ
う
な
印
象
さ
え
受
け
る
の
だ
が
、
本
稿
で
試
み
た
ご
と
く
、『
祕
要
』
の
時
代
に
照
準
を
合
わ
せ
て
檢
討
す
れ
ば
、
九
天
說

の
發
展
過
程
に
『
瓊
文
帝
章
經
』
が
重
要
な
要
素
と
し
て
介
在
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
或
い
は
こ
れ
が
す
べ
て
の
源
に
な
っ

て
い
る
可
能
性
す
ら
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
っ
て
觸
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
總
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稱
と
し
て
の
九
天
の
語
は
『
太
平
經
』
や
『
抱
朴
子
內
篇
』
お
い
て
旣
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
更
に
時
期
を
遡
っ
た
檢
討

も
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、『
瓊
文
帝
章
經
』
の
系
統
と
は
異
な
る
九
天
說
を
說
く
『
三
天
正
法
經（

25
）』

と
の
關
係
を
蹈
ま
え
て
再
檢
討
す

る
こ
と
も
課
題
と
し
て
殘
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
後
世
の
文
獻
に
お
い
て
『
生
神
章
經
』
を
蹈
ま
え
る
例
が
多
い
の
は
、
該
經
の
所
說
を
、
同
じ
く
靈
寶
經
の
代
表
的
存

在
と
も
言
え
る
『
度
人
經
』
の
天
界
說
と
關
連
づ
け
て
扱
う
例
が
多
か
っ
た
こ
と
が
與
か
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
指

摘
し
た
九
天
瓊
文
と
の
密
接
な
關
係
を
蹈
ま
え
れ
ば
、
靈
寶
經
と
上
淸
經
と
い
っ
た
單
純
な
分
類
で
片
付
け
る
の
で
は
な
く（

26
）、

近
い

時
期
に
述
作
さ
れ
た
道
經
と
し
て
互
い
の
影
響
關
係
を
更
に
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
該
經
を
『
胎
精
中
記
』
と
關
連

さ
せ
て
述
べ
る
例
が
見
ら
れ
る
點
に
つ
い
て
も
、
後
世
の
道
敎
者
が
兩
者
の
近
似
に
氣
づ
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
か
、
或
い
は
兩
經

の
成
立
過
程
に
お
い
て
、
い
ず
れ
か
が
他
方
を
參
照
す
る
關
係
が
存
在
し
た
か
否
か
に
も
蹈
み
込
ん
だ
檢
討
が
必
要
と
言
え
よ
う
。

　
こ
う
し
た
い
く
つ
も
の
課
題
を
殘
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
本
稿
の
試
み
は
初
步
的
段
階
に
止
ま
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得

ず
、
主
題
と
し
た
九
天
の
槪
念
に
つ
い
て
も
、
言
葉
が
羅
列
さ
れ
る
段
階
か
ら
先
に
蹈
み
込
ん
だ
檢
討
が
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
そ

し
り
は
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
今
回
の
檢
討
を
通
じ
て
『
瓊
文
帝
章
經
』
か
ら
『
外
國
放
品
』
へ
の
流
れ
な

ど
、
經
典
相
互
の
關
係
が
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
一
つ
の
收
穫
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
今
回
の
手
法
は
、
經
目
に

お
け
る
著
錄
狀
況
や
類
書
等
に
お
け
る
引
用
を
手
が
か
り
と
し
て
經
の
成
立
年
代
を
推
定
す
る
手
法
を
補
完
す
る
手
段
と
な
り
得
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
今
後
は
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
各
經
の
關
係
を
軸
に
、
上
淸
・
靈
寶
と
い
う
枠
組
み
を
取
り

拂
う
こ
と
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
經
典
相
互
の
關
係
を
精
査
す
る
取
り
組
み
を
續
け
て
い
き
た
い
。
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注

（
１
）
道
敎
の
天
界
說
に
つ
い
て
は
、
旣
に
麥
谷
邦
夫
「
道
敎
に
お
け
る
天
界
說
の
諸
相
―
道
敎
敎
理
體
系
化
の
試
み
と
の
關
連
で
―
」（『
東
洋
學

術
硏
究
』
二
七
、
一
九
八
八
年
）
が
あ
り
、「
三
天
、
九
天
系
の
天
界
說
」・「
五
天
、
三
十
二
天
系
の
天
界
說
」・「
三
十
六
天
系
の
天
界
說
」
に

分
け
て
天
界
說
を
整
理
し
た
う
え
で
、
道
敎
敎
理
と
の
整
合
性
を
も
た
せ
る
た
め
に
天
界
說
が
成
熟
し
て
い
っ
た
樣
子
を
解
明
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
『
甄
正
論
』
に
は
「
三
洞
の
名
も
還
た
佛
經
の
三
藏
に
擬
す
」（
五
六
一
上
）
と
あ
り
、
玄
嶷
が
三
洞
說
を
知
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ

る
。
理
解
が
不
正
確
で
な
い
と
こ
ろ
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
靈
寶
經
を
僞
作
し
た
人
物
と
し
て
葛
玄
・
宋
文
明
・
陸
修
靜
・
顧
歡
を
擧
げ
て

お
り
、
彼
が
靈
寶
經
と
認
識
す
る
も
の
は
我
々
一
般
の
認
識
と
大
差
な
い
と
考
え
て
よ
い
。

（
３
）
「
種
民
天
」
を
「
種
人
天
」
に
作
る
例
は
、
杜
光
庭
『
道
德
眞
經
廣
聖
義
』
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。

（
４
）
天
の
呼
稱
自
體
は
『
呂
氏
春
秋
』
に
も
見
え
る
。

（
５
）
章
題
に
附
記
さ
れ
る
氣
の
呼
稱
に
つ
い
て
は
第
四
章
參
照
。

（
６
）
敦
煌
文
書
ペ
リ
オ
二
八
六
一
「
无
上
祕
要
目
錄
」
に
よ
る
と
、
旣
に
失
わ
れ
た
部
分
に
、
本
來
は
「
九
天
品
」「
九
天
相
去
里
數
品
」
な
ど
が

存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。
大
淵
忍
爾
『
敦
煌
道
經
』
目
錄
篇
（
福
武
書
店
、
一
九
七
八
年
）、
同
圖
錄
篇
（
一
九
七
九
年
）
參
照
。

（
７
）
卷
四
〇
は
尾
部
を
缺
い
て
お
り
、
出
典
標
示
が
な
い
。
尾
崎
正
治
『
無
上
祕
要
引
書
索
引
』（
私
家
版
、
一
九
八
三
年
）
は
、『
太
上
洞
玄
靈

寶
滅
度
五
鍊
生
尸
妙
經
』
と
の
關
連
を
指
摘
し
て
い
る

（
８
）
道
藏
本
と
の
對
應
は
以
下
の
と
お
り
。
出
『
洞
眞
九
丹
上
化
胎
精
中
記
經
』
↑
↓
正
一
部
『
上
淸
九
丹
上
化
胎
精
中
記
經
』(

道
藏
一
〇
四
三

册)

／
出
『
洞
眞
九
眞
陽
符
』
↑
↓
洞
眞
部
『
太
上
玉
佩
金
璫
太
極
金
書
上
經
』「
太
極
金
書
祕
字
三
元
九
眞
陽
符
」（
道
藏
三
〇
册
）
道
藏

本
で
は
「
梵
摩
迦
夷
天
」「
梵
寶
天
」
の
順
に
記
述
さ
れ
る
が
對
照
の
便
宜
の
た
め
表
で
は
他
例
の
順
に
合
わ
せ
た
。
／
出
『
洞
眞
外
國
放

品
經
』
↑
↓
正
一
部
『
上
淸
外
國
放
品
靑
童
內
文
』「
高
上
九
玄
三
十
六
天
內
音
」（
道
藏
一
〇
四
一
册
）

（
９
）
南
宋
の
王
希
巢
は
『
洞
玄
靈
寶
自
然
九
天
生
神
玉
章
經
解
』
卷
下
に
お
い
て
、「
本
章
の
九
天
は
『
胎
精
中
記
』
の
九
天
と
同
じ
か
ら
ず
」（
道

藏
一
八
七
册
、
一
表
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
10
）
元
の
林
靈
眞
編
『
靈
寶
領
敎
濟
度
金
書
』
卷
一
七
七
（
道
藏
二
三
三
册
、
二
七
裏
）
は
、「
无
想
无
結
无
愛
天
帝
」
に
祈
り
を
捧
げ
「
无
想
无
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結
无
愛
天
符
」
を
焚
く
一
方
で
、「
波
梨
答
惒
天
王
瓊
文
」
を
唱
え
る
科
儀
を
收
め
る
。

（
11
）
明
確
な
章
立
て
は
無
い
が
、
便
宜
的
に
第
五
紙
表
四
行
目
か
ら
第
一
三
紙
表
九
行
目
を
一
章
と
し
て
扱
う
。

（
12
）
前
半
部
は
『
祕
要
』
卷
五
に
『
洞
眞
太
霄
琅
書
經
』
に
出
づ
と
し
て
節
錄
の
形
で
引
か
れ
る
。
後
半
部
の
內
容
は
、
後
述
す
る
と
お
り
、『
胎

精
中
記
』
の
一
部
と
し
て
『
祕
要
』
卷
一
六
・
九
八
に
引
か
れ
る
。

（
13
）
原
文
は
「
成
」
に
作
る
。
第
三
天
以
外
は
す
べ
て
「
乘
」
に
作
る
こ
と
か
ら
、
誤
字
と
見
て
改
め
た
。

（
14
）
『
洞
眞
太
上
太
霄
琅
書
』
で
は
、「
得
同
梵
監
天
人
之
位
」
の
部
分
も
「
得
同
梵
監
天
人
之
壽
」
に
作
る
。

（
15
）
他
經
に
「
列
名
玄
圖
」「
列
名
玄
都
」
と
い
っ
た
用
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
文
字
を
脫
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

（
16
）
神
々
は
「
耀
精
日
圓
」「
暉
精
月
光
」「
靑
華
歲
星
玄
精
」
な
ど
を
頭
に
戴
く
と
さ
れ
て
い
る
。
佛
の
後
光
に
發
想
を
借
り
た
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
こ
に
日
月
五
星
の
名
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
點
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
17
）
加
藤
千
惠
「
道
敎
に
お
け
る
『
胎
』
の
槪
念
」（『
中
國
學
志
』
否
號
、
大
阪
巿
立
大
學
中
國
學
會
、
一
九
九
七
年
）、
同
『
不
老
不
死
の
身
體

―
道
敎
と
「
胎
」
の
思
想
』（
大
修
館
書
店
あ
じ
あ
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
二
年
）
に
詳
し
い
考
察
が
あ
る
。

（
18
）
本
章
で
は
、
九
天
生
神
章
・
九
天
瓊
文
と
も
、
道
藏
本
（
第
二
章
參
照
）
か
ら
引
用
す
る
。
ま
た
、
出
典
の
標
示
に
際
し
て
、「
鬱
單
無
量
天

生
神
章
第
一
」
を
「
生
神
第
一
」、「
鬱
單
无
量
天
王
太
霄
琅
書
瓊
文
第
一
」
を
「
瓊
文
第
一
」
の
ご
と
く
示
す
。
な
お
、『
祕
要
』
に
引
く
九

天
瓊
文
の
章
題
に
は
、
道
藏
本
に
見
ら
れ
る
「
太
霄
琅
書
」
の
四
文
字
が
含
ま
れ
な
い
（
頁
三
一
表
參
照
）。

（
19
）
小
林
正
美
「『
九
天
生
神
章
』
の
形
成
と
三
洞
說
の
成
立
」（『
東
洋
の
思
想
と
宗
敎
』
五
、
一
九
八
八
年
。
の
ち
、『
六
朝
道
敎
史
硏
究
』
一
九

九
〇
年
、
創
文
社
刊
に
改
編
收
錄
）
は
、
經
の
冒
頭
か
ら
第
八
紙
表
ま
で
を
序
と
し
て
扱
い
、
第
四
紙
裏
ま
で
と
そ
れ
以
後
に
二
分
し
て
、

元
始
天
尊
に
言
及
す
る
後
半
が
先
に
成
立
し
、
前
半
は
後
に
附
加
さ
れ
た
と
す
る
。
し
か
し
、
氏
が
前
半
と
す
る
部
分
を
更
に
細
分
し
、
第

二
紙
表
中
程
か
ら
第
四
紙
最
終
行
の
み
を
抽
出
す
れ
ば
、
こ
こ
に
こ
そ
九
天
生
神
章
（
氏
は
九
天
章
と
呼
稱
す
る
）
の
序
た
る
に
相
應
し
い

內
容
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
他
の
要
素
が
後
に
加
え
ら
れ
た
形
跡
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
部
分
を
九
天
生
神
章
に
附
さ
れ
た
本
來
の
序
と
考
え

る
の
が
妥
當
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
20
）
い
わ
ゆ
る
『
大
洞
眞
經
』
に
は
未
解
明
の
部
分
が
多
く
、
洞
眞
部
『
上
淸
大
洞
眞
經
』（
道
藏
一
六
・
一
七
册
）
を
中
心
と
し
て
經
典
群
を
總

合
的
に
檢
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
括
弧
で
括
ら
ず
に
大
洞
眞
經
と
呼
ぶ
場
合
に
は
こ
の
經
典
群
の
中
核
た
る
經
を
指
し
、
引
用
す
る
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際
に
は
基
本
的
に
『
上
淸
大
洞
眞
經
』
に
據
る
こ
と
と
す
る
。

（
21
）
太
一
五
神
は
、
太
一
に
帝
君
な
ど
五
神
を
加
え
た
計
六
神
を
言
う
場
合
と
、
帝
君
を
太
一
の
尊
稱
と
し
て
、
太
一
を
含
む
五
神
を
言
う
場
合

と
が
あ
る
。
一
方
、『
雲
笈
七
籤
』
卷
四
二
「
存
大
洞
眞
經
三
十
九
眞
法
」
に
は
、「
混
化
九
君
、
合
符
帝
一
。
七
神
奉
符
、
公
子
入
室
」（
八

表
）
と
い
う
句
が
あ
り
、
太
一
五
神
に
帝
一
を
加
え
た
枠
組
み
が
想
定
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
感
じ
さ
せ
る
。

（
22
）
第
一
一
―
一
九
章
に
は
『
上
淸
太
上
帝
君
九
眞
中
經
』（
道
藏
一
〇
四
二
册
）
な
ど
に
見
ら
れ
る
神
々
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
殆
ど

が
腎
や
肺
な
ど
身
體
の
器
官
の
神
で
あ
る
中
で
、
第
一
七
章
の
神
で
あ
る
精
血
三
眞
は
異
質
な
存
在
で
あ
る
。

（
23
）
拙
稿
「
上
淸
經
の
構
成
に
つ
い
て
―
經
典
分
析
の
試
み
―
」（『
東
方
宗
敎
』
第
一
一
三
號
、
日
本
道
敎
學
會
、
二
〇
〇
九
年
）
參
照
。

（
24
）
董
思
靖
は
「
人
の
命
門
は
乃
ち
黃
庭
の
際
に
在
る
が
故
に
其
の
炁
は
黃
演
、
其
の
神
は
桃
康
な
り
」（
卷
三
、
二
表
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
25
）
該
經
の
所
說
に
つ
い
て
は
麥
谷
氏
前
揭
論
文
參
照
。
な
お
、『
三
天
正
法
經
』
の
「
日
月
星
辰
、
是
に
於
い
て
明
ら
か
な
り
」（
十
二
表
）
と

い
う
表
現
が
『
瓊
文
帝
章
經
』
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
26
）
六
朝
期
に
お
け
る
上
淸
經
と
靈
寶
經
の
交
涉
に
つ
い
て
は
、
神
塚
淑
子
「
六
朝
時
代
の
上
淸
經
と
靈
寶
經
」（
吉
川
忠
夫
編
『
六
朝
道
敎
の

硏
究
』、
春
秋
社
、
一
九
九
八
年
）
に
詳
し
い
。
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別表Ⅰ 『甄正論』『辯偽録』に示される天の呼称

大
羅
天

36

清
微
天

境

35

禹
余
天

清

34

太
赤
天

三

33

太
極
平
育
天

賈
奕
天

32

天

龍
変
梵
度
天

梵
度
天

31

人

太
釈
騰
勝
天

玉
隆
天

30

種

太
虚
無
上
天

常
融
天

29

太
素
秀
楽
天

禁
上
天

28

界

太
文
翰
寵
天

妙
成
天

27

色

淵
通
元
洞
天

元
同
天

26

無

浩
庭
霄
度
天

霄
慶
天

25

無
極
曇
誓
天

曇
誓
天

24

上
撲
元
楽
天

阮
楽
天

23

元
思
江
由
天

無
思
天

22

太
黄
翁
重
天

太
黄
天

21

始
黄
考
芒
天

始
皇
天

20

顕
定
極
風
天

極
風
天

19

太
安
皇
崖
天

太
安
天

界

18

元
載
孔
昇
天

元
載
天

17

太
煥
極
瑶
天

極
瑶
天

16

玄
明
恭
慶
天

元
明
天

15

観
明
端
静
天

端
靖
天

14

虚
明
堂
暉
天

霊
明
天

色

13

竺
落
皇
笳
天

皇
笳
天

12

暉
明
宗
飄
天

曜
明
天

11

上
真
玄
明
天

恭
華
天

10

赤
明
和
陽
天

赤
明
天

9

太
極
濛
翳
天

太
極
天

8

虚
無
越
衡
天

虚
無
天

7

上
明
七
曜
天

七
曜
天

6

元
明
文
挙
天

元
明
天

5

玄
胎
平
育
天

玄
胎
天

界

4

清
明
何
童
天

清
明
天

3

太
明
玉
貌
天

太
明
天

欲

2

太
黄
皇
曽
天

太
黄
天

1

甄
正
論

辯
偽
録

別表Ⅱ 洞真部『高上太霄琅書瓊文帝章経』「九天元始号」（前半）事項整理表

上段ⓐ／下段ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ

第一天 鬱単无量天 九天丈人 24万里 900万歳 500歳 四玉帝君 1, 3, 9 玉晨使者

第二天 上上禅善无量寿天 九天真王 4600万里 3600万歳 1000歳 四天帝王 7,10,11 領直侍仙
*4

第三天 梵監天*1 元始天王 672万里 15200万歳 2000歳 四帝真王 2, 4,13 主仙玉郎

須延天

第四天 兜術天 元始天王 1240万里 60800万歳 3000歳 四天元王 5,12,16 定仙玉真

寂然天

第五天 不驕楽天 高上元皇 3680万里 234000万歳 4000歳 四天統真王 14,17,19 中真使者

波羅尼密天*2

第六天 化応声天 虚皇玉帝 5384万里 921600万歳 5000歳 四天宝帝王 18,20,23 万石使者

他化自在天

第七天 梵宝天 万始先生 520万里 1劫*5 60年 四天高上帝王 21,24,27 監天真使者

波羅尼耶抜致天*3

第八天 梵摩迦夷天 紫虚帝君 680万里 2劫 10000余歳 四大明真王 26,28,29 羽仙使者

梵衆天

第九天 波梨答惒天 太真王 5000020万里 3劫*6 20500年 四帝王 1,15,30 領仙使者

大梵天

※『無上秘要』巻五「人寿品」に「出『洞真太霄琅書経』」として、ⓐⓑⓔに対応する内容を引く。

『秘要』では、*1「上監天」，*2「波尼密天」，*3「波羅尼耶抜天」，*4「3600歳」，*5「7劫」，*6「4劫」に作る。

別表Ⅲ 『高上太霄琅書瓊文帝章経』「九天元始号」（後半）事項整理表

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ

第一鬱単无量天王 混 𩃇 九色无縫自然斑文之裘 耀精日円 無映玄台紫戸之内 九万人

第二上上禅善无量寿天王 禊  九色自成雲文之裘 暉精月光 玉国珠林七宝瓊台 七万人

第三須延天王 滓  九色三法雲文之裘 天元宝明 玉京霊都宮 九万人

第四寂然天王 泮  七色龍文通光之裘 陰精夜光 珠宮瓊台之上 六万人

第五不驕楽天王 凝 䨱 九色飛霜雲文斑裘 青華歳星玄精 無映丹房九層玉台 七万人

第六化応声天王 輝  九色流光耀雲錦裘 白光太白玉精 瓊林上宮朱映之房 六万人

第七梵宝天王 精 霧雲 九色流雲飛晨之裘 流丹絳宝熒星玄精 南上七映之宮 八万人

第八梵摩迦夷天王 玄 霐 九色无縫飛雲之裘 玄晨辰星流精 九玄鳳城紫瓊玉台 五万人

第九波梨答惒天王 王 霊 九色無縫玄雲宝裘 无極流黄鎮星飛精 陵層玉京大有妙宮九曲之房 九万人
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　　道敎における九天說とその周邊

別表Ⅳ 『上清九丹上化胎精中記経』事項整理表

ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ

六月 鬱単无量天王 混 霜 九色無縫自然斑文之裘 耀精日円之冠 玉仙二十四人 絳宮之中

五月 上上禅善无量寿天王 禊  九色雲文之裘 暉精月光之冠 上宮太仙玉童三十二人 双合宮中 時

四月 須延天王 滓  九色三法雲文之裘 天元宝明之冠 素霊玉女二十四人 黄庭宮中

三月 寂然天王 津  七色龍文通光之裘 陰精夜光之冠 玉仙十二人 長命宮中 の

二月 不驕楽天王 凝 䨱 九色飛霜雲文斑裘 青華歳星玄精之冠 上宮玉仙二十六人 紫微宮中

正月 化応声天王 耀  九色流光耀雲錦裘 白光太白玉精之冠 太真玉仙三十六人 華蓋宮中 流

十二月 梵宝天王 精 霧雲 九色流雲飛晨之裘 流丹絳冠熒星玄精之冠 上宮玉仙十二人 明堂之中

十一月 梵摩迦夷天王 玄 霐 九色元鳳飛雲之裘 玄晨辰星流精之冠 太華仙道三十二人 洞房之中 れ

十月 波梨答惒天王 玉 霊 九色無縫玄雲宝裘 无極流黄填星飛精之冠 太玄玉童十二人 泥丸宮

別表Ⅴ 『上清外国放品青童内文』事項整理表

天名 天王姓 天王諱

◎ 第一無景無色鬱単無量天 英勃 混 羅

第二無形清微天 化昇 馮 提阿沙

第三無精波羅褥天 玄黒 雲 奎零

第四入色水無量億羅天 飛宗 王 阿衛

◎ 第五無極洞清上上禅善無量寿天 雲羅  

第六玄微自然上虚禹余天 梵咽 羅 波梨荼

◎ 第九無窮洞虚極上須延天 迴摩 沢 羅

第十玄梵玉虚無精炁羅迦浮月天 雲阿 周 阿迦須

◎ 第十三無極上霊玉空玄洞寂然天 家主 津 

◎ 第十七玄上洞極無崖不驕楽天 流芳 凝 𩅺

◎ 第二十一上極無景洞微化応声天 玉携 輝 

◎ 第二十五無名至極洞微梵宝天 精 霧雲

◎ 第二十九太極無崖紫虚洞幽梵迦摩夷天 世羅 玄 霐

◎ 第三十三無色玄清洞微波梨答惒天 王 霊

別表Ⅵ 『大洞真経』神名表（部分）

神号 名 字

一 太微小童 干景精 会元子

二 太一尊神 務猷収 帰会昌

三 帝君 絳凌梵 履昌霊

四 左無英公子 玄充叔 合符子

五 右白元洞陽君 鬱霊標 玄夷絶

六 中央司命丈人君 理明初 玄度卿

七 命門桃君／命門桃康君 孩道康 合精延

一〇 命門下一黄庭元王 始明精／嬰児胎／伯史原 元陽昌

一七 精血三真 元生君 黄寧子玄

三五 太帝精魂 陽堂玉 八霊

天帝九関魂 緑徊道 絶冥

三九 大洞帝一太素尊霊 父寧 母精

＊『上清大洞真経』を元に表を作成し、必要な範囲で『大洞玉経』を参照した。
第三五章には七神が提示されるが、二神のみを挙げた。
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玄
師
と
經
師

道
敎
に
お
け
る
新
し
い
師
の
觀
念
と
そ
の
展
開

　

　
　
　
金
　
　
志
　
玹
　
　

　　　　
　
　
は
じ
め
に

　

夫
れ
人
は
生
ま
る
る
に
先
に
精
神
を
天
地
よ
り
受
け
、
後
に
氣
血
を
父
母
よ
り
稟
く
。
然
れ
ど
も
明
師
を
得
て
之
に
吿
ぐ
る
に

度
世
の
道
を
以
て
せ
ず
ん
ば
、
則
ち
死
を
免
る
る
に
由
無
し
。
（『
抱
朴
子
』
內
篇
勤
求
）

　
人
は
父
母
よ
り
生
を
受
け
る
け
れ
ど
も
、
明
師
が
い
な
け
れ
ば
長
生
の
道
は
得
ら
れ
な
い
。
仙
道
に
お
け
る
師
の
重
要
性
を
語
る

『
抱
朴
子
』
の
文
章
で
あ
る
。「
明
師
」
と
は
「
道
に
明
る
い
師
」
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
が
、
吉
川
忠
夫
氏
が
明
ら
か
に
し
た
通
り
、

そ
の
內
實
は
血
盟
を
通
じ
て
祕
訣
（
口
訣
）
を
傳
授
す
る
「
盟
師
」
で
あ
る（

１
）。

道
敎
に
お
け
る
古
典
的
な
師
弟
關
係
は
、
こ
の
よ
う
な

血
盟
祕
儀
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
か
か
る
師
弟
關
係
は
、
東
晉
末
以
來
、
多
數
の
道
經
の
成
立
と
と
も
に
一
變
す
る
。
そ
の
變
化
を
う
か
が
わ
せ
る
の

が
、「
經
師
」
と
い
う
觀
念
の
登
場
と
經
典
の
傳
授
儀
禮
の
發
逹
で
あ
る
。
四
世
紀
末
、
三
六
四
年
頃
よ
り
增
加
し
た
道
敎
經
典
は
、
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い
ず
れ
も
天
上
界
か
ら
の
啓
示
書
と
さ
れ
、
經
典
自
體
が
崇
敬
の
對
象
と
な
り
、
こ
れ
ら
の
經
典
を
傳
授
す
る
新
し
い
方
法
が
語
ら

れ
た
。
上
淸
經
に
は
『
抱
朴
子
』
（
三
一
七
年
序
）
の
記
述
に
見
え
な
い
新
し
い
經
典
の
傳
授
方
法
が
示
さ
れ
、
靈
寶
經
に
は
佛
敎
よ

り
借
用
さ
れ
た
規
定
が
付
加
さ
れ
た
。

　
陸
修
靜
（
四
〇
六
―
四
七
七
）
は
と
り
わ
け
靈
寶
經
に
書
か
れ
た
內
容
を
撰
修
し
て
傳
授
儀
禮
を
整
え
、
以
降
の
道
敎
儀
禮
に
多
大
な

影
響
を
あ
た
え
る
こ
と
と
な
る
。
敦
煌
寫
本
に
は
陶
弘
景
（
四
五
六
―
五
三
六
）
に
よ
る
三
皇
文
や
五
嶽
眞
形
圖
等
の
傳
授
儀
禮
が
殘

さ
れ
て
お
り
、
陶
弘
景
が
三
洞
經
全
般
に
わ
た
る
傳
授
儀
禮
を
考
案
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
こ
れ
ら
の
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
っ

た
儀
禮
に
基
づ
き
、
北
周
の
通
道
觀
に
お
い
て
は
、
三
洞
經
の
傳
授
儀
軌
が
定
め
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
通
道
觀
（
五
七
四
年
設
立
）

で
編
纂
さ
れ
た
『
無
上
祕
要
』
に
は
授
度
品
、
齋
辭
宿
啓
儀
品
、
授
十
戒
品
、
授
道
德
五
千
文
儀
品
、
授
洞
神
三
皇
儀
品
、
授
洞
玄

眞
文
儀
品
、
授
洞
眞
上
淸
儀
品
が
立
て
ら
れ
て
お
り
、
入
道
か
ら
五
等
の
段
階
に
し
た
が
っ
て
戒
律
お
よ
び
經
典
を
傳
授
す
る
儀
禮

規
定
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
唐
代
に
、
六
朝
時
代
に
試
さ
れ
た
樣
々
な
儀
禮
の
中
、『
三
洞
奉
道
科
誡
儀
範
』
に
基
づ
い
た
經

典
の
傳
授
儀
禮
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
疑
い
な
い（

２
）。

　
そ
の
よ
う
な
道
敎
經
典
の
傳
授
儀
禮
の
成
立
に
は
、
古
い
天
師
道
の
體
制
の
み
な
ら
ず
、
上
淸
經
・
靈
寶
經
の
傳
授
に
關
わ
る
新

し
い
規
定
、
さ
ら
に
は
佛
敎
の
諸
觀
念
と
制
度
が
複
雜
に
關
わ
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
經
典
の
傳
授
儀
禮
と
と
も
に
樣
々

な
「
師
」
の
觀
念
が
發
逹
し
、
か
つ
細
分
化
し
た
。
そ
の
よ
う
な
師
觀
念
の
細
分
化
の
要
因
は
、
儀
式
の
場
に
お
け
る
役
割
分
擔
に

も
あ
る
が
、
思
想
的
な
面
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
傳
授
さ
れ
る
經
典
の
基
づ
く
と
こ
ろ
を
明
示
す
る
儀
式
、
つ
ま
り
師
資
相
承
を
明

ら
か
に
す
る
儀
式
の
發
逹
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
儀
式
は
「
玄
師
」
と
「
經
師
」
と
い
う
觀
念
を
巡
っ
て
形
成
・
展
開
し
た
が
、
從
來

こ
れ
ら
の
師
觀
念
の
淵
源
と
變
遷
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
そ
れ
ら
の
師
の
觀
念
と
そ
の
展
開
を

明
ら
か
に
し
、
複
雜
多
層
な
儀
禮
形
成
に
い
た
る
端
緖
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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　　玄師と經師

　
　
　
一
　
上
淸
經
の
成
立
に
伴
う
師
の
觀
念
と
盟
誓
の
變
化

　　
　
（
一
）
明
師
か
ら
玄
師
へ

經
師
の
誕
生

　
ま
ず
『
抱
朴
子
』
に
お
け
る
傳
授
方
法
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。『
抱
朴
子
』
に
お
い
て
最
も
重
視
さ
れ
た
の
は
、
金
丹

術
を
最
上
に
置
く
「
長
生
の
方
法
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
血
を
す
す
る
嚴
重
な
誓
約
を
た
て
て
傳
授
さ
れ
た
。

天
地
の
大
德
を
生
と
曰
う
、
生
と
は
好
物
の
者
な
り
。
是
を
以
て
道
家
の
至
祕
に
し
て
重
ん
ず
る
所
の
者
、
長
生
の
方
に
過
ぐ

る
は
莫
き
な
り
。
故
に

•　血
•　盟

し
て
乃
ち
傳
う
。
其
の
人
に
非
ざ
る
に
傳
う
れ
ば
、
戒
は
天
罰
に
在
り
。
先
師
敢
え
て
輕
行
を
以

て
人
に
授
け
ず
、
人
の
之
を
求
む
る
こ
と
至
勤
な
る
者
を
須
ち
、
猶
お
當
に
至
精
な
る
者
を
揀
選
し
て
乃
ち
之
を
敎
う
べ
し
。

（『
抱
朴
子
』
內
篇
勤
求
）

と
あ
る
の
は
そ
の
こ
と
を
鮮
明
に
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
師
受
」
の
重
要
性
や
傳
授
の
嚴
重
さ
は
道
敎
史
に
お
い
て
一
貫
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
上
淸
經
の
成
立
と
と
も
に
師
の
觀
念
と
傳
授
の
方
法
に
は
微
妙
な
變
化
が
起
こ
る
。
そ
れ
は
經
典
成
立
の

特
殊
な
狀
況
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
上
淸
經
は
、
茅
山
（
江
蘇
省
鎭
江
句
容
巿
）
に
修
道
の
本
據
を
置
い
た
許
謐
（
三
〇
三
―
三
七
六
）
一
家
に
お
い
て
、
靈
媒
楊
羲
（
三
三

〇
―
三
八
六
）
の
も
と
に
降
臨
し
た
眞
人
（
神
）
の
啓
示
に
よ
っ
て
成
立
し
、「
眞
經
」
す
な
わ
ち
眞
人
が
述
べ
た
經
典
と
し
て
六
朝
時

代
以
降
、
長
く
崇
敬
を
集
め
た
。
東
晉
興
寧
年
閒
（
三
六
三
―
三
六
五
）
か
ら
始
ま
っ
た
眞
人
た
ち
の
お
吿
げ
を
書
き
留
め
た
も
の
が

「
三
君
手
書
」
（
楊
羲
・
許
謐
・
許
翽
三
人
の
書
寫
本
）
で
あ
り
、
三
君
手
書
の
斷
片
を
蒐
集
し
、
附
注
整
理
し
た
の
が
陶
弘
景
の
『
眞

誥
』
（
道
藏
六
三
七
―
四
〇
册
）
で
あ
る
。

　
楊
羲
お
よ
び
許
謐
と
そ
の
子
許
翽
の
師
は
、
上
淸
紫
微
元
君
で
あ
る
南
嶽
魏
夫
人
（
魏
華
存
、
二
五
一
―
三
三
四
）
、
つ
ま
り
上
淸
天

の
女
神
で
あ
り
、
靈
媒
楊
羲
を
介
し
な
け
れ
ば
言
葉
を
聞
く
こ
と
も
、
姿
を
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
存
在
だ
っ
た
。
楊
羲
は
そ
の
よ
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う
な
師
か
ら
天
上
の
文
字
で
書
か
れ
た
經
典
を
授
か
り
、
隸
書
に
寫
し
て
許
謐
ら
に
渡
す
一
方
、
許
謐
家
族
の
質
問
を
師
に
取
り
次

い
で
敎
示
を
い
た
だ
く
こ
と
に
勤
め
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
陶
弘
景
は
「
眞
誥
敍
錄
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

按
ず
る
に
、
二
許
（
許
謐
・
許
翽
）
應
に
經
業
を
修
む
べ
き
も
、
旣
に
未
だ
眞
に
接
す
る
を
得
ざ
れ
ば
、
經
を
見
る
に
由
無
し
。

故
に
南
眞
（
魏
夫
人
）
先
に
以
て
楊
（
楊
羲
）
に
授
け
、
然
る
後
に
傳
え
し
む
。
傳
う
れ
ば
則
ち
師
と
成
る
。
所
以
に
長
史
（
許

謐
）
右
英
（
女
仙
右
英
夫
人
）
に
與
う
る
書
に
云
う
、「
南
眞
（
魏
夫
人
）
哀
矜
し
、
去
春
よ
り
經
師
を
し
て
洞
房
を
授
け
し
む
云

云
」
と
。
而
る
に
二
許
世
の
典
を
以
て
隔
た
れ
り
と
爲
し
、
未
だ
禮
敬
を
崇
く
せ
ず
。
楊
も
亦
た
敢
え
て
自
處
せ
ず
。
旣
に
眞

科
に
違
う
。
故
に
吿
げ
て
云
う
、「
經
を

さ
ず受

く
れ
ば
則
ち
師
た
り
。
乃
ち
之
を
恥
ず
る
か
」
と
。
然
ら
ば
則
ち
南
眞
、
是
れ
玄
中

の
師
た
り
。
故
に
楊
及
び
長
史
、
皆
な
謂
い
て
「
玄
師
」
と
爲
す
。
（『
眞
誥
』
卷
一
九
、
五
表
裏
）

許
謐
父
子
は
眞
人
と
交
通
す
る
能
力
が
な
か
っ
た
の
で
、
經
典
を
見
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
南
嶽
魏
夫
人
が
楊
羲
に
先

に
經
典
を
授
け
、
許
謐
父
子
に
傳
授
さ
せ
た
。
し
か
し
最
初
許
謐
は
楊
羲
を
師
匠
と
し
て
禮
遇
せ
ず
、
楊
羲
も
み
ず
か
ら
師
と
し
て

の
待
遇
を
求
め
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
眞
科
」
す
な
わ
ち
眞
人
の
掟
に
違
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
誡
め
て
魏
夫
人
は

「
經
典
を
傳
授
す
る
人
は
師
で
あ
る
」
と
定
め
、
楊
羲
に
「
經
師
」
の
權
威
を
與
え
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
、
明
師
と
弟
子
の
二
者
關
係
と
は
異
な
る
、
眞
人
（
神
）
・
靈
媒
・
受
經
者
と
い
う
三
者
關
係
が
成
立
し
て
い
る
。「
玄

師
」
と
「
經
師
」
と
い
う
新
た
な
觀
念
は
、
か
か
る
三
者
關
係
か
ら
登
場
す
る
。
つ
ま
り
、
經
典
を
開
示
す
る
神
は
「
玄
師
」
に
、
經

典
を
受
經
者
に
傳
え
る
靈
媒
は
「
經
師
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
　

　
そ
れ
で
は
「
玄
中
の
師
」「
玄
師
」
に
お
け
る
「
玄
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
か
。『
眞
誥
』
の
他
の
箇
所
で
、
神
仙
赤
松
子
の

名
稱
が
居
場
所
に
よ
っ
て
變
わ
る
こ
と
を
語
り
、「
元
炁
に
在
れ
ば
元
君
と
爲
り
、
玄
宮
に
在
れ
ば

•　玄
•　師
と
爲
り
、
南
辰
に
在
れ
ば
南

極
老
人
と
爲
り
、
太
虛
に
在
れ
ば
太
虛
眞
人
と
爲
り
、
南
嶽
に
在
れ
ば
赤
松
子
と
爲
る
」
（
卷
一
四
、
一
九
表
）
と
あ
る
こ
と
を
見
れ

ば
、
玄
師
の
「
玄
」
は
「
玄
宮
」
の
よ
う
に
特
定
の
場
所
を
指
す
よ
う
で
あ
る
。「
玄
宮
」
は
ま
た
「
紫
空
は
明
景
に
朗
ら
か
、
玄
宮
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は
絳
河
を
帶
ぶ
、
濟
濟
た
る
上
淸
の
房
、
雲
臺
は
煥
か
に
し
て
嵯
峨
た
り
」
（
卷
三
、
七
表
）
と
う
た
わ
れ
、「
紫
空
（
天
帝
の
居
場
所
で

あ
る
北
天
の
紫
宮
か
ら
連
想
さ
れ
た
の
か
＼
大
洞
眞
經
の
玉
注
で
は
內
景
天
の
山
名
）
」
や
「
上
淸
房
（
上
淸
天
宮
の
部
屋
）
」、「
雲
のう

て
な臺」

と

な
ら
び
天
上
の
空
閒
、
と
り
わ
け
上
淸
境
（
北
天
・
天
の
中
心
）
を
指
し
て
い
る
（『
眞
誥
硏
究
』
譯
注
篇
は
「
神
仙
の
お
わ
す
宮
殿
」
と
譯

す
）
。
ま
た
『
眞
誥
』
の
前
身
で
あ
る
顧
歡
撰
の
『
眞
迹
』
に
「『
列
紀
』
に
曰
く
、
文
を
侍
す
る
の
玉
童
玉
女
、
竝
び
に
書
を
有
す

る
の
道
士
を
司
察
し
、
功
を
言
い
罪
を
糾
し
、
上
淸
玄
中
の
先
師
に
上
聞
す
」
（
道
藏
七
七
三
册
『
無
上
祕
要
』
卷
四
三
、
四
裏
引
）
と
あ

る
と
こ
ろ
で
も
、「
玄
中
」
は
上
淸
天
境
を
指
し
て
い
る
。『
眞
誥
』
に
は
「
玄
宮
」
の
ほ
か
、「
玄
州
」
（
卷
一
、
二
表
等
）
や
「
神
州

玄
都
」
（
卷
一
〇
、
二
表
・
卷
一
三
、
五
裏
）
と
い
う
言
葉
が
見
え
、「
玄
」
は
い
ず
れ
も
眞
人
の
居
場
所
を
形
容
し
て
い
る
。
要
す
る

に
、「
玄
師
」
は
こ
の
世
か
ら
は
か
け
離
れ
た
「
仙
界
（
上
淸
天
）
に
い
る
師
」
を
意
味
す
る
と
言
え
よ
う
。

　
な
お
楊
羲
・
許
謐
ら
が
南
嶽
魏
夫
人
の
こ
と
を
「
玄
師
」
と
稱
し
た
こ
と
は
、
南
嶽
魏
夫
人
が
敎
え
た
道
術
を
書
き
寫
し
、「
玄
師

敕
し
て
用
い
し
む
る
所
」
（『
眞
誥
』
卷
九
、
五
表
）
、「
玄
師
南
嶽
夫
人
敕
し
て
施
用
せ
し
む
る
所
」
（
道
藏
一
九
三
册
『
登
眞
隱
訣
』
卷

中
、
六
表
）
と
記
し
た
と
こ
ろ
に
見
え
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
玄
師
は
茅
山
の
啓
示
を
背
景
に
登
場
し
た
觀
念
で
あ
り
、
そ
の
當
初
の
意
味
は
、
廣
く
は
「
道
の
世
界
に
お
け
る

師
」、
狹
く
は
「
上
淸
境
に
い
る
師
」
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
玄
師
は
道
の
世
界
、
上
淸
天
に
い
る
か
ら
こ
そ
、
い
く
ら
著
名
な
道

士
で
あ
っ
て
も
、
楊
羲
の
よ
う
に
「
通
靈
の
鑑
を
有
す
る
」
（『
眞
誥
』
卷
二
〇
眞
胄
世
譜
）
も
の
で
な
け
れ
ば
直
接
會
え
る
存
在
で
は

な
い
。
上
淸
の
啓
示
が
一
大
反
響
を
引
き
起
こ
し
た
東
晉
末
以
降
の
南
朝
道
敎
に
お
い
て
は
、『
抱
朴
子
』
で
强
調
さ
れ
た
「
明
師
」

の
代
わ
り
に
、「
玄
師
」
へ
の
希
求
が
つ
づ
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
を
窺
わ
せ
る
の
が
陸
修
靜
と
陶
弘
景
の
例
で
あ
る
。

　
三
君
手
書
お
よ
び
上
淸
經
は
、
許
謐
の
孫
黃
民
（
三
六
一
―
四
二
九
）
の
沒
後
、
許
氏
家
系
の
外
に
流
出
し
、
陸
修
靜
の
も
と
に
傳

わ
っ
た
。
劉
宋
時
代
ま
で
の
道
敎
經
典
を
整
理
し
、
三
洞
經
の
分
類
體
系
を
立
て
た
陸
修
靜
は
、
元
嘉
十
四
年
（
四
三
七
）
「
靈
寶
經

目
序
」
に
お
い
て
、「
但
だ
至
賾
は
宛
奧
に
し
て
、
妙
義
は
微
遠
な
る
も
、
靈
匠
は
未
だ
遇
え
ず
、
群
滯
は

と披
か
る
る
莫
し
。
翹
翹
と
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し
て
渴
仰
す
る
者
は
、
豈
に
予
が
小
子
な
ら
ん
や
、
旣
に
太
虛
は
眇
邈
に
し
て
、
玄
師
は
希
う
こ
と
難
し
」
（
道
藏
六
七
七
册
『
雲
笈

七
籤
』
卷
四
、
四
表
）
と
、
經
典
の
意
味
は
奧
深
く
難
解
で
あ
る
の
に
、
敎
え
を
下
す
「
靈
匠
」
に
め
ぐ
り
あ
え
ず
、「
玄
師
」
を
求
め

よ
う
と
し
て
も
得
難
い
と
嘆
い
て
い
る
。
陸
修
靜
に
お
い
て
も
玄
師
は
「
眇
邈
」
た
る
「
太
虛
」、
す
な
わ
ち
遙
か
遠
い
仙
界
に
い
る

存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
さ
ら
に
陶
弘
景
の
場
合
は
、
眞
人
と
交
わ
る
能
力
が
な
く
、
弟
子
周
子
良
を
通
じ
て
仙
界
の
消
息
を
訪
ね
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
道

藏
一
五
二
册
『
周
氏
冥
通
記
』）
。
そ
の
よ
う
な
陶
弘
景
が
楊
羲
を
「

•　玄
•　師

楊
眞
人
」
（『
茅
山
志
』
卷
九
引
『
登
眞
隱
訣（
３
）』）
と
稱
し
、
ま
た

許
翽
を
さ
し
て
「
弘
景

•　玄
•　中
•　の
•　眞
•　師
な
り
」
（
道
藏
七
二
六
册
『
華
陽
陶
隱
居
集
』
卷
下
、
三
表
「
許
長
史
舊
館
壇
碑
」
五
二
二
年
刻
碑
）
と

し
た
。
楊
羲
も
許
翽
も
み
な
仙
去
の
後
、
上
淸
眞
人
と
し
て
崇
め
ら
れ
た
の
で
、
陶
弘
景
が
楊
羲
を
「
玄
師
」
と
し
、
許
翽
を
「
玄

中
の
眞
師
」
と
し
た
の
は
、
許
謐
父
子
が
仙
界
の
南
嶽
魏
夫
人
を
「
玄
師
」
と
し
た
の
と
同
樣
、
上
淸
眞
人
の
楊
羲
お
よ
び
許
翽
を

玄
師
と
し
て
師
資
關
係
を
結
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
　
（
二
）
吿
盟

血
盟
よ
り
丹
靑
の
誓
へ

　
か
か
る
上
淸
經
の
登
場
と
と
も
に
、
經
典
傳
授
の
際
に
行
わ
れ
る
盟
誓
の
形
式
に
變
化
が
起
こ
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

『
抱
朴
子
』
に
記
す
盟
誓
の
儀
式
が
、
古
代
か
ら
傳
わ
る
犧
牲
動
物
の
生
血
を
す
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い（

４
）。

葛

洪
（
二
八
三
―
三
四
三
）
自
身
が
師
の
鄭
思
遠
か
ら
金
丹
製
造
法
を
授
か
っ
た
際
に
行
っ
た
盟
誓
の
儀
式
は（

５
）、

お
そ
ら
く
次
に
記
す
『
黃

帝
九
鼎
神
丹
經
』
の
傳
授
規
定
に
類
似
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

之
を
受
く
る
者
、
金
人
・
金
魚
を
以
て
、
東
流
の
水
中
に
投
げ
、
以
て
約
と
爲
し
、
血
を

す
す唼

り
て
盟
と
爲
す
。
神
仙
の
骨
無
け

れ
ば
、
亦
た
此
の
道
を
見
る
を
得
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
丹
を
合
す
る
は
當
に
名
山
の
中
、
無
人
の
地
に
於
い
て
す
べ
し
。
結
伴

は
三
人
を
過
ぎ
ず
、
先
に
齋
す
る
こ
と
百
日
、
沐
浴
五
香
も
て
し
、
精
潔
を
加
う
る
を
致
し
、
穢
汚
に
近
づ
く
こ
と
及
び
俗
人
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と
往
來
す
る
こ
と
勿
れ
。
又
た
道
を
信
ぜ
ざ
る
者
を
し
て
之
を
知
ら
し
め
ず
。
（『
抱
朴
子
』
內
篇
金
丹
）

金
人
や
金
魚
な
ど
の
誓
約
の

あ
か
し

信
物
を
備
え
る
こ
と
や
、
傳
授
に
先
立
っ
て
齋
戒
を
行
う
こ
と
は
、
以
後
の
道
敎
に
お
い
て
も
變
わ
り

が
な
い
。
上
淸
經
の
成
立
を
境
目
に
起
き
た
大
き
な
變
化
は
、
道
敎
に
お
い
て
血
盟
が
消
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
上
淸
經
に

お
い
て
は
、
死
を
極
端
に
忌
み
、
修
行
に
際
し
て
は
屍
と
血
を
最
大
の
穢
れ
と
し
、
身
體
を
損
な
う
「
叩
頭
」
を
禁
じ
、
經
典
傳
授

の
際
に
は
「
歃
血
」
と
「
割
髮
」
を
禁
じ
た
。
佛
敎
の
不
殺
生
や
剃
髮
を
意
識
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
痕
迹
は
薄
く
、
こ

れ
ら
の
規
定
は
、
氣
の
思
想
に
徹
底
し
て
意
味
づ
け
さ
れ
た
も
の
で
あ
り（

６
）、

上
淸
經
の
修
行
法
と
古
來
の
慣
習
の
閒
に
一
線
を
畫
し
、

上
淸
經
の
格
上
げ
を
は
か
る
も
の
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
お
そ
ら
く
上
淸
經
の
中
で
最
も
古
い
も
の
に
屬
す
る
『
黃
庭
內
景
經
』
（
魏
夫
人
の
在
世
中
の
經
典
と
さ
れ
る
。
傳
說
上
で
は
二
八
八
年

授
書
、
成
書
下
限
は
三
六
五
年
よ
り
三
七
〇
年
の
閒（
７
））
に
は
、
古
來
の
『
黃
庭
經
（
外
景
經
）
』
に
な
い
新
し
い
規
定
が
加
わ
っ
た（

８
）。

そ
の

一
節
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

授
く
る
者
を
師
と
曰
い
受
く
る
者
は

ち
か盟

う
。
雲
錦
・
鳳
羅
・
金
鈕
の
纏
、
以
て
割
髮
に
代
え
て
肌
膚
全
し
。
手
を
攜
え
て
山
に

登
り
液
丹
を
歃
り
、
金
書
玉
景
乃
ち
宣
ぶ
べ
し
。
（
第
三
十
六
章
）

『
黃
庭
內
景
經
』
の
傳
授
に
際
し
て
、
血
の
代
わ
り
に
液
丹
を
す
す
っ
て
誓
い
を
立
て
、
信
物
に
は
「
割
髮
」
の
代
わ
り
に
金
鈕
（
師

弟
が
分
か
ち
合
う
割
り
符
）
お
よ
び
雲
錦
・
鳳
羅
の
絹
物
を
代
用
す
る
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
割
髮
は
、
髮
を
切
っ
て
誓
約
の

あ
か
し

信
物
に

す
る
こ
と
。
自
刑
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。『
呂
氏
春
秋
』
に
殷
の
湯
王
が
大
旱
の
際
に
自
分
の
髮
を
切
り
、
自
身
を
「
い
け
に
え
」
と

し
て
祈
る
と
、
大
雨
が
降
っ
た
と
い
う
故
事
が
み
え
る（

９
）。「

身
體
髮
膚
は
之
を
父
母
よ
り
受
く
、
敢
え
て
毀
傷
せ
ざ
る
は
、
孝
の
始
ま

り
な
り
」
と
い
う
『
孝
經
』
の
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
髮
を
切
る
こ
と
が
も
つ
意
味
の
重
さ
に
つ
い
て
は
言
を
俟
た
な
い（

10
）。『

黃
庭
內

景
經
』
に
は
ま
た
上
記
の
經
文
を
詳
說
す
る
序
文
が
付
さ
れ
て
い
た
。

受
く
る
者
は
齋
す
る
こ
と
九
日
、
或
は
七
日
、
或
は
三
日
、
然
る
後
に
之
を
受
く
。
授
く
る
者
は
師
と
爲
り
、
受
く
る
者
は
奉
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ず
。
盟
を
結
び
誓
い
を
立
て
、
期
す
る
に
泄
ら
す
こ
と
勿
き
を
以
て
す
。

い
に
し
え

古
者
は
盟
に
玄
雲
の
錦
九
十
尺
、
金
億
鳳
文
の
羅
四

十
尺
、
金
鈕
九
雙
を
用
い
、
以
て
割
髮
・
歃
血
の
不
泄
の
約
に
代
う
。
此
の
物
是
れ
神
郷
の
奇
帛
、
赤
縣
の
有
す
る
所
に
非
ず
。

今
錦
は
白
絹
を
用
う
べ
く
、
羅
は
靑
布
を
用
う
べ
く
、
鈕
は
金
鐶
を
用
う
べ
し
。
亦
た
九
天
に
誓
信
し
、
三
官
に
制
吿
す
る
に

足
る
。
（「
黃
庭
內
景
經
序（
11
）」

湯
谷
神
仙
王
口
訣
）

以
上
は
楊
羲
の
在
世
中
、
三
六
五
年
よ
り
三
七
〇
年
の
閒
に
『
魏
夫
人
內
傳
』
よ
り
書
き
寫
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
暘

谷
神
王
（
湯
谷
神
王
）
が
魏
夫
人
に
『
黃
庭
內
景
經
』
を
傳
授
す
る
際
に
口
傳
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
傳
授
規
定
が
、
歃

血
や
割
髮
が
行
わ
れ
た
時
代
よ
り
古
代
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
暘
谷
神
王
の
言
を
か
り
て
、
血
盟
に
取
っ
て
代
わ
る
新
し
い
規
定
に

古
代
性
を
賦
與
し
、
神
聖
な
る
權
威
を
與
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
歃
血
と
割
髮
を
禁
じ
、
金
環
お
よ
び
絹
物
の
信
物
を
備
え
、
神
々
に
誓
い
を
立
て
る
こ
の
よ
う
な
盟
誓
の
儀
式
を
「
吿
神
の
盟
」、

「
吿
盟
」
と
い
う（

12
）。

上
淸
經
に
お
い
て
唱
え
ら
れ
た
こ
の
新
し
い
規
定
は
、
後
出
の
道
敎
經
典
に
お
い
て
樣
々
に
語
ら
れ
、「
丹
靑
の

誓
」
と
い
え
る
道
敎
盟
誓
の
代
名
詞
と
な
る
。
靈
寶
經
の
『
九
天
生
神
章
經
』
（
元
始
、
靈
寶
經
目
に
「
已
出
」、
四
三
七
ま
で
に
成
立（
13
））

に
「
丹
靑
に
啓
誓
す
」
と
あ
る（

14
）。

南
宋
の
道
士
董
思
靖
は
「
啓
誓
と
は
、
吿
盟
な
り
。
丹
靑
と
は
、
諸
科
の
載
す
る
所
の
、
丹
水
を

飮
み
以
て
歃
血
に
代
え
、
靑
絲
を
斷
じ
て
以
て
割
髮
に
代
う
る
が
如
き
、
是
れ
な
り
」
（
道
藏
一
八
六
册
、
卷
二
、
二
一
表
）
と
注
記
す

る
。
つ
ま
り
、
丹
が
血
を
、
靑
が
髮
を
代
替
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
實
際
の
傳
授
儀
禮
に
「
靑
絲
」
を
用
い
る
こ
と
は
、
三
五
五
年
の
紀
年
が
あ
る
『
大
洞
眞
經
』
の
傳
授
規
定
に（

15
）「
•　靑

を
割
き
鐶
を

破
る
」、「
鐶
を
破
り
繩
を
割
き
、
乃
ち
之
を
傳
う
る
を
得
」
と
見
え
る
。
そ
の
詳
細
は
、
直
徑
一
寸
ほ
ど
の
「
金
鐶
」
す
な
わ
ち
赤

銅
の
環
を
半
分
に
分
け
て
靑
絲
で
作
っ
た
繩
で
括
り
、
經
師
と
弟
子
は
そ
れ
を
身
に
付
け
誓
約
の
證
し
と
し
、
靑
布
（
靑
錦
）
で
袋
を

作
っ
て
金
鐶
と
靑
絲
の
繩
の
保
管
用
に
使
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
も
し
誓
約
に
違
い
經
典
を
し
か
る
べ
き
で
な
い
人
に
漏
ら

し
た
場
合
は
、
鐶
と
絲
を
切
斷
し
、
誓
約
關
係
の
破
綻
を
示
す（

16
）。

た
だ
し
、
上
淸
經
に
お
い
て
は
信
物
が
「
靑
布
」
や
「
靑
絲
」
に
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限
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
「
丹
水
」
に
つ
い
て
も
、
上
淸
經
に
「
液
丹
を
す
す
る
」
と
い
う
具
體
的
な
規
定
は
見
え
ず
、
そ
れ
は
た
だ
歃
血
の
代
替
と
な
る

象
徵
的
な
表
現
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
內
實
は
水
や
酒
を
飮
む
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
Ｐ
二
五
五
九
擬
「
陶
公
傳

授
儀
」）
。
傳
授
儀
禮
に
「
丹
水
」
が
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、
五
世
紀
初
頃
に
成
立
し
た
上
淸
經
以
外
の
道
經
で
あ
る
。『
太
上
洞
玄
靈

寶
智
慧
定
志
通
微
經
』
（
元
始
、
靈
寶
經
目
に
「
已
出
」、
四
三
七
ま
で
に
成
立
）
に
「
丹
を
飮
み
一
を
畫
き
信
と
爲
す
」
（
道
藏
一
六
七
册
、

七
表
）
と
あ
り
、『
太
上
洞
淵
神
呪
經
』
（
東
晉
末
よ
り
四
七
一
ま
で
に
成
立（
17
））
に
「
銀
環
一
具
を
折
り
、
券
を
以
て
之
を
分
つ
。
師
と
丹

を
飮
み
、
自
か
ら
約
誓
し
て
曰
く
、
今
日
丹
を
飮
み
、
經
を
受
け
供
養
し
、
終
身
犯
さ
ず
」
と
あ
る
（
卷
三
、
四
裏
）
。

　
「
丹
水
を
飮
む
」
こ
と
が
「
歃
血
」
の
代
替
と
し
て
定
着
し
た
こ
と
は
、
三
洞
經
の
傳
授
儀
禮
を
述
べ
る
『
正
一
修
眞
略
儀
』
（
初

唐
？
）
に
「
師
資
授
受
の
約
、
道
科
の
經
訣
を
傳
付
す
る
こ
と
、
皆
な
盟
を
結
び
誓
を
立
て
、
期
す
る
に
其
の
人
に
非
ざ
る
に
洩
す
こ

と
勿
き
を
以
て
す
。
當
に
環
を
分
か
ち
券
を
破
り
、
丹
を
飮
み
て
吿
誓
し
、
道
眞
に
負
か
ざ
る
べ
し
」
（
一
〇
裏
）
と
あ
る
こ
と
や（

18
）、

晚
唐
の
會
昌
年
閒
（
八
四
一
―
八
四
六
）
に
、
武
宗
が
道
士
劉
玄
靖
（
八
四
六
年
沒
、
一
說
に
八
五
一
年
沒
）
に
「
三
盟
歃
血
」
に
つ
い
て

尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
世
の
重
ん
ず
る
所
の
者
、
髮
膚
な
り
。
天
子
の
尊
き
は
、
止
だ
丹
を
飮
み
て
以
て
之
に
代
う
べ
き
の
み
」
と
答
え

た
こ
と
よ
り
窺
わ
れ
る（

19
）。

　
と
こ
ろ
が
「
丹
靑
」
の
內
實
は
樣
々
で
あ
り
、「
丹
水
」
や
「
靑
絲
」
を
指
す
他
に
も
、
丹
靑
色
の
絹
を
指
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ

れ
は
多
く
古
靈
寶
經
に
お
い
て
見
ら
れ
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
赤
書
玉
訣
妙
經
』
（
元
始
、
四
二
〇
頃
成
立（
20
））
で
は
、
靈
寶
五
篇
眞
文
（
お

よ
び
五
符
）
を
授
け
る
際
に
、
眞
文
の
下
に
「
赤
い
あ
や
ぎ
ぬ
」
を
敷
き
、
上
を
「
靑
い
あ
や
ぎ
ぬ
」
で
覆
う
こ
と
を
「
髮
を
落
と
し

血
を
歃
る
のち

か
い盟」

と
み
な
す
と
述
べ
ら
れ
、
丹
靑
の
絹
を
用
い
る
の
は
「
靑
以
て
髮
に
代
え
、
丹
以
て
血
に
代
え
る
」
こ
と
で
あ
る

と
說
明
さ
れ
て
い
る（

21
）。

　
そ
の
由
來
は
、
靈
寶
經
の
中
で
最
古
の
も
の
に
屬
す
る
靈
寶
五
符
の
傳
授
法
に
關
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
靈
寶
五
符
の
傳
授
に
は
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「
丹
靑
も
て
誓
信
を
畫
く
」
（『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
卷
下
、
三
表
、
四
一
〇
前
後
成
立（
22
））
と
い
う
。
こ
こ
で
い
う
「
丹
靑
」
は
變
色
し
な
い

顏
料
、
す
な
わ
ち
丹
砂
と
石
靑
（
植
物
性
顏
料
に
比
べ
て
變
色
し
難
い
）
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
施
さ
れ
た
注
は
、
赤
色
と
靑

色
の
絹
と
す
る（

23
）。

劉
宋
時
代
に
は
、
靈
寶
經
の
傳
授
に
丹
靑
の
絹
で
經
典
を
包
む
こ
と
（
盛
經
）
が
實
際
に
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
よ
う
な
傳
授
儀
禮
の
施
行
に
深
く
關
わ
っ
た
人
物
は
陸
修
靜
で
あ
り
、
丹
水
を
飮
む
こ
と
も
、
經
典
の
上
下
に
丹
靑
の
絹

を
置
く
こ
と
も
、
い
ず
れ
も
彼
の
『
太
上
洞
玄
靈
寶
授
度
儀
』
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る（

24
）。

こ
の
書
物
は
道
敎
に
お
け
る
最
初
の
體

系
的
な
經
典
傳
授
の
儀
軌
を
述
べ
て
お
り
、
そ
の
傳
授
儀
禮
は
以
後
の
道
敎
儀
禮
に
お
け
る
基
本
型
を
形
作
っ
た
。

　
た
と
え
ば
、『
無
上
祕
要
』
卷
三
十
五
よ
り
卷
四
十
に
載
せ
て
い
る
三
洞
經
の
傳
授
儀
禮
で
は
、
三
皇
經
の
傳
授
に
師
弟
が
「
共
に

丹
水
を

の噏
み
、
朱
筆
を
以
て
共
に
一
を
盟
文
の
下
に
畫
き（

25
）」

（
卷
三
八
、
三
表
引
『
太
極
隱
注
經
』）
、
靈
寶
經
の
傳
授
に
は
盛
經
のつ

く
え案を

置
き
「
丹
巾
下
に
在
り
、
靑
巾
之
を
覆
い
」
（
卷
三
九
、
二
裏
引
『
明
眞
經
』）
、
上
淸
經
の
傳
授
に
も
同
樣
に
經
典
を
「
丹
靑
二
色
の

巾
」
の
中
に
置
く
規
定
が
見
え
る
（
卷
四
〇
、
一
裏
）
。
丹
靑
の
意
味
內
容
に
は
小
異
あ
る
も
の
の
、
歃
血
と
割
髮
の
代
わ
り
に
、
丹

靑
の
誓
が
道
敎
の
傳
授
に
お
け
る
盟
誓
を
象
徵
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
相
違
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
（
三
）
夢
の
感
應
を
待
つ

　
も
う
一
つ
、
上
淸
經
に
お
い
て
盛
ん
に
語
ら
れ
始
め
た
の
は
、
經
典
傳
授
の
際
に
夢
の
感
應
と
玄
師
の
敎
示
を
待
つ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。『
黃
庭
內
景
經
』
の
傳
授
に
際
し
て
は
、
受
經
者
が
し
か
る
べ
き
人
で
あ
る
か
を
調
べ
、「
先
に
感
應
を
求
め
、
虛
靈
に
推

訊
す
れ
ば
、
乃
ち
佳
な
り
。
傳
う
べ
き
を
審
ら
か
に
す
れ
ば
、
亦
た
將
に
夢
に
以
て
吿
げ
悟
ら
し
め
ん
。
時
に
臨
む
こ
と
の
宜
し
き

も
、
亦
た
心
に
玄
解
せ
ら
れ
ん
」
（「
黃
庭
內
景
經
序
」
淸
虛
眞
人
口
訣
）
と
、
受
經
者
が
正
し
い
人
で
あ
れ
ば
夢
に
吿
知
が
あ
り
、
い
つ

傳
授
す
べ
き
か
も
悟
ら
せ
る
と
い
う
。
夢
の
吿
知
や
心
の
「
玄
解
」
は
、
玄
師
の
敎
示
を
指
す
。『
登
眞
隱
訣
』
で
は
「
至
學
の
子
有

り
、
唯
だ
心
を
幽
靈
に
の
み
勤
む
れ
ば
、
玄
師
に
啓
請
す
。
才
分
苟
し
合
す
れ
ば
、
必
ず
將
に
感
悟
あ
ら
ん
。
是
の
衆
眞
應
付
の
限
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を
得
て
、
然
る
後
に
乃
ち
盟
う
」
（『
要
修
科
儀
戒
律
鈔
』
卷
一
、
一
〇
表
引
）
と
語
ら
れ
、
傳
授
に
先
立
ち
玄
師
を
始
め
と
す
る
衆
眞
よ

り
「
傳
授
し
て
も
よ
い
」
と
の
許
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。『
洞
眞
黃
素
四
十
四
方
經
』
で
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
「
凡

そ
傳
授
の
時
、
經
を
有
す
る
の
師
、
當
に
先
に
感
應
を
求
め
、
然
る
後
に
之
を
傳
う
べ
し
」
（『
無
上
祕
要
』
卷
三
四
、
一
六
裏
引
）
と
億

潔
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

　
ち
ょ
う
ど
四
一
二
年
よ
り
四
三
三
年
頃
、
北
涼
の
地
よ
り
流
行
し
始
め
た
菩
薩
戒
の
受
戒
に
は
、
受
戒
の
前
兆
と
し
て
、
夢
の
な

か
で
佛
菩
薩
の
感
應
を
待
つ
こ
と
が
重
視
さ
れ
た（

26
）。「

黃
庭
內
景
經
序
」
は
三
七
〇
年
ま
で
に
は
成
立
し
て
い
る
の
で
、
南
朝
に
お
け

る
菩
薩
戒
の
普
及
（
劉
宋
の
元
嘉
（
四
二
四
―
四
五
三
）
年
閒
）
に
先
行
す
る
。
そ
の
頃
に
敎
え
の
傳
授
に
夢
の
感
應
を
待
つ
と
い
う
觀

念
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
南
朝
に
お
け
る
菩
薩
戒
の
受
容
を
考
え
る
上
で
、
一
つ
の
興
味
深
い
點
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
玄
師
の
敎
示
を
待
っ
て
傳
授
の
可
否
を
決
め
る
と
す
る
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
明
ら
か
に
楊
羲
の
よ
う
な
シ
ャ
ー
マ
ン
的
能
力
を
持

つ
授
經
者
、
す
な
わ
ち
「
經
師
」
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
裏
を
返
し
て
い
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
媒
介
役
が
な
く
な
っ
て
し
ま

え
ば
、
玄
師
の
觀
念
が
、
さ
ら
に
經
師
の
觀
念
も
が
必
然
的
に
變
化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
玄
師
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に

し
て
、
先
に
經
師
の
變
遷
を
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　　
　
　
二
　
經
師
の
尊
崇

　　
上
淸
經
の
成
立
當
初
、
經
師
と
し
て
の
楊
羲
の
位
置
は
、「
二
許
（
許
謐
・
許
翽
）
世
の
典
を
以
て
隔
た
れ
り
と
爲
し
、
未
だ
禮
敬
を

崇
く
せ
ず
」
（『
眞
誥
』
卷
一
九
）
と
記
す
よ
う
に
、
た
だ
玄
師
よ
り
授
か
っ
た
經
典
を
傳
逹
す
る
役
に
止
ま
り
、
師
と
し
て
の
權
威
を

持
っ
て
い
た
と
は
い
い
難
い
。
許
謐
と
許
翽
は
、
世
の
し
き
た
り
と
し
て
靈
媒
を
師
と
し
て
敬
仰
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
を
誡
め
た
魏
夫
人
の
お
吿
げ
に
「
經
を
受
く
れ
ば
則
ち
師
た
り
」
（『
眞
誥
』
同
上
）
と
あ
る
の
は
、
天
界
か
ら
授
か
っ
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た
經
典
を
受
け
た
こ
と
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
經
典
を
さ
ら
に
傳
授
す
る
師
と
し
て
の
資
格
を
得
る
の
だ
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
上
淸
經
の
傳
授
規
定
に
見
ら
れ
る
類
似
の
表
現
も
、
こ
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
例
え
ば
、
前
揭
し
た
『
黃
庭
內
景
經
』
の
傳
授
規
定
に
は
、「
授
く
る
者
は
師
と
爲
り
、
受
く
る
者
は
こ
れ
を
奉
ず
」、「
皆
な
經
を

有
す
る
の
師
を
奉
ず
」
と
あ
り
、
そ
の
他
に
も
上
淸
經
の
隨
所
に
、
信
物
を
備
え
「
經
を
有
す
る
の
師
を
奉
ず
」「
經
を
有
す
る
の
師

に
唖
す
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る（

27
）。『

大
洞
眞
經
』
の
傳
授
規
定
で
は
、
す
で
に
經
師
の
位
置
づ
け
が
明
確
に
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ

に
は
、「
經
を
授
く
る
を
師
君
と
曰
い
、
經
を
受
く
る
を
弟
子
と
曰
う
。
坦
幽
に
赤
心
あ
り
、
靈
囿
に
長
苦
し
、
師
門
に
肘
伏
し
、
德

宇
に
頓
首
す
る
者
に
非
ら
ざ
る
自
り
は
、
而
し
て
洞
經
・
玉
籙
（
大
洞
眞
經
と
八
景
玉
籙
）
、
終
にな

ん
じ兆に

吿
げ
ざ
る
な
り
。
…
…
此
の

天
相
无
き
自
り
は
、
亦
た
終
に
此
の
經
師
に
相
い
遭
遇
せ
ず
」
（『
八
景
玉
籙
』
一
五
裏
―
一
六
表
）
と
あ
り
、
眞
人
と
な
る
仙
骨
（
天

相
）
で
な
け
れ
ば
、
經
師
に
遇
う
こ
と
も
で
き
ず
、
經
師
に
對
す
る
尊
敬
の
念
が
な
け
れ
ば
經
典
を
授
か
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い

う
。
經
典
を
授
け
る
も
の
は
師
匠
、
受
け
る
も
の
は
弟
子
と
い
う
當
然
の
こ
と
が
こ
れ
ほ
ど
强
調
さ
れ
た
の
は
、
經
典
を
授
け
て
い

る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
師
と
し
て
處
遇
さ
れ
な
か
っ
た
楊
羲
の
特
殊
な
事
情
を
背
景
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
規
定
は
續

い
て
經
師
の
權
威
を
道
の
本
源
に
お
く
。

經
師
は
本
玄
に
源
し
、
始
炁
を
攝
し
て
以
て
幽
に
運
り
、
滯
路
を
拔
い
て
以
て
眞
に
通
じ
、
雲
津
を
啓
き
て
以
て
吿
翹
し
、
大

い
に
水
火
を
渡
越
し
、
必
ず
濟
超
を
生
明
す
。
（『
八
景
玉
籙
』
一
六
表
）

經
師
は
「
本
玄
」
す
な
わ
ち
大
本
の
道
よ
り
由
來
し
、
宇
宙
根
元
の
氣
を
制
御
し
て
幽
界
を
め
ぐ
り
、
氣
の
滯
り
を
取
り
除
い
て
眞

人
の
世
界
に
通
じ
、
雲
上
の
天
界
に
願
い
を
と
ど
け
、
水
火
の
災
い
か
ら
救
濟
し
、
弟
子
を
救
い
超
越
さ
せ
る
存
在
と
さ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
「
此
の

•　經
•　弟
•　子
と
爲
る
者
は
、
當
に
心
を
經
戒
にね

ん
ご
ろ

苦
に
し
、

•　師
•　君
を
尊
奉
し
、
饌
饍
味
を
同
に
し
、
甘
苦
均
し
き
を
分
か

ち
、
始
終
神
明
に
鏡
み
、
嶮
痾
塗
辛
を
同
に
す
べ
し
」
（
一
六
表
）
と
さ
れ
る
。「
經
師
」
と
「
經
弟
子
」
が
對
語
と
な
っ
て
い
る
の
は

注
目
に
値
す
る
。
弟
子
は
師
に
事
え
る
と
い
う
よ
り
經
に
事
え
る
の
で
あ
り
、
師
は
經
を
持
っ
て
い
る
ゆ
え
に
師
と
な
り
得
る
。
權
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威
の
よ
り
と
こ
ろ
が
も
っ
ぱ
ら
經
典
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
經
を
中
心
に
結
ば
れ
る
師
弟
關
係
の
な

か
で
、
經
師
は
道
の
世
界
か
ら
由
來
し
、
受
經
者
を
道
の
世
界
に
連
結
す
る
「
師
君
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
經
師
と
弟
子
は
氣
の
レ
ベ
ル
で
緊
密
に
結
ば
れ
、
經
典
を
漏
ら
し
た
り
、
齋
を
缺
い
た
り
す
る
な
ど
、
科
儀
に
違
反
す
れ

ば
、
經
師
は
死
ま
た
は
病
に
處
罰
さ
れ
、
受
經
者
は
經
典
の
修
行
に
お
け
る
二
大
感
官
を
失
い
、
失
明
・
失
口
す
る
と
さ
れ
た
。
黃

老
君
の
口
訣
は
、「
其
の
人
を
審
ら
か
に
せ
ず
、
齋
無
く
し
て
傳
付
す
れ
ば
、
經
師
は
當
に
死
す
べ
く
、
受
者
は
兩
目
を
失
わ
ん
。
齋

苦
切
な
ら
ざ
れ
ば
、
經
師
は
當
に
病
む
べ
く
、
受
者
は
口
を
失
わ
ん
」
（
道
藏
一
〇
二
五
册
『
洞
眞
高
上
玉
帝
大
洞
雌
一
玉
檢
五
老
寶
經
』

中
央
黃
老
君
所
撰
玉
經
訣
、
九
表
）
と
あ
る
。

　
以
上
の
如
く
上
淸
經
で
は
經
師
の
尊
重
が
語
ら
れ
た
が
、
か
か
る
經
師
觀
念
は
、
上
淸
經
を
下
敷
き
に
し
て
書
か
れ
た
靈
寶
經
に

お
い
て
、
樣
々
な
儀
禮
規
定
の
中
に
取
り
込
ま
れ
、
さ
ら
に
新
た
な
展
開
を
み
る
こ
と
に
な
る
。

　　
　
　
三
　
經
典
傳
授
系
譜
上
の
三
師

經
師
・
籍
師
・
度
師

　　
經
師
の
尊
崇
を
唱
え
た
上
淸
經
の
記
述
を
受
け
繼
い
だ
か
の
よ
う
に
、
南
朝
に
お
け
る
後
續
道
敎
經
典
に
お
い
て
經
師
の
地
位
は

格
段
と
上
昇
し
た
。
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
靈
寶
經
を
中
心
に
師
承
關
係
に
お
け
る
三
師
觀
念
が
成
立
し（

28
）、

經
師
が
「
曾
師
」
と
し

て
崇
敬
の
對
象
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
の
最
初
は
、
靈
寶
經
の
『
金
籙
億
文
三
元
威
儀
自
然
眞
一
經
』
（
元
始
、
經
名
は
靈
寶
經
目
に
よ
る
。
以
下
『
金
籙
億
文
三
元
威
儀
』
と

略
稱
。
四
三
七
年
頃
ま
で
に
は
成
立
）
の
文
で
あ
る
。
こ
の
經
典
は
、
上
元
金
籙
億
文
眞
仙
品
・
中
元
玉
籙
億
文
神
仙
品
・
下
元
黃
籙
億

文
靈
仙
品
の
「
三
元
威
儀
」、
つ
ま
り
三
部
構
成
の
規
定
集
と
さ
れ
る
が
、
早
く
散
佚
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
「
上
元
金
籙
億
文
」

は
杜
光
庭
撰
『
太
上
黃
籙
齋
儀
』
等
に
引
文
が
あ
り
、「
中
元
玉
籙
億
文
」
は
道
藏
に
現
存
す
る
『
洞
玄
靈
寶
玉
籙
億
文
三
元
威
儀
自
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然
眞
經
』
（
以
下
『
玉
籙
億
文
』
と
略
稱
す
る
）
に
該
當
し
、「
下
元
黃
籙
億
文
」
は
敦
煌
本
の
殘
卷
（
Ｐ
三
一
四
八
）
と
『
太
上
黃
籙
齋

儀
』
に
引
文
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
全
貎
を
推
測
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る（

29
）。

　
さ
て
、『
無
上
祕
要
』
卷
三
十
五
「
授
度
齋
辭
宿
啓
儀
品
」
は
三
洞
經
傳
授
の
前
日
に
行
う
儀
禮
を
記
し
て
お
り（

30
）、

そ
こ
に
『
金
籙

億
文
三
元
威
儀
』
の
文
を
引
用
し
て
、
靜
室
に
入
り
三
師
を
存
思
す
る
方
法
を
說
く
。

先
に
經
師
所
在
の
方
を
思
い
、
心
拜
す
る
こ
と
三
過
、
師
仙
道
を
得
、
我
が
身
升
度
せ
ん
こ
と
を
願
う
。

次
に
籍
師
所
在
の
方
を
思
い
、
心
拜
す
る
こ
と
三
過
、
師
飛
仙
を
得
、
我
が
七
祖
父
母
の
爲
に
開
度
し
、
早
に
天
堂
に
升
り
、
我

眞
道
を
得
て
、
升
り
て
无
形
に
入
ら
ん
こ
と
を
願
う
。

次
に
度
師
所
在
の
方
を
思
い
、
心
拜
す
る
こ
と
三
過
、
師
升
度
を
得
、
高
仙
に
上
登
し
、
我
が
爲
に
五
道
八
難
を
開
度
し
、
名

は
仙
籙
に
入
り
、
永
に
眞
人
と
成
ら
ん
こ
と
を
願
う
。
（
二
裏
―
三
表
引
『
玉
籙
經
』、
道
藏
本
『
玉
籙
億
文
』
と
同
文
）

三
師
の
居
場
所
を
思
い
描
き
、
師
の
昇
仙
と
我
が
身
の
救
濟
を
念
願
す
る
こ
の
規
定
は
、
劉
宋
の
『
金
籙
億
文
三
元
威
儀
』
か
ら
南

宋
の
『
无
上
黃
籙
大
齋
立
成
儀
』
（
卷
三
二
）
、
元
代
の
『
道
法
會
元
』
（
卷
二
四
五
）
に
至
る
ま
で
途
絕
え
る
こ
と
な
く
傳
わ
る
、
道

敎
儀
式
に
缺
か
せ
な
い
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
三
師
の
意
味
付
け
は
、「
經
師
は
則
ち
經
の
始
、
…
…
三
曾
の
宗
な
り
。
籍
師
は
則
ち

師
の
師
、
…
…
生
死
錄
籍
の
由
る
所
。
度
師
は
則
ち
經
を

さ
ず受

く
る
の
師
、
我
を
五
道
の
難
よ
り
度
す
」
と
さ
れ（

31
）、

こ
こ
で
經
師
は
上

三
代
の
曾
師
に
あ
た
り
、「
經
典
の
始
原
」
と
さ
れ
る
。

　
陸
修
靜
は
劉
宋
の
元
嘉
末
、
四
四
〇
年
頃
に
撰
述
し
た（

32
）『

太
上
洞
玄
靈
寶
授
度
儀
』
の
冒
頭
を
「
黃
籙
億
文
靈
仙
品
に
云
う
、
經
法

を
奉
受
し
、
當
に
三
師
の
爲
に
、
弟
子
を
開
度
す
る
こ
と
一
十
九
人
と
す
べ
し
、
と
。
功
を
建
て
德
を
立
て
、
諸
天
に
名
有
り
、
乃

ち
登
壇
し
て
吿
盟
し
、
五
老
赤
書
眞
文
玉
篇
、
三
部
八
景
二
十
四
眞
、
天
仙
乘
騎
上
眞
の
官
を
佩
受
す
る
を
得
」
と
い
う
文
章
で
始

め
て
い
る
。
陸
修
靜
は
、
經
師
の
た
め
に
三
人
、
籍
師
の
た
め
に
七
人
、
度
師
の
た
め
に
九
人
、
合
わ
せ
て
十
九
人
の
弟
子
を
開
度

す
る
こ
と
を
說
く
「
黃
籙
億
文
靈
仙
品
」
の
規
定
を
取
り
入
れ（

33
）、

そ
れ
を
靈
寶
經
傳
授
の
條
件
と
し
た
の
で
あ
る
。
弟
子
の
開
度
が
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功
德
と
も
な
り
傳
授
の
資
格
と
も
な
る
と
い
う
同
樣
の
考
え
方
が
、『
三
元
品
戒
』
（
元
始
、
靈
寶
經
目
に
「
已
出
」、
四
三
七
頃
ま
で
に
成

立
）
の
「
上
道
を
學
び
、
法
を
師
門
に
受
く
る
も
、
開
度
の
功
無
き
の
罪
。
上
道
を
學
ぶ
も
、
功
無
く
し
て
弟
子
に
傳
授
す
る
の
罪
」

（
道
藏
二
〇
二
册
、
二
二
裏
）
と
い
う
項
目
に
見
え
る
。

　
三
師
の
存
思
に
加
え
て
、
經
典
傳
授
に
際
し
て
三
師
の
姓
名
を
記
し
渡
す
規
定
が
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
最
初
は
文
獻
上
で
確
認

で
き
る
限
り
、
上
淸
經
の
『
洞
眞
太
上
太
霄
琅
書
』
（
道
藏
十
卷
本
。
以
下
『
太
霄
琅
書
』
と
略
稱
す
る
）
で
あ
る
。『
太
霄
琅
書
』
は
第
一

卷
の
み
が
東
晉
期
の
古
經
に
當
り
、
そ
の
他
の
部
分
は
後
に
撰
述
さ
れ
た
科
儀
類
と
思
わ
れ
る（

34
）。

そ
の
內
容
は
上
淸
經
を
中
心
と
し

て
い
る
も
の
の
、
三
洞
經
の
全
修
を
强
調
す
る
こ
と
か
ら（

35
）、

三
洞
經
成
立
（
陸
修
靜
の
三
洞
經
書
目
は
四
七
一
年
）
以
後
の
も
の
で
あ
る

こ
と
は
明
か
で
あ
り
、
そ
の
中
の
紀
年
に
よ
れ
ば
、
齊
の
永
元
二
年
（
五
〇
〇
）
頃
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る（

36
）。

こ
れ
は
、
齊
梁
革
命
を

豫
見
し
た
陶
弘
景
が
茅
山
に
隱
棲
し
、
華
陽
館
を
建
て
『
眞
誥
』
を
完
成
し
た
時
期
に
當
る（

37
）。

陶
弘
景
の
存
命
中
に
は
外
に
出
さ
れ

た
こ
と
が
な
い
と
す
る
『
眞
誥
』
と
重
な
る
記
事
が
『
太
霄
琅
書
』
に
見
え
る
こ
と
は（

38
）、

そ
の
成
立
に
陶
弘
景
が
深
く
關
わ
っ
て
い

る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
の
時
期
に
活
動
し
て
い
た
著
名
な
道
士
の
う
ち
、
陸
修
靜
（
四
七
七
年
沒
）
は
す
で
に
沒
し
、
孫
遊
嶽
（
三

九
九
―
四
八
九
）
も
沒
し
て
い
る
。
三
君
手
書
を
蒐
集
し
『
眞
跡
』
を
撰
し
た
顧
歡
も
永
明
年
閒
（
四
八
三
―
四
九
三
）
に
は
沒
し
て
い

る
は
ず
な
の
で
、
上
淸
經
に
詳
し
い
知
識
を
持
つ
道
士
の
な
か
で
五
〇
〇
年
以
降
に
活
躍
し
た
人
物
は
陶
弘
景
し
か
浮
か
ん
で
こ
な

い
。
陶
弘
景
が
華
陽
館
を
築
き
、
根
本
敎
典
と
し
て
『
眞
誥
』
を
完
成
し
、『
登
眞
隱
訣
』
の
撰
修
に
取
り
か
か
っ
て
い
た
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
實
質
的
な
敎
團
運
營
に
必
要
な
規
定
集
が
な
か
っ
た
と
は
考
え
難
い
。『
太
霄
琅
書
』
は
洞
眞
經
一
五
〇
卷（

39
）の

寫
經
と
傳
授

に
關
わ
る
規
定
や
、
四
極
科
、
九
眞
科
、
太
眞
科
な
ど
、
上
淸
經
の
傳
授
と
修
行
に
關
わ
る
科
儀
、
お
よ
び
道
士
の
法
服
や
婚
姻
に
關

す
る
規
定
な
ど
、
實
質
的
で
か
つ
事
細
か
な
規
定
を
集
め
て
お
り
、
實
際
の
道
館
に
お
け
る
規
定
集
と
し
て
撰
さ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
も
し
こ
れ
が
陶
弘
景
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、『
太
霄
琅
書
』
を
通
じ
て
陶
弘
景
の
道
敎
觀
を
再
考
察
す
べ
き
で
あ
る
が
、

『
太
霄
琅
書
』
と
陶
弘
景
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
檢
證
が
必
要
で
あ
る
。
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そ
の
『
太
霄
琅
書
』
に
「
傳
諱
訣
」
す
な
わ
ち
三
師
の
名
諱
を
傳
授
す
る
方
法
が
記
さ
れ
て
い
る
。

凡
そ
經
寶
を
傳
う
る
こ
と
、
要
は
師
・
師
の
所
師
・
所
師
の
師
を
存
す
る
に
在
り
、
三
人
の
郷
居
・
男
女
位
號
・
姓
名
字
年
・
傳

經
の
處
所
、
弟
子
に
付
授
し
、
黃
素
に
之
を
書
し
、
佩
帶
自
隨
し
、
去
失
す
べ
か
ら
ず
。
去
失
の
謫
罰
は
、
皆
な
太
眞
の
科
の

如
し
。
常
に
は
帶
び
ざ
る
者
は
、
經
中
に
附
著
し
、
別
に
巾
を
以
て
蘊
（
經
典
の
筐
蘊
）
の

う
ち裏

に
結
ぶ
。
（
卷
五
、
三
裏
）

　
さ
ら
に
、
陶
弘
景
の
弟
子
周
子
良
が
殘
し
た
五
一
五
年
の
記
錄
に
「
凡
そ
受
く
る
所
の
經
符
、
以
て
自
隨
す
べ
け
れ
ば
、
則
ち
其
の

神
衞
り
て
人
に
從
う
。
復
た
宜
し
く

•　三
•　師
•　の
•　姓
•　諱

兼
ね
て

•　受
•　法
•　の
•　年
•　月

を
須
う
べ
し
。
恐
ら
く
三
官
の
水
神
、
復
た
更
に
考
問
す
る

に
、
皆
な
應
に
答
對
す
べ
し
。
落
漠
す
る
を
得
ず
」
と
見
え
る
（『
周
氏
冥
通
記
』
卷
一
、
一
四
裏
。
周
子
良
の
死
後
の
墳
墓
・
埋
葬
な
ど
の

準
備
に
關
す
る
お
吿
げ
）
。
死
後
の
尋
問
に
備
え
、
經
典
お
よ
び
符
を
授
け
た
三
師
の
姓
名
お
よ
び
傳
授
の
日
付
が
必
要
で
あ
る
と
い

う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
先
に
見
た
『
太
霄
琅
書
』
の
規
定
の
よ
う
に
、
經
典
と
と
も
に
三
師
の
姓
名
が
傳
授
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推

察
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
陶
弘
景
は
「
但
だ
三
師
はま

こ
と的に

是
れ
何
者
な
る
か
を
知
ら
ず
。
卽
ち
當
に
籍
師
・
度
師
・
經
師
の
義
と

作
す
べ
き
を
謂
う
か
、
直
だ
是
れ
師
師
相
承
の
三
世
と
爲
さ
ん
か
」
（
一
五
表
）
と
注
記
し
て
い
る
。
周
子
良
の
い
う
三
師
が
誰
を
さ

す
の
か
分
か
り
か
ね
る
が
、
梁
の
天
監
年
閒
に
陶
弘
景
が
師
承
關
係
に
お
け
る
經
師
・
籍
師
・
度
師
の
三
師
觀
念
を
持
っ
て
い
た
こ

と
は
確
か
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
三
師
の
名
諱
は
、
經
典
や
符
が
由
緖
正
し
く
師
よ
り
受
け
繼
が
れ
た
こ
と
を
證
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

陶
弘
景
は
、
死
後
の
世
界
に
お
い
て
三
官
の
尋
問
を
通
る
關
鍵
は
、
受
け
繼
い
だ
も
の
が
基
づ
く
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
ど
う
か
に
か

か
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る（

40
）。

三
師
名
諱
の
傳
授
が
、
敎
え
の
根
本
を
問
う
意
識
に
關
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
梁
の
武
帝
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
『
正
一
威
儀
經
』
に（

41
）、「

道
を

さ
ず受

け
畢
れ
ば
、
黃
素
を
以
て
三
師
の
名
諱
・
形
狀
・
年
幾
、
及
び
登

壇
の
三
師
・
五
保
を
書
し
、
弟
子
に
與
う
」
（
道
藏
五
六
四
册
、
四
裏
―
五
表
）
と
あ
り
、
道
士
の
入
門
式
に
『
太
霄
琅
書
』
の
規
定
と

同
樣
、
黃
素
す
な
わ
ち
黃
色
の
絹
に
三
師
の
名
諱
・
形
狀
・
年
齡
を
書
き
、
弟
子
に
渡
す
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
際

に
は
傳
授
系
譜
上
の
三
師
（
經
籍
度
）
の
ほ
か
、
壇
上
に
登
っ
て
實
際
の
儀
式
を
司
る
「
登
壇
の
三
師
」
（
度
師
・
保
擧
師
・
監
度
師
）
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と
五
保
の
名
を
書
す（

42
）。

經
籍
度
の
三
師
が
師
承
關
係
の
縱
軸
の
中
で
、
經
典
の
據
り
所
を
證
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、「
登
壇
の
三
師
」

は
傳
授
の
當
日
、
儀
式
が
實
際
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
證
す
る
も
の
と
な
る
。
陳
隋
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
『
傳
授
經
戒
儀
注
訣
』
に
は
、

三
師
の
諱
を
記
す
方
法
の
詳
細
が
記
さ
れ
て
お
り
（
書
三
師
諱
法
第
六（
43
））
、
か
つ
儀
式
當
日
に
登
壇
の
三
師
と
五
保
の
他
、
監
齋
、
侍

經
、
侍
香
、
侍
燈
を
含
め
、
合
計
三
十
九
人
を
必
要
と
し
て
い
る
（
請
師
保
法
第
三
）
。
儀
式
の
進
行
役
が
細
分
化
し
て
い
る
こ
と
が

見
て
取
れ
る
。

　
經
籍
度
三
師
の
存
思
お
よ
び
名
諱
傳
授
の
定
着
は
、
七
世
紀
頃
の
張
萬
福
の
撰
に
な
る
『
洞
玄
靈
寶
三
師
名
諱
形
狀
居
觀
方
所
文
』

に
「
先
に
三
師
を
存
し
、
然
る
後
に
道
を
行
う
。
凡
そ
厥
れ
讀
經
・
講
誦
、
行
道
・
燒
香
、
入
室
・
登
壇
、
皆
な
先
に
師
に
禮
し
存
念

す
。
次
に
當
に
九
祖

お
よ
び

及
以
己
が
身
を
開
度
す
る
を
起
願
す
べ
し
。
此
の
法
遵
わ
ざ
れ
ば
、
眞
靈
降
る
に
靡
ず
。
師
に
禮
す
る
こ
と
則

ち
須
く
方
所
を
知
る
べ
く
、
存
念
す
る
こ
と
則
ち
審
に
形
容
を
識
る
べ
し
。
道
を
受
く
る
の
辰
、
師
當
に
指
授
す
べ
し
。
故
に
正
一

自
り
以
上
、
洞
眞
に
至
る
ま
で
、
三
師
の
名
諱
形
狀
・
住
觀
方
所
を
參
受
し
、
竝
び
に
儀
を
具
う
」
（
道
藏
一
九
八
册
、
一
表
）
と
あ
る

こ
と
よ
り
窺
わ
れ
る
。
讀
經
や
燒
香
、
入
室
や
登
壇
に
い
た
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
道
敎
實
踐
に
際
し
て
「
三
師
の
存
思
」
が
行
わ
れ
、

三
洞
經
の
傳
授
全
體
に
わ
た
っ
て
「
三
師
の
名
諱
を
書
し
て
渡
す
」
規
定
が
適
用
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
正
一
師

諱
・
五
千
文
師
諱
・
神
呪
師
諱
・
洞
神
師
諱
・
昇
玄
師
諱
・
洞
玄
師
諱
・
上
淸
師
諱
、
合
計
七
等
の
三
師
名
諱
の
書
き
方
が
記
載
さ

れ
、
竝
び
順
で
道
士
の
位
階
が
上
昇
す
る
。「
正
一
師
諱
」
を
一
例
と
し
て
あ
げ
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

國
號
某
年
太
歲
某
某
月
某
朔
某
日
、
某
州
縣
郷
里
男
女
官
某
甲
、
年
若
干
、
某
於
某
州
郡
郷
里
觀
宇
受
正
一
盟
威
某
籙
、
三
師

姓
諱
如
左
。

度
師
、
某
州
郡
郷
里
觀
男
女
官
治
炁
、
姓
名
年
若
干
歲
、
形
狀
。

籍
師
、
某
州
郡
郷
里
觀
男
女
官
治
炁
、
姓
名
年
若
干
歲
、
形
狀
。

經
師
、
某
州
郡
郷
里
觀
男
女
官
治
炁
、
姓
名
年
若
干
歲
、
形
狀
。
（
一
裏
）
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經
典
傳
授
の
系
譜
と
し
て
の
三
師
名
諱
の
實
例
は
、
九
二
〇
年
の
紀
年
が
あ
る
『
洞
玄
靈
寶
三
師
記
』
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

こ
に
は
弟
子
陸
甚
夷
の
三
師
の
名
が
「
經
師
、
南
嶽
上
淸
大
洞
田
君
、
諱
虛
應
、
字
良
逸
」
（
道
藏
一
九
八
册
、
二
裏
）
「
籍
師
、
天
台

山
桐
栢
觀
上
淸
大
洞
三
徵
君
馮
君
、
諱
惟
良
」
（
三
表
）
「
度
師
、
天
台
山
道
元
院
上
淸
大
洞
道
元
先
生
賜
紫
應
君
、
諱
夷
節
、
字
適

中
」
（
五
裏
）
と
書
き
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
師
記
は
、
單
な
る
傳
經
師
三
人
の
名
諱
記
錄
で
は
な
く
、
應
夷
節
（
八
一
〇
―

八
九
四
）
の
弟
子
グ
ル
ー
プ
が
、
天
台
山
桐
栢
觀
の
復
興
に
務
め
た
師
の
系
譜
を
通
じ
て
、
敎
門
の
根
本
を
司
馬
承
禎
（
六
四
七
―
七

三
五
、
桐
栢
觀
は
彼
の
た
め
に
建
て
ら
れ
た
）
よ
り
さ
ら
に
陶
弘
景
に
ま
で
遡
ら
せ
、
天
台
山
に
本
據
を
置
く
自
身
た
ち
が
陶
弘
景
以
來

の
三
洞
經
を
繼
承
す
る
正
統
的
な
道
脈
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る（

44
）。

　
以
上
に
お
い
て
考
察
し
て
き
た
通
り
、
茅
山
の
啓
示
に
お
い
て
た
だ
經
典
の
傳
逹
役
に
す
ぎ
な
か
っ
た
經
師
は
、
以
後
經
典
の
授
受

關
係
に
お
い
て
曾
師
に
位
置
付
け
ら
れ
、
經
典
の
始
原
と
し
て
瞑
想
と
禮
拜
の
對
象
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
經
師
の
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ

ク
な
意
味
變
化
は
、
經
典
が
嚴
重
な
盟
誓
を
通
じ
て
正
し
く
受
け
繼
が
れ
た
の
か
を
問
う
意
識
と
關
わ
り
、
經
典
の
基
づ
く
と
こ
ろ

を
明
ら
か
に
す
る
傳
授
儀
禮
が
道
敎
に
お
い
て
中
核
的
な
儀
式
と
し
て
發
逹
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
言
え
る
。

　　
　
　
四
　
玄
師
の
行
方

　　
　
（
一
）
三
寶
の
師
寶

　
そ
れ
で
は
、
玄
師
は
ど
の
よ
う
な
變
遷
を
た
ど
っ
た
の
か
。
茅
山
の
啓
示
に
お
い
て
玄
師
は
「
上
淸
境
に
お
け
る
師
」
を
意
味
し

た
。
そ
の
時
點
で
は
、
玄
師
こ
そ
が
經
典
の
由
來
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
玄
師
は
道
敎
に
お
け
る
「
三
寶
」

の
中
で
「
師
寶
」
に
定
着
す
る
。
そ
の
變
化
の
要
因
も
靈
寶
經
に
受
容
さ
れ
た
玄
師
觀
念
に
あ
る
。

　
陸
修
靜
が
定
め
た
靈
寶
經
の
傳
授
儀
禮
で
は
、
吿
盟
し
て
五
篇
眞
文
を
渡
し
た
と
こ
ろ
で
、
弟
子
が
「
至
心
稽
首
禮
太
上
無
極
大
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道
、
至
心
稽
首
禮
三
十
六
部
尊
經
、
至
心
稽
首
禮

•　玄
•　中
•　大
•　法
•　師
」
と
唱
え
る
。
つ
ま
り
傳
授
儀
禮
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
直
後
に
三

寶
に
禮
す
る
の
で
あ
る
（『
太
上
洞
玄
靈
寶
授
度
儀
』
四
一
裏
）
。
お
そ
ら
く
三
寶
禮
の
文
は
『
金
籙
億
文
三
元
威
儀
』
に
基
づ
く（

45
）。

太

上
無
極
大
道
、
三
十
六
部
尊
經
、
玄
中
大
法
師
は
そ
れ
ぞ
れ
佛
敎
に
お
け
る
「
佛
・
法
・
僧
」
に
擬
え
ら
れ
る
道
敎
の
三
寶
「
道
・

經
・
師
」
で
あ
る
。

　
梁
末
に
成
立
し
、
唐
代
の
道
敎
制
度
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
っ
た
『
三
洞
奉
道
科
』（
道
藏
本
『
洞
玄
靈
寶
三
洞
奉
道
科
戒
營
始
』、
敦
煌

文
書
Ｐ
二
三
三
七
『
三
洞
奉
道
科
誡
儀
範
』）
で
は
、
度
人
儀
（
入
門
式
）
の
始
め
に
「
歸
三
寶
三
禮
」
を
行
い
「
至
心
歸
身
太
上
无
極
大
道
、

至
心
歸
神
三
十
六
部
尊
經
、
至
心
歸
命
玄
中
大
法
師
」
（
卷
六
、
九
裏
）
と
唱
え
る
。
そ
し
て
、
三
寶
禮
は
度
人
儀
に
止
ま
ら
ず
、
經

典
の
讀
誦
や
講
說
な
ど
、
多
く
の
場
面
に
用
い
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
三
寶
は
「
大
道
、
經
法
、

•　玄
•　師
」
と
億
稱
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
し
か
し
、
上
淸
經
の
傳
授
規
定
を
巡
り
、
玄
師
の
內
容
は
搖
ら
い
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
搖
れ
は
玄
師
と
經
師
が
、
そ
れ
ぞ

れ
三
寶
の
師
寶
、
三
師
の
曾
師
に
定
着
す
る
ま
で
の
路
程
を
示
し
て
い
る
。
以
下
そ
れ
に
つ
い
て
少
し
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
（
二
）
隱
盟

經
師
が
な
け
れ
ば
、
玄
師
に
誓
い
經
典
を
自
受
す
る

　
上
淸
經
の
傳
授
を
巡
っ
て
、
玄
師
と
直
接
交
わ
る
能
力
を
も
つ
經
師
が
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
で
玄
師
と
經
師
の
意
味
內
容
が
變
化

す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
變
化
を
示
す
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
僞
經
」
つ
ま
り
楊
羲
ら
以
外
の
手
に
よ
っ

て
撰
述
さ
れ
た
上
淸
經
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
で
あ
る
『
洞
眞
上
淸
神
州
七
轉
七
變
舞
天
經
』
に
引
く
「
四
極
明
科
」
に
は
、「
若
し
因

緣
よ
り
經
を
得
る
も
、
世
に
經
師
无
け
れ
ば
、
科
に
依
り
信
を
齎
し
、
絕
巖
の
峯
に
詣
り
、

•　隱
•　盟

し
て
受
く
る
を
得
。
若
し
經
師
有

れ
ば
、
便
ち
師
に
詣
り
盟
度
す
」
（
道
藏
一
〇
三
〇
册
、
二
九
表
）
と
あ
り
、
經
師
が
あ
れ
ば
、
盟
誓
し
て
受
經
す
る
が
、
經
師
が
な
け

れ
ば
信
物
だ
け
を
備
え
て
「
隱
盟
」
し
、
自
か
ら
受
け
る
と
い
う
。

　
こ
こ
で
は
佛
敎
で
い
え
ば
菩
薩
戒
の
「
自
受
」
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
陶
弘
景
は
、
楊
羲
の
沒
後
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に
王
靈
期
の
「
僞
作
」
を
含
め
て
上
淸
經
を
下
敷
き
と
し
た
多
數
の
經
典
が
作
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
る
と
こ
ろ
で
、
楊
洗
が
十
二
年

閒
上
淸
經
を
探
し
求
め
、
隆
安
四
年
（
四
〇
〇
）
に
隱
盟
に
よ
っ
て
上
淸
經
二
十
餘
篇
を
得
た
こ
と
を
記
す（

46
）。

楊
洗
が
上
淸
經
を
求
め

始
め
た
の
は
、
楊
羲
の
沒
後
（
三
八
六
頃
）
閒
も
な
く
で
あ
り
、「
隱
盟
」
に
よ
っ
て
上
淸
經
を
得
た
と
い
う
こ
と
は
、
上
記
し
た
四

極
明
科
の
「
世
に
經
師
无
け
れ
ば
…
…
隱
盟
し
て
受
く
」
と
い
う
こ
と
に
該
當
す
る
も
の
に
違
い
な
い
。

　
上
淸
經
の
傳
授
や
修
行
に
關
す
る
規
定
を
載
せ
る
『
黃
素
四
十
四
方
經
』
な
る
經
典
も
、
恐
ら
く
楊
羲
の
沒
後
、
玄
師
と
交
わ
る
能

力
を
持
つ
經
師
が
な
い
時
期
に
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
師
よ
り
受
け
ず
、
た
ま
た
ま
手
に
入
っ
た
場
合
で
も
、
經

典
が
得
ら
れ
た
こ
と
は
眞
人
と
な
る
運
命
に
よ
る
も
の
だ
と
こ
じ
つ
け
ら
れ
、
そ
の
場
合
は
隱
盟
が
許
さ
れ
る
と
い
う（

47
）。

そ
の
隱
盟

の
際
に
唱
え
る
呪
文
に
は
「
昔
に
法
化
を
奉
じ
、
遇
た
ま
上
經
に
會
す
る
も
、
玄
師
は
冥
遠
に
し
て
、
眞
形
を
覽
る
に
靡
ず
。
隱
盟

を
乞
丐
し
、
誓
う
に
神
明
を
以
て
す
」
（
五
表
）
と
あ
り
、
玄
師
を
見
る
こ
と
は
で
き
ず
、
神
に
誓
い
「
隱
盟
」
を
行
う
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
第
一
章
第
二
節
で
み
た
「
吿
盟
」
は
、
師
が
神
に
吿
げ
る
誓
約
で
あ
っ
た
の
に
對
し
て
、「
隱
盟
」
は
、
師
の
仲
介
を
挾
ま

ず
一
人
で
行
う
盟
誓
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
本
來
の
玄
師
・
經
師
・
受
經
者
の
三
者
構
造
が
崩
れ
た
と
こ
ろ
で
、
師
な
き
狀
況

が
「
眞
人
豫
定
說
」
で
合
理
化
さ
れ
、
新
た
な
經
典
の
傳
授
法
が
考
案
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
一
種
の
宗
敎
的
合
理
化
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
三
）『
洞
眞
太
上
太
霄
琅
書
』
に
お
け
る
玄
師

　
以
上
の
こ
と
が
楊
羲
の
沒
後
、
一
世
代
後
の
狀
況
を
反
映
し
て
い
る
な
ら
、『
太
霄
琅
書
』
は
三
世
代
後
の
狀
況
を
反
映
し
て
い
る
。

前
章
で
揭
げ
た
『
太
霄
琅
書
』
の
「
傳
諱
訣
」
は
、「
師
・
師
の
所
師
・
所
師
の
師
」
の
三
師
の
名
諱
を
傳
授
す
る
場
合
の
他
に
、
一

つ
特
殊
な
狀
況
を
設
定
し
て
い
る
。「

も
し令

師
・
所
師
・
玄
師
を

た豎
つ
れ
ば
、
靑
童
大
君
を
師
と
し
、
又
た
小
君
有
り
。
此
の
二
君
を
存

し
、
禮
願
は
法
の
如
く
す
」
（
卷
五
、
三
裏
）
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る（

48
）。

つ
ま
り
、
師
（
度
師
）
・
所
師
（
籍
師
・
祖
師
）
は
い
る
が
、
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所
師
の
師
で
あ
る
經
師
（
曾
師
）
が
な
い
場
合
、
そ
の
代
わ
り
に
「
玄
師
」
を
立
て
、「
靑
童
大
君
」
と
「
靑
童
小
君
」
の
二
君
を
玄
師

と
す
る
こ
と
が
說
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
『
太
霄
琅
書
』
に
は
、「
同
學
と
は
、
師
を
同
に
す
る
な
り
。
玄
師
を
師
と
す
る
者
は
、
同
に
上
法
を
習
え
ば
、
卽
ち
同
學
な

り
」
（
卷
六
、
三
五
表
）
と
、「
上
法
」
す
な
わ
ち
上
淸
經
を
修
行
す
る
も
の
な
ら
、
師
受
せ
ず
、
玄
師
を
師
と
し
て
自
受
し
た
も
の

も
、
同
學
の
範
疇
に
入
る
と
い
う
規
定
が
あ
る
。
玄
師
と
三
師
と
が
別
格
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る（

49
）。

　
『
太
霄
琅
書
』
の
規
定
は
、
陶
弘
景
が
「
眞
經
始
末
」
で
著
し
て
い
る
、
上
淸
經
が
許
謐
の
家
系
外
に
流
出
し
、
そ
れ
を
求
め
て
い

た
多
數
の
道
人
（
道
の
追
從
者
）
の
手
を
轉
々
と
し
た
狀
況
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
そ
の
狀
況
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

　
茅
山
の
啓
示
當
初
、
そ
し
て
楊
羲
の
死
後
し
ば
ら
く
、
上
淸
經
の
傳
授
に
は
、
經
師
か
ら
經
典
を
受
け
る
か
、
玄
師
を
立
て
て
經

典
を
自
受
す
る
か
と
い
う
二
つ
の
オ
プ
シ
ョ
ン
し
か
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
楊
羲
の
沒
後
（
三
八
六
頃
）
よ
り
陸
修
靜
の
三
洞
經
の

整
理
時
期
（
四
七
一
）
ま
で
、
お
よ
そ
八
十
五
年
の
閒
に
、
經
師
は
三
師
の
う
ち
上
三
代
の
曾
師
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
が
、
百
年
以
上

が
經
っ
て
い
る
『
太
霄
琅
書
』
の
時
代
、
す
な
わ
ち
五
〇
〇
年
頃
に
お
い
て
も
、
な
お
上
三
代
の
師
が
な
い
と
い
う
場
合
が
現
實
に

存
在
し
た
。
陸
修
靜
↓
孫
遊
嶽
↓
陶
弘
景
と
繫
が
る
上
淸
經
の
傳
授
ル
ー
ト
を
そ
の
ま
ま
認
め
る
と
し
て
も
（『
雲
笈
七
籤
』
卷
五
李
渤

「
眞
系
」、『
茅
山
志
』
卷
一
〇
）
、
上
淸
經
は
陸
修
靜
の
三
洞
經
の
整
理
以
前
に
は
體
系
的
に
傳
授
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
許
黃
民
（
三

六
一
―
四
二
九
）
の
沒
後
、
劉
宋
・
南
齊
の
道
士
や
居
士
の
閒
を
轉
々
と
し
た
の
で
あ
る
。
陸
修
靜
の
も
と
に
上
淸
經
が
入
っ
た
經
緯

も
、
師
受
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
景
和
元
年
（
四
六
五
）
馬
洪
は
父
親
の
馬
朗
が
密
封
し
た
經
函
を
、
殳
季
眞
と
い
う
道
士
を

利
用
し
て
都
に
お
く
ら
せ
た
が
、
そ
れ
が
明
帝
の
卽
位
後
、
泰
始
三
年
（
四
六
七
）
崇
虛
館
が
建
て
ら
れ
た
際
に
、
陸
修
靜
の
も
と
に

送
ら
れ
た
の
で
あ
る
（『
眞
誥
』
卷
二
〇
眞
經
始
末
）
。

　
要
す
る
に
、
陸
修
靜
、
孫
遊
嶽
、
陶
弘
景
に
い
た
る
上
淸
經
の
相
承
關
係
に
お
い
て
、
陸
修
靜
に
上
淸
經
を
傳
授
し
た
師
は
存
在
せ

ず
、
陶
弘
景
に
は
上
三
代
の
師
（
曾
師
）
が
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
「
師
・
所
師
・
玄
師
」
を
立
て
て
經
典
を
受
け
る
規
定
を
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載
せ
る
『
太
霄
琅
書
』
の
成
立
時
期
の
事
情
と
符
合
す
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
陶
弘
景
は
楊
羲
と
許
翽
を
「
玄
師
」
と
「
玄
中
の
眞

師
」
と
稱
し
て
い
た
。
そ
の
陶
弘
景
に
仙
界
の
消
息
を
傳
え
て
い
た
周
子
良
は
、
五
一
五
年
八
月
十
九
日
「
夢
に
方
諸
（
靑
童
君
の
治

所
）
に

い
た造

り
、
正
に
靑
君
の
出
遊
す
る
に
、
楊
君
・
九
華
及
び
許
仙
侯
皆
な
從
う
を
見
た
り
」
（
卷
四
、
五
裏
）
と
記
し
て
い
る
。「
玄

師
」
の
代
表
格
と
さ
れ
る
靑
童
君
の
も
と
に
楊
羲
ら
が
侍
從
す
る
こ
と
を
目
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
よ
り
推

し
測
れ
ば
、
陶
弘
景
が
周
子
良
を
介
し
て
楊
羲
を
玄
師
と
し
た
可
能
性
は
考
え
得
る
と
思
わ
れ
る
。

　
文
末
に
（
頁
八
四
）
、『
眞
誥
』
の
記
錄
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
許
謐
の
六
世
孫
に
至
る
ま
で
の
許
氏
家
系
圖
、
お
よ
び
上
述
の
玄

師
と
經
師
觀
念
の
變
遷
を
三
寶
と
三
師
の
觀
念
と
あ
わ
せ
て
模
式
化
し
た
も
の
を
附
し
た
。
四
世
紀
末
よ
り
六
世
紀
前
半
に
至
る
ま

で
の
上
淸
經
の
傳
承
、
お
よ
び
道
敎
に
お
け
る
師
觀
念
の
展
開
を
理
解
す
る
た
め
の
參
考
と
さ
れ
た
い
。

　
　
（
四
）
玄
師
の
內
實

　
玄
師
は
「
道
に
お
け
る
師
」
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
「
な
か
み
」
は
根
本
經
典
を
何
に
す
る
か
に
よ
っ
て
多
樣
で
あ
っ
た
。
上

淸
經
（
洞
眞
經
）
の
傳
授
と
修
行
の
場
合
は
、『
太
霄
琅
書
』
の
規
定
通
り
、
靑
童
君
を
玄
師
と
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
靑
童
君
は
、

東
の
方
諸
を
治
所
と
す
る
神
で
あ
り
、
道
君
や
元
始
天
王
、
金
闕
帝
君
な
ど
の
上
位
の
神
々
よ
り
地
上
に
經
典
を
傳
授
し
口
訣
を
傳

え
た
と
さ
れ
る（

50
）。

先
に
見
て
き
た
上
淸
經
の
例
の
ほ
か
、『
洞
眞
太
上
八
素
眞
經
占
候
入
定
妙
訣
』
は
、
疾
病
や
災
厄
な
ど
が
あ
る
場

合
、
玄
師
に
念
願
す
る
こ
と
を
說
き
、「
玄
師
は
靑
童
君
た
り
、
一
切
道
經
を
總
領
し
、
寶
文
妙
圖
、
皆
な
悉
く
之
に
由
る
」
と
、
靑

童
君
が
一
切
の
道
經
を
總
括
す
る
と
い
い
、
靑
童
君
が
方
諸
宮
に
い
る
こ
と
を
思
い
描
い
て
災
難
を
取
り
除
く
方
法
を
示
し
て
い
る（

51
）。

病
の
時
に
玄
師
に
祈
る
と
い
う
考
え
は
、『
眞
誥
』
に
「
疾
あ
れ
ば
、
當
に
玄
師
に
啓
吿
す
べ
し
、
爾
ら
ざ
れ
ば
い差
え
ず
」
（
卷
七
、
一

二
裏
）
と
あ
る
の
と
共
通
す
る
。

　
そ
れ
で
は
、
天
師
道
の
時
代
か
ら
道
敎
の
根
本
敎
典
と
さ
れ
る
『
道
德
經
』
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。『
道
德
經
』
の
傳
授
と
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修
行
を
巡
っ
て
は
、
老
子
が
「
玄
師
」
に
當
て
ら
れ
、
そ
れ
に
加
え
て
「
玄
中
法
師
」
や
「
玄
中
大
法
師
」
と
い
う
語
が
見
え
、
尹

喜
と
河
上
眞
人
を
玄
中
法
師
に
當
て
る
說
と
、
老
子
を
玄
中
法
師
、
あ
る
い
は
玄
中
大
法
師
に
當
て
る
說
が
混
在
す
る
。

　
ま
ず
、「
道
德
經
序
訣
」
（
道
德
經
の
解
題
お
よ
び
傳
授
儀
禮
）
の
一
部
を
構
成
し
て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
靈
寶
經
の
『
太
上
玉
經

太
極
隱
注
寶
經
訣
』
（
仙
公
、
四
三
七
或
い
は
四
七
一
ま
で
は
成
立
）
で
は
、「
世
に
法
師
無
け
れ
ば
、
當
に
法
信
を
以
て
、
靖
治
に
投

じ
、
…
…

•　玄
•　師
•　老
•　君
に
啓
し
、
北
向
し
て
三
拜
し
、
…
…
而
し
て
經
を
用
い
る
な
り
」
（
道
藏
一
九
四
册
、
六
表
）
と
あ
り
、
經
典
を
傳

授
す
る
法
師
が
な
い
時
に
老
君
を
玄
師
と
し
て
立
て
る
こ
と
を
說
く
。
こ
こ
に
は
「
河
上
眞
人
、
則
ち
道
德
經
の
法
師
な
り
」
と
あ

り
、
ま
た
「
此
の
經
に
禮
す
る
時
、
心
を
太
上
老
君
に
注
ぎ
三
拜
し
、
次
に
尹
先
生
・
河
上
眞
人
を
念
じ
て
玄
中
法
師
と
爲
し
、
亦

た
復
た
三
拜
す
」
（
一
五
表
）
と
あ
り
、
太
上
老
君
の
他
、
尹
先
生
・
河
上
眞
人
を
玄
中
法
師
と
し
て
思
い
描
き
拜
禮
す
る
こ
と
が
語

ら
れ
る
。
こ
の
規
定
は
『
太
上
老
君
大
存
思
圖
注
訣
』
（
六
朝
末
）
に
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
こ
こ
で
老
君
が
『
道
德
經
』
を

著
し
た
神
格
で
あ
れ
ば
、
玄
中
法
師
は
老
君
と
は
格
の
差
が
あ
り
、
老
君
の
弟
子
格
に
あ
た
る
。

　
杜
光
庭
の
『
神
仙
感
遇
傳
』
に
は
、
玄
中
法
師
の
職
位
を
「
尹
喜
」
よ
り
「
張
道
陵
」
に
交
替
す
る
と
い
う
說
話
が
見
え
る
。
そ

れ
は
僖
宗
が
黃
素
の
亂
（
八
七
五
―
八
八
四
）
を
避
け
て
蜀
地
に
移
っ
た
頃
に
生
ま
れ
た
傳
承
と
考
え
ら
れ
る（

52
）。

ま
た
隋
代
の
も
の
と

思
わ
れ
る
『
洞
玄
靈
寶
千
眞
科
』
で
は（

53
）、

道
像
の
三
品
格
を
語
る
と
こ
ろ
で
「
像
に
三
等
有
り
、
天
尊
を
上
と
爲
し
、
眞
人
を
中
と

爲
し
、
衆
仙
・
玄
中
法
師
等
を
下
と
爲
す
」
（
一
一
表
）
と
あ
り
、
玄
中
法
師
は
下
等
の
仙
人
に
屬
す
る
「
仙
界
に
い
る
あ
ら
ゆ
る
法

師
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
例
に
お
い
て
「
玄
中
法
師
」
は
老
君
よ
り
下
格
で
あ
る
。
一
方
、
老
君
の
應
變
觀
念
に
基
づ
き
、
玄
中
法
師
が
老
子
の
別
號

と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
唐
代
に
盛
ん
に
見
ら
れ
、
高
宗
と
潘
師
正
（
五
八
四
―
六
八
二
）
の
問
答
を
收
錄
し
た
『
道
門

經
法
相
承
次
序
』
は
、
老
子
の
別
號
と
し
て
「
玄
中
法
師
」
を
擧
げ
て
お
り（

54
）、『

一
切
道
經
音
義
妙
門
由
起
』
の
明
天
尊
篇
で
は
『
老

子
經
』
を
引
い
て
「
老
子
と
號
す
る
者
は
、
道
の
應
形
な
り
。
形
見
わ
れ
名
出
で
、
號
し
て
遂
に
生
ず
。
…
…
總
じ
て
無
上

•　老
•　子
•　玄
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•　中
•　大
•　法
•　師
•　と

曰
う
」
（
道
藏
七
六
〇
册
、
八
裏
）
と
あ
る
。
杜
光
庭
は
『
道
德
眞
經
廣
聖
義
』
（
九
〇
一
年
序
）
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う

な
老
子
の
應
變
說
を
よ
り
積
極
的
に
展
開
し
、
そ
の
名
號
を
解
說
す
る
と
こ
ろ
で
老
君
を
三
洞
經
の
根
源
と
し
て
語
っ
て
い
る
。

第
十
は
、
上
淸
を
演
ぶ
る
者
な
り
。
老
君
　
上
三
皇
の
時
に
於
い
て
、
…
…
龍
漢
元
年
を
以
て
、

•　玄
•　中
•　法
•　師
と
號
し
、
上
淸
聖

敎
一
十
二
部
、
大
乘
の
道
を
以
て
、
人
天
を
開
度
す
る
な
り
。

第
十
一
は
、
靈
寶
を
傳
う
る
者
な
り
。
中
三
皇
の
時
に
老
君
赤
明
元
年
を
以
て
、
有
古
先
生
と
號
し
、
靈
寶
眞
經
一
十
二
部
、
中

乘
の
法
を
降
し
、
一
切
を
開
化
し
、
兆
人
を
救
度
す
る
な
り
。

第
十
二
は
、
洞
神
を
出
す
者
な
り
。
下
三
皇
の
時
…
…
老
君
　
開
皇
元
年
を
以
て
、
金
闕
帝
君
と
號
し
、
洞
神
經
一
十
二
部
、
小

乘
の
法
を
出
し
、
萬
品
を
開
度
す
る
な
り
。
（
道
藏
四
四
〇
册
、
卷
二
、
九
表
）

　
こ
の
よ
う
に
唐
代
に
お
い
て
老
子
が
道
德
經
に
限
ら
ず
、
三
洞
經
全
體
の
著
者
と
し
て
語
ら
れ
た
こ
と
は
、
老
子
が
唐
王
朝
の
宗

祖
と
し
て
崇
め
ら
れ
た
こ
と
に
關
連
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
老
子
を
三
洞
經
の
由
來
と
す
る
も
の
の
、
上
淸
經
を
出
し
た
際
の

稱
號
に
「
玄
中
法
師
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
玄
師
が
上
淸
經
と
密
接
に
關
わ
る
觀
念
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
內
容
は
『
太
上
業
報
因
緣
經
』
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
が（

55
）、

本
來
の
文
章
と
は
相
當
ず
れ
が
あ
る
。『
太
上

業
報
因
緣
經
』
は
『
三
洞
奉
道
科
誡
儀
範
』
の
所
依
經
典
の
一
つ
で
あ
り
、
梁
武
帝
末
頃
、
五
四
九
年
ま
で
は
成
立
し
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る
が（

56
）、

そ
の
中
で
「
玄
中
法
師
」
は
、
老
子
の
別
號
で
は
な
く
、「
道
君
」
の
別
號
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
格
化
し
た
道
で

あ
る
「
道
君
」
が
自
ら
の
應
變
無
窮
を
語
り
「
吾
れ
天
地
を
造
化
す
る
自
り
、
上
皇
に
至
る
ま
で
、
無
數
の
劫
を
經
る
こ
と
、
稱
量

す
べ
か
ら
ず
。
世
に
敎
法
を
出
し
、
應
化
立
身
す
る
こ
と
も
、
亦
た
復
た
無
數
な
り
」
と
し
、
そ
の
無
數
の
稱
號
の
う
ち
「
或
い
は

天
老
と
號
し
、
或
い
は

•　老
•　君
と
號
し
…
…
或
い
は
三
界
導
師
と
號
し
、
或
い
は

•　玄
•　中
•　法
•　師
と
號
す
」
（
卷
十
、
七
）
と
見
え
る
。
數
多

い
道
君
の
稱
號
の
な
か
に
は
老
君
も
あ
り
、
玄
中
法
師
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
當
然
、
三
洞
經
の
根
源
も
「
道
君
」
と
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
が
唐
代
に
お
い
て
は
「
老
君
」
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る
。
同
樣
の
例
が
、
先
に
見
た
『
太
極
隱
注
寶
訣
』
で
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　　玄師と經師

は
尹
喜
と
河
上
眞
人
を
玄
中
法
師
と
し
て
い
た
の
が
、『
要
修
科
儀
戒
律
鈔
』
（
卷
二
）
や
唐
代
の
敦
煌
寫
本
（
Ｐ
二
三
七
〇
）
「
道
德

經
序
訣
」
に
引
く
『
太
極
隱
訣
』
で
は
、「
心
に
存
す
る
こ
と
、
玄
中
大
法
師
老
君
・
河
上
眞
人
・
尹
先
生
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
窺
わ
れ
る
。

　
そ
れ
ら
も
ま
た
根
據
の
な
い
こ
と
で
は
な
く
、
お
も
に
仙
公
新
經
と
さ
れ
る
靈
寶
經
に
お
い
て
、
例
え
ば
『
太
極
眞
人
敷
靈
寶
齋

戒
威
儀
諸
經
要
訣
』
（
仙
公
、
四
三
七
ま
で
に
は
成
立
）
で
は
、
老
子
五
千
文
の
誦
經
と
傳
經
の
際
に
「
子
は
應
に
常
に
虛
無
眞
人
高
上

大
法
王
大
千
乘
賢
、
世
に

•　老
•　子
と
號
す
る
者
を
思
う
べ
き
な
り
。
老
子
は

•　玄
•　中
•　大
•　法
•　師
た
り
」
（
道
藏
二
九
五
册
、
一
三
裏
）
と
明
言

さ
れ
て
い
た
。
老
子
や
河
上
眞
人
を
玄
中
法
師
と
す
る
說
の
早
い
例
が
、
主
に
靈
寶
經
に
お
い
て
『
道
德
經
』
の
傳
授
と
修
行
規
定

を
述
べ
る
と
こ
ろ
で
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
上
淸
經
と
靈
寶
經
の
成
立
に
伴
い
、
道
德
經
に
つ
い
て
も
そ
れ
ら
に
倣
っ
た
新
し
い
傳

授
儀
禮
が
考
案
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
三
寶
の
師
寶
と
さ
れ
る
「
玄
師
」
は
一
見
容
易
に
理
解
で
き
そ
う
で
あ
っ
て
、
內
實
は
こ
の
よ
う
に
複
雜
多
樣
で
あ
る
。
師
寶
と

し
て
の
玄
師
は
、
佛
敎
の
「
僧
寶
」
よ
り
推
し
測
れ
ば
、
道
の
敎
え
を
持
つ
「
世
に
生
き
て
い
る
」
師
を
指
す
は
ず
な
の
に
、
道
敎

經
典
に
卽
し
て
考
え
る
と
「
聖
僧
」
に
擬
え
ら
れ
る
、
い
わ
ば
神
に
近
い
觀
念
で
あ
る
。「
玄
師
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
「
道
の
世

界
に
お
け
る
師
」
で
あ
る
限
り
、
そ
の
內
實
は
目
前
の
經
典
が
何
か
に
よ
っ
て
、
ま
た
時
代
や
敎
派
に
よ
っ
て
い
く
ら
で
も
流
動
可

能
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
面
白
い
こ
と
に
『
洞
眞
太
上
八
道
命
籍
經
』
（
五
〇
〇
年
代
初
半
成
立（
57
））
と
い
う
上
淸
經
で
は
、

經
典
の
自
受
の
場
合
は
「
凡
そ
世
師
を
師
と
せ
ず
、
啓
吿
し
て
玄
盟
す
る
者
、

•　玄
•　師
•　靑
•　童
•　君
、
方
諸
宮
に
在
る
を
存
す
」
（
卷
下
、
一

〇
表
）
と
靑
童
君
を
玄
師
と
す
る
一
方
、
三
寶
禮
で
は
「
至
心
歸
命
太
上
無
極
大
道
・
太
眞
尊
經
寶
符
・

•　玄
•　中
•　大
•　法
•　師
•　•　老
•　子
•　靑
•　童
•　君

」

（
同
、
二
四
裏
）
と
あ
り
、
老
子
と
靑
童
君
が
と
も
に
玄
師
と
さ
れ
て
い
る
。

　
玄
師
に
誓
を
立
て
て
經
典
を
受
け
た
實
例
は
、
七
九
〇
年
、
廬
山
崇
玄
觀
の
女
道
士
李
玄
眞
（『
舊
唐
書
』
卷
一
四
三
列
女
傳
に
立
傳
）

が
、『
上
淸
金
母
求
仙
上
法
』
な
る
經
典
を
得
て
、
黃
金
三
兩
を
淵
に
投
げ
、「
仰
い
で
玄
師
に
稟
け
、
此
の
文
を
奉
受
」
し
た
と
い
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う
が（

58
）、

玄
師
と
し
て
ど
の
神
が
た
て
ら
れ
た
の
か
は
確
か
め
ら
れ
な
い
。

　　
　
　
小
　
結

　　
本
稿
で
は
「
玄
師
」
と
「
經
師
」
の
觀
念
を
中
心
に
、
道
敎
の
經
典
傳
授
の
儀
禮
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
き
た
の
か
を
考
察

し
た
。
ま
ず
、
玄
師
と
經
師
觀
念
は
、
靈
媒
楊
羲
を
媒
介
と
し
て
魏
夫
人
を
師
と
し
た
許
氏
一
家
の
宗
敎
的
實
踐
を
背
景
に
し
て
生

ま
れ
た
。
楊
羲
は
當
初
「
經
師
」
と
さ
れ
た
も
の
の
、
經
典
の
傳
逹
役
に
過
ぎ
ず
、
師
と
し
て
の
權
威
は
持
た
な
か
っ
た
。
茅
山
の

啓
示
以
降
に
道
敎
に
お
い
て
神
聖
視
さ
れ
た
の
は
、
天
界
よ
り
開
示
さ
れ
た
經
典
で
あ
り
、
師
の
權
威
は
そ
の
よ
う
な
經
典
を
持
つ

こ
と
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
上
淸
經
に
お
い
て
「
經
を
有
す
る
の
師
を
奉
ず
る
」
と
語
ら
れ
た
こ
と
は
、
か
か
る
經
典

觀
と
と
も
に
、
靈
媒
楊
羲
の
立
場
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。
經
師
の
尊
崇
を
唱
え
た
上
淸
經
に
よ
っ
て
經
師
は
、
弟
子
の
た
め
に

神
々
に
傳
授
の
事
實
を
吿
げ
る
「
吿
盟
」
に
お
い
て
「
天
上
の
經
法
を
傳
授
す
る
師
匠
」
と
な
り
、「
經
師
・
籍
師
・
度
師
」
の
三
師

の
存
思
を
語
っ
た
靈
寶
經
を
通
じ
て
「
經
典
傳
授
系
譜
に
お
け
る
曾
師
」
と
し
て
尊
ば
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
三
師
の
名
諱
は
、
經

典
が
正
し
く
師
受
さ
れ
た
こ
と
を
證
明
し
、
經
典
と
と
も
に
傳
授
さ
れ
た
。

　
一
方
、
茅
山
の
啓
示
に
お
い
て
魏
夫
人
を
指
す
「
玄
師
」
は
、「
上
淸
境
に
い
る
師
」
か
ら
「
道
の
世
界
に
お
け
る
師
」
へ
と
意
味

が
擴
が
る
。
楊
羲
の
沒
後
に
成
立
し
た
上
淸
經
に
お
い
て
玄
師
は
、
師
を
介
せ
ず
自
ら
受
け
る
「
隱
盟
」
に
お
い
て
、
師
の
代
わ
り

に
立
て
ら
れ
る
神
で
あ
っ
た
。
玄
師
に
當
て
ら
れ
た
神
は
經
典
に
よ
っ
て
相
異
す
る
。
上
淸
經
の
場
合
は
靑
童
君
が
、
道
德
經
の
場

合
は
老
子
の
傳
說
と
絡
み
、
尹
喜
・
河
上
眞
人
が
玄
中
法
師
に
、
ま
た
は
老
子
自
身
が
玄
中
大
法
師
に
當
て
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

そ
し
て
「
玄
中
大
法
師
」「
玄
師
」
は
道
敎
の
三
寶
に
お
け
る
「
師
寶
」
と
し
て
尊
ば
れ
た
。
師
の
代
名
詞
と
し
て
「
明
師
」
で
は
な

く
「
玄
師
」
が
採
擇
さ
れ
た
こ
と
は
、
六
朝
道
敎
に
お
い
て
「
玄
師
」
が
持
つ
意
味
の
重
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
天
上
界
よ
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　　玄師と經師

り
降
っ
て
く
る
玄
師
へ
の
願
望
は
、
佛
菩
薩
の
靈
驗
を
祈
る
こ
と
と
と
も
に
、
六
朝
時
代
の
濃
厚
な
宗
敎
的
雰
圍
氣
を
端
的
に
表
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
以
上
の
「
經
師
」
や
「
玄
師
」
の
觀
念
は
、
上
淸
經
が
陸
修
靜
の
も
と
に
入
り
三
洞
經
が
整
理
さ
れ
、
さ
ら
に
三
洞
經
の
傳
授
儀
禮

が
成
立
す
る
ま
で
は
、
南
朝
に
限
っ
て
發
逹
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
む
ろ
ん
、
北
周
時
代
に
は
十
戒
と
五
千
文
お
よ
び
三
洞
經

の
傳
授
儀
禮
が
考
案
さ
れ
、
そ
の
中
に
經
師
と
玄
師
觀
念
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
が
『
無
上
祕
要
』
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
が
、
そ

れ
以
前
の
時
代
に
お
い
て
、
例
え
ば
北
魏
の
寇
謙
之
（
三
六
五
―
四
四
八
）
に
關
連
す
る
新
天
師
道
文
獻
で
は
、
玄
師
や
經
師
觀
念
が

見
あ
た
ら
な
い
。「
師
を
奉
ず
る
」
と
い
う
こ
と
も
、『
老
君
音
誦
誡
經
』
（
成
立
上
限
は
四
一
五
年
）
に
「
道
民
は
戶
師
を
奉
ず
」
（
道

藏
五
六
二
册
、
九
表
）
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
戶
師
と
は
陸
修
靜
が
『
陸
先
生
道
門
科
略
』
に
言
う
「
本
師
」、
つ
ま
り
本
治
に
お
い
て

道
民
の
戶
籍
登
錄
を
行
う
師
匠
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
玄
師
と
經
師
の
觀
念
が
た
ど
っ
た
變
遷
は
、
茅
山
の
啓
示
よ
り
發
し
た
儀
禮
規
定
が
以
前
の
儀
式
に
取
っ
て
代
わ
り
、
ま
た
そ
れ

を
構
成
す
る
關
係
構
造
や
狀
況
の
變
更
に
よ
っ
て
生
じ
た
矛
盾
を
、
さ
ら
に
新
た
な
觀
念
に
移
し
變
え
、
新
た
な
儀
式
を
考
案
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
解
決
し
て
い
く
、
宗
敎
史
の
普
遍
的
問
題
と
關
わ
る
。
血
盟
よ
り
吿
盟
、
さ
ら
に
隱
盟
と
い
う
誓
約
の
形
式
が
生
ま

れ
た
こ
と
や
、
經
師
が
三
師
の
う
ち
上
三
代
の
師
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
上
三
代
の
師
が
な
い
狀
況
に
お
い
て
玄
師
を

立
て
る
規
定
が
考
案
さ
れ
た
こ
と
な
ど
も
、
そ
の
好
例
で
あ
る
。

　
本
稿
で
行
っ
た
考
察
は
經
典
傳
授
に
お
け
る
師
の
觀
念
の
う
ち
、
一
部
の
限
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
小
論
は
經
典
の
相
承
關

係
を
表
す
縱
軸
、
つ
ま
り
傳
授
系
譜
に
お
け
る
師
の
觀
念
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
り
、
傳
授
が
行
わ
れ
る
場
に
お
い
て
、
實
際
に
儀

式
を
掌
る
樣
々
な
師
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な
い
。
儀
式
が
行
わ
れ
る
壇
上
に
登
る
諸
師
の
中
で
は
、
本
論
で
少
し
觸
れ
た
ご
と
く

度
師
・
保
擧
師
・
監
度
師
と
い
う
「
別
の
三
師
」
が
存
在
す
る
。
そ
の
問
題
は
、
道
敎
の
傳
承
お
よ
び
佛
敎
の
受
戒
儀
式
と
絡
む
も

の
で
あ
り
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

83



【
許
謐
家
系
圖
】

魏
華
存
251-

334

　
玄
師
　

許
謐
303-

376

妻
陶
斗
（
易
遷
夫
人
）

楊
　
羲
330-

386

　
經
師
　

甽
長
男
妻
劉
氏

聯
337-

404

次
男
妻
華
子
容

翽
341-

370

三
男
妻
黃
敬
儀

素
薰
長
女
夫
華
廣

鳳
遊
少
子
　

赤
孫

黃
民
361-

429

妻
葛
氏

道
伏

榮
弟
435
沒

長
男

慶
469
沒

三
男

陸
修
靜
406-

477

　
　
　
　

「
靈
寶
經
目
序
」
437

靜
泰
少
子
妻
葛
氏

道
育
397-

454

「
大
娘
」

神
兒
429-

486

「
小
娘
」

「
三
洞
經
目
序
」
471

孫
遊
嶽
399-

489

　
　
　
　

靈
眞
478
生
許
謐
の
六
世
孫
、
嗣
眞
館
主
、
陶
弘
景
の
門
下

陶
弘
景
456-

536

　
　
　
　

『
眞
誥
』
499

　
　

『
周
氏
冥
通
記
』
517
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　　玄師と經師

【
經
典
の
傳
授
と
經
師
】

　
①
楊
羲
の
在
世
時
期
（
三
六
四
―
三
八
六
頃
）

　
玄
師
　
↓
　
經
師
（
靈
媒
）
　
↓
　
受
經
者

　
②
楊
羲
の
沒
後
一
世
代
後
『
黃
素
四
十
四
方
經
』
の
時
代
（
東
晉
末
劉
宋
初
）

　
師
受
　
　
（
有
）
經
師
　
　
　
　
　
　
　
　
（
無
）
玄
師
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
吿
盟
　
｜↓
　
　
　
受
經
者
　
　
　
↑｜
　隱
盟

　
③
楊
羲
の
沒
後
三
世
代
後
『
洞
眞
太
上
太
霄
琅
書
』
の
時
代
（
五
〇
〇
年
頃
）

　
上
三
代
　
（
有
）
經
師
　
　
　
　
　
　
　
　
（
無
）
玄
師
　
　
　

　
上
二
代
　
（
有
）
籍
師
　
　
　
　
　
　
　
　
（
有
）
籍
師
　
　
　
陸
修
靜
（
四
〇
六
―
四
七
七
）

　
上
一
代
　
（
有
）
度
師
　
　
　
　
　
　
　
　
（
有
）
度
師
　
　
　
孫
遊
嶽
（
三
九
九
―
四
八
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　｜↓
　
　
　
受
經
者
　
　
　
↑｜
　
　
　
　
　
　陶
弘
景
（
四
五
六
―
五
三
六
）

【
道
敎
の
三
寶
】
　
【
佛
敎
の
三
寶
】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
經
典
傳
授
系
譜
上
の
三
師
】
　
　
　
　

　
道
（
大
道
）
　
　
　
佛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
經
師
　
　

　
經
（
尊
經
）
　
　
　
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
籍
師

　
師
（
玄
師
）
　
　
　
僧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
度
師
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注

（
１
）
吉
川
忠
夫
「
師
受
考
―
『
抱
朴
子
』
內
篇
に
よ
せ
て
」（『
東
方
學
報
』
京
都
第
五
二
册
、
一
九
八
〇
年
）。

（
２
）K

ristoferSchipper,“TaoistO
rdination

R
anks

in
the

Tunhuang
M

anuscripts”,R
eligion

und
P

hilosophie
in

O
stasien,1985

、
小

林
正
美
「
天
師
道
に
お
け
る
受
法
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
道
士
の
位
階
制
度
」（『
東
洋
の
思
想
と
宗
敎
』
第
一
八
號
、
二
〇
〇
一
年
、『
唐
代

の
道
敎
と
天
師
道
』〔
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
三
年
〕
に
收
錄
）。
唐
代
の
道
敎
が
道
士
の
位
階
に
應
じ
て
經
典
を
傳
授
す
る
體
制
を
持
っ
て
い

た
こ
と
は
、
道
派
を
問
わ
ず
現
れ
る
共
通
の
思
想
を
理
解
す
る
う
え
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

（
３
）
『
茅
山
志
』
卷
九
道
山
册
「
道
德
經
五
千
文
。
按
『
登
眞
隱
訣
』、
隱
居
云
、
老
子
道
德
經
、
有
玄
師
楊
眞
人
手
書
張
鎭
南
古
本
。
鎭
南
卽
漢

天
師
第
三
代
系
師
魯
」（
道
藏
一
五
四
册
、
一
表
）。

（
４
）
『
禮
記
正
義
』
に
よ
れ
ば
、
結
盟
に
犧
牲
動
物
の
血
を
使
い
、
天
子
諸
侯
は
牛
や
豕
、
大
夫
は
犬
（
庶
民
は
鷄
）
の
耳
を
切
り
取
り
、
そ
の

血
を
玉
器
に
盛
っ
て
す
す
り
、
盟
誓
に
背
け
ば
、
犧
牲
動
物
の
よ
う
に
死
を
以
て
償
う
と
さ
れ
た
（
曲
禮
下
「
蒞
牲
曰
盟
」
の
疏
）。

（
５
）
『
抱
朴
子
』
內
篇
金
丹
「
凡
受
太
淸
丹
經
三
卷
及
九
鼎
丹
經
一
卷
金
液
丹
經
一
卷
。
余
師
鄭
君
者
、
則
余
從
祖
仙
公
之
弟
子
也
、
又
於
從
祖

受
之
、
而
家
貧
無
用
買
藥
。
余
親
事
之
、
灑
掃
積
久
、
乃
於
馬
跡
山
中
、
立
壇
盟
受
之
、
幷
諸
口
訣
、
訣
之
不
書
者
。
江
東
先
無
此
書
、
書

出
於
左
元
放
、
元
放
以
授
余
從
祖
、
從
祖
以
授
鄭
君
、
鄭
君
以
授
余
」。

（
６
）
上
淸
經
の
修
行
に
お
け
る
禁
忌
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
氣
の
感
染
―
道
敎
禁
忌
に
お
け
る
排
除
の
原
理
―
」（
科
學
硏
究
費
補
助
金
基
盤
硏
究

（
Ａ
）「〈
醜
〉
と
〈
排
除
〉
の
感
性
論
―
否
定
美
の
力
學
に
關
す
る
基
盤
硏
究
―
」
硏
究
報
吿
書
附
篇
、
一
―
二
四
頁
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
７
）
『
茅
山
志
』
卷
一
〇
に
載
せ
る
魏
夫
人
の
傳
記
に
よ
れ
ば
、『
黃
庭
內
景
經
』
は
大
康
九
年
（
二
八
八
）
暘
谷
神
王
よ
り
授
か
っ
た
と
い
う
。

『
眞
誥
』
の
記
錄
に
よ
れ
ば
、
許
翽
が
『
魏
夫
人
內
傳
』
よ
り
『
黃
庭
內
景
經
』
を
寫
出
し
た
と
あ
る
の
で
、
內
傳
の
成
立
年
代
の
上
限
は
魏

夫
人
の
尸
解
（
三
三
四
）
後
、
上
淸
眞
人
と
な
っ
た
と
す
る
三
五
〇
年
で
あ
る
。
妙
な
こ
と
に
、
楊
羲
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
年
に
魏
夫
人
の
長

子
劉
璞
よ
り
靈
寶
五
符
を
授
か
っ
て
い
る
。『
黃
庭
內
景
經
』
の
祖
本
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
三
五
〇
年
以
降
に
楊
羲
の
手
に
傳
わ
っ
た
だ

ろ
う
し
、『
魏
夫
人
內
傳
』
と
『
黃
庭
內
景
經
』、
い
ず
れ
も
三
六
四
年
以
降
の
啓
示
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
成
立
年
代

の
下
限
は
許
翽
の
沒
年
で
あ
る
三
七
〇
年
と
な
る
。
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　　玄師と經師

（
８
）
『
抱
朴
子
』
に
『
道
德
經
』
と
と
も
に
『
黃
庭
經
』
の
讀
誦
に
つ
い
て
記
錄
が
あ
る
こ
と
か
ら
、『
黃
庭
經
』（
外
景
經
）
は
三
一
七
年
以
前
に

流
行
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
王
羲
之
が
道
士
の
た
め
に
書
寫
し
た
も
の
と
傳
え
ら
れ
て
い
る
『
黃
庭
經
』（
外
景
經
）
は
（『
太
平
御
覽
』

卷
二
三
八
引
『
晉
中
興
書
』）
永
和
十
二
年
（
三
五
六
）
の
紀
年
が
あ
る
。
道
士
は
す
で
に
『
黃
庭
經
』
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
王
羲
之

自
身
も
天
師
道
に
深
い
信
仰
を
持
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、
天
師
道
の
中
に
『
黃
庭
經
』（
外
景
經
）
が
流
通
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ

る
。
六
朝
天
師
道
の
戒
律
を
說
く
『
正
一
法
文
天
師
敎
戒
科
經
』
の
「
大
道
家
令
戒
」
に
は
『
黃
庭
經
』
が
老
子
五
千
文
を
敷
衍
し
た
も
の

と
す
る
言
及
が
あ
る
（「
妙
眞
自
吾
所
作
、
黃
庭
三
靈
七
言
、
皆
訓
喩
本
經
、
爲
道
德
之
光
華
」）。

（
９
）
『
呂
氏
春
秋
』
順
民
「
昔
者
湯
克
夏
而
正
天
下
、
天
大
旱
、
五
年
不
收
、
湯
乃
以
身
禱
於
桑
林
、
…
…
於
是
翦
其
髮
、
櫪
其
手
、
以
身
爲
犧

牲
、
用
祈
福
於
上
帝
、
民
乃
甚
說
、
雨
乃
大
至
」。

（
10
）
六
朝
時
代
の
三
敎
に
お
け
る
孝
を
巡
る
論
爭
と
道
敎
側
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
麥
谷
邦
夫
「
眞
父
母
考
―
道
敎
に
お
け
る
眞
父
母
の
槪
念
と

孝
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
中
國
中
世
社
會
と
宗
敎
』
道
氣
社
、
二
〇
〇
二
年
）
一
九
―
三
八
頁
を
參
照
。

（
11
）
原
文
は
『
黃
庭
內
景
玉
經
註
』
に
付
す
「
黃
庭
內
景
玉
經
訣
」
に
よ
る
（
道
藏
一
九
〇
册
、
一
裏
―
二
表
）。『
雲
笈
七
籤
』
卷
一
一
『
上
淸

黃
庭
內
景
經
』
に
付
す
「
務
成
子
注
敍
」
に
同
文
が
あ
る
。「
黃
庭
內
景
玉
經
訣
」
の
一
表
よ
り
三
表
二
行
ま
で
が
東
晉
時
代
の
諸
眞
人
の

口
訣
を
集
め
た
「
黃
庭
內
景
經
序
」
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「「
黃
庭
內
景
經
序
」
小
考
―
そ
の
成
立
と
性
格
に

つ
い
て
―
」（『
中
國
思
想
史
硏
究
』
第
二
九
號
、
二
〇
〇
九
年
）
三
九
―
五
四
頁
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
12
）
例
え
ば
『
無
上
祕
要
』
卷
三
四
引
『
洞
眞
黃
素
四
十
四
方
經
』「
凡
經
師
傳
經
之
法
、
先
心
拜
四
方
、
以
祈
神
明
、
爲
宗
師
之
主
。
徐
乃
執
經

起
立
、
仰
天
而
祝
、
吿
誓
神
靈
、
以
爲
玄
科
之
約
。
當
說
受
經
者
之
姓
名
、
幷
啓
大
神
、
陳
授
經
之
品
目
、
爲
之
科
條
、
銘
策
令
麗
文
、
傳

辭
而
陳
之
。
祝
畢
、
弟
子
再
拜
跪
受
。
受
畢
又
再
拜
。
此
眞
人
吿
神
之
盟
、
內
法
不
必
盡
存
割
血
爲
盟
・
敢
漏
之
約
」（
一
七
表
）。

『
無
上
祕
要
』
卷
三
二
引
『
洞
眞
丹
景
通
精
隱
地
八
術
經
』「
吿
盟
於
上
淸
、
裂
金
以
誓
」（
三
裏
）。
同
書
卷
三
三
引
『
洞
眞
玉
珮
隱
元
洞
飛

內
文
經
』「
登
玄
嶽
而
吿
盟
、
列
金
靑
以
誓
靈
」（
四
表
）。
同
書
卷
三
四
引
『
洞
眞
黃
炁
陽
精
經
』「
凡
紫
書
丹
字
之
文
、
弟
子
齎
上
金
七
兩
、

黃
紋
四
十
尺
、
靑
䌝
三
十
二
尺
、
吿
盟
而
傳
」（
一
二
表
）。
同
卷
引
『
洞
眞
玉
珮
金
璫
太
極
金
書
上
經
』「
凡
受
金
書
者
、
弟
子
齎
上
金
二

兩
、
靑
紋
四
十
尺
、
白
羅
九
十
尺
、
吿
盟
而
傳
」（
一
六
表
）
な
ど
。

（
13
）
靈
寶
經
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
小
林
正
美
『
六
朝
道
敎
史
硏
究
』（
創
文
社
、
一
九
九
〇
年
）、
大
淵
忍
爾
『
道
敎
と
そ
の
經
典
』（
創
文
社
、
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一
九
九
七
年
）
を
參
照
。
そ
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
小
林
氏
の
同
書
を
大
い
に
參
照
し
た
が
、
元
始
・
仙
公
の
區
分
は
Ｐ
二
八

六
一
・
Ｐ
二
二
五
六
の
靈
寶
經
目
に
記
載
さ
れ
た
通
り
、「
元
始
舊
經
」
と
「
仙
公
新
經
」
の
區
分
に
從
っ
た
。

（
14
）
『
無
上
祕
要
』
卷
二
八
引
『
洞
玄
九
天
生
神
章
經
』「
天
尊
重
吿
飛
天
神
王
、
此
九
天
之
章
、
乃
三
洞
飛
玄
之
炁
、
三
會
成
音
、
結
成
眞
文
、

混
合
百
神
、
隱
韻
內
名
。
故
太
一
試
觀
、
攝
生
十
方
、
領
會
洞
虛
、啓
誓
丹
靑
」（
一
表
）。
こ
の
箇
所
は
、
上
淸
經
の
『
上
淸
高
上
滅
魔
洞

景
金
元
﹇
玄
﹈
玉
淸
隱
書
經
』（『
三
洞
奉
道
科
誡
儀
範
』
で
は
魏
夫
人
が
在
世
中
（
二
五
一
―
三
三
四
）
に
授
か
っ
た
古
經
と
さ
れ
る
が
、

實
際
の
成
立
は
東
晉
末
頃
と
考
え
ら
れ
る
）
に
「
傳
授
之
法
、
皆
五
老
授
圖
、
太
一
試
觀
、
故
能
攝
生
十
方
、
領
會
洞
天
、啓
誓
丹
靑
、
歃

血
爲
盟
」（
道
藏
一
〇
三
八
册
、
四
裏
）
と
あ
る
の
に
基
づ
く
。

（
15
）
『
上
淸
高
聖
太
上
道
君
洞
眞
金
元
﹇
玄
﹈
八
景
玉
籙
』（
以
下
『
八
景
玉
籙
』
と
略
稱
）
に
は
末
尾
に
「
晉
永
和
十
一
年
歲
在
乙
卯
（
三
五

五
）
九
月
一
日
夜
半
、
受
經
於
紫
微
王
夫
人
。
凡
二
萬
二
百
三
十
字
、
其
大
洞
眞
經
一
萬
字
」（
道
藏
一
〇
四
五
册
、
一
七
裏
）
と
あ
り
、
古

『
大
洞
眞
經
』
の
一
部
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
16
）
『
八
景
玉
籙
』「
紫
金
爲
鐶
、
鐶
徑
一
寸
、
截
破
一
鐶
、
分
爲
兩
半
、
經
師
及
弟
子
、
當
各
帶
一
半
、
終
身
佩
之
。
靑
絲
爲
繩
、
綖
長
九
尺
、

各
割
半
以
纏
繞
縛
此
半
鐶
、
又
合
帶
之
。
靑
錦
一
尺
八
寸
、
各
分
半
爲
囊
、
以
盛
此
金
半
鐶
及
靑
絲
繩
矣
。
…
…
違
戒
背
經
、
世
世
生
禍
殃
、

割
絲
截
鐶
、
上
聞
三
淸
（
以
下
省
略
）」（
一
七
表
）。

（
17
）
『
太
上
洞
淵
神
呪
經
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
吉
岡
義
豐
『
道
敎
經
典
史
論
』（
道
敎
刊
行
會
、
一
九
五
五
年
）
一
九
九
―
二
〇
三
頁
、
大
淵

忍
爾
『
道
敎
史
の
硏
究
』（
岡
山
大
學
共
濟
會
書
籍
部
、
一
九
六
四
年
）
第
三
篇
第
四
章
、
注
（
13
）
小
林
前
揭
書
『
六
朝
道
敎
史
硏
究
』
三

六
七
―
三
七
五
頁
を
參
照
。
卷
三
（
道
藏
一
七
〇
册
）
は
東
晉
末
よ
り
劉
宋
に
か
け
て
成
立
し
た
「
四
卷
本
」
に
屬
す
る
部
分
で
あ
り
、
吉

岡
氏
は
東
晉
末
よ
り
劉
宋
末
（
四
七
八
）
ま
で
の
成
立
と
し
、
小
林
氏
は
四
三
七
年
以
前
の
成
立
と
す
る
。

（
18
）
『
正
一
修
眞
略
儀
』
に
は
「
三
洞
奉
道
科
」
の
名
が
見
え
（
道
藏
九
九
〇
册
、
一
一
裏
）、『
三
洞
奉
道
科
誡
儀
範
』
よ
り
後
の
成
立
で
あ
る

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。「
其
三
洞
法
、
各
依
本
科
備
之
、
事
具
傳
授
儀
」（
一
〇
裏
）
と
あ
る
「
傳
授
儀
」
は
「
陶
公
傳
授
儀
」
の
こ
と
か
、

あ
る
い
は
『
傳
授
三
洞
經
戒
法
籙
略
說
』
の
こ
と
か
。
張
萬
福
の
三
洞
經
記
述
と
類
似
す
る
こ
と
か
ら
初
唐
頃
ま
で
に
は
成
立
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。

（
19
）
『
歷
世
眞
仙
體
道
通
鑑
』
卷
四
〇
劉
元
﹇
玄
﹈
靖
「
上
請
授
法
籙
、
問
三
盟
歃
血
事
。
對
曰
、
世
之
所
重
者
髮
膚
、
天
子
之
尊
、
止
可
飮
丹
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以
代
之
」（
道
藏
一
四
六
册
、
五
表
）。
劉
玄
靖
は
、
武
宗
よ
り
銀
靑
光
祿
大
夫
・
崇
玄
館
大
學
士
に
命
じ
ら
れ
、
廣
成
先
生
と
號
を
賜
っ
た

道
士
（
注
（
44
）
參
照
）。『
舊
唐
書
』
に
は
、
趙
歸
眞
と
と
も
に
廢
佛
を
斷
行
し
た
こ
と
で
八
四
六
年
に
誅
殺
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る

が
、
道
敎
文
獻
で
は
八
五
一
年
に
昇
仙
し
た
と
さ
れ
る
。

（
20
）
『
太
上
洞
玄
靈
寶
赤
書
玉
訣
妙
經
』
は
劉
裕
が
卽
位
し
た
四
二
〇
年
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
。
小
林
前
揭
書
『
六
朝
道
敎
史
硏
究
』
一
六
四
、

一
七
五
頁
を
參
照
。

（
21
）
『
太
上
洞
玄
靈
寶
赤
書
玉
訣
妙
經
』
元
始
靈
寶
五
帝
醮
祭
招
眞
玉
訣
「
列
南
和
丹
繒
五
尺
（
絳
紋
繒
也
）
於
案
上
、
請
靈
寶
五
篇
眞
文
及
五

符
。
割
碧
林
之
帛
五
尺
（
靑
紋
繒
也
）、
以
覆
眞
文
符
上
、
安
著
座
後
、
令
符
處
丹
靑
中
、
以
爲
落
髮
歃
血
之
盟
也
（
靑
以
代
髮
、
丹
以
代
血

之
誓
）」（
道
藏
一
七
八
册
、
二
二
裏
―
二
三
表
）。

（
22
）
三
卷
本
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
注
（
13
）
小
林
前
揭
書
『
六
朝
道
敎
史
硏
究
』
八
九
頁
を
參
照
。

（
23
）
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
卷
下
注
「
使
製
南
和
之
繒
五
尺
、
當
喩
信
而
受
之
劵
。
割
碧
林
之
帛
五
尺
、
當
不
漏
泄
之
約
。
南
和
謂
緋
也
、
碧
林

謂
靑
也
」（
道
藏
一
八
三
册
、
三
裏
）。

（
24
）
『
太
上
洞
玄
靈
寶
授
度
儀
』
に
、「『
玉
訣
』
云
、
裂
南
和
丹
繒
五
尺
（
絳
紋
繒
也
）
爲
巾
於
案
上
、
請
靈
寶
五
篇
眞
文
及
五
符
。『
玉
訣
』
云
、

割
碧
林
之
帛
五
尺
（
靑
紋
繒
也
）
爲
巾
、
以
覆
眞
文
符
上
。『
玉
訣
』
云
、
令
眞
文
五
符
處
丹
靑
中
閒
、
以
爲
落
髮
歃
血
之
盟
也
。
靑
以
代

髮
、
丹
代
歃
血
之
盟
誓
、
眞
人
不
傷
神
損
德
、
故
以
代
之
爾
」（
道
藏
二
九
四
册
、
一
裏
―
二
表
）
と
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
赤
書
玉
訣
妙
經
』

の
傳
授
儀
禮
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
「
師
吿
丹
水
文
」（
一
六
表
―
一
七
表
）
が
み
え
る
。

（
25
）
『
太
上
洞
神
三
皇
儀
』（
道
藏
五
六
五
册
）
に
は
「

•　畫
•　一
歃
丹
、
吿
于
三
官
、
如
仙
都
律
令
。
男
女
姓
名
、
詣
某
州
縣
郷
里
男
女
法
師
姓
名
、

於
某
處
、
受
三
皇
天
文
、
齎
信
對
齋
、
歃
丹
爲
盟
。
某
授
道

•　不
•　得
•　二
•　心
•　懷
•　疑
、
皆
當
承
師
之
誓
」（
六
表
）
と
あ
り
、「
一
を
畫
く
」
こ
と
は

「
二
心
」
を
持
っ
て
「
懷
疑
」
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
。

（
26
）
船
山
徹
「
六
朝
時
代
に
お
け
る
菩
薩
戒
の
受
容
過
程
」（『
東
方
學
報
』
京
都
第
六
七
册
、
一
九
九
五
年
）
一
―
一
三
五
頁
。
特
に
佛
菩
薩
の

感
應
に
つ
い
て
は
、
一
三
―
一
六
頁
、
九
四
―
一
〇
六
頁
を
參
照
。

（
27
）
例
え
ば
、『
無
上
祕
要
』
卷
三
四
引
『
洞
眞
金
眞
玉
光
八
景
飛
經
』「
凡
傳
授
招
靈
致
眞
攝
魔
豁
落
七
元
之
符
者
、
依
明
科
之
法
、
弟
子
齎
金
魚

玉
龍
各
一
枚
、
紫
紋
百
尺
、
上
金
三
兩
、
以
奉
有
經
之
師
、
誓
於
九
天
之
信
」（
一
二
裏
）、
同
卷
引
『
洞
眞
八
素
眞
經
』「
凡
受
八
素
眞
經
者
、
89



唖
有
經
之
師
、
白
絹
四
十
尺
、
銀
鐶
二
雙
。
…
…
凡
受
修
五
通
之
事
者
、
唖
有
經
之
師
、
靑
布
三
十
二
尺
、
爲
終
身
不
洩
之
約
」（
一
四
裏
）。

（
28
）
小
林
氏
は
「
經
籙
の
傳
授
に
お
け
る
三
師
說
と
上
淸
經
籙
傳
授
の
系
譜
の
形
成
」（
注
（
2
）
前
揭
書
『
唐
代
の
道
敎
と
天
師
道
』）
に
お
い

て
、
經
籍
度
の
三
師
觀
念
が
上
淸
經
に
由
來
す
る
と
す
る
。『
洞
眞
太
上
太
霄
琅
書
』
に
は
確
か
に
三
師
說
が
あ
る
が
、
注
（
36
）
で
後
述

す
る
通
り
、
五
〇
〇
年
の
紀
年
を
持
っ
て
お
り
、
同
じ
三
師
說
が
見
え
る
靈
寶
經
の
『
金
籙
億
文
三
元
威
儀
』
は
「
靈
寶
經
目
序
」
が
撰
述

さ
れ
た
四
三
七
年
、
遲
く
と
も
三
洞
經
目
が
書
か
れ
た
四
七
一
年
ま
で
に
は
成
立
し
て
い
る
の
で
、
靈
寶
經
の
ほ
う
が
先
と
思
わ
れ
る
。

（
29
）
『
金
籙
億
文
三
元
威
儀
自
然
經
訣
』
は
、
元
始
舊
經
目
に
載
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
三
洞
經
や
大
乘
と
い
う
觀
念
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
劉
宋

元
嘉
十
年
（
四
三
三
）
よ
り
後
の
成
立
と
さ
れ
る
。
小
林
正
美
『
中
國
の
道
敎
』（
創
文
社
、
一
九
八
三
年
）
三
五
一
―
三
五
二
頁
を
參
照
。

（
30
）
『
無
上
祕
要
』
卷
三
五
授
度
齋
辭
宿
啓
儀
品
の
儀
禮
次
第
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
投
辭
文
↓
次
入
道
場
密
祝
法
↓
次
入
靜
思
三
師
法
↓

次
發
爐
法
↓
次
啓
事
法
↓
次
讀
辭
↓
次
智
慧
詠
三
首
↓
次
歸
命
一
切
天
尊
↓
次
師
西
面
平
坐
說
戒
・
諸
衆
伏
受
↓
次
署
衆
官
↓
次
宣
科
訖
、

各
禮
師
再
拜
↓
次
師
東
面
長
跪
、
啓
請
仙
官
↓
次
復
爐
法
↓
次
奉
戒
頌
↓
次
出
道
場
密
祝
法

（
31
）
『
洞
玄
靈
寶
玉
籙
億
文
三
元
威
儀
自
然
眞
經
』「
中
元
玉
籙
億
文
神
仙
品
曰
、
奉
師
威
儀
、
經
師
則
經
之
始
、
故
宜
設
禮
、
三
〈
寶
〉﹇
曾
﹈

之
宗
。
籍
師
則
師
之
師
、
故
宜
設
禮
、
生
死
錄
籍
所
〈
曰
〉﹇
由
﹈。
度
師
則
受
經
之
師
、
度
我
五
道
之
難
、
故
應
設
禮
。
爲
學
不
尊
三
師
、

則
三
寶
不
降
、
三
界
不
敬
、
鬼
魔
害
身
」（
道
藏
二
九
五
册
、
一
―
二
表
、〈
　
〉
の
字
は
『
無
上
祕
要
』
卷
三
四
師
資
品
引
『
洞
玄
金
籙
億

文
經
』、『
无
上
黃
籙
大
齋
立
成
儀
』
卷
三
二
の
引
文
に
よ
り
﹇
　
﹈
の
字
に
改
め
る
）。

（
32
）
『
太
上
洞
玄
靈
寶
授
度
儀
』
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
、
小
林
氏
は
「
劉
宋
に
お
け
る
靈
寶
經
の
形
成
」（『
東
洋
文
化
』
第
六
二
號
、
一
九
八

二
年
、
一
〇
五
頁
）
に
お
い
て
、「
太
上
洞
玄
靈
寶
授
度
儀
表
」
の
「
自
從
叨
竊
以
來
一
十
七
年
」
の
「
叨
竊
」
が
「
道
士
に
な
る
こ
と
」
を

意
味
す
る
と
し
、
元
嘉
末
（
四
五
三
）
頃
に
比
定
し
た
。
大
淵
氏
は
さ
ら
に
、
入
道
の
規
定
が
十
八
歲
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
四
四
〇
年

頃
と
絞
っ
た
（『
初
期
の
道
敎
』
創
文
社
、
一
九
九
一
年
、
四
〇
一
頁
）。
そ
う
だ
と
す
る
と
「
靈
寶
經
目
序
」
が
著
さ
れ
た
四
三
七
年
の
三

年
後
と
な
り
、
陸
修
靜
は
靈
寶
經
の
整
理
後
、
傳
授
儀
軌
を
定
め
た
こ
と
に
な
り
、
說
得
力
が
あ
る
。
な
お
現
行
本
は
「
府
縣
郷
里
」
と

あ
り
、
府
の
行
政
區
域
名
が
現
れ
る
の
で
、
唐
宋
時
代
に
手
が
加
わ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。K

.M
.Schipper,The

TaoistC
anon,T

he

U
niversity

ofC
hicago

Press,2004

（
以
下
『
道
藏
通
考
』
と
略
稱
）
二
〇
七
頁
參
照
。

（
33
）
『
無
上
祕
要
』
卷
三
四
師
資
品
引
『
洞
玄
金
籙
億
文
經
』「
黃
籙
億
文
靈
仙
品
曰
、
功
德
威
儀
奉
師
之
法
、
當
爲
經
師
、
開
度
弟
子
三
人
、
受
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法
師
皆
卽
爲
列
功
諸
天
、
功
名
旣
建
、
則
交
遊
三
界
、
五
帝
爲
賓
。
當
爲
籍
師
、
開
度
弟
子
七
人
、
…
…
當
爲
度
師
、
開
度
弟
子
九
人
」（
六

表
、
敦
煌
本
Ｐ
三
一
四
八
「
下
元
黃
籙
億
文
靈
仙
品
」
に
同
文
あ
り
）。

（
34
）
『
三
洞
奉
道
科
誡
儀
範
』
の
上
淸
經
目
に
は
「
上
淸
太
霄
琅
書
瓊
文
帝
章
一
卷
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、『
洞
眞
太
上
太
霄
琅
書
』（
道
藏
一
〇

三
四
―
三
五
册
）
の
中
で
そ
れ
に
當
る
の
は
卷
一
、
す
な
わ
ち
「
紫
微
夫
人
譔
」
と
あ
る
「
瓊
文
帝
章
」
の
み
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
他
は
四
極
明
科
・
九
眞
科
・
太
眞
科
、
お
よ
び
洞
眞
部
上
淸
經
の
傳
授
儀
禮
と
修
行
訣
等
の
樣
々
な
科
儀
類
、
お
よ
び
「
太
霄
琅
書
瓊
文

帝
章
」
を
傳
授
さ
れ
た
雲
務
子
に
關
す
る
記
錄
等
で
構
成
さ
れ
る
。

（
35
）
『
洞
眞
太
上
太
霄
琅
書
』
卷
四
爲
師
訣
「
小
才
之
始
、
始
於
修
身
、
自
得
入
中
、
從
中
至
大
、
故
有
三
洞
。
洞
神
・
洞
玄
・
洞
眞
是
也
。
師

三
洞
可
爲
大
師
、
一
二
洞
閒
小
師
而
已
」（
一
七
表
）。
ま
た
「
五
千
文
、
包
羅
備
周
、
衆
經
祖
宗
、
三
洞
支
條
、
先
分
後
合
、
終
歸
道
德
、

乃
極
一
源
也
」（
一
六
裏
）
と
、
道
德
經
を
衆
經
の
始
ま
り
で
あ
る
と
同
時
に
終
わ
り
、
す
な
わ
ち
三
洞
の
祖
宗
と
す
る
。

（
36
）
『
洞
眞
太
上
太
霄
琅
書
』
卷
九
大
乘
行
業
に
「
其
四
極
明
科
云
、
行
七
經
之
道
、
太
歲
庚
辰
六
月
二
十
五
日
癸
巳
巳
時
、
北
極
眞
公
、
除
穢

納
馨
、
神
遇
七
經
、
仁
義
禮
智
信
及
道
德
」（
四
裏
）
と
あ
り
、
庚
辰
歲
の
六
月
二
十
五
日
が
癸
巳
日
と
な
る
の
は
、
五
〇
〇
年
、
す
な
わ
ち

南
齊
東
昏
侯
永
元
二
年
に
當
る
（
陳
垣
『
二
十
史
朔
潤
表
』（
中
華
書
局
、
一
九
六
九
年
）
七
一
頁
參
照
。
そ
の
他
は
一
五
八
〇
年
に
あ
た

り
、
正
統
道
藏
の
編
纂
以
降
と
な
る
）。
年
號
は
用
い
ず
大
歲
だ
け
を
記
し
た
こ
と
は
、『
太
霄
琅
書
』
の
撰
述
時
期
が
齊
梁
の
王
朝
交
替
期

（
五
〇
二
）
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

（
37
）
『
梁
書
』
卷
五
一
陶
弘
景
傳
、
麥
谷
邦
夫
「
陶
弘
景
年
譜
考
略
（
上
）」（『
東
方
宗
敎
』
第
四
七
號
、
一
九
七
六
年
）
五
六
―
六
一
頁
を
參
照
。

（
38
）
例
え
ば
『
太
霄
琅
書
』
卷
八
に
「
范
幼
冲
、
漢
時
尙
書
郞
、
解
地
理
、
乃
以
冢
宅
爲
意
、
魏
末
得
道
、
在
童
幼
中
、
其
云
、
我
今
墓
有
靑
龍

秉
炁
、
上
玄
辟
非
、
玄
武
延
驅
、
虎
嘯
八
垂
、
殆
神
仙
之
丘
窟
、
鍊
形
體
之
所
歸
、
乃
上
吉
冢
也
」（
一
二
表
）、「
辛
玄
子
言
、
積
善
憩
德
、

慈
心
在
物
、
兼
修
長
存
之
方
、
洞
守
形
中
之
寶
者
、
雖
有
此
墓
、
爲
以
示
始
終
之
觀
耳
。
至
於
神
全
德
全
、
德
會
熙
鏡
玄
關
、
亦
何
時
永
爲

朽
物
、
不
復
生
出
耶
。
此
墓
之
人
、
斯
可
謂
應
運
矣
」（
一
二
表
裏
）
と
あ
る
の
は
『
眞
誥
』
卷
一
〇
、
一
六
表
に
同
文
が
見
え
る
。
そ
の
ほ

か
に
も
太
眞
王
雲
霧
子
や
、
卷
一
〇
に
出
て
い
る
神
名
は
『
眞
誥
』
や
上
淸
經
で
し
か
見
當
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
な
お
『
太
霄
琅
書
』
に

語
ら
れ
て
い
る
「
七
經
の
道
」
か
ら
、『
眞
誥
』
を
七
篇
と
し
、「
七
」
の
數
字
に
大
き
な
意
味
を
賦
與
し
て
い
た
陶
弘
景
と
の
關
連
性
が
推

さ
れ
る
。
そ
の
他
、
皇
帝
や
王
侯
貴
族
お
よ
び
佛
敎
信
者
が
齋
を
行
う
場
合
に
用
い
る
祝
文
例
ま
で
入
れ
て
い
る
こ
と
も
、
梁
武
帝
と
密
接
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な
關
係
を
も
ち
、
佛
敎
信
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
陶
弘
景
が
有
力
な
撰
者
候
補
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。『
登
眞
隱
訣
』
と
『
眞
誥
』
が
外
に

出
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
『
華
陽
隱
居
先
生
本
起
錄
』
に
「
登
眞
隱
訣
三
秩
（
二
十
四
卷
。
…
…
不
以
出
世
）、
眞
誥
一
秩
七
卷

（
…
…
不
出
外
聞
）」
と
あ
る
（『
雲
笈
七
籤
』
卷
一
〇
七
、
九
裏
―
一
〇
表
）。

（
39
）
『
太
霄
琅
書
』
卷
六
に
「
洞
眞
十
有
三
袟
、
正
部
一
百
二
十
五
卷
、
別
部
三
袟
、
又
二
十
五
卷
」（
三
三
裏
）
と
あ
り
、
洞
眞
部
上
淸
經
が
合

計
一
五
〇
卷
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
『
三
洞
奉
道
科
誡
儀
範
』
に
洞
眞
部
上
淸
經
一
五
〇
卷
と
あ
る
こ
と
と
一
致
し
、
兩
者
の

成
立
時
期
が
近
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。

（
40
）
『
周
氏
冥
通
記
』
卷
一
「
凡
所
受
經
符
、
可
以
自
隨
者
、
則
其
神
衞
從
人
。
復
宜
須
三
師
姓
諱
、
兼
受
法
年
月
。
恐
三
官
水
神
、
復
更
考
問
、

皆
應
答
對
、
不
得
落
漠
。」
陶
弘
景
注
「
…
…
但
不
知
三
師
的
是
何
者
、
卽
謂
當
作
籍
師
度
師
經
師
義
、
爲
直
是
師
師
相
承
之
三
世
邪
。
…
…

人
命
終
、
復
不
問
仙
之
與
鬼
、
必
皆
由
三
官
開
過
、
皆
須
有
所
承
按
根
本
。
由
是
言
之
、
師
資
之
結
、
殊
不
容
易
」。

（
41
）
『
正
一
威
儀
經
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
注
（
29
）
小
林
前
揭
書
『
中
國
の
道
敎
』
一
〇
〇
頁
、
三
五
四
頁
を
參
照
。
小
林
氏
は
吉
岡
氏

の
北
魏
天
師
道
成
立
說
を
否
定
し
『
三
洞
奉
道
科
誡
儀
範
』
よ
り
前
、
梁
武
帝
（
五
〇
二
―
五
四
九
）
頃
と
比
定
し
て
い
る
。
新
天
師
道
の

『
老
君
音
誦
誡
經
』
に
は
三
師
說
が
見
え
な
い
點
か
ら
も
支
持
さ
れ
る
見
解
と
思
わ
れ
る
。

（
42
）
こ
こ
で
い
う
登
壇
の
三
師
と
五
保
は
、
同
書
『
正
一
受
道
威
儀
』
に
「
登
壇
、
皆
須
立
三
師
・
五
保
、
監
臨
授
度
、
檢
察
得
失
、
用
對
三
天
・

五
帝
之
司
」（
四
裏
）
と
い
う
と
こ
ろ
の
登
壇
の
三
師
と
五
保
を
指
し
、
經
籍
度
の
三
師
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
。『
洞
玄
靈
寶
三
師
名
諱

形
狀
居
觀
方
所
文
』
等
の
例
を
參
照
す
れ
ば
、「
登
壇
の
三
師
」
は
度
師
・
監
度
師
・
保
擧
師
を
指
す
こ
と
が
わ
か
る
。

（
43
）
『
傳
授
經
戒
儀
注
訣
』
書
三
師
諱
法
第
六
「
某
年
太
歲
某
、
某
月
朔
日
某
子
、
某
郡
縣
郷
里
男
女
弟
子
姓
名
、
年
若
干
歲
某
、
於
某
州
郡
縣

郷
里
某
山
舘
宅
舍
、
受
道
德
五
千
文
三
品
要
戒
。
三
師
姓
諱
如
左
。
度
師
、
某
州
郡
縣
郷
里
男
女
官
道
士
先
生
、
姓
某
諱
某
、
年
如
干
歲
、

字
某
。
右
墨
書
黃
素
五
寸
」（
道
藏
九
八
九
册
、
九
表
裏
）。

（
44
）
『
洞
玄
靈
寶
三
師
記
』（
以
下
『
三
師
記
』
と
略
稱
）
は
、
序
文
に
「
有
唐
龍
集
庚
辰
中
元
日
甲
辰
序
」
と
紀
年
が
あ
り
、
そ
れ
は
七
月
十

五
日
の
中
元
が
甲
辰
と
な
る
庚
辰
歲
、
す
な
わ
ち
九
二
〇
年
で
あ
る
（
注
（
36
）
陳
垣
前
揭
書
參
照
）。
撰
者
に
つ
い
て
は
、
標
題
の
下
に

「
廣
成
先
生
劉
處
靜
撰
」
と
あ
る
が
、
序
文
に
「
道
弟
吳
興
陸
甚
夷
、
已
敍
道
元
先
生
（
應
夷
節
）
休
烈
。
但
繼
裁
短

•　讚
、
以
紀
德
風
」
と

あ
り
、
本
文
に
「
後
學
弟
子
吳
郡
陸
甚
夷
、
稽
首
烟
霞
、
直
書
其
事
。

•　門
•　人
•　廣
•　成
•　先
•　生
•　製
•　讚
」
と
あ
る
の
で
、
本
文
の
撰
者
は
陸
甚
夷
で
あ

92



　　玄師と經師

り
、
序
文
と
本
文
に
付
す
韻
文
の
讚
を
撰
述
し
た
の
は
「
門
人
廣
成
先
生
」
す
な
わ
ち
杜
光
庭
と
思
わ
れ
る
。
杜
光
庭
が
應
夷
節
の
弟
子
で

あ
っ
た
こ
と
は
『
歷
世
眞
仙
體
道
通
鑒
』
に
よ
っ
て
知
ら
れ
、「
廣
成
先
生
」
の
號
を
賜
っ
た
の
は
、
唐
末
僖
宗
の
時
と
前
蜀
の
永
平
三
年

（
九
一
三
）、
二
度
に
わ
た
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
（『
五
代
史
補
』
卷
一
「
僖
宗
召
而
問
之
、
一
見
大
悅
、
遂
令
披
戴
、
仍
賜
紫
衣
號
曰
廣
成
先

生
。
…
…
及
王
建
據
蜀
、
待
之
愈
厚
、
又
號
爲
天
師
」。『
資
治
通
鑑
』
卷
二
六
八
後
梁
紀
三
・
均
王
上
上
「（
乾
化
三
年
六
月
）
丙
子
、
蜀
主
、

以
道
士
杜
光
庭
爲
金
紫
光
祿
大
夫
左
諫
議
大
夫
、
封
蔡
國
公
、
進
號
廣
成
先
生
」）、
九
二
〇
年
に
は
前
蜀
後
主
の
も
と
に
い
た
。
蜀
の
年
號

を
使
わ
ず
に
「
有
唐
」
と
書
い
て
い
る
の
は
、
後
梁
後
唐
の
交
替
を
豫
見
し
て
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。
撰
者
が
「
廣
成
先
生
劉
處
靜
撰
」
と
さ

れ
た
の
は
、
本
文
に
出
て
い
る
「
廣
成
先
生
劉
君
」「
仙
都
劉
君
處
靜
」「
門
人
廣
成
先
生
」
と
あ
る
こ
と
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
、
後
に
付
け
加

わ
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
三
人
で
あ
る
。「
廣
成
先
生
劉
君
」
は
、
經
師
田
虛
應
の
弟
子
、
武
宗

に
召
さ
れ
「
天
師
」（
天
子
の
師
匠
、
す
な
わ
ち
「
廣
成
先
生
」）
の
稱
號
を
賜
り
、
田
虛
應
の
弟
子
四
人
の
中
で
最
も
出
世
し
た
劉
玄
靖
を

指
す
（『
舊
唐
書
』
武
宗
本
紀
、
會
昌
元
年
六
月
條
「
以
衡
山
道
士
劉
玄
靖
爲
銀
靑
光
祿
大
夫
、
充
崇
玄
館
學
士
、
賜
號
廣
成
先
生
」）。
劉
玄

靖
は
廢
佛
を
斷
行
し
た
こ
と
で
、
宣
宗
の
卽
位
後
、
八
四
六
年
に
誅
殺
さ
れ
た
。
一
方
、「
仙
都
劉
君
處
靜
」（
八
〇
一
―
八
七
三
）
は
彭
城

の
人
、
籍
師
馮
惟
良
の
弟
子
、
度
師
應
夷
節
の
同
學
、
仙
都
山
の
隱
眞
巖
で
修
行
し
た
道
士
で
あ
り
、
八
七
三
年
に
沒
し
て
い
る
の
で
（
道

藏
三
三
一
册
『
仙
都
志
』
卷
上
、
一
四
表
―
一
五
表
）、
廣
成
先
生
劉
玄
靖
（
武
昌
の
人
）
と
は
沒
年
に
二
十
七
年
の
差
が
あ
る
。

內
容
の
面
で
『
三
師
記
』
は
、
陸
甚
夷
と
杜
光
庭
の
三
師
、
田
良
逸
、
馮
惟
良
、
應
夷
節
の
名
諱
に
止
ま
ら
ず
、
三
師
の
行
狀
や
高
弟
子
に

も
言
及
し
、
さ
ら
に
陶
弘
景
↓
王
遠
知
↓
潘
師
正
↓
司
馬
承
禎
↓
薛
季
昌
↓
田
良
逸
↓
馮
惟
良
↓
應
夷
節
と
つ
な
が
る
道
脈
を
語
る
。
こ
の

道
脈
は
、
司
馬
承
禎
以
下
は
『
茅
山
志
』
に
記
す
系
譜
と
全
く
異
な
る
。
薛
季
昌
と
田
良
逸
は
南
嶽
衡
山
の
道
士
、
次
の
馮
惟
良
と
應
夷
節

は
天
台
山
桐
栢
觀
の
道
士
な
の
で
、
こ
の
系
譜
が
南
嶽
や
天
台
山
を
中
心
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
七
一
一
年
、
司
馬
承
禎
の
た

め
に
建
て
ら
れ
た
桐
栢
觀
は
、
憲
宗
元
和
年
閒
に
籍
師
馮
惟
良
と
そ
の
同
學
に
よ
っ
て
再
建
さ
れ
、
度
師
應
夷
節
の
時
、
す
な
わ
ち
經
師
田

虛
應
に
師
事
し
た
劉
玄
靖
が
武
宗
の
崇
敬
を
受
け
て
い
た
會
昌
三
年
に
、
朝
廷
よ
り
「
道
元
院
」
の
名
を
賜
り
全
盛
を
迎
え
て
い
た
。
宣
宗

の
卽
位
後
、
こ
れ
ら
天
台
山
の
道
士
グ
ル
ー
プ
は
、
お
そ
ら
く
劉
玄
靖
の
誅
殺
と
と
も
に
衰
退
の
道
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
應
夷
節
が

沒
し
た
乾
寧
年
閒
は
、
軍
閥
に
よ
る
內
亂
と
各
地
の
占
據
が
始
ま
っ
て
お
り
、
九
〇
七
年
に
は
唐
が
亡
び
、
五
代
十
國
の
時
代
と
な
る
。
こ

の
時
、
後
梁
と
敵
對
關
係
に
あ
っ
た
晉
國
で
は
、
晉
王
李
克
用
が
沒
し
て
李
存
勗
（
後
唐
の
莊
宗
）
が
後
を
嗣
ぐ
。
九
二
〇
年
に
は
各
地
よ
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り
受
命
の
符
瑞
が
獻
上
さ
れ
、
唐
の
帝
位
に
卽
く
よ
う
に
進
言
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
李
存
勗
は
九
二
三
年
に
卽
位
し
て
後
唐
の
初
代
皇

帝
と
な
る
。
こ
の
時
期
に
杜
光
庭
は
蜀
（
九
二
五
年
に
後
唐
に
よ
っ
て
亡
び
る
）
に
居
り
沒
年
ま
で
四
川
で
活
躍
し
、
陸
甚
夷
は
ど
の
地
に

い
た
の
か
定
か
で
な
い
が
、
天
台
山
は
吳
越
王
錢
鏐
（
在
位
九
〇
七
―
九
三
二
）
の
勢
力
圈
內
に
あ
り
、
上
淸
經
の
發
祥
地
で
あ
る
茅
山
は

長
年
吳
越
と
對
立
し
て
い
た
吳
の
治
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
五
代
の
混
亂
期
に
『
三
師
記
』
が
書
か
れ
た
意
圖
に
つ
い
て
は
、

歷
史
的
狀
況
を
參
考
に
再
檢
討
す
べ
き
で
あ
る
が
、
司
馬
承
禎
と
緣
の
深
い
桐
栢
觀
の
復
興
に
務
め
た
三
師
を
讚
え
、
天
台
山
に
本
據
を
お

く
こ
の
道
脈
こ
そ
が
陶
弘
景
以
來
の
三
洞
經
と
上
淸
大
法
の
、
由
緖
正
し
い
繼
承
者
で
あ
る
こ
と
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
得

な
い
だ
ろ
う
。
小
林
氏
は
「
經
籙
の
傳
授
に
お
け
る
三
師
說
と
上
淸
經
籙
傳
授
の
系
譜
の
形
成
」（
前
揭
書
『
唐
代
の
道
敎
と
天
師
道
』）
に

お
い
て
、
王
遠
知
以
下
の
道
士
が
す
べ
て
天
師
道
の
道
士
で
あ
り
、『
三
師
記
』
は
、
天
師
道
の
上
淸
經
籙
の
權
威
を
あ
げ
る
た
め
に
、
陶

弘
景
を
上
淸
經
籙
傳
授
の
最
初
に
置
い
た
も
の
と
す
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
筆
者
は
右
記
の
如
く
見
解
を
異
に
す
る
。
應
夷
節
が
五
戒
、
正

一
、
高
玄
、
洞
神
、
洞
玄
、
昇
玄
、
上
淸
大
洞
と
い
う
順
に
戒
と
經
典
を
授
か
っ
た
こ
と
は
、
唐
代
以
來
の
道
經
傳
授
の
段
階
を
最
後
ま
で

到
逹
し
、
名
實
と
も
に
陶
弘
景
の
三
洞
經
を
受
け
繼
ぐ
三
洞
道
士
と
な
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
道
敎
の
正
統
派
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
正
統
意
識
は
、
宮
川
尙
志
氏
が
か
つ
て
「
道
敎
史
上
よ
り
見
た
る
五
代
」（『
東
方
宗
敎
』
第
四
二
號
、
一
九
七
三
年
）
で

述
べ
た
よ
う
に
、
激
動
の
時
代
が
必
要
と
す
る
武
術
や
幻
術
な
ど
樣
々
な
道
術
を
有
す
る
道
士
た
ち
が
、
そ
れ
を
信
奉
す
る
軍
閥
の
勢
力
に

乘
じ
て
榮
逹
を
手
に
入
れ
て
い
た
、
五
代
道
敎
の
潮
流
に
お
い
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
な
お
應
夷
節
が
履
修
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
玄
宗

時
代
に
す
で
に
定
着
し
て
い
る
の
で
、
九
二
〇
年
代
に
な
っ
て
こ
と
さ
ら
に
經
籙
の
權
威
を
語
る
必
要
は
な
い
（
唐
代
に
張
萬
福
の
『
傳
授

三
洞
經
戒
法
籙
略
說
』
に
記
す
經
典
傳
授
の
段
階
通
り
に
傳
授
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
道
士
の
碑
文
に
よ
っ
て
推
察
で
き
る
。
例
え
ば
天
寶

十
一
年
（
七
五
二
）
刻
の
「
王
屋
山
柳
若
水
碑
」、
開
成
五
年
（
八
四
〇
）
に
仙
去
し
た
女
道
士
柳
默
然
の
「
大
唐
王
屋
山
上
淸
大
洞
三
景
女

道
士
柳
尊
師
眞
宮
志
銘
」
な
ど
が
あ
る
。
陳
垣
『
道
家
金
石
略
』〔
文
物
出
版
社
、
一
九
八
八
年
〕
一
四
四
頁
、
一
七
九
頁
）。
筆
者
は
要
す

る
に
『
三
師
記
』
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
經
籙
の
權
威
を
あ
げ
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
天
台
山
に
中
心
を
置
く
道
士
の
正
統
意
識
を
表

す
こ
と
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

（
45
）
『
無
上
祕
要
』
卷
三
七
引
『
金
籙
儀
』「
至
心
稽
首
太
上
无
極
大
道
、
至
心
稽
首
三
十
六
部
尊
經
、
至
心
稽
首
玄
中
大
法
師
」（
二
裏
）。

（
46
）
『
眞
誥
』
卷
一
九
眞
經
始
末
注
「
弘
農
楊
洗
、
隆
安
四
年
庚
子
歲
、
於
海
陵
再
遇
、
隱
盟
上
經
二
十
餘
篇
、
有
數
卷
非
眞
。
其
云
尋
經
已
來
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一
十
二
年
。
此
則
楊
君
去
後
、
便
以
動
作
。
故
靈
寶
經
中
、
得
取
以
相
揉
。
非
都
是
靈
期
造
製
、
但
所
造
製
者
自
多
耳
」（
一
九
表
）。

（
47
）
『
上
淸
太
上
黃
素
四
十
四
方
經
』「
凡
精
試
密
向
、
耽
味
玄
眞
、
淸
齋
若
至
、
感
慕
神
仙
、
忽
自
遇
此
三
品
之
經
、
而
不
師
受
者
、
其
人
皆
玄

會
宿
感
、
列
籍
帝
郷
、
眞
人
有
密
授
、
應
得
此
經
、
其
人
異
挺
、
以
標
世
功
、
依
太
上
黃
素
四
十
四
方
、
聽
得

•　隱
•　盟
玄
誓
神
科
﹇
約
﹈
也
」

（
道
藏
一
〇
四
三
册
、
四
裏
―
五
表
）。

（
48
）
こ
の
段
の
解
釋
の
異
見
は
、
小
林
正
美
「
唐
代
道
敎
に
お
け
る
大
洞
三
景
弟
子
と
大
洞
法
師
の
法
位
の
形
成
」（『
東
方
學
』
第
一
一
五
號
、

二
〇
〇
八
年
、
五
九
頁
）
を
參
照
。
小
林
氏
は
「
令
豎
」
を
前
句
に
つ
な
げ
「
別
以
巾
蘊
裏
結
令
豎
」
と
句
點
し
て
「
令
豎
」
を
「
堅
く
せ

し
む
」
と
讀
み
、
玄
師
を
「
所
師
之
師
」、
す
な
わ
ち
「
曾
師
」
に
當
て
て
い
る
。
し
か
し
「
玄
孫
」
と
い
う
言
葉
を
三
代
孫
に
對
し
て
は
使

わ
な
い
よ
う
に
、「
玄
祖
」
と
い
う
言
葉
も
上
三
代
の
曾
祖
に
は
使
わ
な
い
こ
と
の
ほ
か
、『
太
霄
琅
書
』
に
お
い
て
玄
師
は
、
經
籍
度
の
三

師
と
は
別
格
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
段
は
傳
授
系
譜
上
の
三
師
を
具
備
し
た
場
合
と
、
上
三
代
の
曾
師
が
な
い
場
合
と
い
う
、
二
つ

の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
解
說
を
施
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
49
）
『
洞
眞
太
上
太
霄
琅
書
』
卷
六
受
齋
儀
盟
信
訣
「
上
學
受
科
、
必
緣
明
師
、
視
之
如
親
、
資
尊
師
如
父
、
上
聖
眞
仙
、
皆
號
師
爲
師
父
、
女

師
稱
師
母
。
師
之
師
卽
祖
師
、
師
（
衍
字
と
思
わ
れ
る
）
祖
師
師
卽
曾
師
、
高
遠
極
道
、
道
應
无
窮
、
故
不
事
存
也
。
而
三
炁
輪
廻
、
終
是

一
炁
、
三
師
之
尊
、
亦
同
一
尊
、
引
常
行
事
、
皆
存
一
師
、
是
所
授
經
師
也
。
若
非
常
之
請
、
皆
存
三
師
。
師
有
隱
淪
、
不
出
姓
諱
、
或
師

玄
師
、
皆
不
得
存
。
若
已
自
師
玄
師
、
則
存
二
童
而
已
。
存
師
諦
心
、
精
思
慊
到
、
久
久
見
之
、
了
然
相
對
。
雖
是
凡
師
、
神
人
代
降
、
必

授
口
訣
、
速
得
成
眞
」（
三
九
表
裏
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
師
に
盟
信
（
信
物
）
を
贈
る
こ
と
は
、
三
師
の
中
、
經
典
を
直
接
授
け
る
師
、
つ

ま
り
度
師
の
み
と
し
、
師
が
す
で
に
沒
し
た
時
、
あ
る
い
は
玄
師
を
師
と
す
る
場
合
は
贈
ら
な
い
と
し
て
い
る
の
で
、
三
師
と
玄
師
が
別
格

で
あ
る
こ
が
確
認
で
き
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
玄
師
を
師
と
す
る
場
合
は
、
二
童
（
靑
童
大
君
・
小
君
）
と
す
る
と
い
う
。

（
50
）
靑
童
君
に
つ
い
て
は
、PaulW

.K
roll,“In

the
H

alls
ofthe

A
zure

L
ad”,Journalofthe

A
m

erican
O

rientalSociety
Vol.105,N

o.1,

1985,75-94

、
神
塚
淑
子
「
方
諸
靑
童
君
を
め
ぐ
っ
て
」（『
六
朝
道
敎
思
想
の
硏
究
』
創
文
社
、
一
九
九
九
年
、
一
二
三
―
四
三
頁
）
を
參
照
。

（
51
）
『
洞
眞
太
上
八
素
眞
經
占
候
入
定
妙
訣
』「
急
淸
齋
責
躬
、
謝
過
請
福
、
精
存
太
上
、
守
一
无
忘
、
施
行
三
五
、
諦
憶
玄
師
。
玄
師
、靑
童
君
、

總
領
一
切
經
書
、
寶
文
妙
圖
、
皆
悉
由
之
。
學
士
尋
師
未
遇
、
求
經
未
得
、
得
或
不
足
、
足
或
不
明
、
明
或
不
行
、
…
…
邪
精
所
干
、
魔
鬼

所
試
。
急
擇
佳
辰
、
丁
卯
之
日
、
登
山
入
室
、
淸
嚴
燒
香
、
啓
吿
太
上
、
諦
存
靑
童
、
向
東
住
心
、
想
見
方
諸
宮
、
稽
首
禮
拜
、
面
對
金
闕

95



上
相
、
羸
疾
厄
難
、
常
禮
六
拜
」（
道
藏
一
〇
二
八
册
、
一
裏
表
）。

（
52
）
『
神
仙
感
遇
傳
』
卷
一
令
狐
絢
「
令
狐
絢
者
、
餘
杭
太
守
纁
之
子
也
。
雅
尙
玄
微
、
不
務
名
宦
、
於
開
化
私
院
、
自
創
靜
室
、
三
日
五
日
、
卽

一
度
開
室
、
焚
香
終
日
。
乃
出
時
有
神
仙
降
之
、
奇
煙
異
香
、
每
見
聞
於
庭
宇
、
因
言
入
靜
之
時
、
有
靑
童
引
入
至
天
中
高
山
之
上
、
朝
謁

老
君
、
見
册
命
張
天
師
爲
玄
中
大
法
師
、
以
代
尹
眞
人
之
任
。
初
、
尹
與
三
天
、
論
功
於
太
上
之
前
。
太
上
曰
、「
群
胡
擾
於
中
原
、
蠶
⻝
華

夏
、
不
能
戢
之
、
尹
眞
人
之
過
也
。
再
立
二
十
四
化
、
分
別
人
鬼
、
澤
及
生
靈
、
道
陵
之
功
也
。
此
二
者
、
各
宜
登
臺
、
宜
思
取
驗
於
大
道

可
」。
卽
敕
尹
眞
人
登
一
蓮
花
寶
臺
、
端
寂
而
坐
。
頃
之
、
方
景
昏
曀
。
又
命
道
陵
亦
登
此
臺
、
旣
坐
良
久
、
則
奇
彩
異
光
、
種
種
變
化
、
人

天
交
暢
矣
。
自
是
、
以
道
陵
代
尹
爲
玄
中
法
師
焉
。
乙
未
年
（
八
七
五
）
聞
令
狐
之
說
。
丁
酉
年
（
八
七
七
）
於
西
川
濛
陽
、
見
張
道
士
、

云
「
天
師
降
授
道
法
、
遠
近
敬
而
事
之
」。
因
聆
其
天
師
降
敎
之
事
、
云
「
天
師
進
位
、
近
爲
玄
中
法
師
」、
與
令
狐
所
說
符
契
、
論
功
登
臺

之
事
、
一
無
異
者
焉
。
玄
功
杳
冥
、
未
可
詳
驗
、
聊
以
紀
其
異
也
」（
道
藏
三
二
八
册
、
一
〇
表
―
一
一
表
）。

（
53
）
『
洞
玄
靈
寶
千
眞
科
』
は
傳
說
上
で
は
赤
烏
三
年
（
二
四
〇
）
太
上
道
君
が
太
極
仙
公
に
授
け
た
も
の
と
さ
れ
る
が
（
道
藏
一
〇
五
二
、
一

表
「
爾
時
、
太
極
左
仙
公
、
以
吳
赤
烏
三
年
正
月
一
日
、
登
勞
盛
山
、
…
…
太
上
吿
曰
、
子
有
功
德
、
宿
著
左
仙
、
暫
託
因
綠
、
寄
生
下
世
、

爲
物
宗
匠
、
助
道
弘
宣
。
乃
命
千
眞
、
爲
說
科
戒
」）、
そ
の
中
に
「
經
亦
然
、
上
淸
爲
大
洞
、
是
大
乘
。
洞
玄
靈
寶
是
中
乘
、
洞
神
三
皇
爲

小
乘
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
三
洞
經
の
成
立
後
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
靈
寶
經
目
に
そ
の
名
が
見
え
ず
、『
無
上
祕
要
』
に
も
引
用

が
な
い
。
朱
法
滿
（
七
二
〇
年
沒
、『
洞
霄
圖
志
』
卷
五
に
立
傳
）
撰
の
『
要
修
科
儀
戒
律
鈔
』
に
引
用
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
六
朝
末
成
立

か
と
考
え
ら
れ
る
。H

ans-H
erm

ann
Schm

idt
氏
は
整
っ
た
佛
敎
制
度
の
用
語
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
隋
以
降
、
七
世
紀
の
も
の
と
す
る
。

『
道
藏
通
考
』
五
七
六
頁
。

（
54
）
『
道
門
經
法
相
承
次
序
』
卷
下
「
玄
中
大
法
師
十
號
者
、
與
以
前
十
號
別
。
一
號
無
名
之
君
、
二
號
無
上
玄
老
、
三
號
太
上
老
君
、
四
號
高

上
老
子
、
五
號
天
皇
大
帝
、
六
號
玄
中
法
師
、
七
號
有
古
先
生
、
八
號
金
闕
帝
君
、
九
號
虛
無
眞
人
、
十
號
太
上
高
皇
。
右
出
眞
傳
」（
道
藏

六
七
二
册
、
一
裏
）。

（
55
）
『
道
德
眞
經
廣
成
義
』
の
こ
の
部
分
は
、『
太
上
洞
玄
業
報
因
緣
經
』
卷
一
〇
流
通
品
に
、
劫
運
が
改
ま
る
た
び
に
太
上
道
君
が
稱
號
を
變

え
、
三
洞
經
を
著
し
敎
化
し
た
と
語
る
部
分
と
類
似
す
る
。「
始
有
天
地
、
龍
漢
之
初
、
吾
號
無
形
、
化
在
玉
淸
境
、
出
大
洞
眞
經
、
下
代
敎

化
、
爲

•　萬
•　天
•　玄
•　師
無
上
法
王
。
…
…
延
康
之
時
、
吾
號
無
名
、
化
在
上
淸
境
、
出
洞
玄
寶
經
、
下
代
敎
化
、
爲
三
界
醫
王
太
上
眞
尊
。
…
…
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赤
明
開
運
、
吾
號
梵
形
、
又
號
觀
世
音
、
化
在
太
淸
境
、
出
洞
神
仙
經
、
下
代
敎
化
、
爲
十
方
導
師
至
極
天
尊
」（
道
藏
一
七
五
册
、
八
裏
―

九
表
）。
な
お
、
こ
の
箇
所
は
『
妙
門
由
起
』
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
（
五
表
）。

（
56
）
吉
岡
義
豐
氏
は
『
三
洞
奉
道
科
誡
儀
範
』
よ
り
前
、
五
二
〇
―
五
四
〇
頃
と
比
定
し
（『
道
敎
と
佛
敎
』
第
三
〔
國
書
刊
行
會
、
一
九
八
三

年
〕
六
頁
、
一
三
三
頁
）、
小
林
正
美
氏
も
梁
武
帝
末
頃
と
比
定
し
て
い
る
（
注
（
29
）
前
揭
書
『
中
國
の
道
敎
』
一
四
七
頁
、
一
七
一
頁
）。

（
57
）
『
洞
眞
太
上
八
道
命
籍
經
』（
道
藏
一
〇
二
九
册
）
は
八
節
日
に
解
過
を
說
く
經
典
。『
四
極
明
科
』
や
『
太
霄
琅
書
』
の
成
立
後
の
成
書
と

考
え
ら
れ
る
。『
道
藏
通
考
』
五
九
三
頁
を
參
照
。

（
58
）
『
上
淸
金
母
求
仙
上
法
』（
廬
山
崇
玄
館
北
嶽
遊
玄
先
生
遼
東
李
玄
眞
）「
到
今
庚
午
年
（
七
九
〇
）
三
月
八
日
、
於
講
座
令
弟
子
王
延
眞
、

開
先
師
寶
臺
、
忽
於
織
成
蘊
中
、
得
此
一
卷
。
駭
衆
互
闚
、
喜
慶
交
深
、
生
來
及
長
、
未
聞
傳
見
。
於
是
、
便
投
黃
金
三
兩
於
淸
泠
之
淵
、

仰
稟
玄
師
、
奉
受
此
文
。
到
丙
子
歲
（
七
九
六
）、
踰
涉
七
年
、
輒
以
文
傳
弟
子
五
十
八
人
」（
道
藏
一
八
五
册
、
二
三
表
）。
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元
始
天
尊
を
め
ぐ
る
三
敎
交
涉
　

　
　
　
神
　
塚
　
　
淑
　
子
　
　

　　　　
　
　
は
じ
め
に

　　
佛
敎
が
中
國
に
傳
來
す
る
と
、
中
國
固
有
の
思
想
・
習
俗
と
の
閒
で
さ
ま
ざ
ま
な
論
爭
が
起
こ
っ
た
。
出
家
と
孝
の
問
題
を
め
ぐ

る
論
爭
、
因
果
應
報
・
輪
廻
轉
生
を
め
ぐ
る
論
爭
、
神
滅
不
滅
論
爭
、
夷
夏
論
爭
、
あ
る
い
は
、
老
子
化
胡
說
を
め
ぐ
る
論
爭
な
ど
、

論
爭
の
內
容
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
後
漢
末
の
太
平
道
と
五
斗
米
道
か
ら
始
ま
っ
た
道
敎
が
、
四
世
紀
後
半
以
降
、
佛
敎
の
敎

理
・
思
想
・
儀
禮
を
吸
收
し
な
が
ら
、
多
く
の
經
典
を
作
り
は
じ
め
、
宗
敎
と
し
て
の
形
を
整
え
て
く
る
と
、
佛
敎
と
道
敎
の
閒
の

論
爭
（
佛
道
論
爭
）
は
熾
烈
を
極
め
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ら
の
論
爭
は
、
梁
の
僧
祐
撰
『
弘
明
集
』、
唐
の
道
宣
撰
『
廣
弘
明
集
』

な
ど
に
記
載
さ
れ
、
ま
た
、
法
琳
（
五
七
二
―
六
四
〇
）
が
著
し
た
『
破
邪
論
』
や
『
辯
正
論
』
も
唐
初
の
激
し
い
佛
道
論
爭
の
樣
子

を
傳
え
て
い
る
。

　
道
敎
の
最
高
神
と
さ
れ
る
元
始
天
尊
も
、
佛
道
論
爭
に
お
い
て
議
論
さ
れ
た
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
元
始
天
尊
を
め
ぐ
る
論

爭
に
は
、「
自
然
」
と
「
因
緣
」
と
い
う
中
國
傳
統
思
想
と
佛
敎
思
想
の
閒
に
橫
た
わ
る
根
本
的
な
問
題
が
絡
ん
で
い
る
。
本
稿
で
は
、
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こ
の
點
に
注
目
し
な
が
ら
、
元
始
天
尊
を
め
ぐ
る
佛
道
論
爭
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
こ
と
に
し
た
い
。
ま
た
、
佛
敎
の
影
響
を
受
け

て
、
元
始
天
尊
の
本
生
譚
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
中
に
は
儒
敎
と
の
關
連
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
點
が
あ
り
、
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
も
若
干
、
言
及
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
の
題
を
「
元
始
天
尊
を
め
ぐ
る
三
敎
交
涉
」
と
し
た
所
以
で
あ
る
。

　　
　
　
一
　
『
笑
道
論
』
に
お
け
る
元
始
天
尊
批
判

　　
佛
道
論
爭
の
中
で
元
始
天
尊
の
こ
と
が
議
論
さ
れ
た
例
と
し
て
、
ま
ず
は
じ
め
に
、
甄
鸞
の
『
笑
道
論
』
（『
廣
弘
明
集
』
卷
九
）
を

見
て
お
き
た
い
。
北
周
の
天
和
五
年
（
五
七
〇
）
、
佛
道
二
敎
の
優
劣
に
つ
い
て
論
ぜ
よ
と
い
う
敕
命
を
受
け
て
著
さ
れ
た
『
笑
道
論
』

に
は
、
道
敎
の
笑
う
べ
き
點
が
三
十
六
箇
條
に
わ
た
っ
て
批
判
さ
れ
、
佛
敎
が
道
敎
よ
り
も
優
れ
て
い
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

道
敎
に
對
す
る
批
判
は
、
當
時
存
在
し
て
い
た
道
敎
文
獻
の
文
章
を
數
多
く
引
用
し
て
、
そ
の
不
備
や
矛
盾
を
指
摘
す
る
と
い
う
形

で
行
わ
れ
て
い
る（

１
）。

　
『
笑
道
論
』
に
は
、
元
始
天
尊
に
關
す
る
批
判
が
數
カ
所
に
わ
た
っ
て
見
え
る
。
そ
の
論
點
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
三
つ
に
要
約
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
、
元
始
天
尊
と
太
上
（
太
上
道
君
）
と
の
上
下
關
係
が
明
確
で
は
な
い
こ
と
を
批
判
す
る
も
の
、
第
二

は
、「
氣
」
と
「
自
然
」
の
槪
念
に
基
づ
い
て
、
道
敎
經
典
に
見
え
る
元
始
天
尊
の
記
述
に
は
矛
盾
が
あ
る
こ
と
を
批
判
す
る
も
の
、

第
三
は
、
道
敎
經
典
に
見
え
る
元
始
天
尊
の
記
述
は
佛
敎
の
說
の
剽
竊
で
あ
る
と
し
て
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
第
一
の
、
元
始
天
尊
と
太
上
（
太
上
道
君
）
と
の
上
下
關
係
が
明
確
で
は
な
い
こ
と
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
は
、『
笑
道
論
』

第
二
十
三
「
起
禮
北
方
爲
始
」
の
次
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。

十
誡
十
四
持
身
經
に
依
る
に
云
う
、
北
方
に
禮
す
る
こ
と
一
拜
。
北
方
を
始
め
と
爲
し
、
東
向
し
て
十
方
を
周
り
、
太
上
の
眞

形
を
想
見
す
と
。
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臣
笑
っ
て
曰
く
、
文
始
傳
に
云
う
、
老
子
は
尹
喜
と
天
上
に
遊
ぶ
。
喜
は
太
上
に
見
え
ん
と
欲
す
。
老
曰
く
、
太
上
は
大
羅
天
玉

京
山
に
在
り
、
極
め
て
幽
遠
な
り
。
遙
か
に
闕
に
禮
す
可
し
と
。
遂
に
見
え
ず
し
て
還
る
と
。
此
を
以
て
之
を
推
す
に
、
玄
都
玉

京
は
、
太
上
の
住
す
る
所
に
し
て
、
今
　
上
方
に
在
り
。
何
ぞ
上
を
以
て
首
と
爲
さ
ず
し
て
、
浪
り
に
北
方
を
禮
す
る
や
。
…
…

又
　
罪
根
品
に
云
う
、
太
上
道
君
、
同
陽
館
中
に
稽
首
し
て
元
始
天
尊
に
禮
し
、
十
善
等
の
法
を
問
う
と
。
此
の
誡
は
乃
ち
天

尊
の
說
く
所
な
り
。
何
を
以
て
天
尊
を
禮
せ
ず
し
て
太
上
を
想
見
す
る
や
。
本
を
捨
て
末
を
逐
う
は
、
誰
の
咎
な
る
や
と
。
（
大

正
五
二
、
一
四
九
下
）

　
こ
こ
で
甄
鸞
は
、『
十
誡
十
四
持
身
經
』
に
は
十
方
禮
拜
を
北
方
か
ら
始
め
、「
太
上
の
眞
形
」
を
「
想
見
」
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
取
り
上
げ
て
批
判
し
て
い
る
。
そ
の
批
判
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
の
が
、『
文
始
傳
』
と
『
罪
根
品
』
の
文
で
あ
る
。『
文

始
傳
』
で
は
、
太
上
（
太
上
道
君
）
は
天
の
最
も
上
の
と
こ
ろ
で
あ
る
大
羅
天
玉
京
山
に
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
し
、『
罪

根
品
』
で
は
、
太
上
道
君
が
元
始
天
尊
に
敬
禮
し
て
十
善
等
の
法
を
質
問
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
太
上

の
眞
形
」
を
「
想
見
」
す
る
と
い
い
な
が
ら
、「
上
方
」
で
は
な
く
「
北
方
」
か
ら
禮
拜
を
始
め
る
こ
と
は
矛
盾
し
て
い
る
し
、
太
上

道
君
よ
り
も
上
位
の
は
ず
の
元
始
天
尊
を
禮
拜
し
な
い
で
「
太
上
を
想
見
」
す
る
の
は
本
末
轉
倒
で
あ
る
と
い
う
批
判
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
關
連
す
る
內
容
の
も
の
と
し
て
、『
笑
道
論
』
第
十
六
「
太
上
尊
貴
」
に
、
次
の
よ
う
な
文
が
見
え
る
。

文
始
傳
に
稱
す
ら
く
、
老
子
　
尹
喜
と
天
上
に
遊
び
、
九
重
の
白
門
に
入
る
。
天
帝
　
老
を
見
て
便
ち
拜
す
。
老
　
喜
に
命
じ

て
天
帝
と
相
い
禮
せ
し
む
。
老
子
曰
く
、
太
上
は
尊
貴
に
し
て
、
日
を
剋
し
て
引
見
す
。
太
上
は
玉
京
山
七
寶
宮
に
在
り
、
諸

天
の
上
に
出
で
、
寂
寂
冥
冥
と
し
て
淸
遠
な
り
と
。

臣
笑
っ
て
曰
く
、
神
仙
傳
に
云
う
、
吳
郡
の
沈
義
、
白
日
登
仙
し
、
四
百
年
後
に
家
に
還
り
て
、
說
き
て
云
う
、
初
め
天
に
上

る
の
時
、
天
帝
に
見
え
ん
と
欲
す
る
も
、
尊
貴
に
し
て
見
ゆ
可
か
ら
ず
、
遂
に
先
ず
太
上
に
見
ゆ
。
正
殿
に
在
り
て
坐
し
、
男

女
侍
す
る
こ
と
數
百
人
な
り
と
。
此
の
如
く
狀
は
明
ら
か
な
れ
ば
、
則
ち
太
上
は
天
帝
よ
り
劣
る
を
知
る
。
太
上
は
尊
貴
に
し
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て
治
は
衆
天
の
上
に
在
り
と
言
う
は
、
妄
な
り
。
今
、
九
天
生
神
章
に
據
れ
ば
、
太
上
は
住
し
て
玄
都
宮
に
在
り
、
其
の
玉
淸

宮
は
玄
都
の
上
に
在
り
。
何
ぞ
宮
を
重
ね
て
復
た
玉
淸
の
上
に
在
り
、
便
ち
玄
都
よ
り
高
き
こ
と
兩
重
な
ら
ん
。
而
る
に
老
子

　
太
上
の
治
は
衆
天
の
上
に
在
り
と
云
う
は
、
何
ぞ
謬
れ
る
こ
と
斯
く
の
如
き
か
と
。
（
大
正
五
二
、
一
四
八
上
）

　
こ
こ
で
は
ま
ず
、
太
上
は
天
帝
よ
り
も
尊
貴
で
あ
っ
て
、
諸
天
の
上
の
最
も
高
い
と
こ
ろ
、
玉
京
山
七
寶
宮
に
い
る
と
い
う
『
文
始

傳
』
の
文
が
紹
介
さ
れ
る
。
そ
の
後
に
、
そ
れ
に
對
す
る
批
判
と
し
て
、『
神
仙
傳
』
と
『
九
天
生
神
章
』
の
文
が
引
用
さ
れ
、『
神

仙
傳
』
に
見
え
る
沈
義
の
話
で
は
、
太
上
よ
り
も
天
帝
の
方
が
尊
貴
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、『
九
天
生
神
章
』
で

は
、
太
上
が
住
む
玄
都
宮
よ
り
も
玉
淸
宮
の
方
が
さ
ら
に
上
の
天
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
擧
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
二
十

三
「
起
禮
北
方
爲
始
」
の
場
合
と
同
樣
、
道
敎
文
獻
相
互
の
記
述
の
矛
盾
を
指
摘
し
て
、
道
敎
を
批
判
す
る
と
い
う
方
法
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。

　
元
始
天
尊
と
太
上
（
太
上
道
君
）
と
の
上
下
關
係
が
明
確
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
以
上
の
よ
う
な
甄
鸞
の
批
判
が
出
て
き
た

の
は
、
最
高
神
を
ど
の
よ
う
な
神
格
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
道
敎
內
部
に
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
方
が
あ
り
、
統
一
が
と
れ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
關
係
し
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
、
元
始
天
尊
が
道
敎
の
最
高
神
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
に
か
け
て
作
ら
れ
た
靈
寶
經
の

「
元
始
舊
經
」
に
始
ま
る（

２
）。「

元
始
舊
經
」
は
十
部
三
十
六
卷
か
ら
成
り
、
宇
宙
論
や
救
濟
論
、
戒
律
や
修
行
論
な
ど
を
備
え
た
、
體

系
だ
っ
た
經
典
群
と
し
て
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
未
完
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
現
在
、「
元
始
舊

經
」
に
相
當
す
る
と
考
え
ら
れ
る
經
典
を
檢
討
す
る
と
、
そ
の
大
部
分
が
、
元
始
天
尊
が
太
上
道
君
に
吿
げ
た
敎
え
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
い
る（

３
）。「

元
始
舊
經
」
を
作
っ
た
人
々
は
、
元
始
天
尊
を
太
上
道
君
よ
り
も
上
位
の
神
格
と
す
る
考
え
方
を
持
っ
て
い

た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
多
く
の
人
々
に
共
有
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
太
上
（
太
上
道
君
）
を
最
高
位
の
神
格
と
す
る

考
え
方
が
併
存
し
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
、
も
っ
と
民
閒
信
仰
的
な
レ
ベ
ル
で
は
、
天
帝
を
最
高
位
と
す
る
考
え
方
も
存
在
し
て
い
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た
。
右
に
見
た
よ
う
な
『
笑
道
論
』
の
記
述
は
、
そ
の
よ
う
な
狀
況
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
「
元
始
舊
經
」
の
出
現
に
よ
っ
て
、
た
だ
ち
に
、
元
始
天
尊
を
最
高
神
と
す
る
こ
と
が
一
般
化
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、

現
存
す
る
道
敎
像
の
銘
文
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
現
存
す
る
道
敎
像
の
銘
文
に
よ
れ
ば
、
六
朝
時
代
の
道
敎
像
は
、「
老
君
像
」「
皇

老
君
像
」「
太
上
老
君
像
」
な
ど
の
老
君
系
の
も
の
、「
道
像
」「
大
道
像
」「
太
上
道
君
像
」
な
ど
の
道
（
道
君
）
系
の
も
の
、
お
よ

び
、「
天
尊
像
」「
元
始
天
尊
像
」
な
ど
の
天
尊
系
の
も
の
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
存
す
る
六
朝
時
代
の
道
敎
像
の
點
數
か

ら
言
え
ば
、
老
君
系
の
も
の
が
天
尊
系
・
道
（
道
君
）
系
の
も
の
よ
り
も
多
い
が
、
隋
代
に
な
る
と
、
老
君
系
の
も
の
と
天
尊
系
・

道
（
道
君
）
系
の
も
の
が
ほ
ぼ
同
數
に
な
り
、
唐
代
に
は
、
天
尊
系
の
も
の
が
壓
倒
的
に
多
く
な
っ
て
、
老
君
系
の
も
の
を
凌
ぐ
よ

う
に
な
り
、
道
（
道
君
）
系
の
も
の
は
全
く
見
え
な
く
な
る（

４
）。

銘
文
の
記
載
か
ら
天
尊
像
・
元
始
天
尊
像
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
も
の
で
、
最
も
古
い
も
の
は
六
世
紀
の
も
の
で
あ
る
が
、
天
尊
系
の
優
位
が
確
立
し
、
天
尊
・
元
始
天
尊
を
最
高
神
と
す
る
こ
と

が
一
般
化
し
た
の
は
、
唐
代
に
至
っ
て
か
ら
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
笑
道
論
』
が
書
か
れ
た
北
周
の
天
和

五
年
の
頃
は
、
元
始
天
尊
を
最
高
神
と
す
る
こ
と
が
道
敎
の
中
で
必
ず
し
も
一
般
化
し
て
い
な
い
段
階
で
あ
っ
た
。
甄
鸞
は
、
こ
の

こ
と
を
道
敎
の
弱
點
と
捉
え
て
批
判
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
以
上
に
述
べ
た
『
笑
道
論
』
の
元
始
天
尊
と
太
上
（
太
上
道
君
）
と
の
上
下
關
係
を
め
ぐ
る
批
判
は
、
い
わ
ば
道
敎
內
部
の
問
題

で
あ
り
、
こ
こ
に
は
、
佛
敎
と
の
對
立
は
出
て
こ
な
い
。
し
か
し
、
第
二
・
第
三
の
批
判
は
、
佛
敎
と
深
く
關
連
す
る
問
題
で
あ
る
。

　
第
二
の
批
判
、
す
な
わ
ち
、「
氣
」
と
「
自
然
」
の
槪
念
に
基
づ
い
て
道
敎
經
典
の
元
始
天
尊
の
記
述
の
矛
盾
を
批
判
す
る
も
の
は
、

『
笑
道
論
』
第
三
「
氣（

５
）爲

天
人
」
に
見
え
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、『
太
上
三
元
品
』
や
『
三
天
正
法
經
』
を
引
用
し
て
、
道
敎
に
は
、
天

上
の
神
々
や
宮
殿
は
す
べ
て
「
自
然
」
の
根
源
的
な
「
氣
」
が
結
ぼ
れ
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
こ
と
を
言
う
。

『
笑
道
論
』
に
引
用
さ
れ
た
『
三
天
正
法
經
』
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

三
天
正
法
經
に
云
う
、
天
光
未
だ
朗
ら
か
な
ら
ず
、
蔚
積
し
て
未
だ
澄
ま
ず
。
七
千
餘
劫
に
し
て
、
玄
景
始
め
て
分
か
れ
、
九
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氣
焉
に
存
す
。
一
氣
相
い
去
る
こ
と
九
萬
九
千
九
百
九
十
里
、
靑
氣
は
高
く
澄
み
、
濁
混
な
る
は
下
降
す
。
九
天
眞
王
・
元
始

天
王
、
九
氣
の
中
に
生
じ
、
氣
結
ぼ
れ
て
焉
に
形
す
。
便
ち
九
眞
の
帝
有
り
、
皆
九
天
の
淸
氣
に
し
て
、
九
宇
の
位
を
凝
成
す
。

三
元
夫
人
は
氣
よ
り
生
じ
、
洞
房
宮
に
在
り
、
玉
童
玉
女
各
々
三
千
に
し
て
侍
す
。
天
を
以
て
父
と
爲
し
、
氣
を
以
て
母
と
爲

し
、
三
元
の
君
よ
り
生
ず
。
（
大
正
五
二
、
一
四
五
上
）

　
こ
こ
で
は
、
宇
宙
の
始
ま
り
の
時
、
長
い
暗
闇
の
時
閒
を
經
て
「
九
氣
」
が
現
れ
、
そ
の
「
九
氣
」
の
中
に
お
い
て
九
天
眞
王
と

元
始
天
王
が
生
ま
れ
、
氣
が
結
ぼ
れ
て
そ
の
形
が
現
れ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。「
九
天
眞
王
・
元
始
天
王
、
九
氣
の
中
に
生
じ
、
氣

結
ぼ
れ
て
焉
に
形
す
」
と
い
う
文
は
、
現
在
の
『
太
上
三
天
正
法
經
』
（
道
藏
八
七
六
册
）
で
は
、「
九
天
眞
王
・
元
始
天
王
、
自
然
の

胤
を
稟
け
、
九
天
の
號
を
置
く
」
（
一
表
）
と
い
う
文
に
對
す
る
靑
童
君
の
注
の
言
葉
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
九
天
眞
王
と
元

始
天
王
は
「
自
然
の
胤
を
受
」
け
て
生
ま
れ
た
と
し
て
、「
自
然
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　
『
笑
道
論
』
に
引
用
さ
れ
た
『
三
天
正
法
經
』
で
は
、
神
格
の
名
前
は
「
元
始
天
尊
」
で
は
な
く
「
元
始
天
王
」
と
な
っ
て
い
る
。
元

始
天
王
に
つ
い
て
は
す
で
に
い
く
つ
か
の
硏
究
が
あ
る（

６
）が

、
東
晉
後
半
期
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
元
始
上
眞
衆
仙
記
』
（『
葛

洪
枕
中
書
』、
道
藏
七
三
册
）
に
詳
し
く
見
え
る
神
格
で
あ
る
。『
元
始
上
眞
衆
仙
記
』
で
は
、「
昔
二
儀
未
だ
分
か
れ
ず
、
溟
涬
鴻
濛
と

し
て
、
未
だ
成
形
有
ら
ず
、
天
地
日
月
未
だ
具
わ
ら
ず
、
狀
は
雞
子
の
如
く
、
混
沌
玄
黃
た
り
。
已
に
盤
古
眞
人
有
り
、
天
地
の
精

に
し
て
、
自
ら
元
始
天
王
と
號
し
、
其
の
中
に
遊
ぶ
」
（
二
表
）
と
あ
り
、
天
地
未
分
の
混
沌
た
る
狀
態
の
中
に
盤
古
眞
人
が
生
ま

れ
、
そ
れ
が
自
ら
元
始
天
王
と
號
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
淮
南
子
』
精
神
訓
や
『
三
五
曆
記
』
な
ど
に
見
え
る
天
地

創
世
の
記
述（

７
）を

ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
元
始
上
眞
衆
仙
記
』
に
は
、
元
始
天
王
が
現
れ
た
時
の
狀
態
を
、「
玄
玄
た
る
太

空
、
響
無
く
聲
無
く
、
元
氣
浩
浩
と
し
て
、
水
の
形
の
如
し
。
下
に
山
嶽
無
く
、
上
に
列
星
無
く
、
氣
を
積
む
こ
と
堅
剛
、
大
柔
服

結
す
（
？
）。
天
地
は
其
の
中
に
浮
か
び
、
展
轉
す
る
こ
と
方
無
し
。
若
し
此
の
氣
無
く
ん
ば
、
天
地
生
ぜ
ず
」
（
二
表
）
な
ど
と
表

現
し
て
お
り
、『
笑
道
論
』
に
引
く
『
三
天
正
法
經
』
の
場
合
と
同
樣
、
元
始
天
王
は
元
始
の
氣
―
「
元
氣
」
―
の
中
に
出
現
し
た
神
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格
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
『
笑
道
論
』
に
引
く
『
三
天
正
法
經
』
や
『
元
始
上
眞
衆
仙
記
』
に
見
え
る
元
始
天
王
は
、
そ
の
說
明
の
中
に
「
劫
」
と
い
う
語
が

用
い
ら
れ
て
い
る
點
な
ど
は
、
若
干
、
佛
敎
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
中
國
南
方
の
創
世
神
話
と
し
て
知
ら
れ
る
盤
古
と
結

び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、「
氣
」
と
い
う
槪
念
を
用
い
た
宇
宙
生
成
論
の
文
脈
の
中
で
出
て
き
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
、

基
本
的
に
は
、
中
國
固
有
の
神
話
的
・
宗
敎
的
觀
念
や
宇
宙
生
成
論
か
ら
出
て
き
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
元
始
天
尊
と
い
う
神
格
は
、
こ
の
よ
う
な
中
國
固
有
の
觀
念
に
基
づ
い
た
性
格
を
持
つ
元
始
天
王
の
流
れ
を
受
け
て
出
て
き
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
元
始
舊
經
」
を
作
っ
た
人
々
は
、
元
始
天
尊
と
い
う
神
格
に
對
し
て
、
こ
う
い
う
元
始
天
王
の
性
格
と
は
相

容
れ
な
い
、
も
う
一
つ
の
性
格
を
付
與
し
た
。
そ
れ
は
、
佛
敎
の
「
因
緣
」
の
思
想
と
關
連
す
る
。『
笑
道
論
』
第
三
「
氣
爲
天
人
」

に
は
、
右
に
擧
げ
た
文
に
續
け
て
、
次
の
よ
う
な
文
が
見
え
る
。

又
案
ず
る
に
靈
寶
罪
根
品
に
云
う
、
太
上
道
君
は
元
始
天
尊
に
禮
し
、
十
善
等
の
法
を
問
う
。
是
に
於
い
て
天
尊
は
命
じ
て
神

仙
を
召
し
、
各
々
因
緣
を
說
か
し
む
。
恆
沙
　
得
道
し
て
、
已
に
如
來
と
成
る
。
其
の
未
だ
成
ら
ざ
る
者
も
亦
た
恆
沙
の
如
し

と
。
又
文
始
傳
に
云
う
、
天
堂
は
地
獄
に
對
し
、
善
き
者
は
天
に
昇
り
、
惡
し
き
者
は
地
に
入
る
と
。
（
大
正
五
二
、
一
四
五
中
）

　
こ
こ
に
引
用
さ
れ
た
『
靈
寶
罪
根
品
』
と
『
文
始
傳
』
と
い
う
文
獻
は
、
右
に
述
べ
た
『
笑
道
論
』
第
二
十
三
「
起
禮
北
方
爲
始
」

に
も
出
て
き
た
が
、『
靈
寶
罪
根
品
』
の
方
は
「
元
始
舊
經
」
の
一
つ
で
あ
る（

８
）。

そ
の
『
靈
寶
罪
根
品
』
の
文
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、

元
始
天
尊
が
太
上
道
君
の
問
い
に
答
え
、
神
仙
た
ち
に
「
因
緣
」
を
說
か
せ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
因
緣
」
と
は
、
そ
の
あ
と

に
引
用
さ
れ
た
『
文
始
傳
』
の
言
葉
が
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
善
き
行
い
に
對
し
て
は
昇
天
と
い
う
善
き
報
い
が
得
ら
れ
、

惡
し
き
行
い
に
對
し
て
は
地
獄
と
い
う
惡
し
き
報
い
が
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
善
因
善
果
・
惡
因
惡
果
を
說

く
佛
敎
の
「
因
緣
」
の
思
想
が
、『
靈
寶
罪
根
品
』
で
は
元
始
天
尊
の
敎
え
と
し
て
說
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
六
朝
時
代
に
作
ら

れ
た
靈
寶
經
に
は
佛
敎
の
因
果
應
報
思
想
が
吸
收
さ
れ
て
い
て
、
靈
寶
經
の
敎
理
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
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以
前
に
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る（

９
）。

そ
の
因
果
應
報
思
想
は
、
元
始
天
尊
に
よ
っ
て
說
か
れ
、
善
行
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
得
道
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
人
々
に
敎
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
右
に
擧
げ
た
『
笑
道
論
』
に
引
く
『
靈
寶

罪
根
品
』
で
は
、「
如
來
」
と
い
う
、
ま
さ
に
佛
敎
そ
の
も
の
の
語
彙
が
用
い
ら
れ
て
い
る（

10
）。

こ
の
こ
と
は
、
靈
寶
經
「
元
始
舊
經
」

が
い
か
に
貪
欲
に
佛
敎
を
吸
收
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
元
始
天
尊
に
つ
い
て
は
、
宇
宙
の
始
ま
り
の
時
に
元
始
の
「
氣
」
が
結
ぼ
れ
て
現
れ
た
神
で
あ
る
と
い
う
、
中

國
の
傳
統
的
觀
念
に
基
づ
く
性
格
づ
け
が
な
さ
れ
る
一
方
、
元
始
天
尊
は
、
人
々
に
對
し
て
は
、
善
因
を
積
み
重
ね
て
得
道
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
佛
敎
的
な
「
因
緣
」
の
敎
え
を
說
く
神
格
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
兩
者
の
閒
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ

る
。
甄
鸞
は
兩
者
の
矛
盾
に
つ
い
て
、

若
し
此
を
以
て
說
け
ば
、
理
は
則
ち
然
ら
ず
。
何
と
な
れ
ば
、
元
始
天
王
お
よ
び
太
上
道
君
・
諸
天
神
人
は
、
皆
、
自
然
淸
元

の
氣
を
結
ん
で
化
し
て
之
を
爲
す
。
本
よ
り
戒
を
修
め
て
成
る
者
に
非
ざ
る
な
り
。
彼
は
本
よ
り
戒
を
持
す
る
に
因
り
て
成
る

者
に
非
ざ
る
に
、
何
ぞ
我
を
し
て
獨
り
善
法
を
行
い
て
之
を
得
る
を
望
ま
し
む
る
を
得
ん
や
。
（
大
正
五
二
、
一
四
五
中
）

と
指
摘
し
て
い
る
。
元
始
天
王
や
太
上
道
君
ら
の
神
格
（
こ
こ
で
は
元
始
天
尊
の
名
は
擧
が
っ
て
い
な
い
が
、
當
然
、
元
始
天
尊
も
含

ま
れ
る
と
考
え
て
よ
い
）
は
、「
自
然
」
の
淸
ら
か
な
根
元
の
氣
が
凝
結
し
て
化
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
修
行
持
戒
し
て
そ
う
な
っ
た

の
で
は
な
い
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
々
に
對
し
て
善
行
を
行
わ
せ
て
そ
う
な
ら
せ
よ
う
と
す
る
の
は
、
矛
盾
し
て
い
る
で
は
な
い

か
と
言
っ
て
い
る
。
佛
陀
の
よ
う
に
、
自
分
自
身
が
長
い
劫
に
わ
た
る
修
行
を
積
み
重
ね
た
結
果
、
得
道
し
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

人
々
に
對
し
て
善
行
を
行
わ
せ
る
の
は
理
屈
が
と
お
っ
て
い
る
が
、
道
敎
の
神
格
は
本
來
、「
自
然
」
と
「
氣
」
の
觀
念
に
よ
っ
て
成

立
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
善
行
や
修
行
と
い
う
「
因
緣
」
と
は
關
わ
り
が
な
い
。
そ
の
矛
盾
を
甄
鸞
は
突
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
笑
道
論
』
に
お
け
る
元
始
天
尊
批
判
の
第
三
、
す
な
わ
ち
、
道
敎
經
典
の
元
始
天
尊
の
記
述
は
佛
敎
の
說
の
剽
竊
で
あ
る
と
い

う
批
判
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
自
然
」
と
「
因
緣
」
の
問
題
を
ず
ば
り
と
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、『
笑
道
論
』
第
三
十
「
偸
佛
經
因
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果
」
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

度
王
品
に
云
う
、
天
尊
　
純
陀
王
に
吿
げ
て
曰
く
、
得
道
の
聖
衆
よ
り
恆
沙
如
來
に
至
る
ま
で
、
凡
よ
り
行
い
を
積
み
て
得
ざ

る
莫
し
。
十
仙
は
無
數
に
し
て
、
亦
た
一
た
び
興
り
て
一
仙
の
位
を
致
す
有
り
、
復
た
功
を
積
み
て
登
る
有
り
。
功
高
き
に
由

れ
ば
則
ち
一
擧
し
、
功
卑
け
れ
ば
則
ち
十
に
し
て
昇
る
。
十
の
階
級
あ
り
、
歡
喜
よ
り
法
雲
に
至
り
、
相
好
具
足
す
。
是
に
於

い
て
諸
王
は
說
を
聞
き
、
卽
ち
四
果
を
得
た
り
。
…
…

臣
笑
っ
て
曰
く
、
佛
と
道
と
は
、
敎
迹
同
じ
か
ら
ず
、
變
通
も
異
な
る
こ
と
有
り
。
道
は
自
然
を
以
て
宗
と
爲
し
、
佛
は
因
緣

を
以
て
義
と
爲
す
。
自
然
と
は
無
爲
に
し
て
成
り
、
因
緣
と
は
功
を
積
み
て
乃
ち
證
す
。
是
を
以
て
小
乘
は
四
果
の
差
を
列
し
、

大
乘
は
十
等
の
位
有
り
、
凡
よ
り
眞
に
入
る
ま
で
、
具
さ
に
經
論
有
り
。
未
だ
知
ら
ず
、
道
家
の
列
す
る
所
の
四
果
十
仙
、
名

は
佛
と
同
じ
き
も
、
修
行
因
緣
は
、
未
だ
其
の
說
を
見
ず
。
（
大
正
五
二
、
一
五
一
上
）

　
こ
こ
で
甄
鸞
は
、
道
敎
は
「
自
然
」
を
宗
旨
と
し
、
佛
敎
は
「
因
緣
」
を
根
本
義
と
す
る
敎
え
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
そ

し
て
、「
因
緣
」
を
根
本
義
と
す
る
佛
敎
が
、
修
行
の
段
階
を
詳
細
に
說
き
、
功
德
を
積
み
重
ね
て
悟
り
に
至
る
こ
と
を
說
く
の
は
當

然
で
あ
る
が
、「
自
然
」
を
宗
旨
と
す
る
道
敎
が
、
天
尊
の
言
葉
と
し
て
、
積
功
に
よ
る
得
道
を
說
い
て
い
る
の
は
、
佛
敎
の
因
果
說

を
偸
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
、
い
い
加
減
な
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。

　
道
敎
は
「
自
然
」、
佛
敎
は
「
因
緣
」
の
敎
え
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
甄
鸞
は
『
笑
道
論
』
の
序
に
お
い
て
も
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

臣
竊
か
に
以
ら
く
、
佛
と
道
と
は
敎
跡
同
じ
か
ら
ず
、
出
沒
隱
顯
、
變
通
も
亦
た
異
な
れ
り
。
幽
微
妙
密
、
未
だ
詳
度
す
る
こ

と
易
か
ら
ざ
る
も
、
且
く
一
往
相
い
對
す
れ
ば
、
佛
は
因
緣
を
以
て
宗
と
爲
し
、
道
は
自
然
を
以
て
義
と
爲
す
。
自
然
と
は
無

爲
に
し
て
成
り
、
因
緣
と
は
功
を
積
み
て
乃
ち
證
す
。
本
を
守
れ
ば
則
ち
事
靜
か
に
し
て
理
均
し
き
も
、
宗
に
違
え
ば
則
ち
意

悖
り
て
敎
え
僞
り
な
り
。
理
均
し
け
れ
ば
則
ち
始
終
一
の
若
き
も
、
敎
え
僞
な
れ
ば
則
ち
爲
さ
ざ
る
所
無
し
。
（
大
正
五
二
、
一
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四
三
下
）

　
こ
の
よ
う
に
、
道
敎
は
「
自
然
」、
佛
敎
は
「
因
緣
」
の
敎
え
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
甄
鸞
の
佛
敎
・
道
敎
の
捉
え
方
の
基
本
を

な
す
も
の
で
あ
っ
た
。『
笑
道
論
』
に
お
け
る
元
始
天
尊
批
判
は
、
佛
敎
と
道
敎
の
根
本
義
に
關
わ
る
重
要
な
側
面
を
持
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。

　　
　
　
二
　
元
始
天
尊
の
「
因
緣
」
を
め
ぐ
っ
て

ス
ダ
ー
ナ
太
子
本
生
譚
の
儒
敎
的
變
容

　　
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
道
敎
を
「
自
然
」
の
敎
え
、
佛
敎
を
「
因
緣
」
の
敎
え
と
す
る
こ
と
は
、『
笑
道
論
』
の
み
な

ら
ず
、
六
朝
時
代
か
ら
唐
代
初
期
の
議
論
の
中
で
し
ば
し
ば
見
え
る
も
の
で
あ
る（

11
）。

し
か
し
、
實
際
に
は
、
道
敎
經
典
（
特
に
靈
寶

經
）
の
中
に
は
「
因
緣
」
の
思
想
が
多
く
受
容
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
元
始
天
尊
が
得
道
す
る
こ
と
が
で
き
た
「
因
緣
」
を
說
明
す

る
た
め
に
、
前
世
に
お
け
る
元
始
天
尊
の
行
い
に
つ
い
て
述
べ
た
話
が
作
ら
れ
、
道
敎
經
典
の
中
に
記
さ
れ
る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
。

元
始
天
尊
の
前
世
物
語
、
い
わ
ゆ
る
本
生
譚
は
、
靈
寶
經
の
「
元
始
舊
經
」
に
見
え
る
。
佛
道
論
爭
の
場
に
お
い
て
は
、
こ
の
元
始

天
尊
の
本
生
譚
も
、
佛
敎
側
か
ら
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
章
で
は
、
唐
代
初
期
に
法
琳
が
著
し
た
道
敎
批
判
の
書
『
辯
正
論（

12
）』

に
お
い
て
、
元
始
天
尊
が
ど
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
て
い
る
か
、
本
生
譚
を
も
含
め
て
見
て
い
き
た
い
。
元
始
天
尊
の
本
生
譚
は
、
儒

敎
思
想
と
の
關
係
に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
る
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
こ
と
も
あ
わ
せ
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
『
辯
正
論
』
に
お
け
る
元
始
天
尊
（
天
尊
）
批
判
と
し
て
は
、
ま
ず
、
卷
六
「
氣
爲
道
本
篇
」
に
、

余
　
造
化
を
觀
る
に
、
陰
陽
に
本
づ
き
、
物
類
の
生
ず
る
所
、
天
地
を
超
え
た
り
。
三
古
の
世
を
歷
て
、
五
聖
の
文
を
尋
ぬ
る

に
、
天
尊
の
神
を
見
ず
、
亦
た
大
道
の
像
無
し
。
（
大
正
五
二
、
五
三
六
上
）

と
あ
り
、
法
琳
は
「
陰
陽
」
の
氣
に
よ
っ
て
萬
物
の
生
成
を
說
明
し
、
中
國
の
傳
統
思
想
の
中
で
は
「
天
尊
」
と
い
う
神
は
お
ら
ず
、
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「
大
道
」
の
神
像
な
ど
も
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
卷
八
「
歷
代
相
承
篇
」
に
、

古
來
通
儒
、
氣
を
以
て
道
と
爲
し
、
別
の
道
神
無
し
。
（
大
正
五
二
、
五
四
七
下
）

と
あ
る
の
も
、
こ
れ
と
同
じ
趣
旨
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
前
章
で
見
た
よ
う
に
、『
笑
道
論
』
に
お
い
て
「
氣
」
の
槪
念
を
用
い
て
元

始
天
王
の
說
明
を
し
て
い
た
の
と
同
樣
の
考
え
方
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
ま
た
、
卷
六
「
內
九
箴
篇
」
に
は
、

考
う
る
に
梁
陳
齊
魏
の
前
は
、
唯
だ
瓠
盧
を
以
て
經
本
を

も成
り
、
天
尊
の
形
像
無
し
。
案
ず
る
に
任
子
の
道
論
、
及
び
杜
氏
の

幽
求
に
竝
び
に
云
う
、
道
は
形
質
無
し
、
蓋
し
陰
陽
の
精
な
り
と
。
陶
隱
居
內
傳
に
云
う
、
茅
山
の
中
に
在
り
て
、
佛
道
二
堂

を
立
て
、
隔
日
に
朝
禮
す
。
佛
堂
に
は
像
有
る
も
、
道
堂
に
は
像
無
し
と
。
王
淳
の
三
敎
論
に
云
う
、
近
世
の
道
士
、
活
を
取

る
こ
と
方
無
く
、
人
を
し
て
歸
信
せ
し
め
ん
と
欲
し
、
乃
ち
佛
家
に
學
び
て
、
形
像
を
制
立
し
、
假
り
に
天
尊
及
び
左
右
二
眞

人
と
號
し
て
、
之
を
道
堂
に
置
き
、
以
て
憑
り
て
衣
⻝
す
と
。
（
大
正
五
二
、
五
三
五
上
）

と
あ
る
。
道
は
陰
陽
の
氣
の
精
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
形
質
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
道
敎
が
天
尊
の
形
像
を
作
る
の
は
根

據
が
無
い
こ
と
を
、
陶
隱
居
（
陶
弘
景
）
の
例
な
ど
を
擧
げ
な
が
ら
述
べ
、「
天
尊
」
や
「
左
右
二
眞
人
」
の
形
像
を
祀
る
の
は
佛
敎

の
模
倣
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
こ
こ
に
言
う
「
左
右
二
眞
人
」
と
は
、
天
尊
の
本
生
譚
に
出
て
く
る
左
玄
眞
人
・
右
玄
眞

人
の
こ
と
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
『
辯
正
論
』
で
は
ま
た
、「
天
尊
」
と
い
う
名
稱
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、「
天
尊
の
號
は
、
佛
經
よ
り
出
づ
」
（
卷
二
「
三
敎
治
道

篇
」、
大
正
五
二
、
四
九
八
下
）
と
述
べ
、
こ
の
名
稱
が
も
と
も
と
漢
譯
佛
典
に
由
來
す
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る（

13
）。

　
さ
て
、『
辯
正
論
』
の
中
で
元
始
天
尊
の
本
生
譚
の
こ
と
が
出
て
く
る
の
は
、
卷
八
「
出
道
僞
謬
篇
」
で
あ
る
。『
辯
正
論
』
卷
八

「
出
道
僞
謬
篇
」
（
大
正
五
二
、
五
四
二
下
―
五
四
七
上
）
に
は
、「
靈
文
分
散
謬
」「
靈
寶
太
上
隨
劫
生
死
謬
」「
改
佛
經
爲
道
經
謬
」「
偸

佛
法
四
果
十
地
謬
」「
道
經
未
出
言
出
謬
」「
道
士
合
氣
謬
」「
敍
天
尊
及
化
迹
謬
」「
諸
子
爲
道
書
謬
」
の
八
つ
の
文
が
載
っ
て
い
る
。
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こ
の
う
ち
、「
靈
文
分
散
謬
」
と
「
敍
天
尊
及
化
迹
謬
」
を
除
く
六
つ
の
文
は
、『
笑
道
論
』
の
中
に
同
じ
內
容
の
も
の
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る（

14
）。『

辯
正
論
』
の
文
の
方
が
『
笑
道
論
』
よ
り
も
詳
細
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
現
在
の
『
笑
道
論
』
は
『
廣
弘
明
集
』
に

收
め
ら
れ
る
際
に
抄
錄
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
元
始
天
尊
の
本
生
譚
は
卷
八
「
出
道
僞
謬
篇
」
の
「
敍
天
尊
及
化
迹
謬
」
に
出
て
く
る
。「
敍
天
尊
及
化
迹
謬
」
に
相
當
す
る
文
は
、

現
在
の
『
笑
道
論
』
に
は
見
え
な
い
。
し
か
し
、
卷
八
「
出
道
僞
謬
篇
」
に
載
せ
る
八
つ
の
文
の
う
ち
六
つ
が
『
笑
道
論
』
と
同
じ
內

容
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、「
敍
天
尊
及
化
迹
謬
」
も
、
も
と
は
『
笑
道
論
』
の
文
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
り
得
る
と
思
わ
れ
る
。

　
「
敍
天
尊
及
化
迹
謬
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

靈
寶
智
慧
定
志
通
微
經
に
云
う
、
天
尊
の
過
去
世
は
是
れ
道
民
に
し
て
、
姓
は
樂
、
名
は
淨
信
な
り
。
道
士
を
供
養
す
る
に
由

り
て
、
天
尊
と
成
る
を
得
た
り
。
右
玄
眞
人
は
、
過
去
の
時
、
比
丘
に
財
帛
飮
⻝
を
施
し
、
今
、
眞
人
と
成
る
と
。
是
れ
亦
た

可
な
ら
ず
。
何
と
な
れ
ば
、
道
に
十
號
有
り
、
皆
自
然
に
應
化
す
。
天
尊
は
天
に
先
ん
じ
て
生
じ
、
業
行
に
由
り
て
得
ず
。
本

よ
り
父
母
無
く
、
陰
陽
を
稟
け
ず
。
何
ぞ
過
去
の
修
因
も
て
、
今
　
無
極
を
成
す
こ
と
有
ら
ん
や
。
自
ら
相
い
矛
盾
す
、
僞
妄

な
る
こ
と
知
る
可
し
。
（
大
正
五
二
、
五
四
六
上
）

　
こ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
靈
寶
智
慧
定
志
通
微
經
』
は
、
靈
寶
經
の
「
元
始
舊
經
」
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
現
在
の
道
藏
本
で
は

『
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧
定
志
通
微
經
』
（
道
藏
一
六
七
册
）
に
相
當
す
る
。『
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧
定
志
通
微
經
』
に
は
天
尊
の
本
生
譚

が
詳
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
天
尊
の
本
生
譚
は
、
つ
と
に
エ
ー
リ
ッ
ク
・
チ
ュ
ル
ヒ
ャ
ー
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
康
僧
會
譯
『
六
度
集
經
』
卷
二
「
須
大
拏
經
」
な
ど
に
見
え
る
、
釋
尊
の
本
生
譚
の
ひ
と
つ
で
あ
る
ス
ダ
ー
ナ
（
須
大
拏
）
太

子
本
生
譚
を
も
と
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る（

15
）。

ス
ダ
ー
ナ
太
子
本
生
譚
と
い
う
の
は
、
布
施
に
熱
心
で
あ
り
す
ぎ
た
た
め
に
父
王
か

ら
國
を
追
放
さ
れ
た
ス
ダ
ー
ナ
太
子
が
、
妻
と
二
人
の
子
供
と
と
も
に
檀
特
山
に
入
っ
て
暮
ら
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
年
老
い
た
バ
ラ

モ
ン
か
ら
二
人
の
子
供
を
欲
し
い
と
言
わ
れ
、
そ
の
と
お
り
に
子
供
を
バ
ラ
モ
ン
に
與
え
た
と
い
う
話
で
あ
る
。『
太
上
洞
玄
靈
寶
智
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慧
定
志
通
微
經
』
（
九
表
―
一
六
表
）
に
見
え
る
天
尊
の
本
生
譚
の
內
容
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
の
論
文
で
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
の

で（
16
）、

こ
こ
で
は
詳
し
く
は
述
べ
な
い
が
、
ス
ダ
ー
ナ
太
子
本
生
譚
に
お
け
る
父
王
に
あ
た
る
も
の
が
天
尊
（
前
世
で
は
道
民
の
樂
淨

信
）、
ス
ダ
ー
ナ
太
子
に
あ
た
る
も
の
が
左
玄
眞
人
（
前
世
の
名
は
法
解
）、
そ
の
妻
に
あ
た
る
も
の
が
右
玄
眞
人
（
前
世
で
は
法
解

の
妻
）
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
自
分
の
子
供
を
山
中
の
道
士
に
布
施
す
る
と
い
う
話
の
筋
が
共
通
し
て
い
る
。
左
玄
眞
人
と

右
玄
眞
人
は
、
上
述
の
『
辯
正
論
』
卷
六
「
內
九
箴
篇
」
に
出
て
き
た
「
左
右
二
眞
人
」
に
相
當
す
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
ス
ダ
ー
ナ
太
子
本
生
譚
は
、
中
國
で
は
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。
最
も
古
い
佛
敎
擁
護
の
論
で
あ
る
牟
子
『
理

惑
論
』
（『
弘
明
集
』
卷
一
）
に
、
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

問
い
て
曰
く
、
蓋
し
父
の
財
を
以
て
路
人
に

あ
た乞

う
は
、
惠
と
謂
う
べ
か
ら
ず
。
二
親
尙
お
存
す
る
も
、
己
を
殺
し
人
に
代
わ
る

は
、
仁
と
謂
う
べ
か
ら
ず
。
今
、
佛
經
に
云
う
、
太
子
須
大
拏
は
父
の
財
を
以
て
、
遠
人
に
施
與
し
、
國
の
寶
象
、
以
て
怨
家

に
賜
い
、
妻
子
を
自
ら
他
人
に
與
う
と
。
其
の
親
を
敬
せ
ず
し
て
他
人
を
敬
す
る
は
、
之
を
悖
禮
と
謂
う
。
其
の
親
を
愛
さ
ず

し
て
他
人
を
愛
す
る
は
、
之
を
悖
德
と
謂
う
。
須
大
拏
は
不
孝
不
仁
な
る
も
、
佛
家
は
之
を
尊
ぶ
。
豈
に
異
な
ら
ず
や
と
。
牟

子
曰
く
、
…
…
苟
く
も
其
の
大
を
見
れ
ば
、
小
に
拘
ら
ず
。
大
人
は
豈
に
常
に
拘
ら
ん
や
。
須
大
拏
は
世
の
無
常
を
覩
て
、
財

貨
は
己
の
寶
に
非
ざ
る
が
故
に
、
意
を
恣
に
し
て
布
施
し
、
以
て
大
道
を
成
す
。
父
國
は
其
の
祚
を
受
け
、
怨
家
は
入
る
を
得

ず
。
成
佛
す
る
に
至
り
て
は
、
父
母
兄
弟
は
皆
度
世
す
る
を
得
た
り
。
是
れ
孝
と
爲
さ
ず
、
是
れ
仁
と
爲
さ
ず
し
て
、
孰
れ
か

仁
孝
と
爲
さ
ん
や
と
。
（
大
正
五
二
、
三
下
）

　
こ
こ
で
質
問
者
は
、
父
の
財
產
や
自
分
の
妻
子
ま
で
も
布
施
し
た
ス
ダ
ー
ナ
太
子
の
行
爲
は
、「
孝
」
と
「
仁
」
に
背
く
行
い
で
あ

り
、「
悖
禮
」「
悖
德
」
で
あ
る
と
言
っ
て
强
く
批
判
し
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、「
孝
」
と
「
仁
」
は
儒
敎
の
重
要
な
德
目
で
あ

る
。
こ
れ
に
對
し
て
牟
子
は
、
ス
ダ
ー
ナ
太
子
の
布
施
の
行
爲
は
「
大
道
」
を
成
就
す
る
た
め
に
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ス
ダ
ー
ナ

太
子
が
悟
り
を
得
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
父
母
兄
弟
も
度
世
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
こ
そ
眞
の
「
仁
」
で
あ
り
眞
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の
「
孝
」
で
あ
る
と
反
論
す
る
。
よ
り
大
き
な
仁
・
孝
の
實
現
の
た
め
に
は
、
目
前
の
小
さ
な
不
仁
・
不
孝
は
許
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
は
、『
理
惑
論
』
の
他
の
箇
所
に
も
見
え
る
。
た
と
え
ば
、
沙
門
が
家
を
捨
て
妻
子
を
棄
て
て
修
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
苟
く

も
大
德
有
れ
ば
、
小
に
拘
ら
ず
」
（
大
正
五
二
、
二
下
）
と
あ
り
、
こ
こ
と
同
じ
よ
う
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、『
理
惑

論
』
の
中
で
牟
子
が
好
ん
で
用
い
た
論
法
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
牟
子
は
こ
の
よ
う
に
反
論
し
て
佛
敎
を
擁
護
し
て
は
い
る
も
の
の
、
ス
ダ
ー
ナ
太
子
の
行
い
は
、
中
國
の
傳
統
思
想
に
照
ら
せ
ば
、

や
は
り
當
然
、
重
大
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
、
儒
敎
で
最
も
重
視
さ
れ
る
孝
の
德
に
背
く
こ
と
は
見
逃
し
が

た
い
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧
定
志
通
微
經
』
に
見
え
る
天
尊
の
本
生
譚

（
左
玄
眞
人
と
右
玄
眞
人
の
前
世
物
語
を
も
含
ん
で
い
る
）
は
、
そ
の
點
に
配
慮
し
て
、
話
が
變
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
太

上
洞
玄
靈
寶
智
慧
定
志
通
微
經
』
の
天
尊
の
本
生
譚
で
は
、
ス
ダ
ー
ナ
太
子
本
生
譚
と
は
異
な
り
、
父
（
道
民
の
樂
淨
信
。
の
ち
の

天
尊
）
自
身
が
熱
心
に
布
施
を
行
う
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
子
の
法
解
夫
妻
（
の
ち
の
左
玄
眞
人
・
右
玄

眞
人
）
は
父
の
敎
え
を
忠
實
に
守
る
と
い
う
內
容
に
改
變
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ス
ダ
ー
ナ
太
子
本
生
譚
の
よ
う
に
父
王
の

意
向
に
背
い
て
財
產
を
人
に
與
え
た
り
と
か
、
父
王
か
ら
國
を
追
放
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
筋
書
き
は
出
て
こ
な
い
。
ま
た
、
子
供

を
賣
る
場
面
で
も
、
そ
れ
は
山
中
の
道
士
を
供
養
す
る
た
め
に
お
こ
な
う
行
爲
で
あ
り
、
道
士
を
供
養
す
る
こ
と
は
「
先
君
の
遺
敎
」

（『
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧
定
志
通
微
經
』
一
二
裏
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
强
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧
定

志
通
微
經
』
に
見
え
る
天
尊
の
本
生
譚
は
、
ス
ダ
ー
ナ
太
子
本
生
譚
を
も
と
に
し
て
は
い
る
も
の
の
、
全
體
的
に
、
孝
を
重
視
す
る

儒
敎
の
思
想
に
沿
っ
た
潤
色
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、『
辯
正
論
』
の
「
敍
天
尊
及
化
迹
謬
」
の
文
に
戾
ろ
う
。「
敍
天
尊
及
化
迹
謬
」
で
は
、
天
尊
の
本
生
譚
を
紹
介
し
た
後
、
天

尊
は
「
自
然
に
應
化
」
し
た
も
の
で
あ
り
、「
父
母
」
や
「
陰
陽
」
を
待
た
ず
に
、「
天
に
先
ん
じ
て
生
じ
」
た
も
の
で
あ
っ
て
、
修

行
と
い
う
「
因
緣
」
の
結
果
と
し
て
「
無
極
」
に
至
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
天
尊
の
因
緣
譚
を
說
く
の
は
矛
盾
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し
て
い
る
と
言
っ
て
批
判
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
前
章
で
見
た
『
笑
道
論
』
の
天
尊
批
判
と
同
樣
に
、「
自
然
」
と
「
因
緣
」
と
い

う
問
題
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
思
想
的
に
は
、「
自
然
」
と
「
因
緣
」
の
問
題
が
、
佛
敎
側
か
ら
の
天
尊
批
判
の
核
心
を
な
す
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
自
然
」
の
思
想
と
の
閒
の
矛
盾
を
犯
し
つ
つ
も
、
道
敎
に
お
い
て
天
尊
の
得
道
の
「
因
緣
」
を
說
明
す
る
本
生
譚

が
作
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
中
國
に
お
い
て
佛
敎
が
急
速
に
廣
ま
る
中
で
、
人
々
に
最

も
大
き
な
衝
擊
を
與
え
た
輪
廻
轉
生
・
因
果
應
報
と
い
う
問
題
に
對
し
て
、
道
敎
が
眞
劍
に
取
り
組
み
、
自
己
の
敎
理
體
系
の
中
に

反
映
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
靈
寶
經
の
「
元
始
舊
經
」
が
佛
敎
の
因
果
應
報
思
想
を
積
極
的
に
吸
收
し
、
敎

理
の
中
心
に
据
え
て
い
る
の
は
、
そ
の
現
れ
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
元
始
天
尊
を
道
敎
の
最
高
神
と
す
る
敎
理
體
系
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
「
元
始
舊
經
」
の
作
者
た
ち
は
、
佛
陀
の
前
世
物
語
の
一

つ
で
あ
る
ス
ダ
ー
ナ
太
子
本
生
譚
を
も
と
に
し
て
天
尊
の
本
生
譚
を
作
っ
た
。
天
尊
の
本
生
譚
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
ス
ダ
ー
ナ
太
子

本
生
譚
が
用
い
ら
れ
た
理
由
と
し
て
は
、『
理
惑
論
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
話
が
早
く
か
ら
中
國
の

人
々
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
六
朝
後
半
期
に
壁
畫
や
佛
像
の
浮
彫
に
描
か
れ
た
ス
ダ
ー
ナ
太
子
本
生
圖
が
現
存
し
て
い
る（

17
）

こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
ス
ダ
ー
ナ
太
子
本
生
譚
は
、
當
時
、
佛
敎
の
布
敎
活
動
と
結
び
つ
い
て
人
々
の
閒
で
流
行
し
て
い
た
こ
と
な

ど
が
擧
げ
ら
れ
よ
う
。
ス
ダ
ー
ナ
太
子
本
生
譚
を
も
と
に
し
て
作
ら
れ
た
天
尊
の
本
生
譚
は
、
佛
敎
の
思
想
と
そ
の
布
敎
活
動
に
刺

激
を
受
け
た
道
敎
（
具
體
的
に
は
、「
元
始
舊
經
」
の
作
者
た
ち
）
が
、「
自
然
」
の
思
想
と
の
閒
の
矛
盾
を
あ
え
て
犯
し
つ
つ
も
、
自

ら
の
敎
理
の
整
備
と
布
敎
と
い
う
現
實
的
要
請
に
迫
ら
れ
て
作
り
出
し
た
物
語
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
物
語
の
內

容
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ス
ダ
ー
ナ
太
子
本
生
譚
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
儒
敎
思
想
に
沿
っ
た
方
向
に
變
容
し
て
い
る
。
そ
う

い
う
意
味
で
は
、
元
始
天
尊
と
い
う
神
格
の
中
に
は
儒
佛
道
三
敎
の
考
え
方
が
融
合
し
て
い
る
と
い
う
見
方
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
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三
　
元
始
天
尊
の
身
相
と
自
然
・
因
緣
一
體
說

　　
「
自
然
」
の
思
想
と
の
閒
の
矛
盾
を
犯
し
て
ま
で
も
、
佛
敎
の
「
因
緣
」
の
思
想
を
大
幅
に
取
り
入
れ
、
元
始
天
尊
の
本
生
譚
を
作

り
出
し
た
道
敎
は
、
一
方
で
、
元
始
天
尊
に
關
わ
る
「
自
然
」
と
「
因
緣
」
の
矛
盾
を
何
と
か
克
服
し
、
整
合
性
の
あ
る
說
明
を
し

よ
う
と
試
み
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
說
明
は
、
元
始
天
尊
の
身
相
に
つ
い
て
の
議
論
と
絡
ま
り
合
っ
た
形
で
展
開
し
て
い
る
。
元

始
天
尊
の
身
相
說
と
い
う
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
佛
の
三
身
說
（
法
身
・
報
身
・
應
身
）
の
影
響
を
受
け
て
出
て
き
た
も
の
で

あ
る
。
隋
唐
時
代
の
道
敎
に
お
け
る
元
始
天
尊
の
身
相
に
つ
い
て
は
、
砂
山
稔
氏
に
よ
る
硏
究
が
あ
り（

18
）、『

太
玄
眞
一
本
際
經
』
に
そ

の
發
端
と
な
る
種
々
の
身
相
（
法
身
・
道
身
・
眞
身
・
報
身
・
正
身
・
本
身
・
生
身
・
應
身
・
分
身
・
迹
身
・
化
身
な
ど
）
の
記
述
が

見
え
る
こ
と
、『
道
敎
義
樞
』
（
道
藏
七
六
二
册
）
卷
一
「
法
身
義
」
（
三
裏
）
の
道
身
・
眞
身
・
報
身
・
應
身
・
分
身
・
化
身
の
六
身

說
、『
道
門
經
法
相
承
次
序
』
（
道
藏
七
六
二
册
）
卷
中
（
七
表
―
裏
）
の
法
身
・
本
身
・
道
身
・
眞
身
・
迹
身
・
應
身
・
分
身
・
化
身
の

八
身
說
、『
一
切
道
經
音
義
妙
門
由
起
』
（
道
藏
七
六
〇
册
）
序
（
一
裏
―
二
表
）
の
眞
身
・
應
身
・
法
身
・
化
身
・
報
身
の
五
身
說
な

ど
、
唐
代
の
道
敎
文
獻
に
お
け
る
元
始
天
尊
の
身
相
に
つ
い
て
の
記
述
は
、『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
の
記
述
を
蹈
ま
え
て
い
る
こ
と
な

ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
、『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
の
中
で
元
始
天
尊
の
「
自
然
」
と
「
因
緣
」
の
問
題
が
詳
し
く
議
論
さ

れ
て
い
る
箇
所
と
、
前
章
で
述
べ
た
樂
靜
信
（
樂
淨
信
に
同
じ
。
天
尊
が
前
世
に
お
い
て
道
民
で
あ
っ
た
時
の
名
）
を
報
身
と
し
て

位
置
づ
け
る
『
一
切
道
經
音
義
妙
門
由
起
』
序
の
文
を
取
り
上
げ
、
元
始
天
尊
に
關
わ
る
「
自
然
」
と
「
因
緣
」
の
問
題
が
、
隋
唐
時

代
の
道
敎
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
說
明
さ
れ
て
い
る
か
を
見
て
い
き
た
い
。

　
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
は
隋
の
道
士
劉
進
喜
と
李
仲
卿
が
作
り
、
唐
代
に
盛
行
し
た
經
典
で
あ
る（

19
）。『

太
玄
眞
一
本
際
經
』
の
中
で
、

元
始
天
尊
の
「
自
然
」
と
「
因
緣
」
に
關
す
る
議
論
は
、
卷
八
「
最
勝
品
」
と
卷
九
「
開
演
祕
藏
品
」
に
見
え
る
。
ま
ず
、
卷
九
「
開

演
祕
藏
品
」
の
方
か
ら
見
て
お
こ
う
。
卷
九
「
開
演
祕
藏
品
」
に
は
、
道
身
・
生
身
・
迹
身
な
ど
の
說
明
が
な
さ
れ
た
あ
と
、
次
の
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よ
う
な
問
答
が
見
え
る（

20
）。

太
微
帝
君
稽
首
し
て
又
曰
く
、
敢
え
て
問
う
、
道
身
は
因
有
り
と
爲
す
や
、
因
无
し
と
爲
す
や
。
若
し
因
有
れ
ば
、
世
閒
の
法
に

同
じ
。
因
緣
も
て
生
ず
る
が
故
に
、
故
に
是
れ
常
无
し
。
若
し
因
无
く
し
て
生
ず
れ
ば
、
復
た
邪
見
に
墮
ち
、
異
道
の
謂
な
り
。

若
し
是
れ
道
身
は
因
よ
り
生
ぜ
ず
、
自
然
に
有
り
と
せ
ば
、
一
切
衆
生
　
道
を
修
め
ざ
る
者
、
應
に
皆
道
を
成
す
べ
し
。
是
の

如
き
二
義
、
云
何
が
了
す
可
け
ん
や
。
唯
だ
願
わ
く
は
慈
愍
し
て
廣
く
開
示
を
垂
れ
よ
と
。
（『
中
華
道
藏
』
第
五
册
、
二
五
六
下

―
二
五
七
上
）

　
こ
こ
で
太
微
帝
君
は
、
元
始
天
尊
の
道
身
は
「
因
緣
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
か
ど
う
か
と
單
刀
直
入
に
質
問
し
て
い
る
。
も
し
、

「
因
緣
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
道
身
は
萬
物
と
同
じ
く
無
常
な
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
し
、
逆
に
、
も

し
「
因
緣
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
は
な
く
「
自
然
」
に
有
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
一
切
衆
生
も
道
を
修
め
ず
に
成
道
で
き
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
。
一
體
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
と
い
う
質
問
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
對
し
て
、
太
上
道
君
は
、「
道
」
は
有
無
・
愚
智
・
因
果
・
凡
聖
・
相
非
相
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
相
對
性
を
超
え
て
い
る
こ
と
、

一
切
の
法
は
自
性
を
持
た
な
い
「
空
」
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、「
空
」
も
ま
た
「
空
」
で
あ
り
、「
空
」
を
「
空
」
で
あ

る
と
見
な
す
こ
と
も
「
空
」
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
衆
生
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
理
解
で
き
な
い
が
、
天
尊
は
そ
う
で
は
な
い
と
し
て
、

次
の
よ
う
に
言
う
。

天
尊
大
聖
は
、
此
の
實
性
は
畢
竟
无
性
な
る
を
了
し
、
道
源
に
洞
會
し
、
體
を
混
じ
一
に
冥
す
。
故
に
得
道
と
名
づ
く
。
身
は
道

と
一
た
り
、
故
に
道
身
と
名
づ
く
。
此
の
正
觀
を
習
う
、
之
を
名
づ
け
て
因
と
曰
う
。
亦
た
習
う
所
无
し
、
故
に
因
に
非
ず
と

名
づ
く
。
是
の
故
に
正
道
は
因
よ
り
生
ず
る
に
非
ず
、
亦
た
因
无
き
に
非
ず
。
體
は
是
れ
果
な
る
に
非
ず
、
亦
た
果
に
非
ざ
る

に
非
ず
。
常
に
非
ず
、
常
に
非
ざ
る
に
非
ず
。
滅
に
非
ず
、
滅
に
非
ざ
る
に
非
ず
。
是
の
如
き
深
奧
微
密
の
義
、
唯
だ
道
と
道

と
の
み
、
乃
ち
能
く
解
知
す
。
下
聖
眞
仙
は
皆
通
逹
せ
ず
、
信
の
力
を
以
て
の
故
に
、
能
く
知
る
と
仿
佛
す
。
是
の
如
き
身
は
、
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住
す
る
に
住
す
る
所
无
く
、
住
せ
ざ
る
所
无
し
。
是
れ
正
道
眞
實
の
身
と
名
づ
く
。
（『
中
華
道
藏
』
第
五
册
、
二
五
七
上
―
中
）

　
「
天
尊
大
聖
」
は
一
切
の
法
の
す
が
た
を
正
し
く
見
る
「
正
觀
」
を
習
う
こ
と
で
道
身
を
得
た
の
だ
か
ら
、「
因
」
か
ら
生
じ
た
と

言
え
る
が
、
習
う
と
言
っ
て
も
、
習
う
こ
と
も
自
性
を
持
た
な
い
も
の
だ
か
ら
、「
因
」
か
ら
生
じ
た
と
も
言
え
な
い
と
い
う
論
理
で
、

元
始
天
尊
の
道
身
は
「
因
緣
」
よ
り
生
じ
た
と
も
言
え
る
し
、「
因
緣
」
よ
り
生
じ
た
と
も
言
え
な
い
と
、
太
上
道
君
は
答
え
て
い
る
。

結
局
、
元
始
天
尊
は
「
因
緣
」
よ
り
生
じ
た
と
も
言
え
る
し
、「
自
然
」
で
あ
る
と
も
言
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
元
始
天
尊
に
お
け
る

「
因
緣
」
と
「
自
然
」
の
兩
方
を
認
め
た
形
に
な
っ
て
い
る
。

　
次
に
、
卷
八
「
最
勝
品
」
の
方
を
見
て
い
こ
う
。
卷
八
「
最
勝
品
」
に
見
え
る
元
始
天
尊
に
關
す
る
記
述
の
槪
要
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

　
十
方
國
土
に
お
い
て
、
元
始
天
尊
の
分
身
で
あ
る
十
方
天
尊
が
そ
れ
ぞ
れ
の
國
土
の
衆
生
を
敎
化
し
て
い
た
が
、
あ
る
時
、
十
方

天
尊
が
す
べ
て
來
集
す
る
。
そ
れ
を
見
た
太
微
帝
君
が
、
分
身
は
元
始
天
尊
と
同
じ
も
の
な
の
か
否
か
を
太
上
道
君
に
尋
ね
る（

21
）。

そ

れ
に
對
し
て
、
太
上
道
君
は
、

等
し
く
し
て
異
な
る
こ
と
有
る
无
し
。
所
以
は
何
ぞ
や
。
同
一
の
眞
性
、
等
し
き
こ
と
虛
空
の
如
し
。
皆
空
寂
の
相
な
り
、
故

に
異
な
る
こ
と
无
し
。
而
る
に
亦
た
異
な
る
こ
と
有
り
。
因
緣
に
假
る
が
故
に
、
亦
た
異
な
る
と
說
く
べ
し
。
元
始
の
正
身
は
、

无
數
劫
に
久
し
く
妙
行
を
習
う
に
因
り
て
、
報
と
し
て
此
の
身
を
得
、
道
界
に
遍
滿
し
て
、
窮
ま
り
无
く
際
无
し
。
法
性
身
に

等
し
く
、
道
界
に
周
き
が
故
に
、
卽
ち
道
身
と
名
づ
く
。
諸
々
の
分
身
は
、
是
れ
報
身
に
於
い
て
无
礙
の
用
を
起
こ
し
、
道
界

に
遍
く
し
て
、
奇
特
を
顯
示
し
、
衆
生
を
敎
化
す
。
智
慧
威
神
、
本
と
異
な
る
こ
と
无
し
。
（『
中
華
道
藏
』
第
五
册
、
二
五
三
上
）

と
答
え
る
。
元
始
天
尊
の
分
身
は
元
始
天
尊
の
正
身
と
同
一
の
眞
性
を
持
ち
、「
虛
空
」「
空
寂
」
と
い
う
そ
の
本
質
に
お
い
て
は
異

な
ら
な
い
が
、「
因
緣
」
と
い
う
假
の
か
た
ち
に
よ
る
時
は
異
な
る
と
述
べ
、
元
始
天
尊
の
正
身
は
無
數
劫
に
わ
た
っ
て
す
ぐ
れ
た
行

い
を
習
い
重
ね
た
結
果
、
そ
の
報
い
と
し
て
道
身
を
得
た
こ
と
、
そ
し
て
、
諸
々
の
分
身
は
、
報
身
と
し
て
の
元
始
天
尊
が
衆
生
を
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敎
化
し
て
い
る
姿
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
續
い
て
、
太
微
帝
君
は
さ
ら
に
、
元
始
天
尊
は
ど
の
よ
う
な
「
因
」
を
修
め
て
自
在
無
礙
を
得
た
の
か
と
尋
ね
る
。
そ
れ

に
對
し
て
、
太
上
道
君
は
、「
元
始
の
正
身
は
、
因
に
非
ず
果
に
非
ず
、
修
に
非
ず
得
に
非
ず
、
道
界
の
性
に
等
し
く
、
虛
空
の
相
に

同
じ
。

い
か
ん

云
何
が
乃
ち
天
尊
の
正
因
を
問
う
や
」
と
述
べ
、
元
始
天
尊
は
因
果
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
正
因
を
問
う
の
は

見
當
違
い
で
あ
る
と
諭
す
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
詳
し
く
、「
因
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
果
」
は
、「
本
は
无
に
し
て
今
は
有
、
有
は
必

ず
无
に
還
る
」
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
破
壞
の
相
」
で
あ
り
、「
常
住
の
法
」
で
は
な
い
こ
と
、
一
方
、
元
始
天
尊
の
身
は
、「
造
作
の

法
」
で
は
な
く
、「
无
始
无
終
、
无
生
无
滅
」
で
あ
り
、「
因
に
非
ず
果
に
非
」
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
說
明
す
る
。

　
そ
れ
を
聞
い
た
太
微
帝
君
は
、
諸
々
の
大
衆
と
と
も
に
聲
を
そ
ろ
え
て
、
こ
の
世
閒
の
鈍
根
下
劣
な
る
衆
生
は
因
果
を
超
え
た
甚

深
な
る
法
を
聞
い
て
も
理
解
で
き
ず
、
い
き
な
り
諸
法
實
相
の
門
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、「
漸
漸
と
悟
解
し
て
、
正
道
の
門

に
入
る
」
こ
と
が
で
き
る
方
法
を
敎
え
て
ほ
し
い
と
懇
願
す
る
。

　
そ
こ
で
、
太
上
道
君
は
太
極
眞
人
に
對
し
て
、「
大
衆
の
爲
に
因
緣
の
道
を
示
す
」
よ
う
に
命
じ
、
そ
れ
を
受
け
て
、
太
極
眞
人
は
、

「
元
始
天
尊
は
妙
行
を
修
習
す
る
こ
と
、
无
量
无
邊
、
稱
說
す
可
か
ら
ず
。
是
れ
譬
喩
の
能
く
宣
示
す
る
所
に
非
ず
」
と
し
な
が
ら
も
、

そ
の
要
點
を
略
述
す
る
。
十
方
天
尊
を
究
極
の
境
地
に
導
い
た
、
そ
の
出
發
點
と
な
っ
た
も
の
は
「
兼
忘
重
玄
の
道
」
で
あ
っ
た
こ

と
、「
兼
忘
」
と
は
「
有
」
に
執
着
せ
ず
、
ま
た
「
空
」
に
も
執
着
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、「
重
玄
」
と
は
、「
有
」
と
「
空
」
の
兩
方

に
執
着
し
な
い
境
地
を
も
、
さ
ら
に
遠
く
に
追
い
や
る
（「
遣
」）
こ
と
で
あ
る
と
說
明
す
る
。

　
そ
れ
を
聞
い
た
太
微
帝
君
が
、
そ
れ
な
ら
ば
十
方
天
尊
は
始
め
か
ら
「
重
玄
」
の
道
だ
け
を
修
め
れ
ば
よ
く
、
無
數
劫
の
長
い
期

閒
に
わ
た
っ
て
種
々
の
功
德
を
積
み
重
ね
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
、
こ
れ
か
ら
學
ぼ
う
と
す
る
者
も
修
行
を
せ

ず
に
直
ち
に
空
門
に
入
れ
ば
よ
い
で
は
な
い
か
と
質
問
す
る
。

　
そ
れ
に
對
し
て
、
太
極
眞
人
は
、「
是
の
如
し
、
是
の
如
し
。
若
し
能
く
自
然
正
理
を
懸
悟
す
れ
ば
、
但
に
學
に
方
便
有
る
を
須
た
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ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
亦
た
復
た
空
想
を
習
う
を
須
た
ず
」
と
言
い
、「
自
然
正
理
」
を
直
ち
に
悟
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
つ
い
て
は
、

太
微
帝
君
の
言
葉
は
正
し
い
と
し
た
あ
と
、
し
か
し
、
煩
惱
の
た
め
に
淸
淨
な
る
心
を
覆
わ
れ
た
凡
夫
に
は
、
や
は
り
多
く
の
行
い

を
積
み
重
ね
て
心
を
柔
軟
に
し
、
し
だ
い
し
だ
い
に
「
眞
空
」
に
入
り
、「
空
不
空
」
を
悟
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
る
。

　
少
し
長
く
な
っ
た
が
、
以
上
が
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
卷
八
「
最
勝
品
」
に
見
え
る
元
始
天
尊
に
つ
い
て
の
記
述
の
槪
要
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
元
始
天
尊
は
因
果
を
超
え
た
も
の
で
あ
り
、「
造
作
の
法
」
で
は
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、「
自
然
」
で
あ
る
こ
と
を
强
調

し
つ
つ
も
、
一
方
で
は
、
無
數
劫
に
わ
た
っ
て
「
妙
行
」
を
積
み
重
ね
た
こ
と
の
報
い
と
し
て
道
身
を
得
た
と
し
て
お
り
、
元
始
天
尊

に
お
け
る
「
因
緣
」
の
存
在
を
否
定
し
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
、
元
始
天
尊
の
よ
う
な
究
極
の
境
地
に
至
る
た
め
の
方
法
と
し
て
は
、

「
漸
漸
と
悟
解
」
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
種
々
の
功
德
を
積
み
な
が
ら
、
し
だ
い
し
だ
い
に
「
兼
忘
重
玄
の
道
」「
空
想
」
を
修
習

し
て
い
く
方
法
を
「
因
緣
」
の
道
と
し
て
說
き
つ
つ
も
、
そ
う
し
た
「
方
便
」
を
必
要
と
せ
ず
に
直
ち
に
「
自
然
正
理
を
懸
悟
」
す

る
こ
と
が
あ
り
う
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
元
始
天
尊
そ
の
も
の
の
說
明
に
お
い
て
は
、「
自
然
」
の
方
が
よ
り
本
質
的
で

あ
る
と
し
な
が
ら
も
、「
因
緣
」
の
側
面
を
否
定
は
せ
ず
、
ま
た
、
元
始
天
尊
の
よ
う
な
究
極
の
境
地
に
至
る
た
め
の
方
法
に
つ
い
て

は
、「
因
緣
」
を
主
と
し
つ
つ
も
、「
因
緣
」
に
よ
ら
な
い
「
自
然
」
の
要
素
も
認
め
て
い
る
。
元
始
天
尊
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
、「
自

然
」
と
「
因
緣
」
は
、
相
い
容
れ
な
い
二
つ
の
も
の
で
は
な
く
、
相
互
に
補
い
合
う
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
次
に
、『
一
切
道
經
音
義
妙
門
由
起
』
の
序
を
見
て
い
き
た
い
。『
一
切
道
經
音
義
妙
門
由
起
』
は
、
唐
の
玄
宗
の
敕
命
を
奉
じ
て

太
淸
觀
主
史
崇
ら
が
編
纂
し
た
も
の
あ
る
。
そ
の
序
は
、「
無
爲
無
形
」
で
「
一
切
の
祖
首
、
萬
物
の
父
母
」
な
る
「
道
」
に
つ
い
て

の
記
述
か
ら
始
ま
り
、「
虛
空
」
に
お
い
て
「
自
然
」
に
「
靈
を
凝
ら
し
氣
を
結
」
ん
で
化
成
さ
れ
た
聖
人
が
元
始
天
尊
で
あ
る
と
述

べ
た
あ
と
、
次
の
よ
う
な
文
が
出
て
く
る
。

又
云
う
、
元
始
は
道
の
應
化
、
一
の
凝
精
に
し
て
、
氣
に
因
り
て
感
生
し
、
轉
變
す
る
こ
と
自
然
な
り
。
此
れ
旣
に
胎
誕
に
由

り
姓
系
に
因
經
せ
ず
。
夫
れ
天
地
有
り
て
、

は
じ方

め
て
人
有
り
。
人
有
り
て
、
方
め
て
氏
族
有
り
。
天
尊
は
混
沌
の
始
め
に
生
ま
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れ
、
何
の
宗
祖
か
之
れ
有
ら
ん
。
其
の
後
、
號
を
改
め
て
變
を
示
し
、
迹
に
應
じ
て
靈
を
垂
れ
、
胎
を
洪
氏
の
胞
に
託
し
、
形

を
李
母
の
腋
に
降
す
は
、
蓋
し
由
有
ら
ん
。
然
れ
ど
も
五
身
旣
に
分
か
れ
、
三
代
斯
に
別
れ
、
機
に
隨
い
物
に
應
じ
、
溺
れ
る

を
拯
い
危
う
き
を
安
ん
じ
、
群
迷
を
汲
引
し
て
、
庶
族
を
財
成
し
、
慈
悲
も
て
覆
燾
す
る
こ
と
、
以
て
勝
げ
て
言
い
難
し
。
謂

う
所
の
眞
身
な
る
者
は
、
至
道
の
體
な
り
。
應
身
な
る
者
は
、
元
始
天
尊
・
太
上
道
君
な
り
。
法
身
な
る
者
は
、
眞
精
氣
を
布

き
、
萬
物
を
化
生
す
る
な
り
。
化
身
な
る
者
は
、
堀
然
と
し
て
獨
化
す
。
天
寶
君
等
な
り
。
報
身
な
る
者
は
、
勤
を
積
み
德
を

累
ぬ
る
に
由
り
て
、
廣
く
福
田
を
建
つ
。
樂
靜
信
等
な
り
。
（
序
、
一
裏
―
二
表
）

　
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
天
地
創
世
の
初
め
、
混
沌
た
る
狀
態
の
中
で
自
然
に
生
ま
れ
た
元
始
天
尊
は
、
何
の
祖
先
・
家
系
も
持
た
な

い
こ
と
を
述
べ
た
あ
と
、
天
尊
の
五
身
說
を
擧
げ
て
い
る
。「
至
道
の
體
」
が
眞
身
と
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
元
始
天
尊
は
太
上
道
君
と
同

じ
く
應
身
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
氣
を
布
き
萬
物
を
化
生
す
る
「
眞
精
」
が
法
身
と
さ
れ
、『
道
敎
義
樞
』
卷
二
「
三
洞
義
」
で
洞
眞
の

敎
主
と
さ
れ
て
い
る
天
寶
君
が
化
身
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
と
竝
ん
で
、
樂
靜
信
が
報
身
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
樂
靜
信

の
名
は
、『
道
敎
義
樞
』
卷
一
「
法
身
義
」
や
『
道
門
經
法
相
承
次
序
』
卷
中
の
身
相
の
說
明
の
中
に
は
出
て
こ
な
い
。
玄
宗
の
敕
命

を
奉
じ
て
書
か
れ
た
『
一
切
道
經
音
義
妙
門
由
起
』
に
お
い
て
、
樂
靜
信
が
道
を
奉
じ
、
布
施
の
功
德
を
積
ん
だ
結
果
、
後
世
に
お

い
て
天
尊
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
天
尊
の
身
相
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
玄
宗
期
に
お
い
て
、
道
敎
に

よ
る
民
衆
の
敎
化
を
意
識
し
て
、
天
尊
の
持
つ
さ
ま
ざ
ま
な
性
格
の
一
つ
と
し
て
「
因
緣
」
の
要
素
を
は
っ
き
り
と
織
り
込
も
う
と

し
た
こ
と
の
現
れ
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
『
一
切
道
經
音
義
妙
門
由
起
』
序
は
、
右
に
擧
げ
た
文
の
あ
と
に
、「
自
然
」
と
「
因
緣
」
に
つ
い
て
論
じ
た
次
の
よ
う
な
文
が
出

て
く
る
。

蓋
し
方
圓
動
靜
、
黑
白
燥
濕
は
、
自
然
の
理
性
に
し
て
、
易
う
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
管
を
吹
き
絃
を
操
り
、
文
を
修
め
武
を
學
ぶ

は
、
因
緣
習
用
に
し
て
、
廢
す
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
夫
れ
自
然
は
性
の
質
な
り
。
因
緣
は
性
の
用
な
り
。
因
緣
以
て
之
を
修
め
、
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自
然
以
て
之
を
成
す
。
此
に
由
り
て
言
え
ば
、
高
仙
上
聖
、
道
に
合
し
眞
に
歸
す
る
は
、
固
よ
り
善
緣
を
增
廣
し
、
精
進
し
て

退
く
こ
と
無
く
、
人
を
度
し
己
れ
を
濟
い
、
幽
に
通
じ
冥
に
洞
き
、
粗
を
變
じ
て
精
と
爲
し
、
凡
を
鍊
り
て
聖
と
成
る
。
而
る

に
惑
え
る
者
、
遂
に
「
神
仙
　
當
に
仙
骨
有
る
べ
し
。
骨
法
應
ず
る
者
は
、
學
ば
ず
し
て
得
」
と
云
う
。
何
ぞ
其
れ
謬
れ
る
か

な
。
（
序
、
二
表
―
裏
）

　
こ
こ
で
は
、「
自
然
」
は
「
性
の
質
」、「
因
緣
」
は
「
性
の
用
」
と
說
明
さ
れ
、
道
を
得
る
た
め
に
は
、「
因
緣
」
に
よ
っ
て
身
を
修

め
、「
自
然
」
に
よ
っ
て
こ
れ
を
完
成
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
と
說
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
自
然
」
と
「
因
緣
」
は
相
い
反
す

る
も
の
で
は
な
く
、
得
道
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
補
完
し
合
っ
て
い
る
相
卽
不
離
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
同
じ
趣

旨
の
こ
と
は
、
す
で
に
『
道
敎
義
樞
』
卷
二
「
十
二
部
義
」
に
も
、

凡
そ
聖
神
の
體
、
略
ぼ
二
事
有
り
。
一
は
自
然
、
二
は
學
得
な
り
。
大
洞
經
に
云
う
、
洞
經
を
得
る
者
は
、
死
よ
り
生
を
得
、
生

よ
り
道
を
得
、
道
よ
り
仙
を
得
、
仙
よ
り
眞
を
得
、
眞
よ
り
上
淸
黃
老
君
・
三
十
九
眞
・
二
十
四
帝
・
百
八
十
道
君
と
爲
る
を

得
。
天
尊
上
聖
は
、
亦
た
自
然
の
妙
炁
、
應
化
の
作
す
所
有
り
、
亦
た
修
習
し
て
後
に
成
る
有
り
。
自
然
と
後
學
と
、
合
し
て

一
と
爲
す
な
り
。
（
二
三
表
―
裏
）

と
見
え
る
。
こ
こ
で
言
う
「
學
得
」
と
「
後
學
」
は
「
因
緣
」
に
相
當
す
る
。「
自
然
と
後
學
と
、
合
し
て
一
と
爲
す
な
り
」
と
あ
る
よ

う
に
、「
天
尊
上
聖
」
に
至
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、「
自
然
」
と
「
因
緣
」
は
不
可
分
一
體
で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。『
一

切
道
經
音
義
妙
門
由
起
』
序
の
文
は
、
そ
れ
と
同
じ
こ
と
を
、「
性
」
の
質
・
用
と
い
う
觀
念
を
用
い
て
說
明
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
以
上
に
見
た
よ
う
に
、『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
も
『
一
切
道
經
音
義
妙
門
由
起
』
も
共
に
、
元
始
天
尊
を
め
ぐ
る
記
述
に
お
い
て
、

「
自
然
」
と
「
因
緣
」
の
兩
者
は
對
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
互
い
に
補
い
合
う
も
の
で
あ
り
、
不
可
分
一
體
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
も
っ
と
も
、
元
始
天
尊
そ
の
も
の
の
性
格
と
し
て
は
、「
自
然
」
の
方
が
よ
り
本
質
的
な
要
素
で
あ
る
と
さ
れ
、
一
方
、
元
始

天
尊
の
よ
う
な
境
地
に
至
る
た
め
の
方
法
を
說
く
場
合
に
は
、「
因
緣
」
の
方
が
よ
り
重
視
さ
れ
る
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
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の
場
合
も
、「
自
然
」
と
「
因
緣
」
は
對
立
項
で
は
な
く
、
相
互
補
完
的
・
一
體
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
隋
唐
時
代
の
道
敎
に
お
け
る
、
元
始
天
尊
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
說
明
は
、
こ
の
時
代
の
道
敎
敎
理
學
に
お
け
る
「
自
然
」
と

「
因
緣
」
を
め
ぐ
る
議
論
と
直
結
し
て
い
る
。『
太
上
妙
法
本
相
經
』
や
張
果
の
『
道
體
論
』
（
道
藏
七
〇
四
册
）
、『
三
論
元
旨
』（
道

藏
七
〇
四
册
）
眞
源
章
な
ど
唐
代
の
道
敎
文
獻
に
、「
自
然
」
と
「
因
緣
」
の
不
可
分
一
體
・
相
卽
不
離
が
說
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、

麥
谷
邦
夫
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る（

22
）。

こ
れ
ら
の
文
獻
で
は
、
萬
物
の
諸
事
象
に
お
い
て
「
因
緣
」
の
道
理
が
成
り
立
っ
て
い

る
こ
と
が
「
自
然
」
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、「
自
然
」
の
中
に
「
因
緣
」
が
あ
り
、「
因
緣
」
の
中
に
「
自
然
」
が
あ
る
と
い
う
形
で
、

「
因
緣
」
と
「
自
然
」
の
不
可
分
一
體
・
相
卽
不
離
が
說
か
れ
て
い
る
。
本
章
で
見
て
き
た
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
と
『
一
切
道
經
音

義
妙
門
由
起
』
の
元
始
天
尊
の
身
相
と
、
元
始
天
尊
の
「
自
然
」
と
「
因
緣
」
の
議
論
は
、
隋
唐
時
代
に
お
け
る
道
敎
の
最
も
重
要

な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
「
自
然
」
と
「
因
緣
」
の
問
題
に
つ
い
て
の
思
索
の
あ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　　
　
　
お
わ
り
に

　　
六
朝
道
敎
の
敎
理
と
歷
史
の
槪
要
を
記
し
た
『
隋
書
』
經
籍
志
・
道
經
の
部
は
、「
元
始
天
尊
な
る
も
の
有
り
、
太
元
の
先
に
生
ま

れ
、
自
然
の
氣
を
稟
け
、
沖
虛
凝
遠
に
し
て
、
其
の
極
を
知
る
莫
し
」
と
い
う
文
で
始
ま
っ
て
い
る
。
靈
寶
經
「
元
始
舊
經
」
に
お
い

て
は
じ
め
て
最
高
神
と
し
て
出
て
き
た
元
始
天
尊
と
い
う
神
格
は
、「
自
然
」
と
い
う
觀
念
と
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
文
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
方
で
、「
元
始
舊
經
」
の
作
者
た
ち
は
、
こ
の
元
始
天
尊
を
、

佛
敎
に
由
來
す
る
「
因
緣
」
の
思
想
を
說
く
神
格
と
し
、
さ
ら
に
は
、
元
始
天
尊
の
本
生
譚
ま
で
も
が
作
ら
れ
て
、
元
始
天
尊
自
身

が
「
因
緣
」
の
道
理
の
中
に
あ
る
こ
と
を
印
象
づ
け
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
た
背
景
に
は
、
佛
敎
の
「
因
緣
」
の
思
想
を

積
極
的
に
吸
收
し
て
、
そ
れ
を
民
衆
へ
の
敎
化
・
布
敎
に
生
か
そ
う
と
す
る
意
圖
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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し
か
し
、「
自
然
」
の
觀
念
と
「
因
緣
」
の
思
想
と
は
、
本
來
相
い
容
れ
な
い
面
を
持
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
、『
笑
道
論
』
や
『
辯

正
論
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
道
敎
批
判
が
起
こ
っ
て
く
る
。
そ
の
批
判
を
受
け
て
、
隋
唐
の
道
敎
が
試
み
た
說
明
が
、
元
始
天
尊
と

い
う
神
格
そ
の
も
の
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
元
始
天
尊
の
よ
う
な
究
極
の
境
地
に
至
る
た
め
の
方
法
に
お
い
て
も
、「
自
然
」
と
「
因

緣
」
の
兩
者
は
對
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
相
卽
不
離
・
不
可
分
一
體
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
說
明
は
、
い
さ
さ
か
强
引
に
過
ぎ
る
よ
う
な
感
も
あ
る
。
し
か
し
、
遡
れ
ば
、
東
晉
の
慧
遠
の
「
明
報
應
論
」
（『
弘

明
集
』
卷
五
）
や
郗
超
の
「
奉
法
要
」
（『
弘
明
集
』
卷
一
三
）
に
も
、「
罪
福
の
應
」「
宿
緣
の
玄
運
」
が
存
在
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

「
因
緣
」
の
道
理
が
存
在
す
る
こ
と
が
「
自
然
」
な
の
だ
と
い
う
文
が
見
え
る（

23
）。「

自
然
」
と
「
因
緣
」
を
め
ぐ
る
思
索
は
、
佛
道
論

爭
以
前
か
ら
の
歷
史
を
背
負
っ
て
い
る
。
道
敎
に
お
け
る
元
始
天
尊
と
い
う
神
格
の
登
場
が
、
佛
敎
側
か
ら
の
激
し
い
批
判
を
生
ん

で
、「
自
然
」
と
「
因
緣
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
盛
ん
に
さ
せ
、
そ
の
こ
と
が
、
ふ
た
た
び
「
自
然
」
と
「
因
緣
」
の
兩
者
を
一
體
の
も

の
と
し
て
說
明
す
る
隋
唐
道
敎
の
考
え
方
が
表
面
に
出
て
く
る
ひ
と
つ
の
契
機
と
な
っ
た
と
い
う
見
方
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、「
因
緣
」
の
思
想
を
道
敎
の
敎
理
の
中
に
組
み
込
も
う
と
し
た
「
元
始
舊
經
」
の
作
者
た
ち
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
元
始
天
尊

の
本
生
譚
は
、
下
敷
き
に
し
た
ス
ダ
ー
ナ
太
子
本
生
譚
に
比
べ
て
、「
孝
」
を
重
視
す
る
儒
敎
的
性
格
が
强
く
な
っ
て
い
る
。
我
々
は
、

元
始
天
尊
と
い
う
神
格
の
中
に
、
儒
佛
道
三
敎
の
興
味
深
い
交
涉
の
あ
と
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

〔
附
記
〕
本
稿
は
、
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
に
、
中
國
人
民
大
學
（
北
京
）
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
第
三
回
中
日
佛
學
會
議
に
お
い
て
、「
中
國

佛
道
敎
圍
繞
元
始
天
尊
的
論
爭
」
と
題
し
て
中
國
語
で
口
頭
發
表
し
た
原
稿
を
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
當
日
、
會
場
に
お
い
て
貴
重
な

ご
意
見
・
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た
方
々
に
感
謝
の
意
を
表
す
る
。
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注

（
１
）
『
笑
道
論
』
に
引
用
さ
れ
た
道
敎
文
獻
は
現
在
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
殘
っ
て
い
な
い
も
の
が
多
い
が
、
京
都
大
學
人
文
科
學
硏
究
所
「
六
朝
・

隋
唐
時
代
の
道
佛
論
爭
」
硏
究
班
「「
笑
道
論
」
譯
注
」（『
東
方
學
報
』
京
都
第
六
〇
册
、
一
九
八
八
年
）
が
引
用
文
獻
等
に
つ
い
て
の
詳
細

な
注
釋
を
施
し
て
い
る
。
い
ち
い
ち
注
記
し
て
は
い
な
い
が
、
本
稿
の
『
笑
道
論
』
に
關
す
る
記
述
は
、
こ
の
「「
笑
道
論
」
譯
注
」
の
硏
究

成
果
を
參
考
に
し
て
い
る
部
分
が
多
い
。

（
２
）
靈
寶
經
「
元
始
舊
經
」
に
つ
い
て
は
、O

fuchiN
inji,“O

n
K

u
L

ing-pao-ching,”
AC

TA
A

SIATIC
A

27,1974

、
大
淵
忍
爾
『
道
敎
と
そ

の
經
典
』（
創
文
社
、
一
九
九
七
年
）
第
二
章
「
靈
寶
經
の
基
礎
的
硏
究
」
な
ど
を
參
照
。
天
尊
（
元
始
天
尊
）
が
「
元
始
舊
經
」
に
お
い
て

初
め
て
出
現
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
林
正
美
「
劉
宋
に
お
け
る
靈
寶
經
の
形
成
」（『
東
洋
文
化
』
第
六
二
號
、
一
九
八
二
年
。
の
ち
、

小
林
正
美
『
六
朝
道
敎
史
硏
究
』
創
文
社
、
一
九
九
〇
年
、
所
收
）
に
指
摘
が
あ
る
。

（
３
）
拙
稿
「
靈
寶
經
に
お
け
る
經
典
神
聖
化
の
論
理
―
元
始
舊
經
の
「
開
劫
度
人
」
說
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
名
古
屋
大
學
文
學
部
硏
究
論
集
』
哲
學

五
一
、
二
〇
〇
五
年
）、
同
「
天
尊
像
・
元
始
天
尊
像
の
成
立
と
靈
寶
經
」（『
名
古
屋
大
學
中
國
哲
學
論
集
』
第
六
號
、
二
〇
〇
七
年
）
參
照
。

（
４
）
現
存
す
る
六
朝
隋
唐
時
代
の
道
敎
像
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
六
朝
道
敎
思
想
の
硏
究
』（
創
文
社
、
一
九
九
九
年
）
第
三
篇
第
二
章
「
六
朝
時

代
の
道
敎
造
像
」、
拙
稿
「
隋
代
の
道
敎
造
像
」（『
名
古
屋
大
學
文
學
部
硏
究
論
集
』
哲
學
五
二
、
二
〇
〇
六
年
）、
同
『
唐
代
道
敎
關
係
石
刻

史
料
の
硏
究
』（
平
成
一
五
年
度
―
一
七
年
度
科
學
硏
究
費
補
助
金
（
基
盤
硏
究
Ｃ
）
硏
究
成
果
報
吿
書
、
二
〇
〇
六
年
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
５
）
「
氣
」
の
字
は
、
高
麗
本
・
大
正
藏
本
は
「
元
」
に
作
る
が
、
三
本
・
宮
本
が
「
氣
」
に
作
る
の
に
從
っ
た
。

（
６
）
王
承
文
『
敦
煌
古
靈
寶
經
與
晉
唐
道
敎
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
二
年
）
第
六
章
な
ど
を
參
照
。

（
７
）
『
淮
南
子
』
精
神
訓
「
古
未
有
天
地
之
時
、
惟
像
無
形
、
窈
窈
冥
冥
、
芒
芠
漠
閔
、
澒
濛
鴻
洞
、
莫
知
其
門
。
有
二
神
混
生
、
經
天
營
地
、

孔
乎
莫
知
其
所
終
極
、
滔
乎
莫
知
其
所
止
息
。
於
是
乃
別
爲
陰
陽
、
離
爲
八
極
、
剛
柔
相
成
、
萬
物
乃
形
」、『
三
五
曆
記
』（『
太
平
御
覽
』

卷
一
所
引
）「
未
有
天
地
之
時
、
混
沌
狀
如
雞
子
。
溟
涬
始
牙
、
濛
鴻
滋
萌
。
歲
在
攝
提
、
元
氣
肇
始
」、『
三
五
曆
記
』（『
太
平
御
覽
』
卷
二

所
引
）「
天
地
渾
沌
如
雞
子
、
盤
古
生
其
中
。
萬
八
千
歲
、
天
地
開
闢
、
陽
淸
爲
天
、
陰
濁
爲
地
。
盤
古
在
其
中
、
一
日
九
變
、
神
於
天
、
聖

於
地
。
天
日
高
一
丈
、
地
日
厚
一
丈
、
盤
古
日
長
一
丈
。
如
此
萬
八
千
歲
、
天
數
極
高
、
地
數
極
深
、
盤
古
極
長
。
後
乃
有
三
皇
」。
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（
８
）
梁
の
宋
文
明
「
靈
寶
經
目
」（
敦
煌
寫
本
ペ
リ
オ
二
八
六
一
の
二
、
お
よ
び
同
二
二
五
六
）
の
「
第
五
篇
目
」
に
「
智
慧
上
品
大
戒
三
卷
。
二

卷
已
出
。
卷
目
云
、
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧
罪
根
上
品
二
卷
、
未
出
一
卷
」
と
あ
り
、
現
在
の
道
藏
本
で
は
『
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧
罪
根
上
品

大
戒
經
』（
道
藏
二
〇
二
册
）
に
相
當
す
る
。

（
９
）
拙
稿
「
靈
寶
經
と
初
期
江
南
佛
敎
―
因
果
應
報
思
想
を
中
心
に
―
」（『
東
方
宗
敎
』
九
一
、
一
九
九
八
年
）。

（
10
）
た
だ
し
、
こ
れ
に
相
應
す
る
現
在
の
『
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧
罪
根
上
品
大
戒
經
』
卷
下
で
は
、「
東
極
世
界
飛
天
神
人
曰
、
東
方
無
極
世
界

恆
沙
衆
生
、
已
得
道
過
去
、
及
未
得
道
、
見
在
福
中
、
善
男
子
善
女
人
、
修
奉
智
慧
上
品
十
戒
、
功
德
福
報
、
知
得
乘
空
、
白
日
飛
行
、
駕

景
策
龍
、
上
登
玉
淸
、
遊
行
東
極
九
炁
天
中
」（
一
表
）
と
あ
っ
て
、
如
來
と
い
う
語
は
見
え
な
い
。

（
11
）
中
嶋
隆
藏
『
六
朝
思
想
の
硏
究
』（
平
樂
寺
書
店
、
一
九
八
五
年
）
附
篇
第
二
節
「
六
朝
後
半
よ
り
隋
唐
初
期
に
至
る
道
家
の
自
然
說
」、
福
永

光
司
「
自
然
と
因
果
―
老
莊
道
敎
と
中
國
佛
敎
―
」（『
中
國
の
哲
學
・
宗
敎
・
藝
術
』
人
文
書
院
、
一
九
八
八
年
、
所
收
）、
麥
谷
邦
夫
「『
道

敎
義
樞
』
と
南
北
朝
隋
初
唐
期
の
道
敎
敎
理
學
」（
麥
谷
邦
夫
編
『
三
敎
交
涉
論
叢
』
京
都
大
學
人
文
科
學
硏
究
所
、
二
〇
〇
五
年
）
參
照
。

（
12
）
法
琳
の
事
跡
、
お
よ
び
、『
辯
正
論
』
を
執
筆
す
る
に
至
っ
た
背
景
に
つ
い
て
は
、
礪
波
護
「
法
琳
の
事
跡
に
み
る
唐
初
の
佛
敎
・
道
敎
と
國

家
」（
吉
川
忠
夫
編
『
中
國
古
道
敎
史
硏
究
』
同
朋
舍
出
版
、
一
九
九
二
年
、
の
ち
、
礪
波
護
『
隋
唐
の
佛
敎
と
國
家
』
中
公
文
庫
、
一
九
九

九
年
、
所
收
）
參
照
。

（
13
）
「
天
尊
」
と
い
う
語
が
、
も
と
も
と
漢
譯
佛
典
の
中
で
如
來
と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
福
永
光
司
「
昊
天
上
帝
と
天
皇
大
帝

と
元
始
天
尊
―
儒
敎
の
最
高
神
と
道
敎
の
最
高
神
―
」（『
中
哲
文
學
會
報
』
第
二
號
、
一
九
七
六
年
。
の
ち
、『
道
敎
思
想
史
硏
究
』
岩
波

書
店
、
一
九
八
七
年
、
所
收
）、
小
林
正
美
「
劉
宋
に
お
け
る
靈
寶
經
の
形
成
」（
前
揭
）
參
照
。

（
14
）
「
靈
文
分
散
謬
」
は
『
笑
道
論
』
第
二
十
七
「
隨
劫
生
死
」
と
、「
改
佛
經
爲
道
經
謬
」
は
『
笑
道
論
』
第
二
十
九
「
偸
改
佛
經
爲
道
經
」
と
、

「
偸
佛
法
四
果
十
地
謬
」
は
『
笑
道
論
』
第
三
十
「
偸
佛
經
因
果
」
と
、「
道
經
未
出
言
出
謬
」
は
『
笑
道
論
』
第
三
十
一
「
道
經
未
出
言
出
」

と
、「
道
士
合
氣
謬
」
は
『
笑
道
論
』
第
三
十
五
「
道
士
合
氣
法
」
と
、「
諸
子
爲
道
書
謬
」
は
『
笑
道
論
』
第
三
十
六
「
諸
子
爲
道
書
」
と
、

そ
れ
ぞ
れ
同
じ
內
容
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
吉
川
忠
夫
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「「
笑
道
論
」
譯
注
」

（
前
揭
）
解
題
。

（
15
）E

rik
Z

ürcher,“B
uddhistInfluence

on
E

arly
Taoism

:A
Survey

ofScripturalE
vidence,”

T’oung
Pao

66,1980,1-3.
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　　元始天尊をめぐる三敎交涉

（
16
）
拙
稿
「
六
朝
靈
寶
經
に
見
え
る
本
生
譚
」（
麥
谷
邦
夫
編
『
中
國
中
世
社
會
と
宗
敎
』
道
氣
社
、
二
〇
〇
二
年
）、
同
「
天
尊
像
・
元
始
天
尊

像
の
成
立
と
靈
寶
經
」（
前
揭
）。

（
17
）
李
靜
傑
「
中
原
北
朝
期
の
サ
ッ
タ
太
子
と
ス
ダ
ー
ナ
太
子
本
生
圖
」（『M
U

SE
U

M

　
東
京
國
立
博
物
館
硏
究
誌
』
第
五
八
〇
號
、
二
〇
〇

二
年
）
參
照
。

（
18
）
砂
山
稔
「『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
の
思
想
に
つ
い
て
―
身
相
・
方
便
・
重
玄
を
中
心
に
―
」（
金
谷
治
編
『
中
國
に
お
け
る
人
閒
性
の
探
究
』

創
文
社
、
一
九
八
三
年
。
の
ち
、
砂
山
稔
『
隋
唐
道
敎
思
想
史
硏
究
』
平
河
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
、
所
收
）

（
19
）
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
の
成
立
と
思
想
全
般
に
つ
い
て
は
、
山
田
俊
『
唐
初
道
敎
思
想
史
硏
究
―
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
の
成
立
と
思
想
―
』

（
平
樂
寺
書
店
、
一
九
九
九
年
）
參
照
。

（
20
）
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
の
引
用
は
、
張
繼
禹
主
編
『
中
華
道
藏
』（
華
夏
出
版
社
）
第
五
册
に
收
め
る
『
太
玄
眞
一
本
際
經
（
敦
煌
本
）』（
王

卡
整
理
點
校
）
に
よ
る
。

（
21
）
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
卷
八
の
こ
の
場
面
の
記
述
が
、『
妙
法
蓮
華
經
』
見
寶
塔
品
に
見
え
る
應
佛
と
し
て
の
分
身
佛
の
記
述
と
關
連
が
あ

る
こ
と
、
山
田
俊
『
唐
初
道
敎
思
想
史
硏
究
―
『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
の
成
立
と
思
想
―
』（
前
揭
）
一
二
二
頁
に
指
摘
が
あ
る
。

（
22
）
麥
谷
邦
夫
「『
道
敎
義
樞
』
と
南
北
朝
隋
初
唐
期
の
道
敎
敎
理
學
」（
前
揭
）
一
二
〇
頁
―
一
二
二
頁
。

（
23
）
福
永
光
司
「
自
然
と
因
果
―
老
莊
道
敎
と
中
國
佛
敎
―
」（
前
揭
）
參
照
。
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梵
網
經
下
卷
先
行
說
の
再
檢
討
　

　
　
　
船
　
山
　
　
徹
　
　

　　　　
　
　
は
じ
め
に

問
題
の
所
在

　　
東
ア
ジ
ア
の
戒
律
思
想
史
に
最
大
の
影
響
を
與
え
た
『
梵
網
經
』
は
上
下
兩
卷
よ
り
構
成
さ
れ
る
。
通
常
こ
れ
ら
兩
卷
は
相
互
に

關
係
す
る
も
の
と
し
て
一
揃
い
と
し
て
扱
わ
れ
る
が
、
戒
律
史
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
梵
網
十
重
四
十
八
輕
戒
の
體
系
は
下
卷
に
の
み

說
か
れ
、
そ
し
て
そ
れ
を
受
け
て
か
、
後
代
の
注
釋
に
お
い
て
も
下
卷
の
み
を
重
視
す
る
傾
向
が
强
い
。
本
稿
で
は
、
上
下
兩
卷
の

成
立
問
題
に
つ
い
て
、
特
に
「
梵
網
經
下
卷
先
行
說
」
に
つ
い
て
檢
討
す
る
。
こ
の
說
が
い
か
な
る
說
か
は
直
後
に
說
明
す
る
。

　
『
梵
網
經
』
の
現
在
の
正
式
名
稱
は
『
梵
網
經
盧
舍
那
佛
說
菩
薩
心
地
戒
品
卷
第
十
』
と
い
う（

１
）。

現
在
は
鳩
摩
羅
什
譯
と
し
て
入

藏
さ
れ
て
い
る
が
、
翻
譯
經
典
で
は
な
く
、
中
國
で
作
成
さ
れ
た
經
典
（
疑
經
、
僞
經
）
で
あ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
確
實
な
形
で
論
證
さ
れ

て
い
る
。
本
經
に
言
及
す
る
最
初
の
文
獻
は
、
梁
の
僧
祐
撰
『
出
三
藏
記
集
』
卷
十
一
に
收
め
る
「
菩
薩
波
羅
提
木
叉
後
記
」
で
あ

り
、
そ
こ
で
本
經
は
「
菩
薩
波
羅
提
木
叉
」
と
呼
ば
れ
る
。
ほ
ぼ
同
時
代
、
わ
ず
か
に
遲
れ
て
天
監
十
八
年
（
五
一
九
）
に
敕
寫
さ
れ

た
『
出
家
人
受
菩
薩
戒
法
』
（
ペ
リ
オ
將
來
敦
煌
寫
本
二
一
九
六
番
）
に
は
「
梵
網
經
」
と
い
う
語
が
複
數
回
登
場
し
、
そ
こ
に
言
及
さ
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れ
て
い
る
事
柄
は
專
ら
下
卷
と
關
わ
る
。
ま
た
同
じ
頃
に
成
立
し
た
慧
皎
『
高
僧
傳
』
卷
二
の
鳩
摩
羅
什
傳
に
は
羅
什
の
譯
出
し
た

經
典
と
し
て
「
菩
薩
戒
本
」
へ
の
言
及
が
あ
り
（
大
正
五
〇
、
三
三
二
中
）
、
一
方
、
同
傳
に
對
應
し
、
や
や
先
行
し
て
成
立
し
た
僧
祐

撰
『
出
三
藏
記
集
』
の
鳩
摩
羅
什
傳
に
は
、「
菩
薩
戒
本
」
へ
の
言
及
が
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
大
正
五
五
、
一
〇
一
中
）
。
以

上
の
狀
況
は
、
六
世
紀
初
め
頃
ま
で
、
當
該
經
典
が
「
梵
網
經
」「
菩
薩
波
羅
提
木
叉
」「
菩
薩
戒
本
」
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
、
現
存

本
に
お
け
る
下
卷
に
對
應
す
る
も
の
を
意
圖
し
て
言
及
さ
れ
た
こ
と
を
吿
げ
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
隋
の
開
皇
十
七
（
五
九
七
）
年

に
成
立
し
た
費
長
房
撰
『
歷
代
三
寶
紀
』
卷
八
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

梵
網
經
二
卷
〈
弘
始
八
年
、
於
草
堂
寺
、
三
千
學
士
最
後
出
此
一
品
。
梵
本
有
一
百
一
十
二
卷
六
十
一
品
。
譯
訖
、
融
影
等
三

百
人
、
一
時
共
受
菩
薩
十
戒
。
見
經
前
序
。
僧
肇
筆
受
〉。
（
大
正
四
九
、
七
八
上
）

梵
網
經
二
卷
〈
弘
始
八
年
、
草
堂
寺
に
お
い
て
三
千
人
の
學
士
が
（
鳩
摩
羅
什
所
譯
經
典
の
）
最
後
に
こ
の
一
本
を
譯
出
し
た
。
梵

本
に
は
百
一
十
二
卷
の
分
量
が
あ
り
、
六
十
一
品
が
あ
る
。
譯
出
の
後
、
融
や
影
な
ど
三
百
人
が
一
齊
に
菩
薩
の
十
戒
（
梵
網
經

の
說
く
菩
薩
の
十
重
戒
）
を
受
け
た
。
經
の
前
序
に
見
え
る
。
僧
肇
が
筆
受
し
た
。〉

こ
こ
で
本
經
は
二
卷
本
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
同
樣
に
隋
の
法
經
等
撰
『
衆
經
目
錄
』
卷
五
も
卷
數
を
二
卷
と
す
る
（
大
正
五
五
、

一
四
〇
上
）
。
經
錄
等
か
ら
確
認
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
狀
況
か
ら
、
二
卷
本
は
少
し
遲
れ
て
成
立
し
、
梵
網
經
の
最
初
期
に
お
い
て
は

下
卷
部
分
だ
け
が
一
卷
本
と
し
て
先
に
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
が
成
り
立
つ
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
梵
網
經
下
卷
先

行
說
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
回
筆
者
が
初
め
て
與
え
る
呼
稱
で
あ
る
が
、
た
だ
し
本
說
そ
れ
自
體
は
筆
者
の
創
見
で
は
な
い
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
望
月
信
亨
『
淨
土
敎
の
起
源
及
發
逹
』
（
共
立
社
、
一
九
三
〇
年
、
一
六
〇
頁
）
に
次
の
よ
う
に
說
明
さ
れ
て
い
る
。

（
前
略
）
さ
す
れ
ば
菩
薩
波
羅
提
木
叉
經
は
梵
網
經
の
下
卷
と
同
本
で
あ
り
、
又
菩
薩
戒
本
は
菩
薩
波
羅
提
木
叉
經
の
異
名
で

あ
つ
て
、
今
の
梵
網
經
は
卽
ち
彼
の
經
の
前
に
新
に
上
卷
を
加
へ
た
も
の
と
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
彼
の
菩
薩
波
羅
提
木

叉
が
梵
網
經
と
改
題
さ
れ
、
又
彼
の
後
記
が
改
竄
せ
ら
れ
て
梵
網
經
の
前
序
と
な
つ
た
の
も
、
卽
ち
此
上
卷
が
加
へ
ら
れ
た
時
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で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
彼
の
上
卷
の
菩
薩
階
位
の
說
が
下
卷
の
十
重
四
十
八
輕
と
殆
ん
ど
聯
絡
交
涉
の
な
い
の
も
、
恐
ら
く
こ
の

爲
で
あ
ら
う
。

さ
ら
に
上
卷
が
付
加
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
望
月
氏
は
そ
れ
を
『
出
三
藏
記
集
』
と
『
歷
代
三
寶
紀
』
の
閒
の
頃
と
想
定
す
る
。

な
お
、
ほ
ぼ
同
文
は
同
氏
の
『
佛
敎
經
典
成
立
史
論
』
（
法
藏
館
、
一
九
四
六
年
、
四
四
六
頁
）
に
も
再
錄
さ
れ
た
。
た
だ
こ
こ
で
注
意
を

喚
起
し
て
お
き
た
い
が
、
望
月
說
は
專
ら
經
錄
の
記
載
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
經
文
の
分
析
に
は
何
ら
基
づ
い
て
い
な
い
。
そ

こ
で
本
稿
は
、
經
錄
と
い
う
外
的
證
據
と
は
別
に
、
內
的
證
據
と
し
て
經
文
を
對
象
と
し
た
際
に
、
下
卷
先
行
說
が
成
り
立
つ
か
ど

う
か
、
そ
の
妥
當
性
を
あ
ら
た
め
て
檢
討
し
た
い
。
望
月
說
は
本
經
の
中
國
撰
述
說
と
し
て
夙
に
知
ら
れ
、
そ
の
後
の
多
く
の
學
者

が
望
月
說
を
支
持
補
强
し
て
い
る
が
、
た
だ
し
下
卷
先
行
說
に
つ
い
て
は
望
月
以
後
の
進
展
が
全
く
見
ら
れ
ず
、
こ
れ
を
正
面
か
ら

扱
う
硏
究
を
筆
者
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。

　
經
典
の
文
章
そ
の
も
の
を
對
象
と
し
て
考
察
を
行
う
際
に
あ
ら
か
じ
め
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
經
の
よ

う
な
疑
經
（
僞
經
）
の
場
合
、
內
容
的
な
非
一
貫
性
や
矛
盾
に
着
目
し
て
上
下
兩
卷
が
同
時
成
立
で
あ
る
、
別
時
成
立
で
あ
る
と
斷
定

す
る
こ
と
に
は
、
か
な
り
愼
重
さ
を
要
す
る
こ
と
で
あ
る
。
疑
經
は
イ
ン
ド
の
素
材
を
一
部
に
用
い
な
が
ら
中
國
で
作
成
さ
れ
た
經

典
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
卷
ご
と
あ
る
い
は
章
（
品
）
ご
と
に
辻
褄
の
合
わ
ぬ
所
說
が
あ
っ
た
と
て
、
そ
れ
だ
け
を
根
據
に
成
立
の

別
時
性
を
論
證
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
經
典
の
中
國
に
お
け
る
成
立
當
初
か
ら
不
統
一
を
は
ら
ん
で
い
た
可
能
性

を
も
否
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
內
容
的
矛
盾
と
は
全
く
別
な
點
に
着
目
し
た
い
。
そ
れ
は
思
想
的
な
內
容

と
は
全
く
別
次
元
の
、
語
法
や
語
彙
に
關
わ
る
表
現
で
あ
る
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
上
下
卷
の
同
異
を
窺
わ
し
め
る
よ
う
な
特
徵
や

相
違
が
あ
る
か
ど
う
か
に
注
目
す
る
。
語
法
や
語
彙
に
は
書
き
手
の
個
性
な
い
し
癖
の
如
き
も
の
が
無
自
覺
に
現
れ
る
場
合
が
あ
る

か
ら
、
抽
象
的
な
槪
念
や
高
度
に
テ
ク
ニ
カ
ル
な
佛
敎
術
語
と
は
全
く
別
な
、
助
字
や
何
氣
な
い
書
き
癖
の
よ
う
な
、
內
容
や
論
理

と
は
無
關
係
な
と
こ
ろ
に
兩
卷
の
作
者
の
特
徵
や
個
性
が
出
て
い
る
か
ど
う
か
を
調
べ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
觀
點
か
ら
檢
討
を
加
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え
た
結
果
、
筆
者
は
上
下
兩
卷
の
閒
に
は
い
く
つ
か
の
語
法
や
語
彙
に
お
い
て
顯
著
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
。

よ
り
具
體
的
に
は
、
本
經
の
一
大
特
徵
で
あ
る
「
若
佛
子
」
と
い
う
語
の
意
味
と
そ
の
問
題
、
お
よ
び
そ
れ
以
外
の
語
法
や
語
彙
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
に
こ
れ
ら
二
點
に
卽
し
て
、
上
下
兩
卷
の
相
違
を
精
査
す
る
。

　　
　
　
一
　
「
若
佛
子
」
の
語
例
と
意
味

　　
（
一
）「
若
佛
子
」
の
特
殊
性

　
『
梵
網
經
』
に
は
文
の
冒
頭
に
「
若
佛
子
」
と
い
う
表
現
が
置
か
れ
る
場
合
が
あ
り
、
そ
れ
が
本
經
の
特
徵
の
一
つ
と
な
っ
て
い

る
。
ど
の
版
本
に
基
づ
い
て
議
論
す
る
か
と
も
關
わ
る
が
、
い
ま
假
に
大
正
藏
の
基
で
あ
る
高
麗
版
再
雕
本
に
卽
し
て
數
え
る
な
ら

ば
、
上
卷
の
四
〇
箇
所
、
下
卷
の
五
三
箇
所
に
「
若
佛
子
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
他
經
に
お
い
て
「
若
佛
子
」
が
用
い
ら

れ
る
の
は
極
め
て
稀
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
こ
と
は
大
藏
經
電
子
版
を
檢
索
す
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
若
佛

子
」
は
本
經
特
有
の
表
現
の
一
つ
で
あ
る
。

　
「
若
佛
子
」
は
あ
る
種
の
呼
び
か
け
表
現
で
あ
る
。「
佛
子
」
は
、
佛
陀
が
說
法
の
對
象
と
し
て
語
り
か
け
て
い
る
菩
薩
た
ち
を

「
佛
の
息
子
（
佛
子
）
」
と
呼
び
な
す
表
現
で
あ
る
。
因
み
に
本
經
に
用
い
ら
れ
る
呼
び
か
け
表
現
に
は
こ
の
ほ
か
に
も
「
汝
」「
汝
等
」

「
諸
佛
子
」
等
が
あ
り
、
い
つ
も
必
ず
二
人
稱
と
し
て
「
佛
子
」
な
い
し
「
若
佛
子
」
を
用
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
點
も
留
意
し
て

お
き
た
い
。
ま
た
、
本
經
の
傳
統
的
訓
み
と
し
て
、「
若
」
に
は
「
な
ん
じ
」
と
「
も
し
」
が
あ
る
。

　
「
若
佛
子
」
の
典
型
的
な
例
と
し
て
は
下
卷
の
十
波
羅
夷
（
十
重
戒
）
の
說
の
中
の
第
四
波
羅
夷
が
あ
る
。
原
文
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。
な
お
本
經
下
卷
は
諸
本
に
字
句
の
相
違
が
著
し
く
、
今
は
あ
く
ま
で
便
宜
的
に
高
麗
版
に
從
っ
て
お
く
。

若
佛
子
、
自
妄
語
敎
人
妄
語
、
方
便
妄
語
、
妄
語
因
妄
語
緣
妄
語
法
妄
語
業
。
乃
至
不
見
言
見
、
見
言
不
見
、
身
心
妄
語
。
而
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菩
薩
常
生
正
語
正
見
、
亦
生
一
切
衆
生
正
語
正
見
。
而
反
更
起
一
切
衆
生
邪
語
邪
見
邪
業
者
、
是
菩
薩
波
羅
夷
罪
。

訓
讀
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

若
し
佛
子
、
自
ら
妄
語
し
人
を
敎
て
妄
語
せ
し
め
、
方
便
も
て
妄
語
せ
ば
、
妄
語
の
因
、
妄
語
の
緣
、
妄
語
の
法
、
妄
語
の
業

あ
り
。
乃
至
見
ざ
る
を
ば
見
た
り
と
言
い
、
見
た
る
を
ば
見
ざ
る
と
言
い
、
身
心
に
妄
語
す
。
而
る
に
菩
薩
は
常
に
正
語
と
正

見
を
生
じ
、
亦
た
一
切
衆
生
の
正
語
と
正
見
を
生
ぜ
し
む
。
而
る
に
反
っ
て
更
に
一
切
衆
生
の
邪
語
、
邪
見
、
邪
業
を
起
す
者

は
、
是
れ
菩
薩
の
波
羅
夷
罪
な
り
。

こ
れ
は
十
種
の
波
羅
夷
の
う
ち
第
四
波
羅
夷
の
例
で
あ
り
、
第
二
〜
第
四
は
こ
れ
と
同
じ
形
式
を
と
る
。
た
だ
唯
一
、
書
き
出
し
に

あ
た
る
第
一
波
羅
夷
の
み
は
表
現
が
少
し
異
な
り
、
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

佛
言
、
佛
子
、
若
自
殺
敎
人
殺
、
方
便
讚
歎
殺
、
見
作
隨
喜
、
乃
至
呪
殺
、
殺
因
殺
緣
殺
法
殺
業
。（
以
下
省
略
）

訓
讀
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

佛
言
わ
く
、
佛
子
よ
、
若
し
自
ら
殺
し
人
を
敎
て
殺
さ
し
め
、
方
便
も
て
殺
す
を
讚
歎
し
、
見
て
隨
喜
を
作
し
、
乃
至
呪
も
て

殺
さ
ば
、
殺
の
因
、
殺
の
緣
、
殺
の
法
、
殺
の
業
あ
り
。（
以
下
省
略
）

以
上
に
お
い
て
筆
者
は
「
若
」
を
「
も
し
」
と
訓
じ
た
。
た
だ
し
日
本
に
お
け
る
傳
統
的
解
釋
と
し
て
は
「
若
佛
子
」
を
「な

ん
じ若ら

佛

子
よ
」
と
訓
む
場
合
も
あ
る
。
以
下
に
そ
れ
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
一
、
國
譯
一
切
經
に
『
梵
網
經
』
が
收
め
ら
れ
、
そ
の
訓
讀
は
加
藤
觀
澄
に
よ
る
（
一
九
三
〇
年
）
。
そ
の
な
か
で
「
若
」
に
は
二

種
の
訓
讀
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
加
藤
は
第
一
波
羅
夷
の
「
若
佛
子
」
を
「

な
ん若

ぢ
佛
子
」、「
若
自
殺
」
以
下
を
「

も
し若

は
自
ら

殺
し
」
云
々
と
訓
讀
す
る
。

　
二
、
國
譯
一
切
經
に
は
「
若
佛
子
」
の
別
の
訓
讀
を
示
す
も
の
も
あ
る
。
律
疏
部
二
に
智
顗
『
菩
薩
戒
義
疏
』
が
收
め
ら
れ
、
訓
讀

は
藤
本
智
董
に
よ
る
（
一
九
三
八
年
）
。
智
顗
の
『
菩
薩
戒
義
疏
』
は
『
梵
網
經
』
に
對
す
る
注
釋
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
本
注
釋
か
ら
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經
文
の
訓
讀
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
藤
本
は
「
若
」
を
「
も
し
」
に
統
一
し
て
訓
讀
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
若

佛
子
」
は
「
若
し
佛
子
、」
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
に
腳
注
を
付
し
、「
若
を
汝
と
訓
む
も
の
あ
れ
ど
不
可
な
り
」
と
敢
え
て
明
記
し

て
い
る
の
は
興
味
深
い
（
二
一
〇
頁
腳
注
八
）
。
ま
た
第
一
波
羅
夷
の
「
若
自
殺
」
以
下
の
訓
讀
は
「
若
し
自
ら
殺
し
」
云
々
で
あ
り
、

四
波
羅
夷
を
通
じ
て
「
若
」
を
「
も
し
」
と
訓
じ
て
い
る
。

　
三
、
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
大
野
法
道
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
訓
讀
が
同
氏
『
涅
槃
經
・
遺
敎
經
・
梵
網
經
講
義
』
に
あ
る
（
東
方
書
院
、
一

九
三
三
年
。
名
著
出
版
よ
り
一
九
八
六
年
に
復
刊
）
。
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
大
野
の
訓
讀
に
は
統
一
が
な
い
。
第
一
波
羅
夷
に
つ
い

て
彼
は
【
和
譯
】
と
い
う
項
で
「ほ

と
け佛のの
た
ま言は

く
、

ぶ
つ
し

佛
子

も
し若

はみ
ず
か自ら
こ
ろ殺

し
、」
云
々
と
訓
讀
す
る
（
三
八
六
頁
）
。
そ
し
て
【
講
說
】
と
い

う
項
で
そ
れ
を
解
說
し
て
、「
若
し
自
ら
殺
し
よ
り
乃
至
呪
し
て
殺
さ
ば
ま
で
は
」
云
々
と
述
べ
る
。
一
方
、
第
二
波
羅
夷
に
つ
い
て

は
【
和
譯
】
す
な
わ
ち
訓
讀
は
「

な
ん
ぢ
ぶ
つ
し

若
佛
子
、み

ず
か自ら
ぬ
す盜

み
」
云
々
で
あ
り
（
三
八
九
頁
）
、
そ
の
【
講
說
】
す
な
わ
ち
解
說
は
「
若
し
佛

子
に
し
て
自
ら
盜
み
」
云
々
と
な
っ
て
い
る
。「
な
ん
じ
」
と
訓
じ
て
「
も
し
」
と
解
說
す
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
が
故
意
に

な
さ
れ
て
い
る
の
か
、
單
に
無
自
覺
的
な
不
統
一
な
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

　
四
、
石
田
瑞
麿
『
梵
網
經
』
（
大
藏
出
版
、
一
九
七
一
年
初
版
）
は
、「
若
」
の
訓
み
を
「
な
ん
じ
」
に
統
一
す
る
。
た
と
え
ば
「
若
佛

子
」
は
「な

ん
じ若佛

子
」
で
あ
り
、「
若
自
殺
」
云
々
の
訓
讀
は
「な

ん
じ若自

ら
殺
し
」
云
々
で
あ
る
。

　
以
上
、
國
譯
一
切
經
に
含
ま
れ
る
二
種
の
訓
讀
な
ら
び
に
、『
梵
網
經
』
硏
究
を
代
表
す
る
二
人
の
硏
究
者
の
訓
讀
を
見
た
。
四
人

は
い
ず
れ
も
僧
侶
で
あ
り
、
所
屬
す
る
宗
派
が
異
な
る
。
す
な
わ
ち
一
の
加
藤
は
天
台
宗
、
二
の
藤
本
は
日
蓮
宗
、
三
の
大
野
は
淨

土
宗
、
四
の
石
田
は
淨
土
眞
宗
本
願
寺
派
で
あ
る
。
四
人
の
所
屬
が
そ
れ
ぞ
れ
別
な
の
は
興
味
深
い
が
、
殘
念
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

の
訓
讀
が
宗
派
ご
と
の
傳
統
的
解
釋
を
忠
實
に
反
映
し
た
結
果
な
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
筆
者
に
は
判
斷
が
つ
か
な
い
。

　
さ
ら
に
現
代
の
臺
灣
に
お
け
る
解
說
も
紹
介
し
て
お
こ
う
。
演
培
法
師
釋
・
釋
能
度
記
『
梵
網
經
菩
薩
戒
本
講
記
、
附
：
八
關
齋

十
講
』
（
臺
北
：
天
華
出
版
、
一
九
八
九
年
）
は
、
初
版
一
九
七
八
年
の
再
版
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
「
若
佛
子
」
の
「
若
」
は
「
若
是
」
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あ
る
い
は
「
若
果
」
に
置
き
か
え
て
現
代
中
國
語
で
解
說
さ
れ
て
い
る（

２
）。

こ
こ
か
ら
「
若
」
が
假
定
な
い
し
條
件
の
意
味
で
理
解
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
（
二
）
上
下
卷
に
お
け
る
「
若
佛
子
」
の
用
例
　

　
以
上
、
現
代
に
お
け
る
「
若
佛
子
」
の
解
釋
を
五
種
確
認
し
た
が
、
で
は
テ
キ
ス
ト
自
體
は
「
若
佛
子
」
に
つ
い
て
何
を
語
っ
て

い
る
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
點
を
考
え
る
た
め
に
、
上
卷
と
下
卷
の
用
例
を
そ
れ
ぞ
れ
示
そ
う
。
ま
ず
上
卷
に
お
け
る
「
若
佛
子
」

の
例
を
高
麗
版
（
＝
大
正
藏
本
文
）
を
用
い
て
示
す
。
上
卷
の
四
十
箇
所
に
わ
た
る
「
若
佛
子
」
を
そ
れ
ぞ
れ
①
②
等
と
番
號
で
示

す
。
な
お
紙
面
を
節
約
し
、
不
要
な
煩
を
避
け
る
た
め
、
以
下
に
は
代
表
的
な
例
の
み
を
示
し
、
他
は
割
愛
す
る
こ
と
と
す
る
。「
麗
」

は
高
麗
版
再
雕
本
、「
開
」
は
南
宋
・
開
元
寺
版
（
大
正
藏
腳
注
「
宮
」）
、「
思
」
は
南
宋
・
思
溪
藏
版
（
大
正
藏
腳
注
「
宋
」）
を
示
す
。

①
麗
：
若
佛
子
、
捨
心
者
、
一
切
捨
。
國
土
城
邑
田
宅
金
銀
明
珠
男
女
己
身
、
有
爲
諸
物
一
切
捨
。
…
…

〔
①
開
・
思
等
：
若
佛
子
、
一
切
捨
、
國
土
城
邑
田
宅
金
銀
明
珠
男
女
己
身
、
有
爲
諸
物
一
切
捨
。
…
…
〕

②
麗
：
若
佛
子
、
戒
心
者
、
非
非
戒
無
受
者
。
十
善
戒
無
師
說
法
。
…
…

〔
②
開
・
思
等
：
若
佛
子
、
戒
非
非
戒
無
受
者
。
十
善
戒
無
師
說
法
。
…
…
〕

③
麗
：
若
佛
子
、
忍
心
者
、
有
無
相
慧
體
性
、
一
切
空
空
忍
一
切
處
忍
、
…
…

〔
③
開
・
思
等
：
若
佛
子
、
忍
有
無
相
慧
體
性
。
一
切
空
空
忍
一
切
處
忍
、
…
…
〕

④
麗
：
若
佛
子
、
進
心
者
、
若
四
威
儀
一
切
時
行
、
伏
空
假
、
會
法
性
、
登
無
生
山
、
…
…

〔
④
開
・
思
：
若
佛
子
、
若
四
威
儀
一
切
時
行
、
伏
空
假
、
會
法
性
、
登
無
生
山
、
…
…
〕

⑤
麗
：
若
佛
子
、
定
心
者
、
寂
滅
無
相
。
無
相
人
、
爾
時
入
內
空
、
値
道
心
衆
生
、
…
…

〔
⑤
開
・
思
等
：
若
佛
子
、
寂
滅
無
相
、
無
相
人
、
爾
時
入
內
空
、
値
道
心
衆
生
、
…
…
〕
　
（
以
上
、
大
正
二
四
、
九
九
八
上
―
中
）
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（
…
…
中
略
…
…
）

38
若
佛
子
、
菩
提
薩
埵
佛
吼
體
性
地
、
入
法
王
位
三
昧
、
其
智
如
佛
。
…
…
（
一
〇
〇
二
中
）
〔
諸
本
一
致
〕

39
若
佛
子
、
菩
提
薩
埵
佛
花
嚴
體
性
地
、
以
佛
威
儀
如
來
三
昧
自
在
王
王
定
、
出
入
無
時
、
…
…
（
一
〇
〇
二
中
）
〔
諸
本
一
致
〕

40
若
佛
子
、
菩
提
薩
埵
入
佛
界
體
性
地
、
其
大
慧
空
、
空
復
空
空
復
空
、
如
虛
空
性
。
…
…
（
一
〇
〇
二
下
）
〔
諸
本
一
致
〕

　
以
上
の
例
か
ら
分
か
る
こ
と
は
何
か
。
上
記
の
例
が
す
べ
て
例
外
な
く
、
呼
び
か
け
的
な
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
後
續

文
の
主
語
と
し
て
解
釋
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
ぞ
れ
高
麗
版
に
從
う
に
せ
よ
、
開
元
寺
版
等
の
別

の
版
に
從
う
に
せ
よ
、「
若
佛
子
」
の
直
後
に
は
體
言
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
價
値
の
語
が
置
か
れ
、
そ
の
體
言
が
文
の
主
語
と
な
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
「
若
佛
子
」
は
「
佛
子
よ
」
と
い
う
呼
び
か
け
的
な
意
味
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、「
佛
子
は
」
と
い
う
形
で
主
語
と

な
っ
て
い
る
と
は
解
釋
で
き
な
い
。
さ
ら
に
「
若
」
を
假
定
や
條
件
の
意
味
に
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
次
に
下
卷
に
お
け
る
「
若
佛
子
」
の
例
を
み
る
。
下
卷
に
は
本
經
の
最
大
の
特
徵
で
あ
る
所
謂
「
十
重
四
十
八
輕
戒
」
が
說
か
れ
、

そ
の
都
合
五
十
八
の
條
目
に
つ
い
て
、「
若
佛
子
」
が
五
三
箇
所
、「
佛
言
、（
若
）
佛
子
」
が
五
箇
所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
第
一
波
羅
夷
の
表
現
は
す
で
に
紹
介
し
た
が
、「
若
佛
子
」
の
登
場
す
る
形
式
を
確
認
す
る
た
め
に
、
改
め
て
第
一
波
羅
夷
の
原
文

と
、
そ
れ
に
續
く
第
二
波
羅
夷
の
原
文
と
を
あ
わ
せ
て
、
高
麗
版
に
從
っ
て
揭
げ
よ
う（

３
）。

佛
言
、
佛
子
、
若
自
殺
敎
人
殺
、
方
便
讚
歎
殺
、
見
作
隨
喜
、
乃
至
呪
殺
、
殺
因
・
殺
緣
・
殺
法
・
殺
業
。
乃
至
一
切
有
命
者
、

不
得
故
殺
。
是
菩
薩
應
起
常
住
慈
悲
心
・
孝
順
心
、
方
便
救
護
一
切
衆
生
。
而
自
恣
心
快
意
殺
生
者
、
是
菩
薩
波
羅
夷
罪
。〔
以

上
、
第
一
波
羅
夷
〕

若
佛
子
、
自
盜
敎
人
盜
、
方
便
盜
、
盜
因
・
盜
緣
・
盜
法
・
盜
業
、
呪
盜
乃
至
鬼
神
有
主
劫
賊
物
、
一
切
財
物
一
針
一
草
不
得

故
盜
。
而
菩
薩
應
生
佛
性
孝
順
慈
悲
心
、
常
助
一
切
人
、
生
福
生
樂
。
而
反
更
盜
人
財
物
者
、
是
菩
薩
波
羅
夷
罪
。
（
一
〇
〇
四

中
）
〔
以
上
、
第
二
波
羅
夷
〕
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こ
れ
以
下
に
五
十
六
項
目
が
續
く
が
、
そ
こ
に
は
、
あ
る
一
つ
の
一
貫
し
た
特
徵
が
あ
る
。
そ
れ
は
以
下
の
如
き
下
卷
各
項
目
の
書

き
出
し
の
文
言
を
一
覽
す
る
だ
け
で
も
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。「
佛
言
、（
若
）
佛
子
」
と
「
若
佛
子
」
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

佛
言
、
佛
子
、
若
自
殺
敎
人
殺
、
…
…
〔
第
一
波
羅
夷
〕

若
佛
子
、
自
盜
敎
人
盜
、
…
…
〔
第
二
波
羅
夷
〕

若
佛
子
、
自
婬
敎
人
婬
、
…
…
〔
第
三
波
羅
夷
〕

若
佛
子
、
自
妄
語
敎
人
妄
語
、
…
…
〔
第
四
波
羅
夷
〕

若
佛
子
、
自
酤
酒
敎
人
酤
酒
、
…
…
〔
第
五
波
羅
夷
〕

若
佛
子
、
自
說
出
家
在
家
菩
薩
比
丘
比
丘
尼
罪
過
、
敎
人
說
罪
過
、
…
…
〔
第
六
波
羅
夷
〕

若
佛
子
、
自
讚
毀
他
、
亦
敎
人
自
讚
毀
他
、
…
…
〔
第
七
波
羅
夷
〕

若
佛
子
、
自
慳
敎
人
慳
、
…
…
〔
第
八
波
羅
夷
〕

若
佛
子
、
自
瞋
敎
人
瞋
、
…
…
〔
第
九
波
羅
夷
〕

若
佛
子
、
自
謗
三
寶
、
敎
人
謗
三
寶
、
…
…
〔
第
十
波
羅
夷
〕

佛
言
、
若
佛
子
、
欲
受
國
王
位
時
、
受
轉
輪
王
位
時
、
百
官
受
位
時
、
應
先
受
菩
薩
戒
。
…
…
〔
第
一
輕
戒
〕

若
佛
子
、
故
飮
酒
而
生
酒
過
失
無
量
、
…
…
〔
第
二
輕
戒
〕

若
佛
子
、
故
⻝
肉
、
一
切
肉
不
得
⻝
、
…
…
〔
第
三
輕
戒
〕

若
佛
子
、
不
得
⻝
五
辛
、
…
…
〔
第
四
輕
戒
〕

若
佛
子
、
見
一
切
衆
生
犯
八
戒
五
戒
十
戒
、
毀
禁
七
逆
八
難
一
切
犯
戒
罪
、
應
敎
懺
悔
、
…
…
〔
第
五
輕
戒
〕

（
…
…
以
下
省
略
…
…
）

こ
こ
か
ら
分
か
る
こ
と
は
何
か
。
先
に
確
認
し
た
上
卷
の
場
合
、「
若
佛
子
」
は
文
の
主
語
と
は
な
り
得
ず
、
主
語
は
「
若
佛
子
」
の
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直
後
に
置
か
れ
て
い
た
。
他
方
、
下
卷
の
場
合
、
右
の
一
覽
か
ら
容
易
に
分
か
る
よ
う
に
、「
若
佛
子
」
に
後
續
す
る
の
は
體
言
で
は

な
い
。
動
詞
・
助
動
詞
な
ど
の
用
言
ま
た
は
副
詞
・
接
續
詞
が
續
き
、「
若
佛
子
」
の
直
後
に
體
言
が
置
か
れ
る
こ
と
は
全
く
な
い
。

そ
し
て
「
若
佛
子
」
の
「
佛
子
」
は
文
の
主
語
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、「
若
」
を
ど
の
よ
う
に
理

解
す
る
か
は
上
記
の
原
文
列
記
だ
け
か
ら
で
は
判
然
と
し
な
い
。
結
論
を
先
取
す
る
な
ら
ば
、
下
卷
の
「
若
佛
子
」
に
お
け
る
「
若
」

に
は
假
定
や
條
件
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
解
釋
可
能
な
場
合
も
あ
る
が
、
他
方
、
そ
の
よ
う
に
限
定
で
き
な
い
場
合
や
限
定
す
べ

き
で
な
い
も
の
も
確
か
に
存
在
す
る
と
言
え
る
か
と
思
う
。
し
か
し
こ
の
點
は
さ
ら
に
檢
討
を
要
す
る
た
め
、
今
は
斷
定
を
避
け
て

お
き
た
い
。

　
上
卷
の
「
若
佛
子
」
の
「
佛
子
」
は
文
の
主
語
に
な
り
得
ず
、
他
方
、
下
卷
の
「
若
佛
子
」
の
「
佛
子
」
は
そ
の
直
後
に
置
か
れ
る

語
の
主
語
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
相
違
は
偶
然
の
結
果
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
に
は
そ
う
は
思
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
同
じ
語
句

が
全
く
別
の
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
看
過
す
べ
か

ら
ざ
る
語
法
上
の
相
違
で
あ
ろ
う
。

　
（
三
）「
若
佛
子
」
に
對
す
る
諸
注
釋

　
こ
こ
で
本
經
の
「
若
佛
子
」
を
後
代
の
注
釋
家
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
か
を
み
て
お
こ
う
。
現
存
す
る
最
古
の
注
釋
は
隋

の
智
顗
說
・
灌
頂
記
『
菩
薩
戒
義
疏
』
卷
下
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
次
の
說
明
が
あ
る
。

文
爲
三
別
。
先
標
人
謂
「
若
佛
子
」
、
標
人
謂
「
若
佛
子
」、
第
二
序
事
、
謂
中
閒
所
列
、
三
結
罪
名
波
羅
夷
。
（
大
正
四
〇
、
五

七
一
中
）

文
は
三
別
を
爲
す
。
先
に
人
を

し
め標

し
て
「
若
佛
子
」
と
謂
い
、
人
を

し
め標

し
て
「
若
佛
子
」
と
謂
い
、
第
二
は
事
を
序
し
、
中
閒

に
列
な
る
所
を
謂
い
、
三
は
罪
を
結
し
て
波
羅
夷
と
名
づ
く
。
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
若
佛
子
」
全
體
が
人
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
と
智
顗
は
理
解
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　
次
に
唐
の
明
曠
『
天
台
菩
薩
戒
疏
』
卷
上
を
み
て
み
よ
う
。

一
一
戒
中
、
通
具
三
意
。
初
制
止
惡
、
次
制
行
善
、
三
擧
過
結
犯
。
初
文
又
三
。
初
標
人
列
於
殺
事
、
次
「
因
」
下
列
成
殺
業
、

三
「
乃
至
」
下
擧
輕
況
重
。
初
言
「
若
佛
子
」者
、通
指
之
辭
。
謂
發
菩
提
心
、
受
菩
薩
戒
、
從
佛
法
生
、通
名
佛
子
。「
若
自
殺
」

下
列
殺
事
、
五
句
不
同
。
…
…
（
大
正
四
〇
、
五
八
七
下
―
五
八
八
上
）

一
一
の
戒
中
、
通
じ
て
三
意
を
具
す
。
初
め
に
惡
を
止
む
る
こ
と
を
制
し
、
次
に
善
を
行
う
こ
と
を
制
し
、
三
に
過
ち
を
擧
げ

て
犯
を
結
す
。
初
文
に
又
た
三
あ
り
。
初
め
に
人
を
標
し
て
殺
事
を

つ
ら列

ね
、
次
に
「
因
」
よ
り
下
は
殺
す
を
成
す
の
業
を
列
ね
、

三
に
「
乃
至
」
よ
り
下
は
輕
き
を
擧
げ
て
重
き
を

た
と況

う
。
初
め
に
「
若
佛
子
」
と
言
う
者
は
、通
指
の
辭
な
り
。
謂
わ
く
、
菩
提

心
を
發
し
、
菩
薩
戒
を
受
け
、
佛
法

よ從
り
生
ず
る
も
の
を
通
じ
て
佛
子
と
名
づ
く
。「
若
自
殺
」
よ
り
下
は
殺
事
を
列
ね
、
五
句

不
同
な
り
。
…
…

こ
れ
に
よ
る
な
ら
ば
、「
若
佛
子
」
は
「
通
指
の
辭
」
す
な
わ
ち
、
佛
子
と
呼
ぶ
べ
き
人
々
を
總
稱
す
る
語
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、

「
佛
子
」
は
特
定
の
誰
か
を
指
す
の
で
は
な
く
、「
お
よ
そ
佛
子
た
る
者
は
す
べ
て
」
と
い
う
含
意
が
あ
る
旨
を
吿
げ
る
說
明
と
理
解

し
て
よ
か
ろ
う
。

　
次
に
更
に
時
代
を
下
り
、
宋
の
與
咸
（
一
一
六
三
年
沒
）
『
梵
網
菩
薩
戒
經
疏
註
』
卷
四
の
說
明
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

有
本
云
「
佛
言
佛
子
」。
…
…
今
據
大
師
疏
文
、
旣
云
「
謂
若
佛
子
」、
故
此
爲
正
。
一
一
皆
云
「
若
」者
、
『
篇
韻
』
訓
汝
也
、

如
也
。
今
對
吿
之
人
、
佛
欲
與
之
說
其
戒
法
、
必
先
提
起
是
人
、
令
其
聳
聽
、
當
爲
汝
說
、
應
訓
汝
也
。
餘
之
「
若
」
字
如
云

「
若
受
菩
薩
戒
」
等
、
卽
應
訓
如
也
。
（
續
藏
一
、
五
九
、
三
、
二
六
九
裏
下
）

佛
言
佛
子
と
云
う
本
有
り
。
…
…
今
、
大
師
の
疏
文
に
據
る
に
、
旣
に
「
謂
若
佛
子
（
若
佛
子
と
謂
う
）」
と
云
え
り
、
故
に
此

を
正
と
爲
す
。
一
一
の
皆
な
「
若
」
と
云
う
者
は
、
『
篇
韻
』
の
訓
は
汝
な
り
、
如
な
り
。
今
、
對
吿
の
人
は
、
佛
之
れ
が
與
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に
其
の
戒
法
を
說
か
ん
と
欲
す
る
に
、
必
ず
先
に
是
の
人
を
提
起
し
、
其
れ
を
し
て
聳
て
て
聽
か
し
め
、
當
に
汝
が
爲
に
說
く

べ
し
と
す
れ
ば
、
應
に
「な

ん
じ汝」

と
訓
ず
べ
き
な
り
。
餘
の
「
若
」
字
の
「
若
受
菩
薩
戒
（
若
し
菩
薩
戒
を
受
く
れ
ば
）」
等
と
云

う
が
如
き
は
、
卽
ち
應
に
「

も
し如

」
と
訓
ず
べ
き
な
り
。

與
咸
の
注
釋
に
は
い
く
つ
か
の
注
目
す
べ
き
點
が
あ
る
。
特
に
二
點
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
彼
の
時
代
に
通
行
し
て
い

た
テ
キ
ス
ト
に
は
第
一
波
羅
夷
の
冒
頭
が
「
佛
言
佛
子
」
か
ら
始
ま
る
も
の
が
あ
っ
た
が
、
與
咸
は
智
顗
の
注
釋
の
基
づ
い
た
テ
キ

ス
ト
が
そ
う
で
は
な
く
「
若
佛
子
」
で
あ
る
こ
と
を
根
據
に
、
本
來
の
テ
キ
ス
ト
は
「
若
佛
子
」
で
あ
る
に
違
い
な
い
と
推
定
す
る
。

第
二
に
、『
篇
韻
』
す
な
わ
ち
『
玉
篇
』
や
『
廣
韻
』
に
よ
れ
ば
、「
若
」
は
「な

ん
じ汝」

（
二
人
稱
）
と
訓
ず
べ
き
場
合
と
、「

も
し如

」
（
假
定
・

條
件
）
と
訓
ず
べ
き
場
合
と
が
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
『
梵
網
經
』
の
場
合
は
、「
若
佛
子
」
の
「
若
」
は
汝
の
意
味
で
あ
り
、「
若
佛

子
」
以
外
に
用
い
ら
れ
る
「
若
受
菩
薩
戒
」
な
ど
の
「
若
」
は
「

も
し如

」
の
意
味
で
理
解
せ
よ
と
與
咸
は
說
く
。
我
々
は
こ
こ
に
「
若
佛

子
」
を
「な

ん
じ若ら

佛
子
よ
」
と
訓
讀
す
る
傳
統
的
根
據
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
さ
ら
に
時
代
が
下
る
が
、
明
の
弘
贊
『
梵
網
經
菩
薩
戒
略
疏
』
卷
三
の
說
明
も
み
て
お
く
。

佛
言
、
若
佛
子
、
若
自
殺
敎
人
殺
、
方
便
殺
、
讚
歎
殺
、
見
作
隨
喜
、
乃
至
呪
殺
。

「
若
」
是
設
況
之
詞
。
一
本
無
「
若
」
字
。
卽
是
的
指
一
人
非
也
。
（
續
藏
一
、
六
〇
、
五
、
四
〇
一
裏
上
）

佛
言
わ
く
、
若
佛
子
、
若
し
自
ら
殺
し
人
を
敎
て
殺
さ
し
め
、
方
便
も
て
殺
し
、
殺
す
を
讚
歎
し
、
見
て
隨
喜
を
作
し
、
乃
至

呪
も
て
殺
す
。

「
若
」
は
是
れ
設
況
の
詞
な
り
。
一
本
に
「
若
」
の
字
無
し
。
卽
ち
是
れ
一
人
を
的
指
す
と
す
る
は
非
な
り
。

弘
贊
に
よ
れ
ば
、「
若
佛
子
」
の
「
若
」
は
「
設
況
」
す
な
わ
ち
狀
況
（
假
定
・
條
件
）
を
設
定
す
る
機
能
を
果
た
す
語
で
あ
る
。
そ
し

て
「
佛
言
わ
く
、
佛
子
よ
」
と
「
若
」
を
用
い
な
い
テ
キ
ス
ト
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
弘
贊
の
用
い
た
本
が
「
佛
言
若
佛
子
」
と

い
う
表
現
を
と
っ
て
い
た
事
實
は
興
味
深
い
。
ま
た
そ
れ
は
、
あ
る
特
定
の
一
人
を
指
し
示
す
語
で
は
な
く
、
總
稱
で
あ
る
と
す
る
。
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（
四
）「
若
」
の
解
釋

　
以
上
の
注
釋
に
基
づ
き
、
以
下
に
問
題
點
を
指
摘
し
て
み
よ
う
。
最
初
に
下
卷
に
お
け
る
「
若
佛
子
」
の
意
味
を
と
り
あ
げ
る
。
さ

し
あ
た
り
問
題
點
と
し
て
提
起
し
た
い
の
は
、
下
卷
の
「
若
佛
子
」
は
果
た
し
て
本
當
に
「
汝
」
と
い
う
意
味
か
と
い
う
點
で
あ
る
。

上
に
見
た
よ
う
に
、
た
し
か
に
宋
の
與
咸
『
梵
網
菩
薩
戒
經
疏
註
』
は
「
若
佛
子
」
の
「
若
」
を
「
汝
」
と
同
じ
意
味
で
あ
る
と
明

言
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
與
咸
の
說
明
を
離
れ
て
『
梵
網
經
』
の
語
法
を
虛
心
に
調
べ
る
と
き
、
こ
の
說
は
問
題
な
し
と
し
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
本
經
に
は
二
人
稱
を
「
汝
」
と
す
る
例
が
複
數
あ
り
、
そ
し
て
「
若
」
と
「
汝
」
は
意
味
的
區
別
の
上
に
使
い
分
け
ら

れ
て
い
る
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
例
に
お
け
る
「
若
」
と
「
汝
」
の
用
例
に
注

目
し
た
い
。

若
佛
子
、
常
起
大
悲
心
。
若
入
一
切
城
邑
舍
宅
、
見
一
切
衆
生
、
應
當
唱
言
、「
汝
等
衆
生
盡
應
受
三
歸
十
戒
」。
若
見
牛
馬
猪

羊
一
切
畜
生
、
應
心
念
口
言
、「
汝
是
畜
生
發
菩
提
心
」。
而
菩
薩
入
一
切
處
山
林
川
野
、
皆
使
一
切
衆
生
發
菩
提
心
。
是
菩
薩

若
不
敎
化
衆
生
者
、
犯
輕
垢
罪
。
（
一
〇
〇
九
上
―
中
）

以
上
の
訓
讀
は
割
愛
す
る
が
、
最
初
の
「
若
佛
子
」
は
「
佛
子
た
る
も
の
、
常
に
大
悲
の
心
を
起
こ
す
の
だ
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
次
に
傍
線
を
付
し
た
二
箇
所
の
「
若
」（
若
入
…
…
、
若
見
…
…
）
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
の
「
應
＋
動
詞
」
と
い
う
表
現
と

呼
應
し
、
假
定
・
條
件
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
「
な
ん
じ
」
と
讀
む
こ
と
は
殆
ど
不
可
能
で
あ
る
。
最
後
の
「
若
」
も
同
樣
で

あ
る
。
そ
し
て
次
に
傍
線
を
付
し
た
「
汝
等
」
と
「
汝
は
是
れ
」
は
と
も
に
二
人
稱
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
右
の
一
節
に
お

い
て
「
若
佛
子
」
以
外
の
「
若
」
は
假
定
・
條
件
の
意
味
で
あ
っ
て
「
汝
」
と
同
義
と
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
も

し
假
に
「
若
佛
子
」
の
場
合
に
の
み
「
若
」
を
「
汝
」
の
意
味
に
解
す
る
な
ら
ば
、
文
章
表
現
の
流
れ
上
、
極
め
て
不
自
然
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
本
經
に
お
け
る
二
人
稱
を
示
す
の
は
「
汝
」
だ
け
で
あ
る
と
限
定
す
る
の
は
問
題
で
あ
ろ
う
が（

４
）、

そ
う
で
は
あ
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れ
、
も
し
右
に
示
し
た
よ
う
に
理
解
し
て
よ
い
な
ら
ば
、「
若
佛
子
」
の
「
若
」
を
「
汝
」
と
同
じ
意
味
で
あ
っ
て
、
二
人
稱
を
示
す

と
解
釋
す
る
こ
と
に
は
困
難
が
伴
う
。
そ
れ
故
、
與
咸
『
梵
網
菩
薩
戒
經
疏
註
』
の
解
釋
に
全
面
的
に
與
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
し
か
し
こ
の
こ
と
は
「
若
」
が
い
つ
も
必
ず
「
も
し
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
の
歸
結
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
下
卷
に
は
「
若
」
以

下
を
條
件
節
と
解
釋
で
き
な
い
例
が
確
實
に
あ
る
。
た
と
え
ば
「
若
佛
子
、
不
得
⻝
五
辛
、
…
…
」
（
第
四
輕
戒
、
一
〇
〇
五
上
）
が
そ

う
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、「
も
し
佛
子
な
ら
ば
、（
君
た
ち
は
）
五
辛
を
⻝
し
て
は
な
ら
ぬ
」、「
佛
子
よ
、（
君
た
ち
は
）
五
辛
を
⻝

し
て
は
な
ら
ぬ
」、「
佛
子
た
る
も
の
、
五
辛
を
⻝
し
て
は
な
ら
ぬ
」
と
い
っ
た
意
味
に
理
解
す
べ
き
で
あ
り
、「
も
し
佛
子
が
五
辛
を

⻝
し
て
は
い
け
な
い
な
ら
ば
、
…
…
」
と
次
に
續
く
條
件
說
と
解
釋
す
る
こ
と
は
、
文
脈
上
、
全
く
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に

も
「
若
佛
子
、
不
得
〜
」
の
形
式
を
と
る
事
例
は
本
經
中
に
複
數
あ
る
。

　
第
三
の
視
點
は
「
若
佛
子
」
と
「
佛
言
佛
子
（
佛
言
わ
く
、
佛
子
よ
、）」
と
の
關
係
で
あ
る
。
先
の
注
釋
に
觸
れ
ら
れ
て
い
た
通

り
、
天
台
智
顗
の
參
照
し
た
テ
キ
ス
ト
な
ど
、「
佛
言
佛
子
」
を
「
若
佛
子
」
に
、
あ
る
い
は
ま
た
「
佛
言
若
佛
子
」
に
作
る
テ
キ
ス

ト
が
あ
っ
た
こ
と
は
、「
若
」
の
付
く
場
合
と
付
か
な
い
場
合
の
閒
に
、
文
章
構
造
の
解
釋
に
關
わ
る
よ
う
な
深
刻
な
意
味
的
相
違
は

存
在
し
な
い
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
。
こ
れ
を
傍
證
す
る
材
料
と
し
て
、
次
の
二
表
現
が
あ
る
。

佛
言
、
佛
子
、
不
得
以
瞋
報
瞋
以
打
報
打
。
（
第
二
十
一
輕
戒
、
一
〇
〇
六
中
）

若
佛
子
、
不
得
畜
一
切
刀
杖
箭
鉾
斧
鬪
戰
之
具
。
（
第
十
輕
戒
、
一
〇
〇
五
下
）

こ
れ
ら
は
本
經
下
卷
に
あ
ら
わ
れ
る
別
個
の
文
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
「
佛
子
」
の
直
後
に
「
不
得
（
こ
れ
こ
れ
を
し
て
は
い
け
な

い
）」
が
續
く
例
で
あ
り
、「
若
」
の
有
無
が
文
意
に
深
刻
な
相
違
を
生
じ
る
わ
け
で
な
い
こ
と
を
傍
證
す
る
。
敢
え
て
極
論
す
る
な

ら
ば
、
右
の
例
に
お
い
て
「
若
佛
子
」
の
「
若
」
は
、
あ
っ
て
も
な
く
て
も
大
意
は
同
じ
な
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
次
の
例
も
示
し
て
お
こ
う
。「
佛
子
」
を
後
續
す
る
文
の
主
語
と
は
と
り
に
く
い
例
で
あ
る
。

佛
言
、
佛
子
、
佛
滅
度
後
於
惡
世
中
、
若
見
外
道
一
切
惡
人
劫
賊
賣
佛
菩
薩
父
母
形
像
、
販
賣
經
律
、
販
賣
比
丘
比
丘
尼
亦
賣
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發
心
菩
薩
道
人
、
或
爲
官
使
、
與
一
切
人
作
奴
婢
者
、
而
菩
薩
見
是
事
已
、
應
生
慈
心
、
方
便
救
護
、
處
處
敎
化
、
取
物
贖
佛

菩
薩
形
像
、
及
比
丘
比
丘
尼
發
心
菩
薩
一
切
經
律
。
若
不
贖
者
、
犯
輕
垢
罪
。
（
一
〇
〇
七
中
）

こ
こ
で
「
佛
子
」
の
直
後
に
置
か
れ
る
の
が
「
佛
滅
度
後
於
惡
世
中
、
若
見
外
道
…
…
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
佛

子
」
を
單
純
に
主
語
と
み
な
す
こ
と
は
難
し
い
。
む
し
ろ
「
佛
子
よ
」
と
い
う
呼
び
か
け
（vocative

）
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
佛
子

よ
、
汝
ら
は
…
…
」
と
い
う
呼
び
か
け
の
意
味
を
含
む
主
語
と
し
て
機
能
す
る
と
解
釋
す
べ
き
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
呼
び
か

け
的
價
値
は
否
定
で
き
ま
い
。
ち
な
み
に
右
の
場
合
、「
若
見
外
道
」
云
々
の
「
若
」
は
條
件
・
假
定
を
示
す
「
も
し
」（
如
）
で
あ
っ

て
、「
な
ん
じ
」（
汝
）
と
讀
む
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
「
若
佛
子
」
の
意
味
を
巡
る
別
の
視
點
と
し
て
、
第
四
に
、
ペ
リ
オ
將
來
敦
煌
寫
本
二
一
九
六
番
『
出
家
人
受
菩
薩
戒
法
』
に
お

け
る
『
梵
網
經
』
の
文
章
表
現
が
あ
る
。
旣
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
天
監
十
八
年
（
五
一
九
）
に
梁
の
武
帝
の
命
に

よ
っ
て
敕
寫
さ
れ
た
こ
と
が
奧
書
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
現
存
す
る
の
は
卷
一
の
み
で
あ
る
。
そ
の
卷
一
の
末
尾
に
戒
律
條
項
を
列

記
す
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
『
梵
網
經
』
の
引
用
で
あ
る
と
言
明
こ
そ
さ
れ
て
い
な
い
が
、
內
容
的
に
は
『
梵
網
經
』
の
ほ
ぼ
忠

實
な
引
用
で
あ
る（

５
）。

た
だ
興
味
深
い
こ
と
に
、
同
經
を
ふ
ま
え
つ
つ
も
、「
若
佛
子
」
に
關
係
す
る
箇
所
の
表
現
が
一
部
變
更
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
次
の
通
り
で
あ
る
。

『
梵
網
經
』
下
卷

『
出
家
人
受
菩
薩
戒
法
』
に
お
け
る
言
い
換
え

　
佛
子
、
若
自
殺
敎
人
殺
…
…

　
菩
薩
若
自
殺
敎
人
殺
…
…

　
若
佛
子
、
自
盜
敎
人
盜
…
…

　
菩
薩
若
自
盜
敎
人
盜
…
…

　
若
佛
子
、
自
婬
敎
人
婬
…
…

　
菩
薩
若
自
婬
敎
人
婬
…
…

　
　
　
（
以
下
省
略
）

　
　
　
（
以
下
省
略
）

『
出
家
人
受
菩
薩
戒
法
』
は
原
表
現
を
改
め
て
「
菩
薩
若
…
…
」
に
統
一
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
撰
者
が
誰
か
は
不
明
で
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あ
る
が
、
撰
者
が
「
佛
子
、
若
」、「
若
佛
子
」、「
菩
薩
若
」
の
三
表
現
を
同
じ
意
味
內
容
で
あ
る
と
判
斷
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
こ
の
文
獻
が
武
帝
の
敕
と
關
わ
る
格
式
の
高
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
勘
案
す
る
時
、
恐
ら
く
我
々
は
、
梁
初
の
頃
、
武
帝
を

と
り
ま
く
南
朝
の
僧
た
ち
が
、
ほ
ぼ
一
樣
に
例
外
な
く
、「
若
佛
子
」
を
「
菩
薩
若
…
…
」
と
同
じ
意
味
に
解
し
て
い
た
可
能
性
す
ら

想
像
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
當
時
の
南
朝
で
は
「
若
佛
子
」
の
「
若
」
を
二
人
稱
と
は
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　
以
上
、
下
卷
の
「
若
佛
子
」
の
「
若
」
字
に
つ
い
て
、
四
つ
の
異
な
る
視
點
か
ら
分
析
を
試
み
た
。
今
そ
れ
ら
の
檢
討
結
果
を
か

り
に
ま
と
め
て
お
く
な
ら
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
一
、「
若
佛
子
」
の
「
若
」
は
「
汝
」
と
必
ず
し
も
同
義
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
下
卷
に
お
い
て
は
、「
若
」
と
「
汝
」
は
意
味
的
に

區
別
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
二
、「
若
佛
子
」
の
「
若
」
に
は
「

も
し如

」
と
言
い
換
え
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。

　
三
、「
若
佛
子
」
は
「
佛
子
」
と
言
い
換
え
て
も
大
意
は
變
わ
ら
な
い
よ
う
な
形
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
四
、
六
世
紀
初
頭
頃
の
南
朝
の
學
僧
た
ち
は
「
若
佛
子
」
を
「
菩
薩
若
（
菩
薩
が
も
し
以
下
の
こ
と
を
す
る
な
ら
ば
）」
と
い
う
意

味
で
理
解
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　
以
上
が
下
卷
に
お
け
る
「
若
佛
子
」
の
用
例
分
析
の
結
果
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
か
ら
何
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
下
卷
の
「
若

佛
子
」
の
意
味
は
樣
々
で
あ
っ
て
、
無
秩
序
に
一
貫
性
な
く
個
々
ば
ら
ば
ら
に
そ
の
都
度
別
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
解
釋
す

る
の
は
ど
う
か
。
答
え
は
否
で
あ
ろ
う
。
そ
の
可
能
性
が
高
い
と
は
筆
者
に
は
到
底
思
え
な
い
。
本
稿
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
「
若

佛
子
」
は
他
經
に
は
用
い
ら
れ
な
い
本
經
特
有
の
表
現
で
あ
り
、
下
卷
の
場
合
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
戒
律
の
各
條
文
の
冒
頭
に
お
か

れ
る
と
い
う
意
味
で
同
一
の
文
脈
的
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
一
一
の
用
例
の
意
味
を
別
樣
に
解
釋
す
る
の
は
か
え
っ
て

不
自
然
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
我
々
が
と
る
べ
き
理
解
は
、「
若
佛
子
」
の
「
若
」
に
は
、
あ
る
程
度
の
意
味
的
な
搖
れ
の
幅
を
も
ち

な
が
ら
も
、
あ
る
種
の
一
貫
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
實
、
そ
の
よ
う
な
意
味
を
佛
敎
漢
文
の
「
若
」
に
與
え
る
こ
と
は
可
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能
で
あ
る
。
そ
れ
は
譯
語
と
し
て
の
「
若
」
と
深
く
關
わ
る
。
以
下
に
そ
の
點
を
、
最
後
に
、
第
五
の
視
點
と
し
て
み
て
お
き
た
い
。

　
（
五
）
譯
語
と
し
て
の
「
若
」

　
漢
譯
佛
典
に
お
い
て
「
若
」
は
梵
語
の
關
係
代
名
詞
（yas,yat,yah.

）
に
對
應
す
る
譯
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
い

う
ま
で
も
な
く
古
典
漢
語
に
關
係
代
名
詞
は
存
在
し
な
い
が
、
梵
語
に
は
そ
れ
が
存
在
す
る
。
そ
こ
で
用
い
ら
れ
た
工
夫
の
一
つ
が

「
若
」
で
あ
っ
た（

６
）。

た
と
え
ば
律
の
波
羅
提
木
叉
（
戒
律
條
文
集
）
に
は
次
の
よ
う
な
表
現
形
式
で
「
若
」
が
用
い
ら
れ
る
。

若
比
丘
共
諸
比
丘
、
入
戒
法
中
、
不
還
戒
、
戒
羸
不
出
、
行
婬
法
乃
至
共
畜
生
、
是
比
丘
得
波
羅
夷
罪
、
不
應
共
住
。
（『
十
誦

比
丘
波
羅
提
木
叉
戒
本
』、
大
正
二
三
、
四
七
一
上
）

若
し
比
丘
、
諸
の
比
丘
と
共
に
戒
法
中
に
入
り
、
戒
を
還
さ
ず
、
戒

よ
わ羸

く
し
て
出
さ
ず
、
婬
法
を
行
わ
ば
、
乃
ち
畜
生
と
共
に

す
る
に
至
る
ま
で
、
是
の
比
丘
は
波
羅
夷
罪
を
得
、
應
に
共
に
住
ま
う
べ
か
ら
ず
。

こ
こ
に
は
「
若
比
丘
…
…
、
是
比
丘
得
波
羅
夷
罪
、
〜
」
と
い
う
形
式
が
み
ら
れ
、
こ
の
表
現
は
律
の
他
の
條
文
と
も
共
通
す
る
。
對

應
す
る
梵
語
な
ら
び
に
パ
ー
リ
語
の
表
現
は
次
の
通
り
で
あ
る（

７
）。

Skt.
yo

puna
bhiks. u

...ayam.
bhiks. uh.

pārājiko
bhavaty

asam. vāsyo
...

（「
ま
た
あ
る
比
丘
が
…
…
で
あ
る
場
合
、
こ

の
比
丘
は
波
羅
夷
と
な
り
、
共
に
住
ま
う
べ
き
で
な
い
」
の
意
）

P
āli

yo
pana

bhikkhu
...pārājiko

hotiasam. vāso.

以
上
は
聲
聞
乘
の
律
に
お
け
る
規
定
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
翻
譯
ス
タ
イ
ル
は
律
文
獻
に
限
ら
な
い
。
全
く
同
じ
形
式
は
、
大
乘
の

菩
薩
戒
に
も
成
り
立
つ
。
た
と
え
ば
北
涼
の
曇
無
讖
譯
『
菩
薩
地
持
經
』
に
は
次
の
一
節
が
あ
る
。

菩
薩
爲
貪
利
故
、
自
嘆
己
德
、
毀
呰
他
人
、
是
名
第
一
波
羅
夷
處
法
。
（
大
正
三
〇
、
九
一
三
中
）

菩
薩
、
利
を
貪
ぶ
が
爲
の
故
に
、
自
ら
己
が
德
を
嘆
じ
、
他
人
を
毀
呰
せ
ば
、
是
れ
第
一
波
羅
夷
處
法
と
名
づ
く
。
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さ
ら
に
、
右
の
曇
無
讖
譯
に
對
應
す
る
異
譯
と
し
て
、
劉
宋
の
求
那
跋
摩
譯
『
菩
薩
善
戒
經
』
の
次
の
一
節
が
あ
る
。

菩
薩
若
爲
貪
利
養
故
、
自
讚
其
身
、
得
菩
薩
戒
、
住
菩
薩
地
、
是
名
菩
薩
第
五
重
法
。
（
大
正
三
〇
、
一
〇
一
五
上
）

菩
薩
、
若
し
利
養
を
貪
る
が
爲
の
故
に
、
自
ら
其
の
身
を
讚
じ
、
菩
薩
戒
を
得
て
菩
薩
の
地
に
住
さ
ば
、
是
れ
菩
薩
の
第
五
重

法
と
名
づ
く
。

求
那
跋
摩
譯
は
、
曇
無
讖
譯
と
完
全
に
同
一
の
梵
本
か
ら
の
翻
譯
で
な
く
、
同
系
統
に
屬
す
る
異
本
の
譯
で
あ
る
。
そ
の
た
め
若
干

表
現
が
異
な
り
、
ま
た
當
該
戒
條
の
番
號
も
第
一
で
は
な
く
第
五
と
な
っ
て
い
る
。
い
ま
こ
こ
で
我
々
は
「
若
」
と
い
う
字
が
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
つ
ま
り
「
菩
薩
若
…
…
、
是
〜
」
が
關
係
代
名
詞
の
譯
を
示
し
て
い
る
。
先
の
曇
無
讖
譯
に
は

「
若
」
字
は
用
い
ら
れ
ず
、「
菩
薩
…
…
、
是
〜
」
と
い
う
形
式
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
關
係
代
名
詞
は
「
若
」
と
し
て
翻
譯
さ

れ
る
場
合
も
特
定
の
字
で
は
翻
譯
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
唐
の
玄
奘
譯
『
瑜
伽
師
地
論
』
に
お
け
る
對
應
箇
所
も
あ
わ
せ
て
見
て
お
こ
う
。

若
諸
菩
薩
爲
欲
貪
求
利
養
、
自
讚
毀
他
、
是
名
第
一
他
勝
處
法
」
（
五
一
五
中
）

若
し
諸
の
菩
薩
、
利
養
を
貪
求
せ
ん
と
欲
す
る
が
爲
に
、
自
ら
を
讚
じ
他
を
毀
ら
ば
、
是
れ
第
一
他
勝
處
法
と
名
づ
く
。

こ
こ
で
も
關
係
代
名
詞
の
譯
と
し
て
「
若
…
…
是
〜
」
と
い
う
構
文
が
み
て
と
れ
る
。

　
最
後
に
、
曇
無
讖
譯
、
求
那
跋
摩
譯
、
玄
奘
譯
の
そ
れ
ぞ
れ
に
對
應
す
る
現
存
梵
語
テ
キ
ス
ト
の
條
文
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

Skt.
lābhasatkārādhyavastitasyātm

otkars. an. ā
parapam. sanā

bodhisattvasya
pārājayikasthānı̄yo

dharm
ah. .

（
直
譯

貪
欲
や
優
遇
に
身
を
置
き
、
自
分
を
持
ち
上
げ
た
り
他
者
を
貶
め
た
り
す
る
こ
と
の
あ
る
菩
薩
に
は
、
波
羅
夷
に
屬
す
る
規
則

が
あ
る（

８
）。）

こ
こ
で
は
關
係
代
名
詞yasya

が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
關
係
代
名
詞yasya

…tasya

を
補
足

し
て
、*yasya

lābhasatkārādhyavastitasyātm
otkars. an. ā

parapam. sanā,tasya
bodhisattvasya

pārājayikasthānı̄yo
dharm

ah. .
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（
直
譯

あ
る
者
に
貪
欲
や
優
遇
に
身
を
置
き
、
自
分
を
持
ち
上
げ
た
り
他
者
を
貶
め
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
場
合
、
そ
の
菩
薩

に
は
、
波
羅
夷
に
屬
す
る
規
則
が
あ
る
。）
と
い
う
構
文
を
想
定
す
る
こ
と
は
梵
語
と
し
て
ご
く
自
然
に
許
容
さ
れ
る
。
な
お
こ
こ
で

pārājayika

はpārājika

と
ほ
ぼ
同
義
に
用
い
ら
れ
、
波
羅
夷
の
こ
と
で
あ
る
。
波
羅
夷
は
敗
北
者
（
他
者
を
勝
利
せ
し
め
る
者
）
を
原

義
と
す
る
術
語
で
あ
り
、
大
乘
、
小
乘
い
ず
れ
の
場
合
に
も
最
も
重
い
罪
を
指
す
。

　
以
上
を
蹈
ま
え
て
再
度
『
梵
網
經
』
第
一
波
羅
夷
と
第
二
波
羅
夷
の
原
文
を
み
て
み
よ
う
。
文
章
構
造
が
極
め
て
類
似
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

佛
言
、
佛
子
、
若
自
殺
敎
人
殺
、
方
便
讚
歎
殺
、
見
作
隨
喜
、
乃
至
呪
殺
、
殺
因
・
殺
緣
・
殺
法
・
殺
業
。
乃
至
一
切
有
命
者
、

不
得
故
殺
。
是
菩
薩
應
起
常
住
慈
悲
心
・
孝
順
心
、
方
便
救
護
一
切
衆
生
。
而
自
恣
心
快
意
殺
生
者
、
是
菩
薩
波
羅
夷
罪
。〔
第

一
波
羅
夷
〕

若
佛
子
、
自
盜
敎
人
盜
、
方
便
盜
、
盜
因
・
盜
緣
・
盜
法
・
盜
業
、
呪
盜
乃
至
鬼
神
有
主
劫
賊
物
、
一
切
財
物
一
針
一
草
不
得

故
盜
。
而
菩
薩
應
生
佛
性
孝
順
慈
悲
心
、
常
助
一
切
人
、
生
福
生
樂
。
而
反
更
盜
人
財
物
者
、
是
菩
薩
波
羅
夷
罪
。
（
一
〇
〇
四

中
）
〔
第
二
波
羅
夷
〕

本
經
の
「
若
佛
子
」
を
擬
翻
譯
調
の
用
例
と
み
た
場
合
、「
若
佛
子
」
と
條
文
末
尾
の
「
是
菩
薩
波
羅
夷
罪
」
と
の
連
關
を
想
定
し
て

み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
事
實
、
右
に
揭
げ
た
求
那
跋
摩
譯
『
菩
薩
善
戒
經
』
の
「
菩
薩
…
…
、
是
〜
」
や
玄
奘
譯
『
瑜
伽
師
地

論
』
の
「
若
…
…
是
〜
」
と
構
造
的
に
は
同
一
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
梵
網
經
』
の
場
合
に
は
そ
の
閒
に
實
に
樣
々
な
要
素
が

介
在
し
、
一
貫
し
た
文
章
と
し
て
は
讀
み
に
く
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
實
で
あ
る
。
こ
う
し
た
讀
み
に
く
さ
は
、
漢
譯
の
戒

律
條
文
を
あ
る
程
度
知
る
者
が
翻
譯
體
に
擬
ら
え
て
作
成
し
た
文
章
と
假
定
す
る
な
ら
ば
一
往
の
說
明
は
つ
く
で
あ
ろ
う
。

　
「
若
佛
子
」
を
め
ぐ
る
考
察
の
結
論
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
る
。「
若
佛
子
」
の
用
例
、
特

に
直
後
に
續
く
品
詞
の
種
類
に
關
し
て
、
上
卷
と
下
卷
に
は
著
し
い
相
違
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
こ
と
は
「
若
佛
子
」
の
用
法
と
意
味
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が
上
下
卷
に
お
い
て
若
干
異
な
っ
て
い
た
可
能
性
を
想
定
せ
し
め
る
。
こ
の
場
合
、「
若
」
を
「
も
し
」
と
訓
む
こ
と
は
理
論
的
に

は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
う
訓
讀
し
た
と
し
て
も
、
强
い
意
味
で
の
假
定
・
條
件
と
は
解
釋
で
き
な
い
事
例
が
あ
る
。
と
く
に
上
卷
の

「
若
」
は
決
し
て
假
定
・
條
件
で
は
あ
り
得
な
い
。
他
方
、「
若
」
を
「
な
ん
じ
」
と
訓
む
こ
と
も
ま
た
理
論
的
に
は
可
能
で
あ
る
が
、

別
の
二
人
稱
「
汝
」
と
の
關
係
か
ら
み
て
極
め
て
不
自
然
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、「
若
佛
子
」
の
「
若
」
は
、
そ
れ

が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
、
文
の
大
意
に
決
定
的
相
違
が
生
じ
な
い
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
觀
點
を
包
括
的
に
說
明
し
得
る
視
點

と
し
て
、
漢
譯
の
戒
律
規
定
文
の
文
頭
に
置
か
れ
る
「
若
」
の
用
例
と
の
類
似
性
を
指
摘
で
き
る
。
結
論
と
し
て
、
漢
譯
に
お
け
る

「
若
」
の
用
例
が
正
統
的
な
古
典
漢
文
か
ら
逸
脫
す
る
面
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
者
が
、
翻
譯
的
調
子
を
出
す
た
め
に
、
本
來
は

や
や
漠
然
と
し
た
意
味
で
「
若
佛
子
」
を
用
い
た
と
い
う
可
能
性
を
提
案
し
た
い
。

　　
　
　
二
　
語
彙
的
特
徵

　　
（
一
）
疊
語
の
有
無

　
本
節
で
は
上
下
兩
卷
の
閒
に
際
立
っ
て
相
違
す
る
語
彙
が
あ
る
か
ど
う
か
を
檢
證
す
る
。
ま
ず
は
じ
め
に
指
摘
し
た
い
の
は
、
上

卷
に
お
け
る
疊
語
の
頻
用
で
あ
る
。
以
下
に
そ
の
典
型
的
な
例
を
い
く
つ
か
紹
介
す
る
。
た
だ
し
原
文
は
、
原
文
の
ま
と
ま
り
ご
と

に
番
號
（
一
）
〜
（
四
）
を
付
す
こ
と
と
注
目
箇
所
を
示
す
傍
線
を
付
す
こ
と
以
外
は
單
に
大
正
藏
の
句
點
の
ま
ま
に
揭
載
す
る
こ

と
と
し
、
訓
讀
は
敢
え
て
行
わ
な
い
。
極
め
て
特
徵
的
な
文
體
で
あ
り
、
通
常
の
翻
譯
文
獻
の
文
體
と
か
な
り
隔
絕
し
て
い
る
こ
と

が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
一
）
若
佛
子
。
念
心
者
。
作
念
。
六
念
常
覺
乃
至
常
施
第
一
義
諦
。
空
無
著
無
解
。
生
住
滅
相
不
動
不
到
去
來
。
而
於
諸
業
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受
者
。
一
合
相
迴
向
入
法
界
智
。
慧
慧
相
乘
。
乘
乘
寂
滅
。
焰
焰
無
常
。
光
光
無
生
。
無
生
不
起
。
轉
易
空
道
變
前
轉
後
。
變

變
轉
化
。化
化
轉
轉
。
變
同
時
同
住
焰
焰
一
相
生
滅
一
時
。
已
變
未
變
。
變
變
化
亦
得
一
受
亦
如
是
。
…
…
（
九
九
九
下
）

（
二
）
若
佛
子
。
逹
照
心
者
。
忍
順
一
切
實
性
。
性
性
無
縛
無
解
無
礙
、
法
逹
義
逹
。
辭
逹
敎
化
逹
。
三
世
因
果
衆
生
根
行
。
如

如
不
合
不
散
。
無
實
用
無
用
無
名
用
。
用
用
一
切
空
空
空
照
逹
空
。
名
爲
通
逹
一
切
法
空
。
空
空
如
如
相
不
可
得
（
九
九
九
下
）

（
三
）
若
佛
子
。
獨
大
乘
心
者
。
解
解
一
空
故
。
一
切
行
心
名
一
乘
。
乘
一
空
智
。
智
乘
行
乘
。
乘
智
。
心
心
任
運
任
用
任
載

任
一
切
衆
生
。
度
三
界
河
結
縛
河
生
滅
河
。
行
者
坐
乘
任
用
載
用
。
智
心
趣
入
佛
海
。
故
一
切
衆
生
未
得
空
智
任
用
。
不
名
爲

大
乘
。
但
名
乘
得
度
苦
海
（
一
〇
〇
〇
上
）

（
四
）
若
佛
子
。
菩
提
薩
埵
體
性
地
中
。
爾
眞
焰
俗
。
不
斷
不
常
。
卽
生
卽
住
卽
滅
。
一
世
一
時
一
有
。
種
異
異
現
異
故
。
因

緣
中
道
非
一
非
二
。
非
善
非
惡
非
凡
非
佛
故
。
佛
界
凡
界
一
一
。
是
名
爲
世
諦
。
其
智
道
觀
。
無
一
無
二
。
玄
道
定
品
。
所
謂

說
佛
心
行
初
覺
定
因
。
信
覺
思
覺
靜
覺
上
覺
念
覺
慧
覺
觀
覺
猗
覺
樂
覺
捨
覺
。
是
品
品
方
便
道
。
心
心
入
定
果
。
是
人
住
定
中
。

焰
焰
見
法
行
空
。
…
…
（
一
〇
〇
一
上
）

こ
れ
ら
の
な
か
に
は
「
慧
慧
」「
乘
乘
」「
變
變
」「
化
化
」「
用
用
」
の
よ
う
な
疊
語
の
ほ
か
、「
空
空
」「
如
如
」
の
よ
う
に
旣
存
の
佛

敎
語
と
し
て
見
る
こ
と
の
で
き
そ
う
な
も
の
も
あ
り
、
ま
た
「
法
逹
・
義
逹
・
辭
逹
・
敎
化
逹
」
や
「
三
界
河
・
結
縛
河
・
生
滅
河
」、

「
信
覺
・
思
覺
・
靜
覺
・
上
覺
・
念
覺
・
慧
覺
・
觀
覺
・
猗
覺
・
樂
覺
・
捨
覺
」
等
の
よ
う
に
嚴
密
に
は
疊
語
で
は
な
く
、
同
じ
語
を

用
い
た
列
擧
の
事
例
も
あ
る
。
ま
た
「
不
」
や
「
非
」
の
反
復
的
使
用
に
も
文
體
的
特
徵
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
を
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總
じ
て
言
え
ば
、
同
じ
語
の
繰
り
返
し
の
中
に
疊
み
か
け
る
よ
う
な
表
現
效
果
を
看
て
取
れ
よ
う
。
右
に
紹
介
し
た
四
例
は
典
型
的

な
事
例
で
あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
も
上
卷
を
通
じ
て
「
心
心
」「
分
分
」
の
用
例
は
多
く
、
ま
た
「
道
道
」「
善
善
」「
求
求
」「
觀
觀
」

「
見
見
」
等
の
疊
語
も
存
在
す
る
。

　
疊
語
が
あ
る
種
の
リ
ズ
ム
を
釀
し
出
し
て
い
る
の
は
疑
い
な
い
。
た
だ
そ
の
背
景
に
い
か
な
る
狀
況
を
想
定
す
べ
き
か
は
知
り
が

た
い
。
轉
讀
す
る
際
の
調
子
の
良
さ
と
關
係
す
る
よ
う
に
も
見
え
る
し
、
上
卷
作
成
者
が
あ
た
か
も
ト
ラ
ン
ス
狀
態
、
あ
る
い
は
あ

る
種
の
瞑
想
狀
態
の
中
で
作
っ
た
表
現
で
あ
る
可
能
性
も
想
像
し
た
く
な
る
。
あ
る
い
は
ト
ラ
ン
ス
效
果
を
惹
起
す
る
文
章
で
あ
る

と
考
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
あ
る
ま
い
。
か
く
疊
語
の
多
用
さ
れ
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が
上
卷
に
多
く
見
ら

れ
、
下
卷
に
全
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
我
々
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
い
ま
問
題
と
し
て
い
る
疊
語
の
ほ
か
に
も
、
上
卷
と
下
卷
の
文
體
に
何
ら
か
の
違
い
が
あ
る
こ
と
は
、
本
經
を
通
讀
す
れ
ば
感
覺

的
に
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
但
し
そ
の
感
覺
を
ど
の
よ
う
に
說
明
し
論
證
す
る
か
と
い
え
ば
、
具
體
的
な
語
彙
や
語
法
の
相
違
を
說
明

す
る
し
か
方
法
は
あ
る
ま
い
。
疊
語
に
注
目
す
る
所
以
で
あ
る
。

　
因
み
に
疊
語
の
問
題
か
ら
は
外
れ
る
が
、
さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
（
四
）
に
見
ら
れ
る
「
爾
眞
焰
俗
」
と
い
う
表
現
で
あ
り
、
こ

れ
に
つ
い
て
は
夙
に
大
野
法
道
の
指
摘
が
あ
る
（『
大
乘
戒
經
の
硏
究
』、
理
想
社
、
一
九
五
四
年
、
二
七
五
頁
）
。
こ
の
一
條
は
以
前
の
箇

所
に
お
い
て
「
體
性
爾
焰
地
」
（
九
九
七
下
）
と
呼
ば
れ
、「
爾
焰
」
は
梵
語jñeya

に
對
應
す
る
音
寫
語
で
あ
る
。
も
し
高
麗
版
そ
の

他
諸
版
本
の
示
す
「
爾
眞
焰
俗
」
と
い
う
語
の
竝
び
が
本
來
の
形
の
ま
ま
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
二
音
節
の
音
寫
語
を
ば
ら
ば
ら

に
し
て
「
眞
俗
」
と
組
み
合
わ
せ
て
い
る
點
で
、
こ
の
四
字
句
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
從
っ
て
、
こ
れ
が
後
代
に
發
生
し
た
崩
れ
た

表
記
で
な
く
經
典
成
立
當
時
の
本
來
の
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
本
經
編
纂
者
は
梵
語
を
知
ら
な
い
人
物
か
、
あ
る
い
は
梵
語
表
記
の

正
確
さ
に
頓
着
し
な
い
人
物
で
あ
っ
た
可
能
性
が
出
て
く
る
。
因
み
に
上
卷
に
は
、
梵
語
表
現
と
の
對
應
と
い
う
點
か
ら
見
て
、
本

經
が
翻
譯
文
獻
た
り
得
な
い
こ
と
を
如
實
に
示
す
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
捨
心
」
を
述
べ
る
一
段
で
あ
る
（
九
九
九
上
）
。
そ
の
箇
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所
は
「
捨
」
の
意
味
を
說
明
す
る
中
で
「
自
身
の
肉
手
、
男
女
國
城
」
に
至
る
ま
で
の
一
切
を
捨
て
る
べ
き
こ
と
を
說
く
。
そ
の
場

合
、「
捨
」
は
「
捨
身
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
、
そ
の
原
語
と
し
て
は(ātm
a-)parityāga

を
想
定
可
能
で
あ
る（

９
）。

一
方
、
同
じ
こ
の

一
段
の
直
前
は
「
慈
心
」「
悲
心
」「
喜
心
」
で
あ
り
、
そ
の
次
に
本
段
が
「
捨
心
」
を
說
明
す
る
と
い
う
點
か
ら
見
れ
ば
、「
捨
心
」

は
、
慈
・
悲
・
喜
・
捨
の
い
わ
ゆ
る
四
無
量
心
の
一
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
想
定
さ
れ
る
「
捨
」
の
梵
語
はupeks. ā

で
あ
る
。
梵
語

に
お
い
てparityāga

とupeks. ā

と
は
全
く
別
個
の
槪
念
で
あ
り
、
相
互
に
言
い
換
え
不
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
、
梵
語
で
は

說
明
の
付
か
な
い
、
專
ら
漢
語
と
し
て
の
「
捨
」
に
依
據
し
た
表
現
を
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
（
二
）
語
彙
の
異
同

　
次
に
第
二
の
觀
點
と
し
て
、
語
彙
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
上
下
卷
に
は
、
同
內
容
の
事
柄
を
示
す
語
彙
に
、
有
意
味
な
程
度
に

相
違
の
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。

　
た
と
え
ば
「
菩
薩
」
と
「
菩
提
薩
埵
」
の
相
違
が
あ
る
。
上
卷
の
場
合
、「
菩
薩
」
は
十
四
回
、「
菩
提
薩
埵
」
は
十
一
回
出
る
。
そ

れ
に
對
し
て
下
卷
に
は
專
ら
「
菩
薩
」
が
用
い
ら
れ
（
一
〇
五
回
）
、「
菩
提
薩
埵
」
の
用
例
は
一
つ
も
な
い
。
以
上
、
使
用
回
數
は
高

麗
版
に
基
づ
い
て
數
え
た
（
本
節
以
下
同
樣
）
。

　
ま
た
『
華
嚴
經
』
や
本
經
に
特
徵
的
な
表
現
と
し
て
「
蓮
花
（
華
）
藏
世
界
」
が
あ
る
。
本
經
の
上
卷
に
は
、
使
用
例
は
多
く
な

い
が
、「
蓮
花
臺
藏
世
界
」
が
五
回
、「
蓮
花
臺
藏
」
が
一
回
用
い
ら
れ
、
表
現
が
「
臺
」
を
伴
う
語
形
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
對
し
て
、
下
卷
に
は
「
蓮
花
臺
藏
世
界
」
二
回
の
ほ
か
、「
蓮
花
藏
世
界
」
が
五
回
、「
蓮
花
臺
」
が
一
回
登
場
す
る
。
卽
ち
「
臺
」

の
有
無
に
お
い
て
下
卷
に
は
統
一
性
が
な
い
。

　
語
彙
の
相
違
は
佛
敎
敎
理
と
全
く
無
關
係
の
部
分
に
も
認
め
ら
る
。
た
と
え
ば
助
字
「こ
と
ご
と
く
悉
」
は
下
卷
に
十
回
現
れ
る
が
、
上
卷
に

は
一
度
も
使
用
さ
れ
な
い
。
こ
れ
に
對
し
て
、
意
味
的
に
類
似
す
る
「
皆
」
や
「
盡
」
の
場
合
は
、
上
下
卷
と
も
に
複
數
の
用
例
が
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あ
る
。

　
同
樣
に
、
助
字
「

た
だ唯

」
は
上
卷
の
み
に
五
回
用
例
が
あ
り
、
下
卷
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
ち
な
み
に
「
唯
」
と
同
義
の
語
に

「
惟
」
が
一
般
的
に
考
え
ら
れ
る
が
、「
惟
」
は
上
下
卷
と
も
に
用
例
が
見
當
た
ら
な
い
。

　
さ
ら
に
ま
た
、「
照
」
は
上
卷
に
二
六
回
出
る
が
、
下
卷
に
は
一
回
し
か
登
場
し
な
い
。
た
だ
し
「
照
」
の
使
用
は
論
述
內
容
と
も

關
係
す
る
點
を
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
下
卷
の
よ
う
な
戒
律
規
定
の
文
脈
で
「
照
」
を
用
い
る
の
は
も
と
よ
り
稀
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
、
筆
者
の
氣
付
い
た
限
り
に
お
い
て
、
上
下
兩
卷
の
語
彙
に
相
違
が
認
め
ら
れ
る
事
例
を
採
り
あ
げ
た
。
語
彙
の
相
違
は
あ

る
い
は
他
に
も
指
摘
可
能
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
問
題
は
、
同
一
人
物
が
上
下
卷
を
作
成
し
た
場
合
に
、
本
稿
に
述
べ
た
よ
う
な
書

き
癖
の
如
き
相
違
が
果
た
し
て
生
じ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
以
上
の
點
だ
け
か
ら
何
か
決
定
的
な
こ
と
を
斷

言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
狀
況
證
據
と
し
て
、
上
下
卷
の
非
均
質
性
を
指
摘
す
る
一
つ
の
根
據
と
は
な
り
得
よ
う
。

　
（
三
）
先
行
ま
た
は
後
續
す
る
品
名
へ
の
言
及
方
法

　
最
後
に
第
三
の
視
點
と
し
て
、
本
經
が
先
行
す
る
品
（
品
と
は
章
の
こ
と
）
あ
る
い
は
後
續
す
る
品
に
言
及
す
る
際
の
表
現
形
式
に

注
目
し
て
み
た
い
。

　
本
經
は
、
盧
舍
那
佛
が
說
い
た
極
め
て
大
部
の
『
梵
網
經
』
の
う
ち
の
特
定
一
部
の
み
を
獨
立
的
に
說
い
た
も
の
と
い
う
形
式
を

も
っ
て
作
成
さ
れ
た
。
經
の
內
部
で
は
、
時
と
し
て
、
本
經
と
し
て
傳
え
ら
れ
る
箇
所
以
外
の
、
省
略
さ
れ
、
中
國
に
は
傳
わ
ら
な

か
っ
た
幻
の
品
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
、「
こ
の
敎
說
の
詳
細
は
某
某
品
に
說
か
れ
る
通
り
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
の
表
現
が
な
さ
れ
る

場
合
が
あ
る
。
要
す
る
に
先
行
な
い
し
後
續
す
る
品
と
は
架
空
の
品
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
言
及
す
る
表
現
を
上
卷
に
十
一
回
、

下
卷
に
八
回
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
及
さ
れ
る
架
空
の
品
名
は
、
高
麗
版
の
表
記
に
從
う
な
ら
ば
、
言
及
さ
れ
る
順
に
「
如
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如
佛
性
本
原
品
」、「
如
來
百
觀
品
」、「
十
天
光
品
」、「
千
海
明
王
品
」、「
一
切
衆
生
天
華
品
」、「
法
品
」、「
解
觀
法
門
千
三
昧
品
」、

「
日
月
道
品
」、「
觀
十
二
因
緣
品
」、「
羅
漢
品
」、「
光
音
天
品
」
（
以
上
、
上
卷
）
、「
賢
劫
品
」、「
八
萬
威
儀
品
」、「
下
六
品
」
（
後
續

す
る
六
つ
の
品
の
意
。
開
元
寺
版
は
「
下
六
度
品
中
廣
開
」
に
作
る
）
、「
滅
罪
品
」、「
制
戒
品
」、「
梵
壇
品
」
（
開
元
寺
版
は
「
梵
坦
品
」
に

作
る
）
、「
無
相
天
王
品
」、「
佛
花
光
王
品
」
で
あ
る
（
以
上
、
下
卷
）
。
こ
の
ほ
か
上
卷
に
『
佛
華
經
』
へ
の
言
及
が
一
回
あ
る
。

　
こ
れ
ら
架
空
の
品
名
へ
の
言
及
に
お
い
て
も
、
上
卷
と
下
卷
に
は
、
僅
か
で
は
あ
る
が
注
目
す
べ
き
相
違
點
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

後
續
す
る
章
に
言
及
す
る
方
法
と
し
て
、
下
卷
に
は
「
八
萬
威
儀
品
當
廣
明
」（
八
萬
威
儀
品
に
當
に
廣
く
明
か
す
べ
し
）
や
「
梵
壇

品
當
說
」（
梵
壇
品
に
當
に
說
く
べ
し
）
の
よ
う
に
「
當
」
を
付
す
が
、
上
卷
に
は
「
當
」
を
付
す
例
が
全
く
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば

下
卷
に
お
い
て
は
「
當
」
が
付
け
ば
そ
の
品
が
後
續
す
る
も
の
で
あ
り
、
付
か
な
け
れ
ば
旣
に
說
か
れ
た
先
行
す
る
品
へ
の
言
及
で

あ
る
と
い
う
含
意
が
あ
る
（
因
み
に
な
お
、「
當
」
が
未
來
時
制
を
示
す
例
は
漢
譯
佛
典
に
數
多
く
、
本
經
下
卷
の
そ
う
し
た
漢
譯
表
現
の
影
響
を

受
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
）
。
こ
れ
に
對
し
て
上
卷
の
場
合
は
、
た
と
え
ば
「
上
十
天
光
品
廣
說
」
（
上
の
十
天
光
品
に
廣
く
說
け
り
）
の
よ

う
に
「
上
〜
品
」
と
い
う
形
式
を
と
る
か
、
あ
る
い
は
「
羅
漢
品
中
已
明
」（
羅
漢
品
中
に
已
に
明
か
せ
り
）
の
よ
う
に
動
詞
に
「
已
」

を
付
す
こ
と
に
よ
っ
て
先
行
性
を
表
現
す
る
一
方
で
、
後
續
す
る
品
に
つ
い
て
は
、「
當
」
を
用
い
ず
、
ま
た
「
下
〜
品
」
と
い
う
表

現
も
見
當
た
ら
な
い
。
品
名
に
「
上
」
が
付
さ
れ
ず
、
ま
た
動
詞
に
「
已
」
が
付
さ
れ
ず
に
品
名
が
言
及
さ
れ
る
場
合
に
、
そ
れ
が

後
續
す
る
品
で
あ
る
可
能
性
が
、
い
わ
ば
消
去
法
的
に
推
知
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
以
上
、
架
空
の
品
名
へ
の
言
及
方
法
に
も
上
下
卷
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
本
來
な
ら
ば
品
名
の
登
場
す
る
原

文
を
紹
介
し
て
逐
一
檢
討
す
る
方
が
說
得
的
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
上
、
要
點
を
示
す
に
と
ど
め
た
。
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三
　
結
論
お
よ
び
殘
さ
れ
た
問
題

　　
本
稿
は
望
月
信
亨
が
提
唱
し
た
說
を
「
梵
網
經
下
卷
先
行
說
」
と
假
稱
し
、
そ
の
妥
當
性
を
經
文
そ
の
も
の
に
求
め
る
試
み
で
あ

る
。
第
一
節
で
は
「
若
佛
子
」
と
い
う
本
經
特
有
の
表
現
の
意
味
と
諸
問
題
を
檢
討
し
た
。
第
二
節
で
は
そ
れ
以
外
の
語
彙
や
語
法

に
關
わ
る
事
柄
を
大
き
く
三
點
に
分
け
て
論
じ
た
。
こ
れ
ら
を
通
し
て
得
ら
れ
る
結
論
と
し
て
、
本
經
の
上
卷
と
下
卷
に
は
、
思
想

や
戒
律
內
容
と
は
關
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
で
語
法
的
に
異
な
る
性
格
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
場
合
、
語
法

の
相
違
は
編
纂
者
の
相
違
に
直
結
す
る
か
ら
、
上
卷
の
作
者
は
下
卷
と
は
異
な
る
可
能
性
が
大
き
い
。
す
な
わ
ち
本
稿
の
檢
討
結
果

は
、
望
月
信
亨
が
提
唱
し
た
梵
網
經
下
卷
先
行
說
の
妥
當
性
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
本
稿
の
結
論
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
餘
論
と
し
て
、
更
に
歸
結
す
る
論
點
が
あ
る
の
で
、
以
下
に
そ
れ
を
說
明
し
て
お
き
た

い
。
下
卷
先
行
說
が
正
し
い
と
す
る
場
合
、
上
卷
所
說
の
三
十
心
と
十
地
の
說
は
後
代
成
立
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
下
卷
に
は
具
體

的
內
容
を
說
き
示
す
こ
と
な
く
「
十
發
趣
十
長
養
十
金
剛
十
地
」
と
い
う
名
稱
の
み
が
三
箇
所
で
言
及
さ
れ
（
一
〇
〇
四
中
、
一
〇
〇

五
上
、
一
〇
〇
七
中
）
、
後
代
に
な
っ
て
、
十
發
趣
と
は
な
に
か
、
十
長
養
と
は
な
に
か
、
十
金
剛
と
は
な
に
か
、
十
地
と
は
な
に
か
、

そ
の
具
體
的
內
容
が
上
卷
に
補
足
的
に
說
明
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
殘
さ
れ
た
問
題
は
ま
だ
多
い
。
た
と
え
ば
旣
に
繰
り
返
し
言
及
し
て
い
る
天
監
十
八
年
（
五
一
九
）
成
立
の
『
出
家
人
受
菩
薩
戒
法
』

の
「
序
一
」
に
は
次
の
記
述
が
あ
る
。

『
梵
網
經
』
所
說
菩
薩
戒
是
「
律
藏
品
」
中
盧
舍
那
佛
與
妙
海
王
千
子
受
戒
法
。
經
又
說
〝
八
萬
四
千
威
儀
品
當
廣
說
〞。
是
知

「
律
藏
品
」
止
是
略
說
。

『
梵
網
經
』
所
說
の
菩
薩
戒
は
是
れ
「
律
藏
品
」
中
に
盧
舍
那
佛
、
妙
海
王
の
千
子
に
與
え
し
受
戒
法
な
り
。
經
に
又
た
說
く

な
ら
く
、「
八
萬
四
千
威
儀
品
に
當
に
廣
く
說
く
べ
し
」
と
。
是
に
知
る
、「
律
藏
品
」
は
止
だ
是
れ
略
說
な
る
の
み
を
。
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こ
こ
で
は
本
經
は
「
律
藏
品
」
と
稱
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
現
存
諸
本
の
下
卷
か
ら
知
ら
れ
る
本
經
の
品
名
は
異
な
る
。
す
な
わ

ち
經
典
內
部
の
表
現
に
從
え
ば
、
そ
れ
ら
は
「
心
地
法
門
品
」
お
よ
び
「
十
無
盡
藏
戒
品
」
（
ま
た
「
十
無
盡
戒
法
品
」
と
も
）
と
い
う

名
で
呼
ば
れ
る
。
本
經
は
下
卷
冒
頭
に
お
い
て
、
釋
迦
牟
尼
佛
が
「
心
地
法
門
品
」
を
說
い
た
後
に
、
更
に
「
吾
、
今
當
に
此
の
大

衆
の
爲
に
、
重
ね
て
十
無
盡
藏
戒
品
を
說
く
べ
し
」
と
あ
り
、
下
卷
の
い
わ
ゆ
る
十
重
四
十
八
輕
戒
を
說
く
部
分
を
「
十
無
盡
藏
戒

品
」
と
呼
稱
し
て
い
る
（
一
〇
〇
三
中
―
下
）
。
一
方
、
下
卷
の
末
尾
に
は
「
爾
の
時
、
釋
迦
牟
尼
佛
は
、
上
の
蓮
華
臺
藏
世
界
盧
舍

那
佛
心
地
法
門
品
の
中
の
十
無
盡
藏
戒
法
品
を
說
き

お
わ竟

り
」
云
々
と
い
う
表
現
が
あ
る
（
一
〇
〇
九
下
）
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
十
無
盡

藏
戒
法
品
」
（
恐
ら
く
先
の
「
十
無
盡
藏
戒
品
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）
は
「
心
地
法
門
品
」
の
一
部
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
二
つ
の
品
を
別

の
も
の
と
す
る
か
同
じ
品
の
中
に
收
め
る
か
の
相
違
が
あ
る
。

　
さ
ら
に
現
存
本
の
表
題
に
は
「
菩
薩
心
地
戒
品
卷
第
十
上
下
」
と
あ
り
、
よ
り
古
い
時
代
に
は
「
菩
薩
心
地
品
」「
盧
舍
那
佛
所
說

心
地
品
」
等
の
「
戒
」
字
を
有
さ
な
い
傳
承
も
存
在
し
た（

10
）。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
經
現
存
本
を
見
る
限
り
、「
律
藏
品
」
と
い
う
表
現

は
一
度
も
現
れ
ず
、
妙
海
王
の
名
も
他
に
見
え
な
い
。
唯
一
、
智
顗
『
菩
薩
戒
義
疏
』
お
よ
び
そ
の
影
響
下
の
諸
文
獻
に
妙
海
王
へ

の
言
及
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
『
出
家
人
受
菩
薩
戒
法
』
の
所
說
に
基
づ
く
と
み
な
し
得
る
。
つ
ま
り
『
出
家
人
受
菩
薩
戒
法
』
の
紹

介
す
る
傳
承
は
本
經
現
存
本
に
も
他
の
テ
キ
ス
ト
に
も
同
定
で
き
な
い
。
こ
れ
が
、
本
經
が
一
卷
本
（
下
卷
の
み
）
で
あ
っ
た
時
代
の

古
い
傳
承
を
示
し
て
い
る
可
能
性
を
も
檢
討
し
て
み
る
價
値
は
あ
ろ
う
。

　
な
お
下
卷
部
分
の
名
稱
に
つ
い
て
、
望
月
信
亨
は
、
本
稿
冒
頭
に
紹
介
し
た
說
明
の
中
で
『
出
三
藏
記
集
』
に
後
序
が
收
め
ら
れ
る

『
菩
薩
波
羅
提
木
叉
』
が
『
梵
網
經
』
と
改
題
さ
れ
た
の
は
下
卷
が
加
え
ら
れ
た
時
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
た
が
、
こ
の
點
は
修
正
せ
ね

ば
な
る
ま
い
。『
出
家
人
受
菩
薩
戒
法
』
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、『
梵
網
經
』
と
い
う
名
稱
は
天
監
十
八
年
に
存
在
し
て
お
り
、
こ
の

年
代
は
『
出
三
藏
記
集
』
の
成
書
と
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
る
。
そ
れ
故
、『
梵
網
經
』
と
い
う
名
も
早
期
に
遡
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
ま
た
下
卷
に
つ
い
て
も
、
そ
の
本
體
で
あ
る
十
重
四
十
八
輕
戒
を
說
く
部
分
と
、
下
卷
の
冒
頭
お
よ
び
末
尾
と
を
成
立
時
期
が
異
な
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る
も
の
と
み
な
す
可
能
性
を
檢
討
し
て
み
る
必
要
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
直
前
に
指
摘
し
た
「
心
地
法
門
品
」
と
「
十

無
盡
藏
戒
品
」
な
い
し
「
十
無
盡
戒
法
品
」
と
の
關
係
に
つ
い
て
下
卷
に
二
說
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
成
立
時
期
の
相
違
を
反
映
し
て

い
る
と
考
え
る
べ
き
か
否
か
、
こ
の
點
を
今
後
改
め
て
檢
討
す
る
價
値
は
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
梵
網
經
下
卷
先
行
說
に
立
つ
場
合
、
上
下
卷
そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
時
期
が
改
め
て
問
題
と
な
る
。
下
卷
に
つ
い
て
は
そ

れ
が
「
菩
薩
波
羅
提
木
叉
後
記
」
を
收
め
る
『
出
三
藏
記
集
』
の
年
代
お
よ
び
、
梵
網
經
の
由
來
を
說
き
十
波
羅
夷
說
を
逐
語
的
に

引
用
す
る
『
出
家
人
受
菩
薩
戒
法
』
（
五
一
九
）
よ
り
も
以
前
で
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
上
記
の
よ
う
に
、「
律
藏
品
」
に
ま
つ

わ
る
傳
承
と
の
關
係
に
不
明
な
點
が
殘
る
。

　
な
お
こ
こ
で
下
卷
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
、
大
野
法
道
『
大
乘
戒
經
の
硏
究
』
（
一
九
五
四
年
）
の
指
摘
よ
り
以
來
、
多
く
の
硏
究
に

蹈
襲
さ
れ
て
き
た
下
限
年
代
設
定
上
の
誤
り
を
一
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
『
梵
網
經
』
の
あ
る
敦
煌
寫
本
の
跋
文
に
「
建

元
年
」
云
々
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
南
齊
の
建
元
年
閒
（
四
七
九
―
四
八
二
）
を
本
經
成
立
の
下
限
と
見
る
說
で
あ
る
。
こ
れ
は
敦

煌
寫
本
の
誤
用
に
基
づ
く
誤
り
で
あ
る
た
め
、
今
後
の
硏
究
史
に
お
い
て
同
じ
誤
り
を
反
復
す
べ
き
で
は
な
い
。
大
野
氏
が
こ
の
憶

測
を
述
べ
た
時
、
同
氏
は
陳
垣
『
敦
煌
劫
餘
錄
』
九
の
記
載
に
基
づ
き
、
寫
本
を
自
ら
精
査
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。「
建
元
年
」

云
々
の
記
錄
を
有
す
る
そ
の
敦
煌
寫
本
と
は
北
六
七
一
八
（
閏
五
八
）
で
あ
り
、
問
題
の
奧
書
の
原
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
乾
元
寺
請
　
何
僧
正
和
尙
　
氾
判
官
　
慶
通

　
　
　
　
　
　
右
仝
月
十
五
日
就
弊
居
奉
爲
故
慈
母
娘
子
百
辰
追
念

　
　
　
　
　
　
依
時
早
赴
　
　
謹
疏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
建
元
年
四
月
十
三
日
哀
子
弟
子
內
親
從
都
頭
守
壽
昌
縣
令

さ
て
こ
の
奧
書
は
『
梵
網
經
』
の
寫
經
の
紙
の
裏
に
、
し
か
も
倒
行
で
記
錄
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
だ
け
で
も
紙
の
反
對
の
面
の

寫
經
と
の
直
接
關
係
を
疑
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
「
建
元
年
」
は
「
建
隆
元
年
」
（
九
六
〇
）
の
意
味
で
あ
る
こ
と
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が
、
鄭
炳
林
氏
の
近
年
の
硏
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る（

11
）。

ま
た
「
乾
元
寺
」「
壽
昌
縣
」「
內
親
從
都
頭
守
」
な
ど
も
南
齊
の
用
語
で
は

あ
り
得
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
記
錄
を
基
に
『
梵
網
經
』
成
立
の
下
限
を
論
じ
る
こ
と
は
全
く
の
誤
り
で
あ
る
。
で
は
本
經
は
い
つ

成
立
し
た
か
。
こ
れ
に
關
す
る
私
見
と
し
て
は
、
お
よ
そ
四
五
二
年
か
ら
三
十
年
ほ
ど
の
閒
を
想
定
し
て
い
る（

12
）。

　
以
上
は
下
卷
に
關
す
る
事
柄
で
あ
る
が
、
他
方
、
上
卷
は
ど
う
か
と
言
え
ば
、
本
稿
冒
頭
に
觸
れ
た
よ
う
に
、『
歷
代
三
寶
紀
』
卷

八
（
五
九
七
）
が
本
經
を
二
卷
と
し
て
著
錄
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
稿
の
最
初
に
手
短
に
指
摘
し
た
事
柄
と
重
な
る
が
、『
歷
代
三
寶

紀
』
よ
り
も
さ
ら
に
三
年
以
前
の
隋
の
開
皇
十
四
年
（
五
九
四
）
に
成
書
し
た
法
經
等
撰
『
衆
經
目
錄
』
卷
五
に
は
「
梵
罔
（
網
）
經

二
卷
」
が
「
衆
律
僞
妄
」
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
（
大
正
五
五
、
一
四
〇
上
）
。
つ
ま
り
本
經
上
卷
の
成
立
の
下
限

は
五
九
四
年
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
時
代
が
唐
代
に
ま
で
下
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
下
卷
の
梵
網
戒
に
對
す
る
最
古
の
注
釋
書

で
あ
る
智
顗
說
・
灌
頂
記
『
菩
薩
戒
義
疏
』
は
、
注
釋
の
基
に
な
っ
た
『
梵
網
經
』
を
上
下
兩
卷
か
ら
成
る
も
の
と
し
て
次
の
よ
う

に
解
說
す
る
。「
梵
網
の
大
本
は
一
百
一
十
二
卷
、
六
十
一
品
あ
り
。
唯
だ
第
十
菩
薩
心
地
品
の
み
、
什
師
は
誦
出
せ
り
。
上
下
兩
卷

あ
り
、
上
は
菩
薩
の
階
位
を

の序
べ
、
下
は
菩
薩
の
戒
法
を
明
か
す
。
大
本

よ從
り
出
ず
。
序
及
び
流
通
は
皆
な
闕
く
」
（
大
正
四
〇
、
六

五
九
下
）
。

　
本
稿
で
は
梵
網
經
下
卷
先
行
說
の
蓋
然
性
を
經
文
の
分
析
か
ら
補
强
し
、
さ
ら
に
成
立
に
か
か
わ
る
更
な
る
諸
問
題
を
指
摘
し
た
。

注

（
１
）
『
梵
網
經
』
の
さ
ま
ざ
ま
な
呼
稱
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
梵
網
經
諸
本
の
二
系
統
」（『
東
方
學
報
』
京
都
第
八
五
册
、
二
〇
一
〇
年
）
一
八

〇
頁
以
下
參
照
。

（
２
）
二
三
の
例
を
あ
げ
れ
ば
次
の
通
り
。
演
培
法
師
釋
・
釋
能
度
記
『
梵
網
經
菩
薩
戒
本
講
記
』
一
四
六
頁
「
佛
說
：
「
若
」
是
一
個
做
了
菩
薩
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的
「
佛
子
」
、
不
論
是
「
自
盜
・
敎
人
盜
・
方
便
盜
・
呪
盜
」、
都
是
不
可
以
的
、
都
是
違
反
菩
薩
悲
濟
之
行
的
」。
二
一
二
頁
「
到
此
、
佛

說
：
「
若
」
是
一
個
行
菩
薩
道
的
「
佛
子
」
、
不
論
是
「
自
酤
酒
」、
或
者
是
「
敎
人
酤
酒
」、
是
都
有
違
菩
薩
律
儀
的
」。
三
二
七
頁
「
到

此
、
佛
又
對
大
衆
說
：
「
若
」
果
做
個
受
了
菩
薩
戒
的
「
佛
子
」
、
…
…
」。

（
３
）
便
宜
上
、
高
麗
版
に
從
っ
て
本
文
を
揭
げ
た
が
、
開
元
寺
版
や
思
溪
藏
版
等
は
字
句
が
異
な
る
。
後
者
の
ほ
う
が
古
い
傳
承
を
示
す
讀
み
で

あ
る
。
そ
の
詳
細
は
注
（
1
）
の
拙
稿
に
論
じ
た
。

（
４
）
二
人
稱
が
「
汝
」
の
み
に
必
ず
限
定
さ
れ
る
と
は
斷
定
で
き
な
い
。
因
み
に
一
人
稱
の
場
合
に
は
「
我
」「
吾
」
の
二
種
が
本
經
に
用
い
ら

れ
て
い
る
。

（
５
）
前
揭
拙
稿
一
八
二
頁
以
下
參
照
。

（
６
）
梵
語
の
關
係
代
名
詞
の
翻
譯
方
法
は
「
若
」
の
使
用
だ
け
で
は
な
い
。「
者
」「
是
」
等
を
用
い
て
關
係
代
名
詞
を
譯
出
す
る
工
夫
も
あ
る
。

た
だ
し
「
者
」「
是
」
等
は
關
係
代
名
詞
の
譯
と
し
て
頻
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
そ
の
用
法
に
は
か
な
り
制
限
が
あ
る
。

（
７
）
平
川
彰
『
二
百
五
十
戒
の
硏
究
Ⅰ
』（
春
秋
社
、
一
九
九
三
年
）
一
五
八
頁
。

（
８
）N

alinaksha
D

utt(ed.),B
odhisattvabhum

i,Patna
:K

.P.Jayasw
alR

esearch
Institute,1966,108.

（
９
）
拙
稿
「
捨
身
の
思
想
―
六
朝
佛
敎
史
の
一
斷
面
」（『
東
方
學
報
』
京
都
第
七
四
册
、
二
〇
〇
二
年
）
三
四
九
頁
。

（
10
）
注
（
1
）
拙
稿
參
照
。

（
11
）
鄭
炳
林
「
唐
五
代
敦
煌
的
栗
特
人
與
佛
敎
」（『
敦
煌
硏
究
』
一
九
九
七
―
二
）、
同
「
晚
唐
五
代
敦
煌
歸
義
軍
行
政
區
劃
制
度
硏
究
（
之
二
）」

（『
敦
煌
硏
究
』
二
〇
〇
三
―
三
）。

（
12
）
拙
稿
「
疑
經
『
梵
網
經
』
成
立
の
諸
問
題
」（『
佛
敎
史
學
硏
究
』
三
九
―
一
、
一
九
九
六
年
）。
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ス
タ
イ
ン
二
四
三
八
に
見
え
る
佛
敎
の
服
餌
辟
穀
法
受
容
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
と
の
關
連
を
中
心
に

　
　
　
　
池
　
平
　
　
紀
　
子
　
　

　　　　
　
　
は
じ
め
に

　　
大
英
圖
書
館
に
所
藏
さ
れ
る
敦
煌
文
書
ス
タ
イ
ン
二
四
三
八
（
以
下
Ｓ
二
四
三
八
と
略
稱
す
る
）
は
、
國
際
敦
煌
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

（InternationalD
unhuang

Project[ID
P] （

１
））

の
書
誌
情
報
に
よ
れ
ば
、
縱
二
六
・
五
セ
ン
チ
、
全
長
二
六
五
セ
ン
チ
、
紙
本
墨
書
の

卷
子
本
で
あ
る
。

　
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
損
傷
に
よ
る
缺
失
部
分
が
多
く
、
首
尾
を
共
に
缺
い
て
い
る
。
ま
た
全
體
的
に
紙
面
下
半
分
の
損
傷
が
激
し
く
、

辛
う
じ
て
殘
る
部
分
の
文
字
數
を
數
え
て
平
均
す
る
と
一
行
が
槪
ね
二
十
五
文
字
前
後
で
あ
る
。
現
存
部
分
の
行
の
總
數
が
百
八
十

一
行
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
來
は
少
な
く
と
も
四
千
五
百
字
以
上
の
分
量
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
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▼

圖
一
　O

r.8210/S.2438
L

.1–L
.39

(C
)T

he
B

ritish
L

ibraly
B

oard.

　
ま
た
こ
れ
は
孤
本
で
あ
り
、
今
日
首
題
を
知
り
得
な
い
が
、
內
容
的
に
は
六
十
九
行
目
（
末
尾
「
翻
刻
」
參
照
、
現
存
部
分
の
行
に
通

し
番
號
を
振
っ
た
）
ま
で
と
七
十
行
目
以
降
で
大
き
く
二
つ
の
部
分
に
分
か
れ
る
。『
大
正
新
修
大
藏
經
』
八
五
卷
「
古
逸
部
」
（
一
四

四
九
中
）
に
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
翻
刻
し
た
も
の
が
收
錄
さ
れ
て
お
り（

２
）、『

三
萬
佛
同
根
本
神
祕
之
印
、
竝
法
、
龍
種
上
尊
王
佛
法
』

と
い
う
假
題
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
三
萬
佛
同
根
本
神
祕
之
印
、
竝
法
」
と
は
七
十
行
目
に
見
え
る
後
半
部
分
冒
頭
の
題
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　　スタイン二四三八に見える佛敎の服餌辟穀法受容について

で
あ
り
、「
龍
種
上
尊
王
佛
法
」
と
は
九
十
一
行
目
に
「
龍
種
上
尊
王
佛
法
第
一
」
と
あ
る
部
分
で
、
こ
れ
は
「
三
萬
佛
同
根
本
神
祕

之
印
、
竝
法
」
の
內
題
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
前
半
部
分
で
は
辟
穀
法
が
說
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、ID

P

は
こ
れ
に

『
辟
谷
諸
方
第
四
種（

３
）』

の
假
題
を
付
し
て
い
る
。

▼

圖
二
　O

r.8210/S.2438
L

.61–L
.109

(C
)T

he
B

ritish
L

ibraly
B

oard.

　
ジ
ャ
イ
ル
ズ
の
目
錄
は
前
半
部
分
を
「
道
敎
の
昇
仙
と
三
尸
驅
除
の
た
め
の
處
方
箋
」
と
解
說
し
、
後
半
部
分
で
は
「
三
萬
佛
同

根
本
神
祕
之
印
、
竝
法
」
の
タ
イ
ト
ル
を
擧
げ
た
後
、「
多
く
の
祕
術
を
含
む
佛
敎
的
道
敎
文
獻
」
と
解
說
し
て
い
る（

４
）。

但
し
後
半
部
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分
は
內
容
か
ら
こ
れ
は
「
佛
敎
的
道
敎
文
獻
」
で
は
な
く
明
ら
か
に
「
道
敎
的
佛
敎
（
密
敎
）
文
獻
」
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
、

ま
た
圖
二
の
「
自
在
」「
三
」「
之
」
等
の
文
字
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
前
半
と
後
半
は
同
じ
人
物
の
手
に
よ
る
筆
寫
で
あ
る
こ
と
、
更

に
は
前
半
部
分
に
「
觀
世
音
菩
薩
」
の
名
が
擧
げ
ら
れ
、
觀
音
菩
薩
に
關
わ
る
辟
穀
法
が
見
え
る
こ
と
、
ま
た
兩
者
と
も
道
敎
的
な

「
術
」
が
說
か
れ
て
い
る
點
な
ど
か
ら
、
筆
者
は
基
本
的
に
こ
の
文
獻
を
、
道
敎
の
强
い
影
響
を
受
け
た
佛
敎
者
に
よ
り
、
佛
敎
の
場

に
お
け
る
「
術
」
の
實
踐
を
目
的
と
し
た
文
獻
と
し
て
編
集
さ
れ
た
疑
經
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
以
後
、
本
稿
で
は
便
宜
的
に
前

半
部
分
を
「
辟
穀
諸
法
」、
後
半
部
分
を
「
神
祕
之
印
、
竝
法
」
と
呼
稱
し
た
い
。

　
い
ま
少
し
內
容
に
蹈
み
込
む
と
、「
辟
穀
諸
法
」
で
は
、
穀
⻝
を
斷
ち
藥
草
を
調
合
し
た
丸
藥
を
攝
取
す
る
、
い
わ
ゆ
る
服
餌
辟
穀

法
が
列
擧
さ
れ
る
。
效
果
は
方
法
每
に
樣
々
で
あ
る
が
、
し
ば
し
ば
三
尸
の
驅
除
が
說
か
れ
る
點
が
ひ
と
つ
の
特
徵
で
あ
る（

５
）。

一
方

の
「
神
祕
之
印
、
竝
法
」
で
は
、
ま
ず
護
身
の
印
章
の
印
刻
方
法
が
記
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
印
章
の
攜
行
方
法
と
そ
れ
を
用
い
た
護

身
術
が
列
擧
さ
れ
る
。
內
容
は
道
敎
的
で
あ
る
が
、
テ
キ
ス
ト
は
「
如
是
我
聞
、
一
時
佛
在
他
化
自
在
天
、
…
…
」
と
い
う
文
章
で

始
ま
り
、
世
尊
と
龍
種
上
尊
王
佛
と
の
對
話
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
佛
敎
經
典
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
具
え
て
い
る
。
佛

敎
內
の
位
置
づ
け
と
し
て
は
密
敎
的
で
あ
る
。

　
文
獻
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、「
辟
穀
諸
法
」
の
部
分
か
ら
は
、
以
後
に
檢
討
す
る
よ
う
に
東
晉
の
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
に
後

行
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
實
で
、
ま
た
後
述
の
よ
う
に
觀
音
に
關
す
る
同
樣
の
服
餌
法
が
他
の
敦
煌
文
書
や
唐
代
密
敎
經
典
に
見
え
る

こ
と
、
更
に
後
半
の
「
神
祕
之
印
、
竝
法
」
に
つ
い
て
も
、
法
印
に
關
す
る
同
樣
の
呪
術
が
唐
宋
代
の
密
敎
經
典
に
見
え
る
こ
と（

６
）な

ど
か
ら
、
お
よ
そ
唐
代
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
。
書
寫
時
期
も
唐
代
で
あ
ろ
う（

７
）。

　
こ
の
經
典
に
關
す
る
先
行
硏
究
と
し
て
は
、
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
ス
ト
リ
ッ
ク
マ
ン（

８
）が

佛
敎
と
道
敎
の
「
法
印（

９
）」

の
關
係
、
特
に
佛
敎

の
法
印
が
道
敎
か
ら
受
け
た
影
響
に
つ
い
て
考
證
す
る
中
で
、
本
テ
キ
ス
ト
の
「
神
祕
之
印
、
竝
法
」
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
、
槪

要
を
述
べ
た
上
で
、
本
來
攘
災
や
鬼
神
の
役
使
を
主
要
な
目
的
と
し
て
い
た
道
敎
の
法
印
が
、
こ
こ
で
は
三
昧
や
度
脫
を
得
る
手
段
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　　スタイン二四三八に見える佛敎の服餌辟穀法受容について

に
ま
で
そ
の
役
割
を
發
展
さ
せ
て
い
る
點
を
重
要
な
特
徵
と
し
て
擧
げ
て
い
る
。

　
た
だ
、
こ
の
ス
ト
リ
ッ
ク
マ
ン
の
「
神
祕
之
印
、
竝
法
」
に
關
す
る
論
攷
を
除
け
ば
、
こ
れ
ま
で
提
供
さ
れ
て
い
る
情
報
は
ほ
と

ん
ど
が
一
次
的
な
書
誌
情
報
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
は
文
獻
の
損
傷
が
激
し
い
こ
と
が
大
き
な
原
因
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
特
に

「
辟
穀
諸
法
」
に
關
し
て
は
そ
の
內
容
に
蹈
み
込
む
專
著
は
ま
だ
な
い
よ
う
で
あ
る（

10
）。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
主
に
Ｓ
二
四
三
八
の
「
辟

穀
諸
法
」
に
つ
い
て
、
各
辟
穀
法
を
現
存
す
る
道
敎
文
獻
と
比
較
し
、
そ
の
依
據
し
た
も
の
を
で
き
る
限
り
特
定
し
、
佛
敎
の
場
に

お
け
る
辟
穀
法
實
踐
に
關
す
る
硏
究
の
一
助
と
し
た
い
。

　　
　
　
一
　
Ｓ
二
四
三
八
・『
太
上
靈
寶
五
符
序
』・『
雲
笈
七
籤
』

　　
戰
國
時
代
の
內
容
を
傳
え
る
と
さ
れ
る
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
に
『
去
穀
⻝
氣
』
と
題
さ
れ
る
藥
方
が
あ
る（

11
）。

こ
れ
は
穀
⻝
を
斷
つ
か

わ
り
に
藥
草
の
「
石
韋
」
を
月
の
滿
ち
缺
け
に
合
わ
せ
て
量
を
增
減
し
な
が
ら
攝
取
す
る
と
い
う
方
法
で
、
こ
の
よ
う
に
服
餌
辟
穀

の
傳
統
は
中
國
古
代
に
ま
で
遡
る
。
ま
た
姑
射
山
の
神
人
が
「
五
穀
を
⻝
ら
わ
ず
、
風
を
吸
い
露
を
飮
ん
」
で
い
た
と
い
う
『
莊
子
』

「
逍
遙
游
」
の
傳
說
や
、
漢
初
の
留
侯
張
良
が
赤
松
子
の
道
に
從
わ
ん
と
し
て
辟
穀
・
道
（
導
）
引
・
輕
身
の
術
を
學
ん
だ
と
い
う
『
史

記
』「
留
侯
世
家
」
の
記
載
な
ど
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
道
敎
以
前
の
神
仙
思
想
に
も
そ
の
傳
統
は
引
き
つ
が
れ
、
道
敎
成
立
以
後
は

重
要
な
不
老
長
生
術
の
ひ
と
つ
と
な
り
、
し
ば
し
ば
三
尸
說
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
ゆ
く
。
更
に
窪
氏
の
硏
究
に
よ
れ
ば
、
道
敎
の
三

尸
說
と
辟
穀
法
は
唐
代
に
中
國
で
佛
敎
へ
と
傳
播
し
、
や
が
て
日
本
で
は
佛
敎
の
場
に
お
け
る
庚
申
講
を
通
し
て
廣
く
民
閒
に
も
受

容
さ
れ
て
ゆ
く
と
さ
れ
る（

12
）。

し
か
し
三
尸
說
と
辟
穀
法
が
道
敎
か
ら
佛
敎
へ
と
傳
播
す
る
過
程
を
裏
付
け
る
文
獻
は
決
し
て
多
く
な

く
、
特
に
三
尸
の
名
は
佛
典
の
中
か
ら
は
愼
重
に
排
除
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
Ｓ
二
四
三
八
は
そ
の
過
程
を
示
す
貴
重
な
史
料
で

あ
る
と
言
え
る
。
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Ｓ
二
四
三
八
前
半
の
「
辟
穀
諸
法
」
は
、
卷
子
全
體
の
中
で
も
損
傷
部
分
が
大
き
く
全
貎
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
殘
存

部
分
を
種
々
の
資
料
と
照
合
し
た
結
果
、
複
數
の
道
敎
文
獻
と
の
一
致
が
見
ら
れ
る
箇
所
が
多
く
、
特
に
『
正
統
道
藏
』
洞
玄
部
神

符
類
所
收
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
（
道
藏
一
八
三
册
）
の
中
卷
と
は
か
な
り
の
割
合
で
一
致
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　
周
知
の
通
り
、『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
は
陸
修
靜
の
『
三
洞
經
書
目
錄
』
に
基
づ
く
敦
煌
資
料
「
靈
寶
經
目（

13
）」

に
葛
仙
公
所
授
新
經

の
第
一
と
し
て
擧
げ
ら
れ
る
代
表
的
な
古
靈
寶
經
典
の
ひ
と
つ
で
、
現
存
す
る
の
は
『
正
統
道
藏
』
の
三
卷
本
で
あ
る
。「
靈
寶
經
目
」

の
注
記
に
依
れ
ば
、「
舊
是
一
卷
」
と
あ
り
、
後
に
二
卷
に
分
卷
さ
れ
、
陸
修
靜
の
時
代
に
は
旣
に
三
卷
本
が
存
在
し
た
と
い
う
。
た

だ
小
林
氏
を
始
め
先
學
の
硏
究
に
依
る
と（

14
）、

現
行
本
に
見
え
な
い
佚
文
も
存
在
す
る
な
ど
、
當
初
の
三
卷
本
か
ら
『
正
統
道
藏
』
の

三
卷
本
に
至
る
閒
に
も
テ
キ
ス
ト
の
增
減
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
內
容
は
、
上
卷
で
は
經
典
傳
授
の
歷
史
に
加
え
て
服
氣
・
存
思
の

諸
法
が
說
か
れ
、
中
卷
に
は
服
餌
辟
穀
の
諸
法
が
收
め
ら
れ
、
下
卷
で
は
樂
子
長
へ
の
傳
授
の
歷
史
、
五
符
の
圖
、
五
符
の
佩
帶
や

五
符
に
よ
る
齋
醮
の
方
法
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
Ｓ
二
四
三
八
に
見
ら
れ
る
服
餌
辟
穀
の
諸
法
の
う
ち
、『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
と
共
通
す
る
も
の
は
全
て
中
卷
に
見
え
る
が
、
た
だ

現
行
の
中
卷
を
丸
ご
と
引
用
し
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
列
擧
さ
れ
る
諸
法
の
順
も
不
同
で
あ
り
、
そ
の
記
述
も
『
太
上
靈
寶
五

符
序
』
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
も
の
、『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
の
方
法
の
摘
要
と
見
ら
れ
る
も
の
、
服
餌
辟
穀
法
に
關
す
る
他
の
道
敎
文
獻

と
一
致
或
い
は
類
似
す
る
も
の
、
基
づ
く
資
料
が
不
明
の
も
の
な
ど
樣
々
で
あ
る
。

　
以
下
に
具
體
的
に
例
を
擧
げ
な
が
ら
、
こ
の
Ｓ
二
四
三
八
に
見
ら
れ
る
「
辟
穀
諸
法
」
が
ど
の
よ
う
な
道
敎
文
獻
を
參
照
し
つ
つ

編
集
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
成
り
立
ち
を
考
え
て
み
た
い
。
な
お
、
本
稿
の
末
尾
に
Ｓ
二
四
三
八
の
翻
刻
を
付
し
、
殘
存
部
分
の
行
番

號
を
001

か
ら
181

ま
で
振
っ
て
い
る
。
ま
た
損
傷
の
た
め
不
確
定
な
箇
所
も
あ
る
が
、「
辟
穀
諸
法
」
を
各
辟
穀
法
每
に
冒
頭
よ
り
Ａ
か

ら
Ｕ
ま
で
全
二
十
一
種（

15
）に

區
分
し
た
。
こ
の
內
の
十
二
種
に
、『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
と
同
文
、
或
い
は
類
似
す
る
文
が
存
在
す
る
。

（
表
一
參
照
）

162



　　スタイン二四三八に見える佛敎の服餌辟穀法受容について

『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
卷
中
諸
法
名

Ｓ
二
四
三
八
一
致
・
類
似
箇
所
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
卷
中
諸
法
名

Ｓ
二
四
三
八
一
致
・
類
似
箇
所
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
卷
中
諸
法
名

Ｓ
二
四
三
八
一
致
・
類
似
箇
所

1
靈
寶
服
⻝
五
芝
之
精

23
延
年
益
壽
方

…
…
Ｃ
45
五
茄
酒
方

2
靈
寶
三
天
方
（
樂
子
長
書
出
文
）

24
又
卻
老
方

46
天
門
冬
酒
方

　靈寶巨勝衆方（霍林仙人
　授樂子長隱於勞山之陰）

3
延
年
益
壽
神
方

…
…
Ｂ
25
眞
人
住
年
月
別
一
物
藕
散

47
天
門
冬
煎
方

4
餌
胡
麻
法

26
住
年
方

48
服
⻝
神
方

5
胡
麻
膏

27
服
⻝
麋
角
延
年
多
服
耳
目
聰
明
黑
髮
方

…
…
Ｏ
後
半
49
眞
人
釀
天
門
冬
酒
方

6
眞
人
絕
榖
方

28
靈
寶
黃
精
方

…
…
Ｌ
、
Ｎ
、
Ｏ
前
半
、
Ｐ
50
建
體
仙
酒
方

7
眞
人
絕
榖
餌
巨
勝
法

29
仙
人
下
三
蟲
伏
尸
方

…
…
Ｈ
51
治
百
病
神
酒
方

8
眞
人
輕
粮
辟
榖
不
⻝
方

30
樂
子
長
鍊
胡
麻
膏
方

52
靈
寶
服
⻝
地
黃
枸
杞
酒
方

9
出
外
益
體
服
⻝
方

31
樂
子
長
服
胡
麻
法

53
天
門
冬
酒
方

10
辯
菊
億
法

32
靈
寶
太
玄
陰
生
之
符
（
夏
禹
文
命
受
之
於
鍾
山
眞

　
人
）

54
枸
杞
酒
方

11
延
年
益
壽
方

33
尸
解
藥

55
釀
法

12
餌
杏
子
法

34
去
伏
尸
三
蟲
方

56
作
神
酒
方

13
夏
禹
受
眞
人
方
（
樂
子
長
書
出
隱
於
勞
山
之
陰
）

35
神
仙
修
養
方

57
神
酒
方

14
去
三
蟲
殺
伏
尸
治
面
乾
黑
益
智
不
忘
男
女
五
勞
七
傷

　
婦
人
乳
產
餘
病
帶
下
去
赤
白
皆
愈
方

36
神
仙
釀
酒
方

58
神
仙
乾
酒
法

15
令
人
不
老
長
生
去
三
蟲
治
百
病
毒
不
能
傷
人
方

…
…
Ｅ
37
朮
酒
方

59
神
仙
服
⻝
靑
梁
米
方

16
眞
人
長
生
去
三
尸
延
年
反
白
之
方

…
…
Ａ
38
神
酒
方

60
又
方

17
赤
松
子
方

…
…
Ｉ
39
胡
麻
酒
方

61
又
一
方

18
入
山
終
身
不
⻝
方

40
地
黃
神
酒
方

62
乾
酒
法

19
黃
帝
受
黃
輕
四
物
仙
方

41
松
脂
酒
方

63
服
⻝
粳
米
散
方

20
眞
人
四
物
卻
榖
散

42
又
一
方

64
服
⻝
稻
米
方

21
又
服
⻝
治
病
方

…
…
Ｄ
43
章
陸
酒
方

65
休
粮
方

…
…
Ｑ

22
又
去
三
蟲
法

44
枸
杞
酒
方

66
樂
子
長
含
棗
核
方

表
一
　
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
卷
中
・
Ｓ
二
四
三
八
服
餌
辟
穀
法
對
照
表
　

ま
ず
最
初
の
Ａ
の
部
分
は
、『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
で
「
眞
人
長
生
去
三
尸
延
年
反
白
之
方
」
と
の
名
稱
を
付
け
ら
れ
た
方
法
と
多
く

字
句
が
一
致
す
る
。
點
線
部
分
は
Ｓ
二
四
三
八
と
一
致
、
或
い
は
類
似
す
る
箇
所
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

・
光
紫
色
而
（
約
二
十
一
字
缺
）
年
化
爲
流
星
、
流
星
千
年
（
約
十
六
字
缺
）
爲
浮
水
、
金
入
水
不
耗
、
反
益
（
約
十
五
字
缺
）
太
淸
。

此
飛
仙
之
法
、
勿
（
約
十
七
字
缺
）
酒
二
升
、
與
茯
苓
合
餠
（
約
十
八
字
缺
）

Ｓ
二
四
三
八
（
001（16

））
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・
丹
光
之
母
者
、
松
脂
也
。
浮
水
之
髓
者
、
茯
苓
也
。
能
伏
鬼
神
、
卻
死
更
生
。
松
脂
流
入
地
中
千
年
變
爲
茯
苓
、
茯
苓
千
年
化

爲
琥
珀
、
琥
珀
千
年
變
爲
丹
光
、
丹.....光.....色.....紫.....而
照
人
。
丹
光
千
年
變
爲
蜚
節
芝
、
蜚
節
芝
千
年
變
爲
浮
水
之
髓
、
浮
水
之
髓
千

年
化
爲
夜
光
、
夜
光
千
年
化
爲
金
精
。
金
精
千.....年.....化.....爲.....流.....星.....、.....流.....星.....千.....年
化
爲
石
膽
、
石
膽
千
年
化
爲
金
剛
、
金
剛
千
年
化
爲

木
威
僖
芝
。
夫.....金.....入.....火.....不.....耗
、
入
水.....益
生
。
夫
松
脂
之
變
、
蓋
無
常
形
、
故
能
沈
淪
無
方
、
上
升.....太.....淸.....。.....此.....飛.....仙.....之.....法.....、.....勿
傳

非
其
人
。
…
…
以
醇.....酒.....二.....斗.....、.....與.....茯.....苓.....合.....餌
之
、
以
曝
令
乾
。
月
⻝
一
斤
、
欲
不
⻝
。
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
卷
中
（
一
二
表
）

　
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
に
よ
れ
ば
、「
松
脂
」
が
地
下
に
染
み
こ
ん
で
千
年
每
に
「
茯
苓
」「
琥
珀
」「
丹
光
」「
蜚
節
芝
」「
浮
水
之

髓
」「
夜
光
」「
金
精
」「
流
星
」「
石
膽
」「
金
剛
」「
木
威
僖
芝
」
と
化
し
、
こ
れ
を
服
用
す
れ
ば
「
太
淸
天
（
宮
）」
ま
で
飛
昇
で
き

る
が
、
途
中
の
「
茯
苓
」
を
酒
と
合
わ
せ
て
服
餌
す
る
こ
と
で
も
一
定
の
效
果
が
得
ら
れ
る
と
い
う
。
Ｓ
二
四
三
八
の
殘
存
部
分
は

多
少
文
字
の
異
同
は
あ
る
も
の
の
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
の
傍
線
部
分
と
槪
ね
一
致
し
、
缺
損
部
分
の
お
よ
そ
の
文
字
數
を
『
太
上

靈
寶
五
符
序
』
の
文
章
と
較
べ
る
と
、
一
行
目
な
ど
は
Ｓ
二
四
三
八
の
方
が
少
な
く
、
逆
に
四
行
目
な
ど
は
Ｓ
二
四
三
八
の
方
が
多

い
よ
う
だ
が
、
全
體
的
に
は
ほ
ぼ
同
樣
の
文
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
現
存
す
る
一
行
目
よ
り
前
の
部
分
に
は

「
松
脂
」
か
ら
の
變
化
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
ま
た
Ｓ
二
四
三
八
も
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
と
同
じ
く
各
處
方

箋
の
冒
頭
に
「
…
…
方
」「
…
…
法
」
の
よ
う
に
名
稱
が
付
さ
れ
る
體
裁
な
の
で
、
こ
こ
も
三
尸
の
驅
除
を
示
す
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
が

付
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
Ｓ
二
四
三
八
の
服
餌
法
は
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
の
そ
れ
を
引
用
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
が
、
類
似
の
內
容
を
持

つ
道
敎
文
獻
は
他
に
も
あ
り
比
較
が
必
要
と
な
る
。

　
そ
も
そ
も
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
の
服
餌
辟
穀
法
は
、
漢
代
河
圖
類
の
緯
書
に
見
え
る
三
尸
說
や
服
餌
法
に
起
源
を
有
し
、
ま
た

葛
氏
道
の
傳
統
を
受
け
繼
ぐ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
松
脂
」
の
經
年
變
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
も
『
抱
朴
子
』「
仙
藥
」
に
記

述
が
あ
り
、
ま
た
晉
の
張
華
『
博
物
志
』「
藥
物
」
が
引
用
す
る
『
神
仙
傳
』
に
も
同
樣
の
記
述
が
見
え
る
。
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・
及
夫
木
芝
者
、
松
柏
脂
淪
入
地
千
歲
化
爲
茯
苓
、
茯
苓
萬
歲
、
其
上
生
小
木
、
狀
似
蓮
花
、
名
曰
木
威
喜
芝
。
夜
視
有
光
、
持

之
甚
滑
、
燒
之
不
然
、
帶
之
辟
兵
。

『
抱
朴
子
』
卷
一
一
「
仙
藥
」（
一
九
九
頁（
17
））

・
神
仙
傳
云
「
松
柏
脂
入
地
千
年
化
爲
茯
苓
、
茯
苓
化
爲
琥
珀
。
琥
珀
一
名
江
珠
。」
今
泰
山
出
茯
苓
而
無
琥
珀
、
益
州
永
昌
出
琥

珀
而
無
茯
苓
。
或
云
燒
蜂
巢
所
作
。
未
詳
此
二
說
。

『
博
物
志
』
卷
七
（
七
表（
18
））

　
小
南
氏
は
こ
の
『
神
仙
傳
』
の
佚
文
を
、
葛
洪
の
原
本
『
神
仙
傳
』
の
お
も
か
げ
を
留
め
る
も
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
お

り（
19
）、

確
か
に
兩
本
の
內
容
は
重
複
す
る
。
た
だ
Ｓ
二
四
三
八
と
の
比
較
で
は
、
兩
者
と
も
短
文
で
、
Ｓ
二
四
三
八
一
行
目
以
前
の
缺

損
部
分
に
「
松
柏
脂
」
よ
り
「
茯
苓
」
ま
た
は
「
琥
珀
」
に
至
る
過
程
が
記
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
も
の
の
、
一
行
目
以
降
の

殘
存
部
分
と
の
一
致
箇
所
は
な
い
。
或
い
は
こ
の
『
神
仙
傳
』
の
佚
文
が
本
來
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
程
の
長
さ
を
持
ち
、
Ｓ
二
四

三
八
が
そ
れ
を
引
い
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
よ
り
も
長
い
佚
文
は
諸
本
に
見
え
ず
、
現
在
の
資
料
か
ら
は
『
靈
寶

五
符
序
』
を
引
い
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
現
行
の
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
の
も
の
と
類
似
し
た
辟
穀
法
を
含
む
た
め
、
比
較
檢
討
す
べ
き
資
料
と
し
て
『
雲
笈
七
籤
』

（
道
藏
六
九
四
册
）
八
二
・
八
三
卷
「
庚
申
部
」
が
擧
げ
ら
れ
る
。
Ｓ
二
四
三
八
に
「
庚
申
部
」
と
一
致
・
類
似
す
る
方
法
は
Ａ
Ｅ
Ｆ
Ｈ

Ｉ
の
五
箇
所
あ
り
、
そ
の
內
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
と
も
一
致
・
類
似
す
る
方
法
は
Ａ
Ｅ
Ｈ
Ｉ
の
四
箇
所
で
あ
る
。
無
論
、
唐
代
の

寫
本
が
大
部
分
を
占
め
十
一
世
紀
初
頭
に
は
莫
高
窟
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
敦
煌
文
獻
に
對
し
、『
雲
笈
七
籤
』
は
そ
の
精
華
を
採
っ
た

『
大
宗
天
宮
寶
藏
』
の
成
書
年
で
も
北
宋
天
禧
三
年
（
一
〇
一
九
）
で
あ
る
か
ら
、
Ｓ
二
四
三
八
の
書
寫
は
『
雲
笈
七
籤
』
に
先
行
す

る
は
ず
で
あ
る
し
、
ま
た
注
記
は
な
い
も
の
の
、
こ
れ
ら
四
箇
所
は
『
雲
笈
七
籤
』
が
直
接
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
を
引
用
し
た
箇

所
で
あ
る
可
能
性
も
高
い（

20
）。

た
だ
今
は
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
そ
の
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
檢
討
は
置
き
、
張
君
房
が
編
集
の

際
に
參
照
し
た
先
行
の
道
敎
文
獻
を
想
定
し
比
較
し
た
い
。

神
仙
去
三
尸
法
。
…
…
丹
光
之
母
者
、
松
脂
也
。
浮
水
之
髓
者
、
茯
苓
也
。
能
伏
鬼
神
、
卻
死
更
生
。
松
脂
流
入
地
中
千
年
變
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爲
茯
苓
、
茯
苓
千
年
化
爲
琥
珀
、
琥
珀
千
年
變
爲
丹
光
、
丹.....光.....之.....色.....、.....赫.....然.....照.....人
。
丹
光
千
年
變
爲
蜚
節
芝
。
蜚
節
芝
千
年
變

爲
浮
水
之
髓
。
浮
水
之
髓
千
年
變
爲
夜
光
。
夜
光
千
年
變
爲
金
精
。
金
精
千.....年.....化.....爲.....流.....星.....。.....流.....星.....千.....年
化
爲
石
膽
。
石
膽
千
年

化
爲
金
剛
。
金
剛
千
年
化
爲
木
威
喜
。
夫.....金.....入.....火.....不.....耗
、
入
水.....益
生
。
夫
松
脂
變
化
、
蓋
無
常
形
、
故
能
沈
淪
無
方
、
上
升.....太

.....淸.....。.....此.....飛.....仙.....之.....法.....、.....勿
傳
其
非
人
。
…
…
以
淳.....酒.....二.....斗.....、.....與.....茯.....苓.....合.....漬
之
。
日
暴
令
乾
。
月
⻝
一
斤
。
欲
不
⻝
用
。

『
雲
笈
七
籤
』
卷
八
二
（
六
表
）

　
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
と
『
雲
笈
七
籤
』
の
記
述
は
槪
ね
一
致
し
て
お
り
、
關
連
の
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
が
、
Ｓ
二
四

三
八
と
比
較
し
た
場
合
、
Ｓ
二
四
三
八
冒
頭
の
「
光
紫
色
而
」
を
、『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
は
「
光
色
紫
而
」
と
し
、『
雲
笈
七
籤
』
は

「
光
之
色
赫
」
と
し
、
Ｓ
二
四
三
八
最
後
の
「
與
茯
苓
合
餠（

21
）」

を
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
は
「
與
茯
苓
合
餌
」
と
し
『
雲
笈
七
籤
』
は

「
與
茯
苓
合
漬
」
と
す
る
な
ど
、
異
同
の
あ
る
部
分
で
は
Ｓ
二
四
三
八
は
若
干
『
雲
笈
七
籤
』
よ
り
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
に
近
い
。

　
ま
た
次
の
よ
う
に
Ｈ
の
箇
所
で
も
、『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
と
『
雲
笈
七
籤
』
の
記
述
は
方
法
名
も
含
め
槪
ね
一
致
し
、
ま
た
Ｓ
二

四
三
八
と
も
、
二
八
・
二
九
行
目
の
閒
で
五
―
六
〇
字
程
度
の
節
略
が
あ
る
ら
し
い
以
外
は
、
比
較
的
一
致
す
る
が
、
Ｓ
二
四
三
八

に
は
二
九
行
目
に
「
洇
其
藥
力
、
令
人
百
病
不
愈
、（
以
下
缺
）（
そ
の
藥
效
を
散
じ
て
し
ま
い（

22
）、

諸
病
を
癒
え
な
く
さ
せ
る
の
は
、

云
々
）」
と
い
う
句
が
あ
り
、『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
に
は
「
固
人
藥
力
、
令
藥
不
效
、
皆
三
蟲
所
爲
。」
と
相
當
す
る
句
が
あ
る
の
に

對
し
、『
雲
笈
七
籤
』
に
は
該
當
箇
所
が
な
く
、
や
は
り
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
の
方
が
近
い
。

・
上
尸
百
日
、
中
尸
六
十
日
、
下
尸
（
約
十
二
字
缺
）
鷄
子
。
上
尸
黑
、
中
尸
靑
、
下
尸
白
。
（
約
十
四
字
缺
）
伺
人
罪
過
、
上
奏
天

翁
、
世
閒
（
約
十
五
字
缺
）
洇
其
藥
力
、
令
人
百
病
不
愈
（
約
十
五
字
缺
）
五
味
色
、
若
不
去
三
尸
、
但
（
約
十
六
字
缺
）
仙
人
、
與

日
月
同
光
、
莫
視
凡
下
（
約
十
四
字
缺
）

Ｓ
二
四
三
八
（
026
）

・
仙
人
下
三
蟲
伏
尸
法
…
…
上.....尸.....百.....日.....、.....中.....尸.....六.....十.....日.....、.....下
尸
三
十
日
爛
出
。
上
尸
如
手
、
中
尸
如
足
、
下
尸
如.....雞.....子.....。.....上.....尸

.....黑.....、.....中.....尸.....靑.....、.....下.....尸.....白
。
此
三
尸
與
人
俱
生
、
常
欲
令
人
死
、
至
晦
朔
日
、.....上.....天.....白.....人.....罪.....過
。
晦
至
其
日
、
當
拘
魂
制
魄
、
及
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守
庚
申
夕
、
於
是
三
尸
不
能
得
動
矣
。（
中
略
五
十
一
字
）
凡
道
士
醫
師
、
但
知
按
方
治
身
、
而
不
知
伏
尸
在
人
腹
中
。.....固.....人.....藥

.....力.....、.....令.....藥.....不.....效
、
皆
三
蟲
所
爲
。
上
尸
好
寶
貨
千
億
、
中
尸
好.....五.....味
、
下
尸
好.....五.....色.....、.....若.....不.....下.....之.....、.....但
自
欺
耳
。
去
之
卽
不
復

飢
、
心
靜
無
念
、
可
得
遂
生
。
　

『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
卷
中
（
二
四
表
）

・
仙
人
下
三
蟲
伏
尸
法
…
…
上.....尸.....者.....百.....日.....、.....中.....尸.....六.....十.....日.....、.....下
尸
四
十
日
、
當
爛
出
。
上
尸
如
手
、
中
尸
如
足
、
下
尸
如.....鷄.....子.....。

.....上.....尸.....黑.....、.....中.....尸.....靑.....、.....下.....尸.....白
。
此
三
尸
與
人
俱
生
。
常
欲
令
人
死
、
至
晦
朔
日
、.....上.....天.....白.....人.....罪.....過
。
每
至
其
日
、
當
拘
制
七

魄
、
及
守
庚
申
夕
、
於
是
三
尸
不
能
得
動
矣
。（
中
略
四
十
八
字
）
凡
道
士
醫
師
、
但
知
按
方
治
身
、
而
不
知
伏
尸
所
在
。
上
尸

好
寶
貨
千
億
。
中
尸
好.....五.....味
、
下
尸
好.....色.....、.....若.....不.....下.....之.....、.....但
自
欺
耳
。
去
之
卽
不
復
飢
、
心
神
靜
念
、
可
得
延
生
。

『
雲
笈
七
籤
』
卷
八
二
（
五
表
）

　
更
に
Ｉ
で
は
、
Ｓ
二
四
三
八
は
七
月
十
七
日
に
、『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
と
『
雲
笈
七
籤
』
は
七
月
十
六
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
手
足
の

爪
を
切
れ
ば
三
尸
を
除
去
で
き
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
も
「
腹
中
」「
三
尸
」
の
一
句
な
ど
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
の
方
が
近
い（

23
）。

・
去
三
尸
方
。
…
…
又
方
。.....七.....月.....十.....七.....日.....、.....去.....手.....爪.....足.....爪.....呑.....、.....腹.....中.....去.....三.....尸
（
約
七
字
缺
）

Ｓ
二
四
三
八
（
021
・
032
）

・
赤
松
子
方
。.....七.....月.....十.....六.....日.....、.....去.....手.....足.....爪.....、.....除.....腹.....中.....三.....尸
蟲
矣
。

『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
卷
中
（
一
四
表
）

・
五
行
紫
文
除
尸
蟲
法
凡
三
法
。
…
…
又
法
。
常
以.....七.....月.....十.....六.....日.....、.....去.....手.....爪.....甲
、
燒
作
灰
服
之
、
卽
自
滅
。（
消
九
蟲
、
下
三
尸
）

『
雲
笈
七
籤
』
卷
八
三
（
一
二
裏
）

　
た
だ
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
は
爪
の
服
用
を
說
か
ず
、
一
方
Ｓ
二
四
三
八
に
は
「
呑
」
字
が
あ
り
、
こ
の
點
で
は
兩
者
は
異
な
る

が
、
語
句
と
し
て
は
『
雲
笈
七
籤
』
よ
り
も
近
似
し
て
い
る
。

　
Ｓ
二
四
三
八
・『
太
上
靈
寶
五
符
序
』・『
雲
笈
七
籤
』
の
三
テ
キ
ス
ト
が
竝
行
し
て
類
似
の
三
尸
驅
除
法
を
說
く
箇
所
は
上
記
の
Ａ

Ｈ
Ｉ
以
外
に
Ｅ
が
あ
る
。
こ
こ
は
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
と
『
雲
笈
七
籤
』
で
異
同
が
少
な
く
、
Ｓ
二
四
三
八
と
の
比
較
も
難
し
い

が
、『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
卷
中
が
「
絹
囊
盡
盛
、
懸
屋
北.....六.....十.....日.....陰.....燥.....、.....末.....治.....下.....簁.....、.....方.....寸.....𠤎
、
水
服
日
一
先
⻝
。」
（
二
裏
）
と
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し
、『
雲
笈
七
籤
』
卷
八
二
が
「
絹
囊
盡
盛
、
懸
屋
北.....六.....十.....日.....、.....陰.....燥.....爲.....末.....、.....以.....方.....寸.....𠤎
、
水
服
旦
先
⻝（

24
）。」

（
八
裏
）
と
す
る
箇
所

を
、
Ｓ
二
四
三
八
は
「
隂
乾
六
十
日
末
篩
、
方
寸
𠤎
、
和
（
約
十
四
字
缺
）
」
（
019
）
と
し
て
お
り
、「
ふ
る
い
（
簁
・
篩
）」
に
か
け
る

過
程
を
記
す
點
と
「
以
」
字
を
缺
く
點
で
や
は
り
若
干
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
に
近
い
と
判
斷
で
き
る
。

　
ち
な
み
に
Ｆ
は
鑛
物
の
朱
砂
・
雄
黃
・
雌
黃
を
調
合
し
兩
耳
を
塞
ぐ
こ
と
に
よ
り
三
尸
を
驅
除
す
る
と
い
う
方
法
で
、『
太
上
靈
寶

五
符
序
』
に
は
類
似
の
方
法
は
見
え
ず
、『
雲
笈
七
籤
』
お
よ
び
唐
代
成
書
の
『
太
上
除
三
尸
九
蟲
保
生
經
』
（
道
藏
五
八
〇
册
）
に
類

似
箇
所
が
見
え
る
。
服
用
後
の
效
果
に
つ
い
て
の
記
載
は
異
な
る
が
、
處
方
箋
は
同
樣
で
あ
る
。

・
去
三
尸
方
。
恆
以
春
（
約
十
四
字
缺
）
黃
雌
黃
、
等
分
末
之
、
以
綿
裹
（
約
十
四
字
缺
）
死
出
去
、
壽
五
百
年
活
。Ｓ

二
四
三
八
（
021
）

・
太
虛
眞
人
消
三
尸
法
。
眞
人
曰
。.....常.....以.....春
甲
寅
日
、
夏
丙
午
日
、
秋
庚
申
日
、
冬
壬
子
日
、
瞑
臥
時
、
先
擣
朱
砂
雄.....黃.....雌.....黃.....三

.....物.....、.....等.....分.....細.....擣.....、.....以.....綿.....裹
之
、
使
如
棗
大
。
臨
臥
時
、
塞
兩
耳
中
。
此
消
三
尸
鍊
七
魄
之
道
也
。『

雲
笈
七
籤
』
卷
八
三
（
一
一
裏
）

・
太
上
眞
人
口
訣
。.....以.....春
乙
卯
日
、
夏
丙
午
日
、
秋
庚
申
日
、
冬
壬
子
日
、
冥
目
臥
時
、
先
搗
朱
砂
雄.....黃.....雌.....黃.....、.....三.....分.....等.....、.....細.....羅

.....之.....、.....綿.....裹
如
棗
大
、
以
塞
鼻
中
、
此
謂
消
三
尸
鍊
七
魄
之
道
祕
法
、
勿
令
有
知
者
。
　
『
太
上
除
三
尸
九
蟲
保
生
經
』（
二
二
裏
）

　
こ
こ
は
『
雲
笈
七
籤
』
と
『
太
上
除
三
尸
九
蟲
保
生
經
』
と
は
ほ
ぼ
同
文
と
考
え
ら
れ
る
が
、
Ｓ
二
四
三
八
と
は
「
恆
以
春
」「
等

分
」「
以
綿
裹
」
な
ど
の
文
字
で
『
雲
笈
七
籤
』
の
方
が
若
干
一
致
の
割
合
が
高
い
。

　
つ
ま
り
、
Ｓ
二
四
三
八
と
『
雲
笈
七
籤
』
の
關
連
箇
所
Ａ
Ｅ
Ｆ
Ｈ
Ｉ
の
う
ち
、
Ａ
Ｅ
Ｈ
Ｉ
の
四
箇
所
が
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
と

も
重
複
す
る
箇
所
で
あ
り
、
Ｓ
二
四
三
八
は
『
抱
朴
子
』
や
『
太
上
除
三
尸
九
蟲
保
生
經
』
な
ど
他
の
道
敎
文
獻
よ
り
は
、
こ
の
兩

本
と
符
合
す
る
割
合
が
高
く
、
更
に
細
部
を
比
較
す
れ
ば
『
雲
笈
七
籤
』
よ
り
も
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
に
よ
り
近
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
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二
　
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
編
集
の
可
能
性

　　
前
述
の
よ
う
に
「
辟
穀
諸
法
」
が
參
照
し
た
道
敎
文
獻
中
、『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
卷
中
と
の
關
係
が
密
で
あ
る
點
は
明
ら
か
に

な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
現
行
の
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
に
は
見
え
な
い
箇
所
も
有
り
、
見
え
る
場
合
も
異
同
が
少
な
く
な
い
。『
太
上

靈
寶
五
符
序
』
に
無
い
箇
所
に
つ
い
て
は
先
ず
は
他
の
道
敎
文
獻
を
參
照
し
た
可
能
性
を
考
え
た
が
、
も
う
ひ
と
つ
、「
辟
穀
諸
法
」

が
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
の
文
章
を
編
集
し
た
可
能
性
や
、
そ
も
そ
も
現
行
の
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
と
「
辟
穀
諸
法
」
が
參
照
し

た
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
と
の
閒
に
異
同
が
あ
っ
た
可
能
性
が
見
え
て
き
た
。

　
Ｓ
二
四
三
八
の
六
行
目
よ
り
始
ま
る
Ｂ
で
は
、
先
ず
「
絕
穀
仙
方
　
胡
麻
之
法
」
と
い
う
方
法
名
を
擧
げ
、
胡
麻
の
別
稱
を
羅
列

し
た
後
、
九
行
目
よ
り
實
際
に
胡
麻
を
用
い
た
服
餌
法
を
一
種
類
說
い
て
い
る
。
一
方
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
は
「
靈
寶
巨
勝
衆
方
」

（
四
表
）
と
い
う
方
法
名
を
擧
げ
た
後
、
や
は
り
「
巨
勝
（
＝
胡
麻
）」
の
別
稱
を
羅
列
し
た
後
、
胡
麻
を
用
い
た
⻝
餌
法
を
合
計
六

種
說
い
て
い
る
。
方
法
名
の
後
に
は
「
霍
林
仙
人
、
樂
子
長
に
授
け
、
勞
山
の
陰
に
隱
す
」
と
の
注
記
が
あ
り
、
こ
の
方
法
は
王
松

年
編
『
仙
苑
編
珠
』
（
道
藏
三
二
九
、
卷
上
、
一
九
裏
）
が
引
く
『
神
仙
傳
』
で
、
樂
子
長
が
霍
林
仙
人
よ
り
授
か
っ
た
と
さ
れ
る
「
巨

勝
赤
松
散
方
」
に
相
當
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る（

25
）。

胡
麻
の
別
稱
の
箇
所
は
兩
本
は
ほ
ぼ
同
文
で
異
同
も
少
な
く
、
Ｓ
二
四
三
八
の

缺
損
部
分
の
文
字
數
も
ほ
ぼ
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
と
一
致
す
る
が
、
⻝
餌
法
に
つ
い
て
は
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
の
六
種
類
の
う

ち
最
初
の
「
延
年
益
壽
神
方
」
と
比
較
的
字
句
が
近
い
も
の
の
、
同
文
と
は
い
え
な
い
。

・
絕
穀
仙
方
　
胡
麻
之
法
。
（
約
十
六
字
缺
）
如
、
一
名
三
光
之
貴
榮
、
一
名
（
約
十
五
字
缺
）
昌
、
一
名
含
暎
、
一
名
靑
襄
。
是
其

葉
⻝
（
約
十
二
字
缺
）
好
成
熟
者
、
搗
持
土
穢
、
隨
意
多
少
、
湯
（
約
十
二
字
缺
）
乾
後
、
蒸
之
使
微
氣
出
、
極
溜
通
止
。
更
曝
（
約

十
一
字
缺
）
曝
。
每
至
蒸
時
、
須
快
日
、
天
陰
不
得
（
約
十
三
字
缺
）
復
溫
而
復
蒸
、
都
曝
訖
而
後
、
搗
之
和
以
白
蜜
（
約
九
字
缺
）
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至
服
時
、
一
服
一
枚
、
以
日
三
時
服
之
、
可
長
生
不
死
（
一
字
缺
）
年
（
約
五
字
缺
）

Ｓ
二
四
三
八
（
006
）

・
靈
寶
巨
勝
衆
方
（
霍
林
仙
人
、
授
樂
子
長
、
隱
於
勞
山
之
陰
）。
巨
勝
一
名
胡
麻
、
一
名
苟
蝨
、
一
名
莫.....如.....、.....一.....名.....三.....光.....之.....遺

.....榮.....、.....一.....名
天
地
之
更
生
、
一
名
流
朱
、
一
名
九
變
、
一
名
幽.....昌.....、.....一.....名.....含.....腴.....、.....一.....名.....靑.....襄.....。.....靑.....襄.....、.....葉
名
也
。

延
年
益
壽
神
方
。
胡
麻
子
、
好
者
擇
治
、
去
否
穢
、
蒸
之
如
炊
、
須
曝
乾
復
蒸
、
九
曝
九
蒸
乃
止
。
治
下
細
簁
、.....以.....白.....蜜
丸
、
服

如
雞
子.....一.....枚.....、.....日.....三
。

『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
卷
中
（
四
表
）

　
こ
の
よ
う
に
後
半
は
同
文
で
は
な
い
も
の
の
、
藥
を
作
る
過
程
と
服
用
方
法
、
す
な
わ
ち
「
熟
し
た
胡
麻
の
汚
れ
を
取
り
、
日
に

曝
す
の
と
蒸
す
の
を
繰
り
返
し
、
搗
い
て
白
蜜
と
和
え
て
丸
藥
に
し
、
一
日
に
三
回
、
一
錠
ず
つ
服
用
す
れ
ば
長
生
す
る
」
と
い
う

プ
ロ
セ
ス
自
體
は
Ｓ
二
四
三
八
と
「
延
年
益
壽
神
方
」
兩
者
で
共
通
す
る
だ
け
で
な
く
、「
延
年
益
壽
神
方
」
以
外
の
五
種
中
に
も
重

複
箇
所
が
散
見
し
、
前
半
部
分
の
一
致
の
度
合
い
を
考
え
れ
ば
、
後
半
部
分
の
異
同
は
、
Ｓ
二
四
三
八
が
こ
こ
で
別
の
文
獻
を
引
用

し
た
と
考
え
る
よ
り
も
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
の
複
數
の
方
法
を
編
集
し
た
と
考
え
る
方
が
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
、
し
ば
し
ば
『
抱
朴
子
』
な
ど
を
引
用
す
る
隋
唐
成
立
と
見
ら
れ
る
『
太
淸
經
斷
穀
法
』
（
道
藏
五
七
三
）
に
は
、
種
々
の
服
餌

辟
穀
法
が
收
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
六
箇
所
に
「
五
符
（
經
）」
の
引
用
が
見
え
る
。
初
出
で
は
「
出
五
符
經
」
と
示
し
、

殘
り
五
箇
所
で
は
「
出
五
符
中
」
或
い
は
「
出
在
五
符
中
」
と
示
し
て
い
る（

26
）。

六
箇
所
の
う
ち
三
箇
所
は
現
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
と

文
章
が
ほ
ぼ
一
致
し
、
他
の
三
箇
所
は
文
章
は
あ
ま
り
一
致
し
な
い
が
同
樣
の
方
法
が
あ
る
の
で
、『
太
淸
經
斷
穀
法
』
に
い
う
「
五

符
」
と
は
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
Ｓ
二
四
三
八
の
文
章
と
も
重
な
る
『
太
淸
經
斷
穀
法
』
の
服
餌

法
は
三
箇
所
で
、
ど
ち
ら
も
「
五
符
中
に
出
ず
」
と
す
る
箇
所
で
あ
り
、『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
と
よ
く
一
致
す
る
の
が
一
箇
所
、
異

同
が
多
い
の
が
二
箇
所
で
あ
る
。
次
の
Ｑ
の
例
は
三
文
獻
が
比
較
的
よ
く
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

・
絕
穀
不
飢
方
。
（
約
四
字
缺
）
米
（
約
十
字
缺
）
大
豆
熬
之
。
以
上
六
味
、
各
五
合
搗
篩
爲
末
、
白
蜜
一
斤
（
約
五
字
缺
）
可
丸
如

李
子
大
、
頓
呑
服
之
、
令
人
終
不
飢
渴
。
　
（
約
八
字
缺
）

Ｓ
二
四
三
八
（
055
）
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・
休
粮
方
。
以
粳
米
、
黍
米
、
小
麥
、
大
豆
、
麻
子.....各.....五.....合.....、.....豆.....熬.....而.....末.....之
、
共
和.....白.....蜜.....一.....斤
煎
一
百
沸
投
冷
水
中
、.....丸.....如.....李

.....子.....、.....一.....頓.....呑
盡
。
此
一
劑
可.....終.....身.....不.....飢
。
諸
物
皆
各
治
之
唯
熬
豆
耳
。

『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
卷
中
（
三
六
表
）

・
服
⻝
雜
米
麥
。
…
…
又
法
。
粳
米
、
黍
米
、
小
麥
、
大
麻
子
、.....熬.....大.....豆.....各.....五.....合
、
入.....白.....蜜.....一.....斤
、
煎
一
沸
、
冷
水
中
丸
、.....丸.....如

.....李.....子.....、.....一.....頓.....呑.....之
、
則.....終.....身.....不.....飢
。
一
方
無
黍
米
。
出
在
五
符
中
。

『
太
淸
經
斷
穀
法
』（
八
裏)

　
こ
こ
で
『
太
淸
經
斷
穀
法
』
は
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
の
「
休
粮
方
」
を
引
用
し
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
の
『
太
上
靈
寶
五
符

序
』
の
引
用
狀
況
か
ら
、
Ｓ
二
四
三
八
も
ま
た
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
の
同
じ
箇
所
か
ら
引
用
し
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
次
の
Ｌ
の
例
は
「
黃
精
」
に
關
す
る
方
法
で
、『
太
淸
經
斷
穀
法
』
が
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
の
引
用
と
記
載
し
て
い
る
に

も
關
わ
ら
ず
、
現
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
と
は
異
同
の
多
い
箇
所
で
あ
る
。

・
採
黃
精
方
。
　
（
約
十
三
字
缺
）
洗
卻
惡
皮
毛
、
細
切
一
石
、
水
煮
之
、
至
（
約
十
二
字
缺
）
黃
末
和
作
餠
、
日
服
如
鷄
子
（
約
十

五
字
缺
）
不
老
、
聰
明
萬
倍
、
與
天
地
相
（
約
十
五
字
缺
）

Ｓ
二
四
三
八
（
039
）

・
靈
寶
黃
精
方
。
…
…
欲
餌
之
法
。
以
二
月
八
月
取
根
、
刮
去
毛
熟
洗
、.....細.....切.....一.....斛.....、.....煑.....以.....水
六
斗
、
炊
火
令
和
。
旦.....至
夕
藥
熟
、

出
使
寒
手
按
之
使
碎
、
酒
囊
罐
得
汁
。
還
竭
令
可
丸
、
取
滓
乾
末
納
釜
中
令
和
。
藥
成
、.....服.....如.....雞.....子
者
日
三
。
可
絕
榖
不
⻝
、

不
寒
不
暑
、
行
及
奔
馬
、
百
病
自
愈
。
人
能
絕
房
內
、
則.....不.....老
壽
無
期
、
至
仙
人
。
不
絕
房
內
、
止
可
壽
二
百
歲
耳
。
…
…
口

渴
飮
水
生
⻝
、
又
善
通
神
明
。

『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
卷
中
（
二
一
表
）

・
服
⻝
黃
精
。
黃
精.....細.....切.....一.....石.....、.....以.....水
二
石
五
升
、
一
云
六
石
、
微
火.....煮
、
旦.....至
夕
、
熟
出
使
冷
、
手
挼
碎
、
布
囊
笮
取
汁
、
煎

之
、
滓
曝
燥
擣
末
、
合
向
釜
中
煎
熬
、
可
爲
丸
、.....如.....雞.....子
。
服
一
丸
、
日
三
服
、
絕
穀
、
除
百
病
、
身
輕
健.....不.....老
。
少
服
而
令

有
常
、
不
須
多
而
中
絕
、
渴
則
飮
水
。
云
此
方
最
佳
、
出
五
符
中
。

『
太
淸
經
斷
穀
法
』（
五
表
）

　
そ
も
そ
も
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
は
こ
の
黃
精
法
に
多
く
の
紙
數
を
費
や
し
、
複
數
の
方
法
を
擧
げ
て
い
る
。
Ｓ
二
四
三
八
で
も

三
十
九
行
目
か
ら
五
十
五
行
目
ま
で
に
五
種（

27
）の

「
採
黃
精
方
」
が
說
か
れ
、
殘
存
部
分
で
は
「
去
三
尸
方
」
の
五
種
と
共
に
最
も
種
類
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が
多
い
。『
太
淸
經
斷
穀
法
』
に
お
い
て
も
、
三
種
列
擧
さ
れ
る
「
服
⻝
黃
精
」
の
う
ち
、
こ
の
例
を
含
め
二
種
が
「
五
符
中
に
出
ず
」

と
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
を
引
用
す
る
も
の
の
、
二
種
と
も
引
用
さ
れ
る
文
は
現
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
で
相
當
す
る
と
考
え
ら
れ
る

箇
所
と
は
異
同
が
多
く
、
特
に
服
用
後
の
效
果
の
描
寫
に
違
い
が
あ
る
。
ま
た
Ｓ
二
四
三
八
で
該
當
す
る
と
見
ら
れ
る
箇
所
も
處
方

箋
と
一
部
の
語
句
は
重
な
る
が
、
異
同
も
多
く
效
果
の
描
寫
も
異
な
る
。
次
の
Ｎ
は
も
う
一
種
で
や
は
り
同
樣
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

・
（
約
十
字
缺
）
洗
生
搗
、
以
生
大
豆
黃
末
一
升
、
和
合
作
餠
如
、
常
以
爐
（
約
六
字
缺
）
服
一
餠
後
日
三
、
餠
漸
自
不
飢
、
至
十
日

已
後
、
（
約
九
字
缺
）
睡
眠
自
然
、
不
須
⻝
、
一
年
已
後
、
昇
（
約
十
三
字
缺
）

Ｓ
二
四
三
八
（
045
）

・
服
黃
精
根
、
多
益
善
、.....洗
刮
令
土
盡
、
一
斛
根
以
水
二
斛
煮
之
、
令
盡
味
出
之
、
益
淸
復
煮
再
過
、
味
足
以
盡
也
。
合
煎
汁
湯

上
竭
、
令
去
火
止
內
、
熬.....大.....豆.....末.....、.....餠.....之.....如
大
錢
、
服
多
少
自
在
、
味
甘
香
。
亦
可
取
根
蒸
、
若
煮
⻝
無
多
少
。

『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
卷
中
（
二
一
表
）

・
又
法
。
取
黃
精
根
一
石
、.....洗
刮
淨
、
以
水
二
石
煮
之
。
又
以
五
升
酢
煮
令
味
盡
、
笮
取
汁
密
盛
漬
之
。
更
煮
滓
亦
令
熟
、
取
汁

合
二
汁
、
澄
取
上
好
者
、
納
銅
器
中
湯
上
、
煎
如
飴
末
、
熬.....大.....豆
、
丸
如
精
。
服
一
雞
子
大
、.....日.....三.....、.....不.....飢
、
百
日
走
及
奔
馬
。

亦
可
以
熬
胡
麻
代
豆
、
亦
可
加
米
爲
精
、
香
美
止
飢
、
出
五
符
中
。

『
太
淸
經
斷
穀
法
』（
六
表
）

　
こ
の
よ
う
な
異
同
が
存
在
す
る
理
由
と
し
て
は
、『
太
淸
經
斷
穀
法
』
が
參
照
し
た
當
時
の
テ
キ
ス
ト
が
現
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』

の
も
の
と
異
な
る
、『
太
淸
經
斷
穀
法
』
が
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
の
文
を
編
集
し
た
上
で
引
用
し
た
、
或
い
は
類
似
し
た
複
數
の
處

方
箋
が
「
五
符
の
方
法
」
と
し
て
通
行
し
て
い
た
な
ど
が
考
え
ら
れ
、
ま
た
こ
れ
ら
の
複
數
の
要
因
が
は
た
ら
い
た
と
も
考
え
ら
れ

る
が
、
先
の
「
休
粮
方
」
の
よ
う
な
短
文
の
も
の
で
は
一
致
の
度
合
い
が
比
較
的
高
く
、「
黃
精
法
」
の
よ
う
な
長
文
の
も
の
で
は
異

同
が
多
い
と
い
う
點
か
ら
考
え
れ
ば
、『
太
淸
經
斷
穀
法
』
の
よ
う
に
諸
法
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
收
錄
す
る
文
獻
で
は
、
引
用
當
時
の
テ

キ
ス
ト
に
あ
る
程
度
の
編
集
を
加
え
た
可
能
性
を
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
同
樣
の
こ
と
が
Ｓ
二
四
三
八
に
つ

い
て
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
處
方
箋
を
具
え
た
服
餌
法
の
テ
キ
ス
ト
で
は
、
主
要
な
素
材
や
分
量
、
プ
ロ
セ
ス
の
要
所
に
つ
い
て
は
記

述
に
あ
ま
り
變
更
を
加
え
ず
、
一
方
、
細
か
な
手
順
や
效
果
に
つ
い
て
の
表
現
、
方
法
名
や
神
仙
傳
授
の
設
定
な
ど
の
要
素
に
つ
い

て
は
、
テ
キ
ス
ト
每
に
比
較
的
自
由
に
編
集
や
變
更
を
行
う
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
異
同
の
多
い
テ
キ
ス
ト
閒
の

比
較
は
難
し
い
が
、『
太
淸
經
斷
穀
法
』
の
引
用
狀
況
を
參
照
す
れ
ば
、
Ｓ
二
四
三
八
が
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
の
文
を
編
集
し
て
引

用
し
た
と
い
う
可
能
性
も
充
分
考
え
得
る
と
思
わ
れ
る
。

　
本
節
の
最
後
に
、
Ｓ
二
四
三
八
が
引
用
す
る
「
黃
精
法
」
に
つ
い
て
、
も
う
一
例
確
認
し
た
い
。
次
の
Ｏ
の
例
は
「
黃
精
法
」
諸

法
の
う
ち
『
博
物
志
』
に
見
え
る
方
法
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

・
黃
精
、
二
名
重
樓
、
三
名
仙
人
餘
粮
、
（
約
十
一
字
缺
）
天
老
曰
、
天
地
所
生
、
草
有
⻝
之
令
（
約
十
三
字
缺
）
名
曰
黃
精
、
餌
而

⻝
之
、
所
以
度
世
（
約
十
三
字
缺
）
之
、
入
口
卽
死
。
人
若
信
呴
吻
傷
（
約
十
四
字
缺
）
或
乎
。

Ｓ
二
四
三
八
（
049
）

・
黃
精
、
太
陽
之
精
、
入
口
使
人
長
生
、
鉤
勉
者
、
太
陰
之
精
、.....入.....口.....使.....人.....卽.....死
、
不
知
其
相
對
也
。.....人.....但.....信.....鉤.....勉.....之.....殺
人
、
而

不
信
黃
精
之
生
人
、
不
能
服
之
也
。
鉤
勉
者
、
野
葛
也
。
日
南
諸
夷
山
藪
中
、
名
野
葛
爲
鉤
勉
。
⻝
之
入
口
、
便
殺
人
、
其
毒

煩
冤
、
氣
鉤
人
腸
、
必
勉
絕
之
、
故
名
之
曰
鉤
勉
也
。

『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
卷
中
（
一
九
表
）

・
黃
帝
問.....天.....老.....曰.....「.....天.....地.....所.....生.....、.....豈.....有.....⻝.....之.....令
人
不
死
者
乎
。」
天
老
曰
「
太
陽
之
草.....名.....曰.....黃.....精.....、.....餌.....而.....⻝.....之.....、.....可.....以.....長.....生
。
太

陰
之
草
、
名
曰
鉤
吻
、
不
可
⻝
、.....入.....口.....立.....死.....。.....人.....信.....鉤.....吻.....之.....殺.....人
、
不
信
黃
精
之
益
壽
、
不
亦.....惑.....乎
。」『

博
物
志
』
卷
七
（
一
表
）

　
周
知
の
通
り
、
現
行
の
『
博
物
志
』
は
諸
書
か
ら
佚
文
を
收
集
し
た
抄
本
で
、
こ
の
箇
所
の
佚
文
と
し
て
は
宋
の
寇
宗
奭
編
撰
・

許
洪
校
正
『
圖
經
衍
義
本
草
』
（
道
藏
五
三
五
册
、
卷
七
、
四
表
・
六
表
）
に
『
博
物
志
』
の
文
章
と
し
て
引
用
し
て
い
る
も
の
な
ど
が

あ
る（

28
）。

一
方
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
に
は
こ
こ
に
擧
げ
た
よ
う
な
一
文
が
あ
り（

29
）、

同
じ
『
圖
經
衍
義
本
草
』
卷
一
七
は
こ
れ
を
陶
弘

景
が
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
を
根
據
に
「
鉤
吻
」
に
つ
い
て
解
釋
し
た
文
章
と
し
て
い
る
。
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陶
隱
居
云
、
五
符
中
亦
云
、
鉤
吻
是
野
葛
、
言
其.....入.....口.....則.....鉤.....人.....喉.....吻
。

『
圖
經
衍
義
本
草
』
卷
十
七
「
鉤
吻
」（
五
裏
）

　
つ
ま
り
現
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
に
は
「
黃
帝
」
と
「
天
老
」
と
の
對
話
と
い
う
設
定
は
な
く
、
天
老
の
言
葉
の
中
身
だ
け
が
本

文
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
Ｓ
二
四
三
八
に
は
『
博
物
志
』
と
同
じ
く
「
天
老
曰
」
の
文
字
が
見
え
、
損
傷
に
よ
り
不
明

で
あ
る
が
こ
の
前
に
「
黃
帝
問
」
の
文
字
が
存
在
し
た
と
推
測
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
先
ず
、
Ｓ
二
四
三
八
が
こ
こ
で
は
『
博
物

志
』
を
引
用
し
た
可
能
性
が
最
も
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
多
く
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
の
文
と
一
致
す
る
Ｓ
二
四
三
八
に
お
い

て
、
こ
の
文
が
部
分
的
と
は
い
え
現
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
に
も
存
在
し
、
そ
の
箇
所
が
後
世
、『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
の
文
章
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
點
に
鑑
み
て
、
Ｓ
二
四
三
八
が
參
照
し
た
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
の
テ
キ
ス
ト
に
は
「
黃
帝
」
と
「
天

老
」
と
の
對
話
と
い
う
設
定
が
有
り
、
Ｓ
二
四
三
八
は
他
の
多
く
の
方
法
と
同
じ
く
こ
れ
も
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
か
ら
引
用
し
た

と
い
う
可
能
性
も
ま
た
排
除
せ
ず
に
お
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　　
　
　
三
　
「
辟
穀
諸
法
」
の
佛
敎
的
色
彩

　　
次
に
「
辟
穀
諸
法
」
の
佛
敎
的
色
彩
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。

　
三
五
行
目
よ
り
始
ま
る
Ｋ
は
「
觀
世
音
菩
薩
」
と
い
う
文
字
の
前
に
一
文
字
分
の
ス
ペ
ー
ス
が
空
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
寫
本
に

お
い
て
行
の
途
中
で
ス
ペ
ー
ス
を
取
る
の
は
、
諸
法
の
タ
イ
ト
ル
の
直
前
か
藥
の
各
素
材
名
の
直
後
に
限
ら
れ
る
。
ま
た
一
般
に
尊

號
の
前
に
ス
ペ
ー
ス
を
置
く
こ
と
も
多
い
が
、
こ
こ
で
は
次
行
冒
頭
に
藥
草
名
が
書
か
れ
て
お
り
、
方
法
名
の
直
後
に
藥
草
名
が
擧

げ
ら
れ
る
と
い
う
「
辟
穀
諸
法
」
の
體
裁
か
ら
考
え
て
、
觀
世
音
菩
薩
の
名
は
お
そ
ら
く
「
觀
世
音
菩
薩
…
…
法
」
と
い
っ
た
方
法
名

の
一
部
で
あ
ろ
う
考
え
ら
れ
る
。
唐
代
に
は
觀
音
信
仰
は
浸
透
し
て
お
り
、
誦
呪
に
よ
る
辟
穀
を
說
く
中
國
撰
述
佛
敎
經
典
の
『
佛

說
三
廚
經
』
に
も
觀
音
の
名
が
見
え
る
な
ど（

30
）、

辟
穀
の
效
能
が
觀
音
に
歸
せ
ら
れ
る
こ
と
は
稀
な
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
こ
こ
で
は
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「
劫
數
」
な
ど
佛
敎
的
な
用
語
も
用
い
ら
れ
て
い
る（

31
）。

觀
世
音
菩
薩
（
約
八
字
缺
）
傍
蟹
八
枚
上
好
酒
半
升
、
（
約
五
字
缺
）
末
和
（
約
八
字
缺
）
肉
身
、
日
行
萬
里
、
奔
馬
趁
不
及
（
約
十

四
字
缺
）
從
經
劫
數
已
來
、
不
曾
見
之
。
念
（
約
十
四
字
缺
）
說
令
人
狐
疑
顚
倒
。

Ｓ
二
四
三
八
（
035
）

　
內
容
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
蟹
と
良
酒
を
調
合
し
て
服
用
す
る
と
い
う
方
法
で
、
服
餌
法
に
は
よ
く
見
え
る
表
現
で
あ
る
が
「
日

行
萬
里
、
奔
馬
趁
不
及
」
と
强
壯
劑
的
な
效
能
を
謳
っ
て
い
る
。
Ｓ
二
四
三
八
の
他
の
方
法
と
比
較
す
れ
ば
、
酒
は
調
合
の
際
に
し

ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
も
の
の
、
他
の
諸
法
が
ど
れ
も
植
物
性
の
藥
劑
を
主
要
な
材
料
と
し
て
い
る
中
、
佛
敎
的
な
服
餌
法
で
動
物
性

の
蟹
を
用
い
る
の
は
い
か
に
も
不
自
然
な
感
じ
が
す
る
。
現
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
に
も
こ
れ
に
類
す
る
方
法
は
見
え
な
い
。

　
し
か
し
『
抱
朴
子
』「
仙
藥
」
に
は
次
の
よ
う
な
、
漆
の
中
に
蟹
を
入
れ
、「
雲
母
水
」
や
「
玉
水
」
と
い
っ
た
液
體
と
合
わ
せ
て
服

用
し
九
蟲
を
下
す
と
い
う
服
餌
辟
穀
法
が
存
在
す
る
の
で
或
い
は
こ
の
よ
う
な
知
識
を
轉
用
し
た
可
能
性
は
あ
ろ
う（

32
）。

淳
漆
の
沾
せ
ざ
る
は
、
之
を
服
す
れ
ば
人
を
し
て
神
に
通
じ
長
生
せ
し
む
。
之
を
餌
す
る
の
法
、
或
い
は
大
無
腸
公
子
（
或
い

は
云
う
大
蟹
な
り
）
十
枚
を
以
て
其
の
中
に
投
じ
、
或
い
は
雲
母
水
を
以
て
、
或
い
は
玉
水
を
以
て
合
す
。
之
を
服
す
れ
ば
九

蟲
は
悉
く
下
り
、
惡
血
は
鼻
從
り
去
り
、
一
年
の
六
甲
に
行
廚
至
る
也
。

『
抱
朴
子
』
卷
一
一
「
仙
藥
」（
二
〇
四
頁
）

　
一
方
、
觀
音
菩
薩
と
服
餌
法
と
の
關
係
に
つ
い
て
佛
敎
文
獻
か
ら
見
て
み
る
と
、
例
え
ば
七
種
の
佛
敎
的
辟
穀
法
を
集
め
る
敦
煌

文
獻
ペ
リ
オ
二
六
三
七
の
中
に
「
觀
音
菩
薩
最
勝
妙
香
丸
法
」
と
い
う
觀
音
菩
薩
に
ち
な
ん
だ
服
餌
法
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
十
魔

が
競
起
し
戰
亂
の
續
く
五
濁
惡
世
に
比
丘
が
深
山
に
入
っ
て
座
禪
持
呪
す
る
際
、
飢
火
を
避
け
る
た
め
に
觀
音
菩
薩
よ
り
授
け
ら
れ

た
服
餌
法
と
し
て
そ
の
處
方
箋
が
說
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

毗
夜
那
（
靍
虱
）
　
諾
迦
多
（
仁
參
）
　
必
屑
　
狗
睿
　
摩
那
（
朱
沙
）
　
逹
多
夜

松
脂
練
過
　
菅
衆
禹
　
石
餘
　
朱
滕
　
茯
苓
　
白
蜜
（
三
兩
）

右
件
の
藥
各
一
兩
、
新
好
の
者
も
て
細
搗
し
て
末
と
爲
し
、
蜜（

33
）に

鍊
し
て
丸
と
爲
す
。
丸
は
彈
子
の
大
の
如
く
す
。
若
し
服
さ
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ん
と
要
す
る
時
は
、
佛
前
に
於
い
て
禮
拜
し
、
至
願
を
發
し
て
當
に
衆
生
を
度
さ
ん
と
す
べ
し
。
…
…
後
に
更
に
一
丸
を
呑
め

ば
、
身
を
終
う
る
ま
で
、
永
く
飢
渴
の
苦
を
脫
す
。

Ｐ
二
六
三
七（

34
）

こ
の
服
餌
法
の
後
に
は
天
王
護
身
の
眞
言
（
陀
羅
尼
）
も
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
方
法
は
全
體
的
に
密
敎
的
色
彩
が
强
い
。

　
ま
た
例
え
ば
、
日
本
に
建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
筆
寫
の
高
山
寺
藏
本
と
享
保
年
閒
（
一
七
一
六
―
一
七
三
六
）
刊
の
豐
山
大
學
藏
本

が
殘
る
密
敎
經
典
『
佛
說
金
毘
羅
童
子
威
德
經（

35
）』

（
唐
不
空
譯
、
大
正
二
一
）
で
は
、
藥
王
菩
薩
や
馬
鳴
菩
薩
等
と
竝
ん
で
、
觀
音
菩
薩

に
よ
り
、
悟
り
か
ら
治
病
や
安
產
、
長
壽
に
至
る
樣
々
な
效
能
を
持
つ
丸
藥
の
處
方
箋
と
そ
の
服
用
法
・
使
用
法
が
說
か
れ
て
い
る
。

時
に
觀
世
音
、
佛
に
白
し
て
言
う
「
…
…
世
尊
、
世
閒
に
若
し
く
は
修
行
の
人
の
多
年
累
月
修
學
せ
る
も
成
ら
ざ
る
者
有
ら
ば
、

訶
梨
勒
一
百
顆
、（
汚
れ
等
を（

36
））

除
き
陰
乾
し
搗
篩
し
て
末
と
作
し
、
白
蜜
も
て
之
に
和
し
て
亦
た
陰
乾
せ
し
め
、
收
取
し
て
丸

き
こ
と
柏
子
の
如
き
許
り
に
す
。
一
丸
に
一
呪
し
訖
わ
れ
ば
、
卽
ち
藥
を
も將
っ
て
釋
迦
像
の
前
に
向
か
い
、
復
た
呪
す
る
こ
と

一
千
八
遍
。
行
者
自
ら
呑
む
こ
と
三
百
丸
な
れ
ば
七
日
の
閒
に
九
十
劫
生
死
の
事
を
頓
悟
す
。
…
…
又
法
。
若
し
女
人
の
生
產

す
る
に
難
き
者
有
ら
ば
、
藥
一
丸
を
取
り
て
酥
に
和
し
、
腰
下
を
摩
せ
ば
卽
ち
易
く
生
ま
る
。
…
…
又
法
。
延
年
益
壽
を
求
む

れ
ば
、
藥
七
丸
を
取
り
燒
き
て
灰
と
作
し
、
蜜
漿
も
て
之
を
服
せ
ば
卽
ち
命
百
劫
を
受
く
。
…
…
」

（
三
七
一
中
）

　
更
に
唐
實
叉
難
陀
譯
出
『
觀
世
音
菩
薩
祕
密
藏
如
意
輪
陀
羅
尼
神
呪
經
』
（
大
正
二
〇
、
一
九
七
中
）
に
も
、「
觀
世
音
如
意
輪
含
藥
」

や
「
觀
世
音
心
輪
眼
藥
」
と
い
っ
た
觀
世
音
菩
薩
に
ち
な
む
藥
方
が
竝
ん
で
い
る（

37
）。

そ
も
そ
も
Ｓ
二
四
三
八
は
、
後
半
の
「
神
祕
之

印
、
竝
法
」
の
內
容
が
非
常
に
密
敎
的
で
あ
り（

38
）、

こ
の
Ｋ
の
服
餌
法
に
お
い
て
こ
れ
が
觀
音
菩
薩
に
歸
せ
ら
れ
て
い
る
の
に
は
、
唐

代
に
お
け
る
、
救
苦
菩
薩
と
し
て
の
觀
音
信
仰
の
浸
透
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
觀
音
菩
薩
に
關
わ
る
密
敎
的
服
餌
法
の
存
在
が
影

響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
た
だ
、
Ｓ
二
四
三
八
の
「
辟
穀
諸
法
」
に
お
け
る
佛
敎
的
な
要
素
に
つ
い
て
は
、
こ
の
Ｋ
の
箇
所
で
佛
敎
的
な
服
餌
辟
穀
法
が
置

か
れ
て
い
る
の
を
除
け
ば
、
他
に
佛
敎
的
な
用
語
や
思
想
を
積
極
的
に
導
入
し
て
い
る
箇
所
は
見
當
た
ら
な
い
。
し
か
し
ま
た
反
對
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　　スタイン二四三八に見える佛敎の服餌辟穀法受容について

に
、
道
敎
的
な
色
彩
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、「
靈
寶
」
の
語
や
神
仙
の
名
稱
を
冠
す
る
方
法
名
な
ど
で
、
愼
重
に
こ
の
よ
う
な
道
敎

の
固
有
名
詞
を
避
け
て
い
る
か
の
よ
う
な
形
跡
は
見
ら
れ
る
。

　
例
え
ば
Ｂ
は
、
前
述
の
よ
う
に
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
で
は
樂
子
長
が
授
か
っ
た
「
靈
寶
巨
勝
衆
方
」
と
さ
れ
、
こ
れ
は
『
神
仙

傳
』
の
「
巨
勝
赤
松
散
方
」
に
相
當
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
辟
穀
諸
法
」
は
こ
れ
に
「
絕
穀
仙
方
　
胡
麻
之
法
」
と
の
名
稱
を
付

す
。
ま
た
Ｆ
で
『
雲
笈
七
籤
』
が
「
太
虛
眞
人
消
三
尸
法
」
と
し
、『
太
上
除
三
尸
九
蟲
保
生
經
』
が
「
太
上
眞
人
口
訣
」
と
タ
イ
ト

ル
す
る
方
法
を
、「
辟
穀
諸
法
」
は
た
だ
「
去
三
尸
方
」
と
の
み
タ
イ
ト
ル
す
る
。
ま
た
こ
の
「
去
三
尸
方
」
の
「
又
方
」
で
あ
る
Ｊ

は
、『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
で
は
「
赤
松
子
方
」
と
さ
れ
、『
雲
笈
七
籤
』
で
は
「
五
行
紫
文
除
尸
蟲
法
」
の
「
又
法
」
と
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
Ｌ
で
も
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
が
「
靈
寶
黃
精
法
」
と
す
る
の
を
「
辟
穀
諸
法
」
は
「
採
黃
精
法
」
と
し
て
い
る
。
ま

た
固
有
名
詞
で
は
な
い
が
、
二
八
行
目
で
「
辟
穀
諸
法
」
は
、
三
尸
が
「
人
の
罪
過
を
伺
い
、

•　天
•　翁

に
上
奏
す
」
と
し
て
お
り（

39
）、

道

敎
經
典
で
は
一
般
に
「
上
奏

•　天
•　曹
」
や
「
上
奏

•　天
•　尊
」
な
ど
と
す
る
こ
と
が
多
い
點
か
ら
考
え
る
と
「
天
翁
」
は
「
天
曹
」
や
「
天

尊
」
な
ど
の
語
彙
を
避
け
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

　
無
論
、
道
敎
文
獻
を
據
り
所
と
す
る
以
上
、
用
語
を
避
け
る
に
も
限
界
が
あ
り
、
四
行
目
に
は
「
太
淸
（
天
）」
の
語
が
見
え
、
六

六
行
目
に
は
神
仙
「
王
喬
」
の
名
も
見
え
る
。
ま
た
、
現
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
や
『
雲
笈
七
籤
』
庚
申
部
な
ど
の
諸
法
名
が
付
せ

ら
れ
た
時
代
の
檢
證
も
必
要
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
Ｓ
二
四
三
八
後
半
の
「
神
祕
之
印
、
竝
法
」
が
印
章
を
用
い
た
道
敎
的
な
方
術

を
內
容
と
し
つ
つ
佛
敎
經
典
の
體
裁
を
備
え
、
更
に
佛
敎
的
三
昧
や
度
脫
を
目
的
に
据
え
て
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
明
確
に
し

て
い
る
の
に
對
し
、「
辟
穀
諸
法
」
に
は
佛
・
道
の
神
格
名
も
少
な
く
、
符
や
呪
文
も
な
く
、
非
常
に
中
立
的
な
樣
相
を
呈
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
の
意
味
は
、
Ｓ
二
四
三
八
全
體
の
構
成
、
つ
ま
り
基
本
的
に
は
關
連
性
の
な
い
二
種
の
術
に
關
す
る
文
獻
を
、「
術
」
と

い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
括
る
以
外
に
關
連
性
を
意
圖
せ
ず
竝
べ
て
い
る
の
か
、
或
い
は
兩
者
を
一
卷
に
收
錄
す
る
際
に
何
ら
か
の
相
補
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的
な
意
味
を
與
え
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
構
成
の
問
題
に
關
わ
り
、
今
は
深
く
論
じ
る
用
意
が
な
い
。

　
し
か
し
、
佛
敎
側
が
三
尸
說
や
服
餌
辟
穀
法
を
受
容
す
る
際
、
往
々
に
し
て
本
來
の
道
敎
的
色
彩
を
佛
敎
的
色
彩
で
カ
ム
フ
ラ
ー

ジ
ュ
し
、
據
り
所
を
不
明
に
し
て
し
ま
う
中
、
Ｓ
二
四
三
八
の
「
辟
穀
諸
法
」
は
そ
の
中
立
性
に
お
い
て
、
か
え
っ
て
佛
敎
が
三
尸

說
や
服
餌
辟
穀
法
を
受
容
し
て
ゆ
く
際
の
據
り
所
と
そ
の
過
程
を
ク
リ
ア
に
示
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　　
　
　
お
わ
り
に

　　
本
稿
で
は
Ｓ
二
四
三
八
前
半
の
「
辟
穀
諸
法
」
に
つ
い
て
、
道
敎
諸
文
獻
と
比
較
し
、
こ
れ
が
槪
ね
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
卷
中

の
辟
穀
法
を
基
礎
と
し
、
そ
こ
に
他
の
道
敎
文
獻
に
見
え
る
辟
穀
法
や
佛
敎
的
辟
穀
法
を
加
え
て
編
集
さ
れ
た
も
の
と
推
定
で
き
る

こ
と
を
檢
證
し
て
き
た
。
更
に
、
こ
の
「
辟
穀
諸
法
」
の
特
徵
と
し
て
、
道
敎
・
佛
敎
雙
方
の
宗
敎
的
色
彩
が
編
集
に
よ
っ
て
希
釋

さ
れ
て
お
り
、
中
立
的
な
樣
相
を
呈
し
て
い
る
點
を
指
摘
し
た
。

　
「
神
祕
之
印
、
竝
法
」
や
Ｓ
二
四
三
八
全
體
の
構
成
に
つ
い
て
の
檢
討
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い（

40
）。

注

（
１
）
本
稿
の
硏
究
は
、
英
國
圖
書
館
に
本
部
を
置
く
國
際
敦
煌
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
ウ
ェ
ブ
上
で
公
開
し
て
い
る
Ｓ
二
四
三
八
の
明
瞭
な
畫
像
に
多

く
を
負
っ
て
い
る
。
ま
た
英
國
圖
書
館
お
よ
び
Ｉ
Ｄ
Ｐ
か
ら
は
畫
像
の
揭
載
許
可
を
戴
い
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

ID
P

is
a

ground-breaking
internationalcollaboration

to
m

ake
inform

ation
and

im
ages

ofallm
anuscripts,paintings,textiles

and

artefacts
from

D
unhuang

and
archaeologicalsites

of
the

E
astern

Silk
R

oad
freely

available
on

the
Internetand

to
encourage
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　　スタイン二四三八に見える佛敎の服餌辟穀法受容について
theiruse

through
educationaland

research
program

m
es.T

he
im

ages
reproduced

here
ofO

r.8210/S.2438
can

be
freely

accessed

on
the

ID
P

w
ebsite:http//idp.bl.uk/.

（
２
）
『
大
正
藏
』
は
版
式
を
一
行
十
八
字
に
統
一
し
て
い
る
體
裁
上
、
空
欄
で
示
さ
れ
た
破
損
部
分
が
散
ら
ば
っ
て
見
え
る
が
、
實
際
に
は
原
本

の
下
半
分
が
ま
と
ま
っ
て
破
損
し
て
い
る
。

（
３
）ID

P
は
辟
穀
法
を
內
容
と
し
、
缺
損
の
た
め
表
題
不
明
と
な
っ
て
い
る
文
獻
に
一
律
『
辟
谷
諸
方
』
と
タ
イ
ト
ル
し
、
同
內
容
の
も
の
を
同

種
に
分
類
し
て
い
る
。
第
四
種
は
Ｓ
二
四
三
八
の
み
。

（
４
）“(1)Taoistprescriptionsforattaining

hsienship,ridding
oneselfofthe三

尸
‘three

corpses’(in
the

body),etc.(2)三
萬
佛
同
根
本
神

祕
之
印
竝
法

A
B

uddhistico-Taoisttreatise
containing

num
erous

occultsecrets.

…
…”

L
ionelG

iles,D
escriptive

C
atalogue

ofthe

C
hinese

M
anuscripts

from
Tunhuang

in
the

B
ritish

M
useum

,T
he

Trustees
ofthe

B
ritish

M
useum

,L
ondon,1957,223.

（
５
）
道
敎
お
よ
び
佛
敎
の
三
尸
說
に
つ
い
て
は
、
窪
德
忠
『
庚
申
信
仰
の
硏
究
（
上
）』
第
四
章
「
三
尸
說
と
そ
の
信
仰
」、
第
六
章
「
庚
申
信
仰

と
三
尸
信
仰
」（
學
術
振
興
會
、
一
九
六
一
年
。
の
ち
、
原
書
房
よ
り
覆
刻
、
一
九
八
〇
年
）
參
照
。

（
６
）
本
稿
で
は
「
神
祕
之
印
、
竝
法
」
に
つ
い
て
は
扱
わ
な
い
が
、
道
敎
的
な
印
刻
と
印
の
呪
法
を
內
容
と
し
、
唐
宋
期
に
中
國
で
撰
述
・
編
輯

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
密
敎
經
典
と
し
て
、
ペ
リ
オ
三
八
七
四
『
觀
世
音
及
世
尊
符
印
十
二
通
及
神
呪
』・
唐
阿
質
逹
霰
『
穢
跡
金
剛
禁
百
變

法
經
』（
大
正
二
一
、
一
五
九
）・『
佛
說
常
瞿
利
毒
女
陀
羅
尼
呪
經
』（
日
本
仁
平
二
年
〔
一
一
五
二
〕
石
山
寺
寫
本
、
大
正
二
一
、
二
九
四
）・

『
龍
樹
五
明
論
』（
平
安
時
代
石
山
寺
寫
本
、
大
正
二
一
、
九
五
六
）
な
ど
が
擧
げ
ら
れ
る
。
高
國
藩
『
中
國
民
俗
探
微
』
第
三
章
「
符
呪
風

俗
」（
河
海
大
學
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）、M

ichelStrickm
ann,“E

nsigillation:A
B

uddho-TaoistTechnique
ofE

xorcism
”,C

hinese

M
agicalM

edicine,E
dited

by
B

ernard
Faure,Stanford

U
niversity

Press,2002,pp.123-193.

、
大
形
徹
／
坂
出
祥
伸
／
賴
富
本
宏
編

『
道
敎
的
密
敎
的
辟
邪
呪
物
の
調
査
・
硏
究
』
第
一
章
第
二
節
「
敦
煌
出
土
文
書
中
の
呪
符
」（
ビ
イ
ン
グ
・
ネ
ッ
ト
・
プ
レ
ス
、
二
〇
〇
五

年
）、
參
照
。

（
７
）ID

P

のC
atalogues

は
、
Ｓ
二
四
三
八
の
書
寫
年
代
に
つ
い
て
、「
世
」（
太
宗
、
世
民
、
六
二
六
―
六
四
九
）
と
「
旦
」（
睿
宗
、
旦
、
七
一

〇
―
七
一
二
）
の
字
を
避
け
る
が
「
恆
」（
穆
宗
、
恆
、
八
二
〇
―
八
二
四
）
を
避
け
て
い
な
い
の
で
唐
代
中
期
の
書
寫
で
あ
る
と
判
斷
し
て

い
る
が
、「
世
」
字
は
二
八
・
三
五
・
七
二
・
七
七
・
一
二
一
行
目
ほ
か
多
數
見
え
、「
旦
」
字
は
一
二
〇
行
目
に
見
え
、
避
諱
字
も
用
い
て
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い
な
い
。
ま
た
敦
煌
文
書
で
は
避
諱
を
無
視
す
る
場
合
も
多
く
、
今
の
と
こ
ろ
書
寫
年
代
に
つ
い
て
も
廣
く
唐
代
と
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

（
８
）
前
揭Strickm

ann(2002)

參
照
。

（
９
）
王
育
成
編
著
『
道
敎
法
印
令
牌
探
奧
』
第
一
章
「
道
敎
印
和
法
印
槪
況
」（
宗
敎
文
化
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
で
は
、
道
敎
の
印
章
を
そ
の

用
途
か
ら
「
官
印
」「
名
號
印
」「
法
印
」
の
三
種
に
大
別
し
て
い
る
。
こ
れ
に
依
れ
ば
「
神
祕
之
印
」
は
「
法
印
」（
驅
役
鬼
神
、
治
病
延
年

な
ど
の
宗
敎
的
實
踐
に
使
用
す
る
も
の
）
に
相
當
す
る
。

（
10
）
矢
吹
慶
輝
『
鳴
沙
餘
韻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
〇
年
）、
前
揭G
iles(1957)

、ID
P,S.2438,PhysicalInfo,C

atalogues
by

W
ang

Shum
in,

2005.

、
蕭
登
福
《
道
敎
術
儀
與
密
敎
典
籍
》
第
陸
篇
―
捌
（
新
文
豐
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）、
同
《
道
家
道
敎
影
響
下
的
佛
敎
經
籍
》
第

六
章
（
新
文
豐
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）
參
照
。

（
11
）
馬
王
堆
漢
墓
帛
書
『
去
﹇
卻
﹈
穀
⻝
氣
』「
去
穀
者
⻝
石
韋
、
朔
日
⻝
質
、
日
駕
一
節
、
旬
五
而
﹇
止
﹈。﹇
月
﹈
大
始
銧
、
日
﹇
去
一
﹈
節
、

至
晦
而
復
質
、
與
月
進
退
。
爲
首
重
、
足
輕
、﹇
體
﹈
軫
、
則
昫
炊
之
、
視
利
止
。」
山
田
慶
兒
『
新
發
現
中
國
科
學
史
資
料
の
硏
究
・
譯
注

篇
』（
京
都
大
學
人
文
科
學
硏
究
所
、
一
九
八
五
年
）
參
照
。

（
12
）
前
揭
窪
（
一
九
六
一
年
）
第
一
章
４
「
三
尸
信
仰
の
變
遷
」
參
照
。

（
13
）
大
淵
忍
爾
『
敦
煌
道
經
目
錄
』（
福
武
書
店
、
一
九
七
八
年
）、
同
「
陸
修
靜
の
靈
寶
經
目
」（『
道
敎
と
そ
の
經
典
』
第
二
章
二
、
創
文
社
、

一
九
九
七
年
）、
小
林
正
美
「『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
の
形
成
」（『
六
朝
道
敎
史
硏
究
』
第
一
章
、
創
文
社
、
一
九
九
〇
年
。
初
出
「『
太
上
靈

寶
五
符
序
』
の
成
書
過
程
の
分
析
」
上
・
下
、『
東
方
宗
敎
』
第
七
一
・
七
二
號
、
一
九
八
八
年
五
月
・
一
〇
月
）、
參
照
。

（
14
）
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
に
つ
い
て
は
、
主
に
以
下
の
論
考
を
參
照
。
陳
國
符
「
五
符
經
考
證
」（『
道
藏
源
流
考
』
中
華
書
局
、
一
九
六
三

年
）、
石
井
昌
子
「
靈
寶
五
符
經
の
一
考
察
」（『
創
價
大
學
一
般
敎
育
部
論
集
』
第
五
號
、
一
九
八
一
年
）、
同
「
太
上
靈
寶
五
符
序
の
一
考

察
」（『
中
國
の
宗
敎
・
思
想
と
科
學
』、
國
書
刊
行
會
、
一
九
八
四
年
）、
マ
ッ
ク
ス
・
カ
ル
タ
ン
マ
ル
ク
（
川
勝
義
雄
譯
）「『
太
上
靈
寶
五

符
序
』
に
關
す
る
若
干
の
考
察
」（『
東
方
學
』
六
五
輯
、
一
九
八
三
年
）、
山
田
利
明
「
靈
寶
五
符
の
成
立
と
そ
の
符
瑞
的
性
格
」（
安
居
香

山
篇
『
讖
緯
思
想
の
總
合
的
硏
究
』、
國
書
刊
行
會
、
一
九
八
四
年
）、
同
「『
五
符
序
』
形
成
考
―
樂
子
長
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
秋
月
觀
暎
篇

『
道
敎
と
宗
敎
文
化
』
平
河
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）、
前
揭
小
林
（
一
九
九
〇
年
）。

（
15
）
「
去
三
尸
方
」（
021
―
035
、
Ｆ
―
Ｊ
）
や
「
採
黃
精
方
」（
039
―
055
、
Ｌ
―
Ｐ
）
の
よ
う
に
「
又
方
」
を
幾
つ
か
擧
げ
、
複
數
の
方
法
を
錄
す
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　　スタイン二四三八に見える佛敎の服餌辟穀法受容について

場
合
、
こ
れ
ら
も
區
分
し
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
付
し
た
。

（
16
）
本
稿
末
尾
の
翻
刻
に
付
し
た
行
番
號
を
記
す
。

（
17
）
王
明
『
抱
朴
子
內
篇
考
釋
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
）。

（
18
）
指
海
叢
書
本
『
博
物
志
』。『
東
方
學
報
』
京
都
第
五
九
册
「
博
物
志
校
箋
（
一
）」（
京
都
大
學
人
文
科
學
硏
究
所
、
一
九
八
七
年
）
參
照
。

（
19
）
小
南
一
郞
「
尋
藥
か
ら
存
思
へ
―
神
仙
思
想
と
道
敎
信
仰
と
の
閒
―
」（
吉
川
忠
夫
編
『
中
國
古
道
敎
史
硏
究
』
同
朋
舍
、
一
九
九
一
年
）。

（
20
）
Ｓ
二
四
三
八
の
Ａ
と
Ｈ
に
相
當
す
る
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
卷
中
（
一
一
裏
・
二
三
裏
）
と
『
雲
笈
七
籤
』
卷
八
二
（
六
表
・
五
表
）
の
方

法
名
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
た
め
、
特
に
こ
の
二
法
に
つ
い
て
は
『
雲
笈
七
籤
』
が
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
を
直
接
引
用
し
た
可
能
性
が
高
い
と

考
え
る
。

（
21
）
「
餠
」
字
は
下
半
分
が
缺
け
て
い
る
が
、
四
七
行
目
の
「
餠
」
字
な
ど
と
比
較
し
、
ほ
ぼ
こ
の
字
だ
と
確
定
で
き
る
。

（
22
）
「
洇
」
字
と
「
固
」
字
は
い
ず
れ
か
の
誤
記
と
思
わ
れ
る
。

（
23
）
『
雲
笈
七
籤
』
は
こ
の
直
後
、「
又
法
」
と
し
て
「
凡
寅
日
去
手
爪
甲
、
午
日
去
足
爪
甲
。
名
之
斬
三
尸
。」（
卷
八
三
、
一
三
表
）
と
い
う

方
法
を
擧
げ
て
お
り
、
唐
代
の
『
太
上
除
三
尸
九
蟲
保
生
經
』
に
こ
れ
と
類
似
の
方
法
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。「
又
法
。
常
以
寅
日
去
手
爪
、

午
日
去
足
甲
、
於
十
一
月
十
六
日
燒
爲
灰
、
服
之
。」（「
太
上
眞
人
口
訣
」
二
三
裏
）

（
24
）
『
雲
笈
七
籤
』
の
「
旦
」
字
は
「
日
一
」
の
誤
記
と
思
わ
れ
る
。

（
25
）
小
林
（
一
九
九
〇
年
）
參
照
。

（
26
）
『
太
淸
經
斷
穀
法
』
の
引
用
と
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
卷
中
の
該
當
箇
所
は
以
下
の
通
り
。「（
服
⻝
茯
苓
）
又
方
」（
二
表
）
と
「
松
脂
酒

方
」（

41*
）、「
服
⻝
黃
精
」（
五
表
）
お
よ
び
「
又
方
」（
六
表
）
と
「
靈
寶
黃
精
方
」（
28
）、「（
服
⻝
天
門
冬
）
又
方
」（
六
裏
）
と
「
服
⻝

神
方
」（
48
）、「（
服
⻝
雜
米
麥
）
又
方
」（
九
表
）
と
「
休
粮
方
」（
65
）、「（
服
⻝
雜
米
麥
）
又
方
」（
九
裏
）
と
「
神
仙
服
⻝
靑
梁
米
方
」

（
59
）。
＊
表
一
對
照
表
番
號
。

（
27
）
「
採
黃
精
方
」
の
Ｐ
は
黃
精
の
調
合
方
法
で
は
な
く
、
黃
精
の
採
取
時
期
お
よ
び
黃
精
と
梅
實
と
の
⻝
い
合
わ
せ
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
も
一
種
と
し
て
區
分
し
た
。
採
取
時
期
に
つ
い
て
は
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
卷
中
（
二
〇
裏
・
二
一
表
）
と
『
太
淸
經
斷
穀

法
』（
六
表
）
に
記
述
が
あ
り
、
梅
實
と
の
⻝
い
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
『
太
淸
經
斷
穀
法
』（
六
表
）
の
ほ
か
唐
・
蘇
敬
等
『
新
修
本
草
』
卷
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一
七
「
梅
實
」（
岡
西
爲
人
『
重
輯
新
修
本
草
』
卷
一
七
、
三
裏
、
學
術
圖
書
刊
行
會
、
一
九
七
八
年
）
に
も
記
述
が
あ
る
。

（
28
）
『
圖
經
衍
義
本
草
』
卷
一
七
「
鉤
吻
」
に
も
「
黃
帝
問
天
老
曰
…
…
入
口
卽
死
」（
八
表
）
の
文
が
引
か
れ
る
が
、
こ
れ
を
『
博
物
志
』
の
引

用
と
は
示
さ
ず
、
直
後
に
「
博
物
志
云
、
鉤
吻
毒
、
桂
心
葱
葉
涕
解
之
。」（
八
裏
）
と
『
博
物
志
』
を
引
く
。

（
29
）
黃
精
の
別
稱
で
あ
る
「
重
樓
」
と
「
仙
人
餘
粮
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
中
卷
の
二
〇
裏
と
二
一
表
に
見
え
る
が
、

Ｏ
の
よ
う
に
纏
め
て
書
か
れ
て
は
い
な
い
。

（
30
）
「（
三
廚
大
要
）
觀
音
受
我
法
／
仙
人
賜
我
糧
／
事
隋
五
方
色
／
靑
黑
赤
白
黃
／
和
合
得
　
餌
／
諸
塵
以
自
防
」（
大
正
八
五
、
一
四
一
四

下
）。
拙
著
「
長
生
法
と
悟
り
―
『
佛
說
三
廚
經
』
と
『
老
子
說
五
廚
經
註
』
―
」（『
東
方
宗
敎
』
第
一
〇
〇
號
、
二
〇
〇
二
年
）、C

hristine

M
olier“T

he
H

eavenly
K

itchens.”
B

uddhism
and

Taoism
Face

to
Face,U

niversity
ofH

aw
ai’iPress,2008.

參
照
。

（
31
）
「
劫
數
」
は
靈
寶
經
典
で
も
し
ば
し
ば
使
用
さ
れ
る
タ
ー
ム
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
佛
敎
に
お
け
る
そ
れ
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
。

（
32
）
ま
た
『
博
物
志
』
卷
二
に
「
蟹
漆
相
合
成
水
、
神
仙
服
⻝
方
云
」（
六
裏
）
と
あ
る
。

（
33
）
原
文
は
「
密
」
字
に
作
る
。
文
脈
に
よ
り
「
蜜
」
字
に
改
め
る
。

（
34
）
黃
永
武
主
編
『
敦
煌
寶
藏
』
第
一
二
三
册
（
新
文
豐
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）。

（
35
）
唐
不
空
の
譯
出
に
假
託
さ
れ
て
い
る
が
、
延
年
益
壽
や
斷
五
穀
の
た
め
の
服
餌
法
が
說
か
れ
、
中
國
撰
述
の
疑
經
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

承
和
六
年
（
八
三
九
）
に
日
本
の
常
曉
が
上
表
し
た
『
常
曉
和
尙
請
來
目
錄
』（
大
正
五
五
、
一
〇
六
九
下
・
一
〇
七
〇
中
）
に
は
「
金
毘
羅

童
子
威
德
要
法
一
卷
」
と
「
大
聖
千
臂
千
頭
金
毘
羅
童
子
像
一
驅
」
が
見
え
、
像
の
解
說
に
本
經
を
引
く
た
め
、
こ
れ
以
前
に
は
成
書
し
て

い
る
。『
佛
書
解
說
大
辭
典
』（
大
東
出
版
社
、
一
九
六
四
年
）
參
照
。

（
36
）
豐
山
大
學
藏
刊
本
は
「
除
」
字
を
缺
く
。「
除
」
字
を
讀
む
な
ら
ば
「
滓
」
や
「
惡
皮
」
な
ど
の
文
字
が
拔
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
37
）
該
經
と
同
本
異
譯
の
位
置
づ
け
と
な
る
唐
寶
思
惟
『
觀
世
音
菩
薩
如
意
摩
尼
陀
羅
尼
經
』（
大
正
二
〇
、
二
〇
〇
中
）
に
も
同
樣
の
觀
世
音

菩
薩
に
ち
な
む
藥
方
が
記
さ
れ
る
が
、
藥
方
名
は
擧
げ
ら
れ
な
い
。

（
38
）
「
神
祕
之
印
、
竝
法
」
で
世
尊
と
對
話
し
印
刻
お
よ
び
呪
法
に
つ
い
て
說
く
の
は
龍
種
上
尊
王
佛
で
あ
る
が
、
七
三
行
目
に
諸
菩
薩
の
一
人

と
し
て
觀
世
音
菩
薩
の
名
も
見
え
る
。

（
39
）
こ
の
箇
所
は
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
卷
中
（
二
四
表
）
お
よ
び
『
雲
笈
七
籤
』
卷
八
二
（
五
表
）
は
共
に
「
上
天
白
人
罪
過
」
と
す
る
。
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（
40
）
『
太
上
靈
寶
五
符
序
』
で
は
樂
子
長
由
來
の
服
御
方
を
多
數
收
め
な
が
ら
そ
れ
を
凌
駕
す
る
も
の
と
し
て
五
符
を
用
い
た
齋
醮
に
よ
る
天
仙

の
希
求
が
設
定
さ
れ
、『
老
子
說
五
廚
經
註
』
で
は
玄
宗
に
仕
え
た
道
士
尹
愔
が
、
本
來
は
服
氣
辟
穀
法
を
說
く
『
五
廚
經
』
に
佛
敎
的
注

釋
を
施
し
「
慧
照
」
を
求
め
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
辟
穀
を
說
く
道
敎
經
典
の
中
か
ら
、
長
生
と
昇
仙
、
或
い
は
術
と

悟
り
と
を
區
別
し
、
後
者
を
前
者
の
上
位
に
置
こ
う
と
す
る
流
れ
が
六
朝
か
ら
唐
代
に
か
け
て
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
を
考
察

す
る
ひ
と
つ
の
ス
タ
ー
ト
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
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【
Ｓ
二
四
三
八
翻
刻
】

⑴
　ID

P

の
畫
像
を
も
と
に
大
正
藏
本
を
參
考
と
し
て
翻
刻
し
、
句
讀
點
を
施
し
た
。
な
お
、
翻
刻
に
際
し
て
は
、
原
則
と
し
て
正
字
體
を
使
用
し
た
。

⑵
　
損
傷
箇
所
の
文
字
數
は
周
邊
の
行
か
ら
類
推
し
、
周
邊
も
損
傷
の
激
し
い
場
合
は
一
行
二
十
五
文
字
換
算
に
よ
っ
て
□
で
示
し
た
。

⑶
　
大
正
藏
本
翻
刻
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
文
字
は
、
Ｔ
「
日
」
↓
「
曰
」
の
よ
う
に
示
し
た
。

⑷
　
一
部
損
傷
や
不
鮮
明
な
ど
の
理
由
で
確
定
的
で
な
い
文
字
に
は
「
？
」
を
付
し
た
。

⑸
　
「
辟
穀
諸
法
」
を
便
宜
的
に
Ａ
か
ら
Ｕ
ま
で
二
十
一
種
に
分
け
、
行
の
途
中
の
區
切
り
（
殘
存
部
）
に
は
斜
線
を
入
れ
た
。

⑹
　
損
傷
箇
所
で
文
脈
上
類
推
で
き
る
文
字
は
、
如
是
の
よ
う
に
示
し
た
。

　
　
　
（
首
缺
）

A
001
　
光
紫
色
而
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

A
002
　
年
、
化
爲
流
星
、
流
星
千
年
、
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

A
003
　
爲
浮
、
水
金
入
水
不
耗
、
反
益
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

A
004
　
太
淸
。
此
飛
仙
之
法
、
勿
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

A
005
　
酒
二
升
、
與
茯
苓
合
餠
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

B
006
　
絕
穀
仙
方
、
　
胡
麻
之
法
。
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

B
007
　
如
、
一
名
三
光
之
貴
榮
、
一
名
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

B
008
　
昌
、
一
名
含
暎
、
一
名
靑
襄
。
是
其
葉
⻝
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

B
009
　
好
成
熟
者
、
搗
持
土
穢
、
隨
意
多
少
、
湯
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

B
010
　
乾
後
、
蒸
之
使
微
氣
出
、
極
溜
通
止
。
更
曝
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

B
011
　
曝
。
每
至
蒸
時
、
要
須
快
日
、
天
陰
不
得
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

B
012
　
復
溫
而
復
蒸
、
都
曝
訖
而
後
、
搗
之
和
以
白
蜜
□
□
□
□
□
□
□
□
□

B
013
　
至
服
時
、
一
服
一
枚
、
以
日
三
時
服
之
、
可
長
生
不
死
□
年
□
□
□
□
□

C
014
　
十
一
月
上
亥
日
、
收
槐
子
熟
好
者
、
□
著
黃
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

C
015
　
服
之
、
百
日
上
見
天
文
、
二
百
日
□
□
初
服
一
枚

?　後
□
□
□
□
□
□
□
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D
016
　
又
十
月
上
建
、
收
槐
子
三
升
□
□
□
□
枚
、
一
年
夜
□
□
□
□
□
□
□

D
017
　
二
年
萬
病
皆
除
。
服
之
三
年
□
□
聰
明
萬
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

E
018
　
取
章
陸
根
卅
斤
、
去
惡
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

E
019
　
隂
乾
六
十
日
末
篩
、
方
寸
𠤎
、
和
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

E
020
　
取
寶
、
立
得
不
難
、
日
行
千
里
。
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

FE
021
　
金
不
傳
。
／
去
三
尸
方
。
　
恆
以
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

F
022
　
黃
、
雌
黃
、
等
分
末
之
、
以
綿
裹
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

GF
023
　
死
出
去
、
壽
五
百
年
活
。
／
又

?　方
。
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

G
024
　
以
酒
和
取
八
月
破
除
日
和
藥
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

G
025
　
百
病
愈
。
服
三
節
、
耳
目
聰
明
、
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

HG
026
　
同
光
。
／
上
尸
百
日
、
中
尸
六
十
日
、
下
尸
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

H
027
　
鷄
子
。
上
尸
黑
、
中
尸
靑
、
下
尸
白
。
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

H
028
　
伺
人
罪
過
、
上
奏
天
翁
、
世
閒
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

H
029
　
洇
其
藥
力
、
令
人
百
病
不
愈
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

H
030
　
五
＊味
色
、
若
不
去
三
尸
、
但
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
　
　
　
　

Ｔ
「
味
」
字
拔
け

H
031
　
仙
人
、
與
日
月
同
光
、
莫
視
凡
下
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

I
032
　
又
方
。
七
月
十
七
日
、
去
手
爪
足
爪
呑
、
腹
中
去
三
尸
□
□
□
□
□
□
□

J
033
　
又
方
。
　
取
蕪
荑
五
升
、
　
乾
柴
四
兩
、
　
苟
杞
根
四
兩
□
□
□
□

J
034
　
華
水
服
。
日
一
⻝
、
五
日
三
尸
䖝
於
下
部
中
出
□
□
□
□
□
□
□

KJ
035
　
防
護
之
、
三
日
後
自
好
不
須
防
。
／
　
觀
世
音
菩
薩
□
□
□
□
□
□
□
□

K
036
　
傍
蟹
八
枚
、
　
上
好
酒
半
升
、
　
□
□
□
□
□
末
和
□
□
□
□
□
□
□
□

K
037
　
肉
身
、
日
行
萬
里
、
奔
馬
趁
不
及
。
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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K
038
　
從
經
劫
數
已
來
、
不
曾
見
之
念
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

LK
039
　
說
令
人
狐
疑
顚
倒
。
／
　
採
黃
精
方
。
　
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

L
040
　
洗
卻
惡
皮
毛
、
細
切
一
石
、
水
煮
之
、
至
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

L
041
　
黃
末
和
作
餠
、
日
服
如
鷄
子
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

ML
042
　
不
老
、
聰
明
萬
倍
、
與
天
地
相
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

M
043
　
搗
熟
、
以
水
一
石
煮
、
復
內
麻
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

M
044
　
可
丸
、
如
鷄
子
大
、
日
服
三
丸
、
十
日
已
後
、
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

NM
045
　
服
之
、
百
日
萬
病
皆
除
、
三
二
閒
卽
昇
天
矣
。
／
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

N
046
　
洗
生
搗
、
以
生
大
豆
黃
末
一
升
、
和
合
作
餠
如
、
常
以
爐
□
□
□
□
□
□

N
047
　
服
一
餠
後
日
三
、
餠
漸
自
不
飢
、
至
十
日
已
後
、
□
□
□
□
□
□
□
□
□

N
048
　
睡
眠
自
然
、
不
須
⻝
、
一
年
已
後
、
昇
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

O
049
　
黃
精
、
　
二
名
重
樓
、
　
三
名
仙
人
餘
粮
、
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

O
050
　
天
老
＊曰
、
天
地
所
生
、
草
有
⻝
之
令
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
　
　
　
　
　
　

Ｔ
「
日
」
↓
「
曰
」

O
051
　
名
曰
黃
精
、
餌
而
⻝
之
、
所
以
度
世
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

O
052
　
之
入
口
卽
死
、
人
若
信
呴
吻
傷
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

PO
053
　
或
乎
。
／
其
草
精
者
、
葉
似
竹
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

P
054
　
也
。
　
夫
採
以
二
月
八
月
三
月
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

QP
055
　
禁
忌
⻝
梅
。
／
　
絕
穀
不
飢
方
。
□
□
□
□
米
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Q
056
　
大
豆
熬
之
。
　
以
上
六
味
、
各
五
合
搗
篩
爲
末
、
白
蜜
一
斤
□
□
□
□
□

Q
057
　
可
丸
如
李
子
大
、
頓
呑
服
之
、
令
人
終
不
飢
渴
。
　
□
□
□
□
□
□
□
□

Q
058
　
皆
須
天
氣
晴
明
、
先
當
淸
心
齋
戒
、
香
湯
沐
浴
□
□
□
□
□
□
□
□
□

RQ
059
　
可
合
和
仙
藥
。
／
　
又
治
三
尸
法
。
　
取
狼
牙
根
隂
乾
□
□
□
□
□
□
□
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SR
060
　
服
之
一
方
寸
𠤎
、
日
三
、
明
䖝
下
得
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

S
061
　
麻
子
二
升
、
　
大
豆
一
升(

已
上
冬
服)

麻
子
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

S
062
　
麻
子
亦
炒
和
搗
作
末
、
每
日
一
抄
、
三
□
□
□
之
□
□
□
□
□
□
□
□

TS
063
　
服
、
子
若
經
一
年
、
日
行
千
里
。
／
　
五
芝
方
。
□
□
烏
麻
油
□
□
□
□
□
□

T
064
　
茯
苓
半
斤
　
椒
四
兩
　
錫
半
□
□
白
蜜
二
合
　
令
□
□
□
□
□
□
□

T
065
　
日
三
服
⻝
之
三
丸
、
以
日
出
時
□
□
□
及
午
時
申
時
□
□
□
□
□
□

UT
066
　
年
、
頭
白
更
黑
、
力
徹
虛
空
、
日
行
千
里
。
／
　
王
喬
□
□
□
□
□
□
□
□
□

U
067
　
五
斤
、
水
三
石
、
於
釜
口
稍
稍
添
水
煮
之
、
可
至
一
升
□
＊卽
□
□
□
□
□
　
　
　
　

Ｔ
「
品
」
↓
「
卽
」

U
068
　
之
、
又
內
白
蜜
一
升
、
重
湯
中
更
煎
五
升
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

U
069
　
騰
躍
自
在
。

　
070
　
三
萬
佛
同
根
本
神
祕
之
印
幷
法

　
071
　
如
是
我
聞
、
一
時
佛
在
他
化
自
在
天
、
與
諸
大
菩
薩
百
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

　
072
　
□
□
□
超
世
閒
、
其
名
曰
惣
持
天
菩
薩
、
虛
空
菩
薩
、
充
明
□
□
□
菩
薩
、
无
量
□
□
□

　
073
　
□
□
幢
菩
薩
、
无
量
身
菩
薩
、
金
剛
□
□
□
□
菩
薩
、
觀
世
音
菩
薩
、
大
□
□

　
074
　
□
□
鳴
菩
薩
、
天
親
菩
薩
、
天
津
菩
薩
、
□
□
□
□
□
□
□
□
□
菩
薩
、
海
眼
菩
薩
、

　
075
　
□
□
等
文
殊
師
利
菩
薩
等
、
有
□
□
□
□
□
□
□
□
□
大
菩
薩
摩
訶
薩
、

　
076
　
□
有
无
量
聲
聞
緣
覺
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
善
信
男

　
077
　
善
信
女
等
、
繞
佛
百
迊
、
默
然
而
□
□
。
爾
時
□
□
□
□
□
□
莊
嚴
世

　
078
　
□
龍
種
上
尊
王
佛
、
將
卅
二
萬
億
咒
□
□
□
□
□
□
□
□
□
提
桓

　
079
　
□
□
等
類
幷
諸
眷
屬
、
前
後
圍
繞
、
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
諸

　
080
　
□
散
花
、
香
風
吹
林
、
處
處
普
遍
、
光
明
照
曜
、
□
地
六
種
震
動
、
巡

　
081
　
諸
國
土
來
、
至
自
天
上
、
其
諸
廾
八
天
及
諸
日
月
星
辰
、
竝
隱
沒
不
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082
　
現
、
及
此
自
在
天
上
變
爲
金
色
菩
薩
所
威
光
、
竝
悉
不
□
。
爾
時
彼
龍

　
083
　
種
上
尊
王
佛
、
到
如
來
所
、
無
量
問
訊
、
起
□
□
□
□
面
。
是
時
□

　
084
　
佛
白
言
。
世
尊
、
我
無
量
劫
來
、
修
集
方
□
□
□
□
□
□

　
085
　
此
欲
崇
大
法
、
願
佛
慈
悲
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
聲
□

　
086
　
言
、
善
哉
善
哉
、
汝
能
發
心
、
欲
□
□
□
今
速
說
、
我
及
十
方
諸
大
如
來
、

　
087
　
助
汝
宣
化
。
時
上
王
佛
復
白
言
。
□
□
有
神
印
、
前
佛
後
佛
三
萬
餘
人
、
皆

　
088
　
因
此
印
、
得
無
上
道
究
竟
涅
槃
。
世
尊
、
若
未
得
□
□
□
阿
羅
漢
辟

　
089
　
支
佛
等
、
幷
下
類
凡
夫
初
發
心
者
、
若
求
諸
大
方
術
□
□

?　自
在
、
先
當
取

　
090
　
盧
耶
娑
木
方
一
寸
八
分
、
此
云
赤
柳
木
、
是
剋
印
持
帶
、
□
□
□
□
千
靈
竝

　
091
　
顯
萬
術
自
通
。
龍
種
上
尊
王
佛
法
第
一
　

　
092
　
先
立
壇
三
日
、
一
上
廁
一
浴
、
然
後
剋
印
、
含
香
水
剋
印
、
呪
曰

　
093
　
毗
耶
　
提
摩
辟
馱
兜
莎
訶
　
念
龍
種
上
尊
王
佛
一
＊萬
遍
發
願
速
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｔ
「
切
」
↓
「
萬
」

　
094
　
世
尊
、
若
有
諸
善
男
子
善
女
人
、
欲
求
無
量
百
千
萬
□
□
術
者
、
卽
剋
此
印
、
□
□

　
095
　
帛
作
囊
盛
之
、
於
膊
上
安
之
、
無
得
汚
淨
、
隨
所
住
□
□
□
、
坐
臥
百
無
妨
礙
、

　
096
　
常
念
我
名
、
　
南
无
龍
種
上
尊
王
佛
、
每
須
念
之
　
龍
種
上
尊
王
佛
剋
印
法
第
一
。

　
097
　
世
尊
、
當
剋
印
之
際
、
□
□
□
□
默
然
除
語
、
剋
之
□
□
□
□
□
發
願
、
然
後
卽
受

　
098
　
印
、
當
受
印
之
日
、
我
及
四
衆
、
□
諸
呪
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
、
於
黃
昏
受
之

　
099
　
龍
種
上
尊
王
佛
帶
印
試
效
境
相
第
一
　
世
尊
、
若
欲
帶
之
□

?　略
云
、
其
印
多

　
100
　
聖
顯
少
效
、
作
是
言
已
、
卽
臥
、
若
有
上
類
利
根
凡
夫
、
於
白
頭
邊
、
卽
有
三
丸
黑
摩

　
101
　
尼
心
寶
藥
、
若
有
下
類
凡
夫
、
卽
於
中
夜
時
、
有
鐘
鳴
。
若
有
中
類
凡
夫
、
卽
有
異
香

　
102
　
來
前
。
若
有
利
根
、
卽
有
此
事
。
若
中
根
、
三
日
及
有
。
若
得
藥
時
、
勿
令
外
人
知

　
103
　
覺
、
便
一
氣
呑
之
、
其
人
卽
與
陀
羅
尼
菩
薩
同
位
也
。
若
得
是
相
已
後
、
□
日
滿
、
乃
可
卽
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104
　
試
印
術
方
爾
。
　
試
印
效
法
第
一
　
世
尊
、
若
當
帶

?　印
行
□
□
□
□
□
□
□
□
□
效
力
也
。

　
105
　
欲
試
之
時
、
丁
香
七
枚
、
以
印
印
之
、
一
下
各
＊搗
碎
、
和
水
呑
之
、
須
臾
卽
得
□
照
智
。

Ｔ
「
㨶
」
↓
「
搗
」

　
106
　
若
欲
求
他
心
智
者
、
亦
取
丁
香
二
七
枚
□
□
□
乾
呑
之
、
卽
以
印
印
口
三
下
、
立
得
他

　
107
　
心
智
預
知
三
生
之
事
。
　
又
法
。
取
死
人
髑
髏
一
枚
、
無
問
以
印
印
之
七
下
、
世
閒
一
切
惡

　
108
　
鬼
竝
悉
來
降
伏
。
　
又
法
。
若
欲
求
役
使
百
千
萬
種
神
金
剛
等
類
、
取
桑
根

　
109
　
皮
一
斤
、
煮
令
爛
去
惡
皮
、
以
印
印
之
、
⻝
次
復
之
、
萬
鬼
竝
來
降
伏
□
□
信
息
竝

　
110
　
亦
預
。
　
又
法
。
取
淸
淨
沙
一
升
、
以
印
印
之
、
於
四
方
□
之
□
□
□
□
竝
悉

　
111
　
得
脫
。
　
又
法
。
取
井
華
水
三
升
、
以
印
印
之
、
四
方
散
一
切
枯
□
□
□
□
□
潤
益
。
　

　
112
　
又
法
。
取
黃
沙
三
升
、
以
印
印
之
、
埋
於
土
中
、
一
日
變
成
黃
金
。
　

　
113
　
又
法
。
取
帶
印
人
髮
七
枚
、
以
印
印
之
、
擲
在
地
中
、
變
成
黑
地
。
　

　
114
　
又
法
。
帶
印
人
取
虵
、
以
印
印
之
、
各
印
一
下
、
其
虵
印
死
取
之
□
方
第
一
癩
及
瘺
□

　
115
　
無
申
等
患
、
以
虵
少
許
與
服
□
□
□
□
差
。
　

　
116
　
又
法
。
若
印
人
求
出
世
閒
者
、
取
水
三
升
、
煎
取
一
升
、
以
□
□
□
□
同
洗
面

　
117
　
及
腳
子
時
之
閒
、
從
地
踊
出
、
百
寶
蓮
花
承
印
□
□
□
□
□
□
人
求
騰
空

　
118
　
者
、
取
水
三
升
、
印
之
百
遍
、
洗
自
立
卽
便
騰
身
而
去
。
　

　
119
　
又
發
廣
大
心
求
萬
法
術
者
、
取
椒
一
兩
取
水
三
升
、
煎
之
□
□
□
□
以
印
印
之
三
遍
、

　
120
　
分
作
三
分
、
平
旦
時
服
一
分
、
午
時
服
一
分
、
至
夜
閒
服
一
分
、
至
□
□
□
□
□
□
悟
相
似
、
然
後

　
121
　
卽
得
通
逹
萬
法
、
上
知
卅
三
天
、
下
知
九
十
二
億
世
界
之
□
□
□
□
□
苦
衆
生
竝
悉

　
122
　
能
救
之
。
　
又
法
。
取
乳
頭
香
三
兩
、
以
印
印
之
七
遍
、
□
□
□
□
□
□
夜
叉

　
123
　
羅
刹
及
諸
惡
鬼
、
皆
發
善
心
、
奉
事
和
上
、
亦
□
□
□
□
□
□
□
□
以
印
竝
來

　
124
　
歸
依
。
　
又
法
。
取
牛
蘓
一
斤
、
練
持
白
瓷
椀
盛
、
無
□
多
少
、
以
印
印
之
、
日
服
三
兩
、
服
□

　
125
　
自
厭
此
身
、
爲
我
被
惡
賊
、
侵
陵
捨
身
、
他
世
得
生
佛
前
。
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126
　
又
法
。
若
取
白
石
七
枚
、
以
印
印
之
、
擲
在
水
中
、
江
神
□
□
、
竝
來
踊
出
、

　
127
　
及
諸
毒
龍
、
竝
皆
自
歸
依
。
　
又
法
。
取
印
□
□
□
□
□
□
成
寶
樓
。

　
128
　
世
尊
。
其
印
前
後
有
二
萬
億
佛
、
皆
從
是
度
。
若
□
□
□
善
男
子
善
女

　
129
　
人
、
但
求
得
此
印
帶
行
日
滿
、
亦
與
佛
等
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
　

　
130
　
又
法
。
但
取
印
印
隨
意
所
須
之
處
、
立
卽
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

　
131
　
爲
灰
、
印
與
餘
死
人
身
全
者
、
口
中
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

　
132
　
以
印
印
之
、
變
成
灰
土
。
　
又
法
。
取
□
少
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
　

　
133
　
又
法
。
取
松
樹
、
以
印
印
之
、
立
變
成
花
樹
。
　
又
法
。
□
□
□
□
□
□
□

　
134
　
取
桃
木
六
尺
、
以
印
印
、
將
行
意
欲
去
處
隨
意
□
□
□
□
□
□
□

　
135
　
世
尊
。
其
印
、
我
自
化
身
、
付
囑
前
人
、

?　今
□
□
□
□
□
□
□
□
□

　
136
　
又
世
尊
。
此
印
、
若
處
世
界
恆
被
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
知

　
137
　
唯
有
菩
薩
、
自
在
者
卽
得
之
、
餘
者
□
□
□
見
。
　
世
尊
。
□
□
若
有
持

　
138
　
帶
此
印
、
印
人
廾
萬
種
福
不
可
＊具
。
□
略
而
說
之
。
　
第
一
從
無
量
世
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｔ
「
得
」
↓
「
具
」

　
139
　
以
來
、
輪
迴
六
趣
、
三
業
重
障
、
□
□
□
佛
法
刀
□
□
□
□
□
□
見
此
印
、
便

　
140
　
卽
除
滅
、
得
淸
涼
勝
報
。
　
第
二
無
量
劫
來
□
□
□
□
孝
、
出
佛

　
141
　
身
血
殺
阿
羅
僧
、
誹
謗
三
明
大
出
長
□
□
□
□
□
□
此
印
、

　
142
　
便
永
除
斷
無
量
重
障
、
得
淸
淨
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
來

　
143
　
恆
在
地
獄
餓
鬼
畜
生
邊
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

　
144
　
無
量
百
福
莊
嚴
之
身
。
　
第
四
□
□
□
□
□
□
衆
生
無
□
□

　
145
　
頭
數
。
若
聞
此
印
、
便
得
除
斷
無
量
□
□
□
□
。
　
第
五
從
無
量

　
146
　
年
來
、
學
種
種
法
及
諸
方
術
、
一
圓
此
印
□
□
□
□
□
□
□
□
□
報
。
　

　
147
　
第
六
從
無
量
時
來
、
求
＊禪
定
慧
逹
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｔ
「
緣
」
↓
「
禪
」
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148
　
此
印
、
便
得
通
逹
無
邊
智
慧
之
門
。
　
第
七
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

　
149
　
便
成
無
上
道
法
。
　
世
尊
。
其
印
但
有
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

　
150
　
覺
者
、
我
當
亦
不
取
正
覺
。
　
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

　
151
　
自
現
不
假
遠
覓
。
　
又
法
。
取
灰
一
升
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

　
152
　
此
世
界
至
於
他
方
。
　
又
法
。
取
□
□
以
印
印
之
、
服
令
□
□
□
□
□
□
□

　
153
　
世
尊
。
諸
善
男
子
、
但
有
緣
者
□
□
一
人
三
人
百
人
力
□
□
□
□
□
□
□

　
154
　
持
帶
、
我
領
無
量
呪
術
、
大
仙
恆
常
□
護
　
□
□
□
□
□
□
善

　
155
　
哉
、
善
哉
、
大
士
。
汝
能
有
如
是
力
不
可
思
議
、
此
□
□
□
□
□
□
□

　
156
　
彼
法
及
＊勑
十
方
諸
大
菩
薩
、
竝
亦
令
得
聞
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｔ
「
物
」
↓
「
勑
」

　
157
　
帶
此
印
、
於
五
濁
惡
世
、
而
得
淸
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

　
158
　
衆
恆
常
＊衞
助
。
＊況
乃
作
印
帶
之
者
□
□
□
□
□
□
過
□
□
□
□
□
□
□
　

Ｔ
「
術
」
↓
「
衞
」、
Ｔ
「
呪
」
↓
「
況
」

　
159
　
佛
爲
上
首
、
皆
從
此
印
得
度
、
現
在
□
亦
隨
此
印
得
大
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

　
160
　
此
印
而
得
度
得
＊脫
。
　
世
尊
。
但
有
諸
善
士
等
、
修
□
此
印
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
　
　

Ｔ
「
得
」
↓
「
脫
」

　
161
　
住
坐
臥
、
悉
但
留
心
、
令
立
卽
成
就
。
說
此
＊語
時
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Ｔ
「
諸
」
↓
「
語
」

　
162
　
俱
從
座
起
、
而
白
佛
言
。
今
者
若
有
諸
善
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

　
163
　
香
一
兩
、
＊搗
作
末
、
以
蜜
和
之
、
燒
以
印
印
香
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
　

Ｔ
「
㨶
」
↓
「
搗
」

　
164
　
法
、
令
得
與
我
等
生
於
一
處
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

　
165
　
令
得
度
之
、
無
量
大
願
、
悉
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

　
166
　
仙
而
爲
上
首
、
及
獨
仙
人
所
爲
菴
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

　
167
　
阿
婆
仙
而
爲
上
首
、
及
三
明
大
□
六
通
神
仙
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

　
168
　
龍
八
部
諸
大
鬼
王
、
及
諸
夜
叉

?　王
、
獸
王
、
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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169
　
王
、
鐵
山
王
、
大
鐵
山
王
、
目
眞
陀
山
王
、
□
陀
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

　
170
　
六
欲
天
王
、
竝
作
是
言
　
世
尊
。
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

　
171
　
恆
常
＊衞
護
、
悉
不

?　暫
捨
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
　
　
　
　
　
　
　

Ｔ
「
術
」
↓
「
衞
」

　
172
　
徒
衆
、
皆
大
歡
喜
、
一
心
修
持
、
各
奉
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

　
173
　
於
佛
四
面
、
高
聲
讚
佛
、
散
花
供
養
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

　
174
　
龍
種
上
尊
王
佛
消
息
萬
神
勑

?　決
法
　

　
175
　
凡
欲
作
此
印
者
、
萬
鬼
來
集
、
千
神
俱
□
□
□
此
印
若
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

　
176
　
坐
臥
無
量
者
、
卽
當
怜
目
取
定
、
若
得
此
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
。

　
177
　
凡
欲
所
作
法
、
先
以
大
母
指
掐
離
傳
目
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

　
178
　
不
得
成
。
　
又
有
外
作
法
中
上
搯
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

　
179
　
若
作
此
法
、
更
不
得
成
別
法
。
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

　
180
　
法
喜
竝
能
作
之
。
若
修
印
人
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

　
181
　
意
所
坐
處
便
印
令
□
□
□

　
　
　
（
尾
缺
）
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荷
澤
神
會
の
見
性
論
と
そ
の
變
容
　

　
　
　
齋
　
藤
　
　
智
　
寛
　
　

　　　　
　
　
は
じ
め
に

　　
「
見
性
（
性
を
見
る
）」
と
は
、『
涅
槃
經
』
の
「
見
佛
性
」
に
由
來
す
る
言
葉
で
あ
る
。
中
國
の
固
有
思
想
は
本
性
論
の
傳
統
を
有

し
て
お
り
、
そ
れ
が
佛
性
思
想
受
容
の
素
地
と
な
っ
た
こ
と
に
う
た
が
い
は
な
い
。
し
か
し
傳
統
思
想
が
知
っ
て
い
た
の
は
「
性
を

盡
く
す
」
（『
周
易
』
說
卦
）
、「
性
にし

た
が率う

」
（『
禮
記
』
中
庸
）
ま
た
は
「
其
の
性
に

か
え反

る
」
（『
莊
子
』
繕
性
）
と
い
っ
た
表
現
で
あ
り
、

性
を
「
見
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
外
來
思
想
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
獲
得
さ
れ
た
發
想
で
あ
っ
た
。「
見
佛
性
」
と
い
う
表
現
は
、
傳
統

思
想
の
表
現
に
比
べ
て
よ
り
濃
厚
な
身
體
性
と
明
瞭
な
體
驗
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
お
り
、
お
の
れ
の
本
性
が
佛
の
そ
れ
で
あ
る

こ
と
を
體
認
し
よ
う
と
す
る
禪
佛
敎
が
こ
の
語
に
注
目
す
る
の
も
、
自
然
な
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
『
壇
經
』

に
お
い
て
六
祖
惠
能
は
、
自
ら
の
開
悟
體
驗
を
「
一
た
び
聞
き
て
言
下
に
大
悟
し
、
頓
に
眞
如
本
性
を
見
る
」
と
總
括
し
た
し
、
後

世
に
は
「
見
性
成
佛
」
が
禪
宗
の
口
號
と
し
て
揭
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
本
性
と
は
感
覺
の
次
元
を
超
越
し
た
捉
え
難
い
も
の
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
「
見
る
」
と
い
う
試
み
は
種
々
の
問
題
を
惹
起
せ
ず
に
は
お
か
な
い
だ
ろ
う
。
性
を
見
る
こ
と
は
、
通
常
の
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見
聞
覺
知
に
お
け
る
「
見
」
と
同
じ
行
爲
な
の
だ
ろ
う
か
、
見
性
體
驗
に
お
い
て
、
衆
生
の
肉
體
や
感
覺
器
官
は
い
か
な
る
位
置
を

占
め
る
の
か
、
そ
う
し
た
疑
問
が
少
な
く
と
も
筆
者
の
腦
裏
に
は
浮
か
ん
で
來
る
し
、
事
實
、
唐
代
の
禪
佛
敎
に
お
い
て
も
實
踐
上

の
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
見
性
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
「
性
」
よ
り
も
む
し
ろ
「
見
」
に
着
眼
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
見

性
に
つ
い
て
論
じ
た
從
來
の
成
果
は（

１
）、

そ
う
し
た
焦
點
の
し
ぼ
り
込
み
が
缺
け
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
論
述
が
修
道
に
お
け
る
見
性

の
位
置
づ
け
や
諸
槪
念
と
の
關
係
な
ど
に
擴
散
し
て
し
ま
い
、
見
性
と
は
い
か
な
る
體
驗
な
の
か
に
つ
い
て
明
確
な
回
答
を
與
え
て

は
い
な
い
し
、
思
想
史
的
脈
絡
も
不
明
瞭
な
ま
ま
で
あ
る
と
見
な
し
う
る
。
そ
こ
で
拙
稿
で
は
、
見
性
の
「
見
」
と
は
い
か
な
る
行

爲
な
の
か
、
す
な
わ
ち
見
性
の
方
法
に
論
點
を
し
ぼ
り
、
荷
澤
神
會
（
六
八
四
―
七
五
八
）
と
そ
の
後
繼
者
た
ち
に
考
察
範
圍
を
定
め

て
、
見
性
を
め
ぐ
る
議
論
の
變
遷
を
追
う
こ
と
と
し
た
い
。
こ
の
際
、
も
っ
と
も
參
考
に
な
る
の
が
小
川
隆
『
神
會
　
敦
煌
文
獻
と

初
期
の
禪
宗
史
』
で
あ
る
。
該
書
は
神
會
思
想
に
お
け
る
「
智
」
を
分
析
し
て
、
神
會
の
い
う
見
性
と
は
、
本
體
上
に
そ
な
わ
る
智

慧
が
み
ず
か
ら
の
本
體
を
自
己
認
識
す
る
營
み
で
あ
る
こ
と
、
性
を
見
る
智
慧
は
外
界
へ
向
か
う
見
聞
覺
知
と
し
て
も
作
用
す
る
こ

と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
前
の
側
面
の
み
を
强
調
し
た
圭
峰
宗
密
と
、
後
の
側
面
を
發
展
さ
せ
た
『
歷
代
法
寶
記
』
と
馬
祖
禪

と
い
う
形
で
、
そ
の
後
の
禪
思
想
史
を
描
き
出
し
て
い
る
。
拙
論
は
大
枠
を
小
川
書
の
成
果
に
よ
り
な
が
ら
、
神
會
と
宗
密
を
む
す

ぶ
神
會
門
人
ら
の
時
代
に
お
い
て
、
神
會
の
見
性
論
が
す
で
に
變
容
を
來
た
し
て
い
る
こ
と
を
新
た
に
指
摘
し
、
さ
ら
に
宗
密
に
よ

る
荷
澤
宗
宣
揚
と
洪
州
宗
批
判
の
論
點
を
よ
り
詳
し
く
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
前
提
と
な
る
神
會
自
身
の
見

性
論
に
つ
い
て
も
、「
見
」
と
は
何
か
と
い
う
視
點
に
し
ぼ
っ
て
再
論
す
る
こ
と
と
す
る
。
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　　荷澤神會の見性論とその變容

　
　
　
一
　
荷
澤
神
會
以
前
の
見
性
論

　　
神
會
は
多
く
舊
說
へ
の
批
判
と
し
て
自
ら
の
思
想
を
語
っ
た
か
ら
、
ま
ず
は
か
れ
以
前
の
禪
思
想
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
材
料
に
は
撰
者
と
成
書
年
代
が
比
較
的
明
確
な
資
料
と
し
て
、
淨
覺
の
『
楞
伽
師
資
記
』
を
も
ち
い
る（

２
）。

　
ま
ず
菩
提
逹
摩
條
で
は
、「
略
辨
大
乘
入
道
四
行
」
を
引
用
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

理
入
者
、
謂
藉
敎
悟
宗
。
深
信
含
生
凡
聖
同
一
眞
性
、
但
爲
客
塵
妄
覆
、
不
能
顯
了
。
若
也
捨
妄
歸
眞
、
凝
住
壁
觀
、
自
他
凡

聖
等
一
、
堅
住
不
移
、
更
不
隨
於
言
敎
、
此
卽
與
眞
理
冥
狀
、
無
有
分
別
、
寂
然
無
名
。
名
之
理
入
（
理
に
よ
っ
て
悟
入
す
る

と
は
、
言
敎
を
借
り
て
宗
旨
を
悟
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
生
き
と
し
生
け
る
者
は
凡
聖
に
か
か
わ
ら
ず
同
じ
眞
實
の
本
性
を

持
っ
て
い
る
が
、
た
だ
か
り
そ
め
の
煩
惱
に
妄
り
に
覆
わ
れ
て
い
る
た
め
、
顯
現
で
き
な
い
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
、
深
く
信
ず

る
。
も
し
虛
妄
を
捨
て
て
眞
實
に
歸
入
し
、
心
を
凝
集
さ
せ
壁
の
よ
う
に
ど
っ
し
り
と
觀
想
し
、
自
他
・
凡
聖
を
同
一
に
見
て
、

堅
く
と
ど
ま
っ
て
動
か
ず
、
も
は
や
言
敎
に
從
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
か
く
て
こ
そ
眞
理
と
冥
合
し
、
分
別
す
る
こ
と
な
く
、

ひ
っ
そ
り
と
し
て
名
の
次
元
を
離
れ
る
。
こ
れ
を
理
に
よ
っ
て
悟
入
す
る
と
名
づ
け
る
）。
（
大
正
八
五
、
一
二
八
五
上
）

逹
摩
の
敎
說
の
第
一
に
說
か
れ
る
「
理
入
」
と
は
、
一
切
の
衆
生
は
聖
者
と
同
じ
眞
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
「
深
く
信
じ
」、
不
動

の
禪
定
を
實
踐
す
る
中
で
そ
の
こ
と
を
觀
想
し
、
つ
い
に
眞
理
と
冥
合
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
二
入
四
行
」
說
は
早
く
『
續
高

僧
傳
』
逹
摩
傳
に
も
引
か
れ
て
い
る
か
ら
、
初
期
禪
宗
の
敎
說
と
し
て
長
く
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
つ
ぎ
に
惠
可
條
で
は
、『
十
地
經
』
の
說
と
し
て
「
衆
生
身
中
有
金
剛
佛
性
（
衆
生
の
身
中
に
は
金
剛
の
よ
う
に
堅
固
な
佛
性
が
あ

る
）」
云
々
と
述
べ
た
後
、
以
下
の
よ
う
に
說
明
を
加
え
る
。

亦
如
世
閒
雲
霧
。
八
方
俱
起
、
天
下
陰
暗
、
日
光
豈
得
明
淨
。
日
光
不
壞
、
只
爲
雲
霧
覆
障
。
一
切
衆
生
淸
淨
性
、
亦
復
如
是
。

只
爲
攀
緣
妄
念
、
諸
見
煩
惱
重
雲
覆
障
、
聖
道
不
能
顯
了
。
若
妄
念
不
生
、
默
然
淨
坐
、
大
涅
槃
日
、
自
然
明
淨
（
ま
た
世
閒
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の
雲
霧
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
八
方
に
一
度
に
沸
き
起
こ
り
、
地
上
が
暗
闇
と
な
れ
ば
、
日
光
は
ど
う
し
て
明
る
く
淸
淨
に

照
ら
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
も
日
光
そ
の
も
の
は
消
え
ず
、
た
だ
雲
霧
に
さ
え
ぎ
ら
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ

る
。
一
切
衆
生
の
淸
淨
な
本
性
も
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
外
緣
に
と
り
つ
く
妄
念
や
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
の
煩
惱
と
い
う

厚
い
雲
に
さ
え
ぎ
ら
れ
、
聖
性
が
顯
現
で
き
な
い
だ
け
な
の
で
あ
る
。
も
し
妄
念
が
生
ま
れ
ず
、
沈
默
し
て
淸
淨
を
守
り
坐
せ

ば
、
大
涅
槃
と
い
う
太
陽
は
、
お
の
ず
と
明
る
く
淸
淨
に
照
ら
す
の
で
あ
る
）。
（
一
二
八
五
下
）

こ
こ
で
は
佛
性
と
煩
惱
が
太
陽
と
雲
の
關
係
に
譬
え
ら
れ
、
坐
禪
に
よ
っ
て
妄
念
の
生
ま
れ
な
い
境
地
を
守
り
拔
く
な
ら
、
煩
惱
の

雲
霧
が
晴
れ
て
涅
槃
の
太
陽
が
輝
き
出
す
の
だ
と
說
か
れ
る
。
や
や
注
意
が
惹
か
れ
る
の
は
、「
妄
念
不
生
」
が
「
默
然
淨
坐
」
の
結

果
で
は
な
く
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、『
楞
伽
師
資
記
』
は
心
を
起
し
て
妄
念
を
拂
う
工
夫
に
疑
念
を
抱
き
、
頓
悟
漸
修
的
な
實

踐
を
模
索
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い（

３
）。

そ
れ
で
も
、
妄
念
の
な
い
心
を
維
持
す
る
た
め
に
禪
定
は
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

一
段
と
ほ
ぼ
同
じ
文
は
、
弘
忍
の
作
と
さ
れ
る
『
修
心
要
論
』
や
、
逹
摩
も
し
く
は
神
秀
の
作
と
さ
れ
る
『
觀
心
論
』
に
も
見
え
、
こ

れ
ま
た
廣
く
共
有
さ
れ
た
佛
性
觀
で
あ
る
と
見
な
し
う
る（

４
）。

　
以
上
の
二
例
か
ら
初
期
禪
宗
に
お
け
る
佛
性
論
の
特
徵
を
ま
と
め
れ
ば
、
坐
禪
觀
心
の
工
夫
を
要
す
る
こ
と
と
、
そ
の
一
方
で
は

太
陽
と
雲
の
譬
え
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
修
道
主
體
の
側
か
ら
佛
性
に
は
た
ら
き
か
け
る
の
で
は
な
く
、
煩
惱
が
消
滅
し
た
狀
態
で

の
自
ず
か
ら
な
る
顯
現
を
待
つ
こ
と（

５
）、

こ
の
二
點
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
佛
性
論
は
、
神
會
の
目
に
い
か
に
映
じ
た
で
あ
ろ
う

か
。
次
章
に
て
考
察
し
た
い
。

　　
　
　
二
　
荷
澤
神
會
の
見
性
論

　　
　
（
一
）
舊
說
と
の
相
違
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神
會
に
し
て
も
、
本
來
具
有
の
佛
性
と
客
塵
と
し
て
そ
れ
を
覆
う
煩
惱
と
い
う
從
來
の
衆
生
觀
は
、
そ
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
て
は

い
た
。『
南
陽
和
上
頓
敎
解
脫
禪
門
直
了
性
壇
語
』
の
一
節
を
見
よ
う
。

知
識
、
一
一
身
具
有
佛
性
…
…
（
中
略
）
…
…
一
切
衆
生
本
來
涅
槃
、
无
漏
智
性
本
自
具
足
、
何
爲
不
見
？
今
流
浪
生
死
、
不
得
解

脫
、
爲
被
煩
惱
覆
故
、
不
能
得
見
（
善
知
識
た
ち
よ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
身
に
は
佛
性
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
の
だ
…
…
（
中
略
）
…
…

一
切
の
衆
生
は
本
來
涅
槃
の
境
地
に
お
り
、
汚
れ
な
き
智
慧
と
し
て
の
本
性
が
も
と
よ
り
具
足
し
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
見
え
な

い
の
か
？
い
ま
繰
り
返
す
生
死
に
さ
ま
よ
い
、
解
脫
で
き
な
い
の
は
、
煩
惱
に
覆
わ
れ
て
い
る
た
め
に
、
本
性
を
見
る
こ
と
が

で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
）。
（
一
二
三
頁（
６
））

こ
こ
に
示
さ
れ
た
人
閒
理
解
は
、『
楞
伽
師
資
記
』
の
そ
れ
と
何
ら
變
わ
ら
な
い
。
ち
が
う
の
は
、
生
死
を
突
破
す
る
た
め
に
、
佛
性

の
顯
現
で
は
な
く
「
見
」
と
い
う
體
驗
が
求
め
ら
れ
た
點
で
あ
る
。
見
性
體
驗
へ
の
希
求
、
そ
れ
は
『
壇
語
』
の
後
段
に
よ
り
鮮
烈

に
述
べ
ら
れ
る
。

知
識
、
自
身
中
有
佛
性
、
未
能
了
了
見
、
何
以
故
？
喩
如
此
處
各
各
思
量
家
中
住
宅
・
衣
服
臥
具
及
一
切
等
物
、
具
知
有
、
更

不
生
疑
、
此
名
爲
知
、
不
名
爲
見
。
若
行
到
宅
中
、
具
如
上
說
之
物
、
卽
名
爲
見
、
不
名
爲
知
。
今
所
學
者
、
具
依
他
說
、
知

身
中
有
佛
性
、
未
能
了
了
見
。
假
不
作
意
、
心
无
有
起
、
是
眞
無
念
、
畢
竟
不
離
知
、
知
不
離
見
（
善
知
識
た
ち
よ
、
自
身
の

う
ち
に
佛
性
が
あ
る
の
に
、
い
ま
だ
あ
り
あ
り
と
見
る
こ
と
が
な
い
の
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
こ
の
場
で
そ
れ
ぞ

れ
が
家
の
中
の
居
所
、
衣
服
、
寢
具
な
ど
の
す
べ
て
の
物
品
を
思
念
し
、
そ
れ
ら
の
存
在
を
つ
ぶ
さ
に
知
り
、
ま
っ
た
く
疑
う

こ
と
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
は
「
知
」
と
名
づ
け
、「
見
」
と
は
名
づ
け
な
い
。
も
し
家
の
中
に
入
り
、
上
に
述
べ
た
物
を
つ
ぶ
さ

に
確
か
め
れ
ば
、
そ
れ
は
「
見
」
と
名
づ
け
、「
知
」
と
は
名
づ
け
な
い
。
い
ま
學
ん
で
い
る
の
は
、
つ
ぶ
さ
に
他
人
の
說
に
よ

り
、
身
中
に
佛
性
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
だ
が
、
い
ま
だ
あ
り
あ
り
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
意
念

を
お
こ
さ
ず
、
心
に
想
い
が
起
こ
ら
な
け
れ
ば
、
ま
こ
と
の
無
念
で
あ
っ
て
、
究
極
の
と
こ
ろ
知
を
離
れ
ず
、
知
も
見
を
離
れ
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て
い
な
い
の
だ
）。
（
一
三
〇
頁
）

敎
說
に
よ
っ
て
佛
性
の
存
在
を
知
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
あ
り
あ
り
と
見
る
こ
と
、
體
驗
と
知
識
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
、
呼

び
か
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
「
知
」
は
、
逹
摩
の
二
入
四
行
で
言
う
「
敎
を
藉
り
」
て
佛
性
の
道
理
を
「
深
く
信
ず
」
る
段

階
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
先
の
「
宗
を
悟
る
」
こ
と
に
つ
い
て
、『
楞
伽
師
資
記
』
は
雲
が
晴
れ
る
ご
と
き
顯
現
と
い
う
形
象
を

も
ち
い
、『
壇
語
』
は
自
分
が
家
の
中
に
入
っ
て
家
具
調
度
を
親
し
く
見
る
と
い
う
比
喩
を
も
ち
い
る
。
神
會
は
、
能
動
的
に
佛
性
の

存
在
を
確
か
め
る
體
驗
を
こ
そ
求
め
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
神
會
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
修
道
論
は
け
っ
し
て
人
を
見
性
に
み
ち
び
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。『
南
陽
和
尙
問
答
雜

徵
義
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
對
話
が
見
え
る
。

和
上
問
澄
禪
師
、「
修
何
法
而
得
見
性
？
」
澄
禪
師
答
曰
、「
先
須
學
坐
修
定
。
得
定
已
後
、
因
定
發
慧
、
以
智
慧
故
、
卽
得
見

性
」。
問
曰
、「
修
定
之
時
、
豈
不
要
須
作
意
否
？
」
答
言
、「
是
」。「
旣
是
作
意
、
卽
是
識
定
。
若
爲
得
見
性
？
」
答
、「
今
言

見
性
者
、
要
須
修
定
、
若
不
修
定
、
若
爲
見
性
？
」
問
曰
、「
今
修
定
者
元
是
妄
心
。
妄
心
修
定
、
如
何
得
定
？
」（
神
會
和
上

が
澄
禪
師
に
問
う
、「
い
か
な
る
法
を
修
め
れ
ば
、
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
」。
澄
禪
師
は
答
え
て
言
う
、「
ま

ず
坐
禪
を
學
び
禪
定
を
修
め
ま
す
。
禪
定
を
得
て
の
ち
、
禪
定
に
よ
っ
て
智
慧
を
發
し
、
そ
の
智
慧
を
も
ち
い
て
、
性
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
す
」。
問
う
、「
定
を
修
め
る
時
に
は
、
意
念
を
起
す
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
な
」。
答
え
て
言
う
、「
そ
う

で
す
」。
問
「
意
念
を
起
こ
す
以
上
は
、
ま
さ
に
心
識
の
領
域
で
の
定
で
し
ょ
う
。
ど
う
し
て
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ

う
か
」。
答
「
い
ま
性
を
見
る
と
言
え
ば
、
禪
定
の
修
行
を
必
要
と
す
る
も
の
で
す
。
も
し
禪
定
を
修
め
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て

性
を
見
る
で
し
ょ
う
」。
問
「
い
ま
言
う
禪
定
の
修
行
と
は
、
も
と
よ
り
妄
心
で
す
。
妄
心
が
定
を
修
め
て
、
ど
う
し
て
定
を
得

ま
し
ょ
う
か
」）
（
一
二
頁（
７
））

澄
禪
師
は
、
見
性
に
は
禪
定
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
神
會
に
よ
れ
ば
、
坐
禪
に
よ
っ
て
智
慧
を
得
る
實
踐
は
ど
こ
ま
で
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も
心
識
の
領
域
に
お
け
る
修
道
に
と
ど
ま
り
、「
性
」
の
次
元
に
た
ど
り
つ
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
一
章
で
見
た
よ
う
に
、『
楞
伽

師
資
記
』
は
す
で
に
妄
念
を
離
れ
た
上
で
の
坐
禪
を
說
い
て
お
り
、
禪
定
が
「
意
を

お
こ作

す
」
營
み
で
あ
る
と
あ
っ
さ
り
認
め
る
澄
禪

師
の
立
場
は
、
必
ず
し
も
「
北
宗
」
の
全
體
を
代
表
し
て
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
神
會
は
修
定
に
よ
っ
て
性

を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。
そ
れ
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
？
『
雜
徵
義
』
は
澄
禪
師
と
の
對
話
を
も
う
一
則
收
錄
し

て
お
り
、
そ
ち
ら
に
答
は
用
意
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
今
は
よ
り
詳
し
い
『
菩
提
逹
摩
南
宗
定
是
非
論
』
を
檢
討
し
よ
う
。

　
　
（
二
）
比
量
か
現
量
か

　
『
定
是
非
論
』
で
は
見
性
に
つ
い
て
詳
細
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
神
會
は
、「
神
會
三
十
餘
年
所
學
功
夫
唯
在

〈
見
〉
字
（
わ
た
し
の
三
十
年
餘
り
に
わ
た
る
修
學
の
努
力
は
、
た
だ
〈
見
〉
の
字
に
あ
り
ま
す
）」
（
八
九
頁
）
と
ま
で
言
っ
て
お
り
、

こ
の
問
題
に
向
け
ら
れ
た
神
會
の
關
心
と
自
信
の
ほ
ど
を
看
取
し
う
る
。
で
は
、
か
れ
の
得
た
結
論
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

遠
法
師
問
、「
禪
師
見
佛
性
不
？
」
和
上
答
言
、「
見
」。
遠
法
師
問
、「
爲
是
比
量
見
？
爲
是
現
量
見
？
」
和
上
答
、「
比
量
見
」。

又
責
、「
何
者
是
比
？
何
者
是
量
？
」
和
上
答
、「
所
言
比
者
、
比
於
純
陀
。
所
言
量
者
、
量
等
純
陀
」（
遠
法
師
が
問
う
、「
禪
師
は

佛
性
を
見
た
の
で
す
か
」。
和
上
は
答
え
て
言
う
、「
見
ま
し
た
」。
遠
法
師
「
そ
れ
は
比
量
見
で
し
ょ
う
か
、
現
量
見
で
し
ょ
う

か
」。
和
上
「
比
量
見
で
す
」。
遠
法
師
の
詰
問
「
比
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
量
と
は
何
で
し
ょ
う
か
」。
和
上
「
比
と
言
う
の
は
、

純
陀
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
、
量
と
言
う
の
は
、
佛
性
を
量
る
は
た
ら
き
が
純
陀
に
ひ
と
し
い
こ
と
で
す
」）。
（
八
八
―
八
九
頁
）

「
比
量
見
」「
現
量
見
」
は
因
明
用
語
で
、
前
者
は
手
掛
か
り
か
ら
の
推
論
に
よ
る
認
識
、
後
者
は
直
接
知
覺
の
こ
と
で
あ
る
。
神
會

は
、
佛
性
は
比
量
見
に
よ
っ
て
見
る
も
の
だ
と
言
う
。
こ
の
答
は
、
か
な
り
意
外
な
も
の
で
あ
る
。『
壇
語
』
に
お
い
て
は
「
知
」
る

こ
と
で
は
な
く
「
見
」
る
こ
と
を
こ
そ
求
め
た
神
會
が
、
ど
う
し
て
比
量
見
で
滿
足
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
遠
法
師
も
驚
き
と
不
信
を

も
っ
て
、
そ
の
眞
意
を
糺
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
神
會
は
、「
比
量
」
と
は
純
陀
に
ひ
と
し
き
こ
と
を
そ
う
呼
ん
だ
の
だ
と
い
う
。
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純
陀
と
は
南
本
『
涅
槃
經
』
純
陀
品
（
北
本
壽
命
品
）
に
出
る
人
物
で
、
神
會
は
見
性
に
つ
い
て
の
問
答
に
先
立
っ
て
「
南
牟
純
陀
、

南
牟
純
陀
。
身
雖
凡
夫
身
、
心
如
來
心
（
純
陀
に
歸
依
し
よ
う
、
純
陀
に
歸
依
し
よ
う
。
身
體
は
凡
夫
の
身
體
だ
が
、
心
は
如
來
の

心
で
あ
る
）」
（
八
八
頁
）
と
の
經
文
を
引
い
て
い
る（

８
）。

つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
に
見
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
今
現
在
の
事
實
と
し

て
わ
が
心
は
佛
の
心
で
あ
る
ぞ
、
神
會
は
こ
う
答
え
た
の
で
あ
る
。
見
性
は
必
ず
頓
悟
・
直
覺
で
あ
っ
て
、
比
量
か
現
量
か
と
い
う

問
い
自
體
が
成
立
し
な
い
と
い
う
わ
け
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
直
覺
體
驗
を
あ
え
て
現
量
見
と
呼
ぶ
と
い
う
選
擇
を
採
ら
な
か
っ

た
の
は
、
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
引
き
續
き
、
神
會
の
言
う
と
こ
ろ
を
聽
い
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
師
言
、「
崇
遠
亦
欲
得
重
問
。
禪
師
〈
見
〉
爲
是
眼
見
？
爲
是
耳
見
？
爲
是
鼻
見
？
爲
是
身
見
？
爲
是
心
見
？
」
和
上
答
、

「〈
見
〉
無
如
許
種
」。
遠
法
師
言
、「
禪
師
應
同
虛
空
見
」。
和
上
言
、「
法
師
、
莫
謗
大
乘
！
經
論
說
虛
空
無
見
」。
遠
法
師
言
、

「
虛
空
作
勿
得
無
見
？
」
和
上
言
、「
虛
空
無
般
若
故
、
致
使
不
言
見
」
…
…
（
中
略
）
…
…
和
上
言
、「
爲
衆
生
有
般
若
故
、
致

得
言
見
。
虛
空
無
般
若
故
、
致
使
不
得
言
見
」（
崇
遠
法
師
は
言
う
、「
わ
た
く
し
も
ま
た
更
に
質
問
す
る
つ
も
り
で
し
た
。
禪

師
の
〈
見
〉
と
は
、
眼
で
見
る
の
で
し
ょ
う
か
、
耳
で
見
る
の
で
し
ょ
う
か
、
鼻
で
見
る
の
で
し
ょ
う
か
、
身
體
で
見
る
の
で

し
ょ
う
か
、
心
で
見
る
の
で
し
ょ
う
か
」。
和
上
が
答
え
る
、「〈
見
〉
に
そ
ん
な
種
類
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
」。
遠
法
師
、「
禪
師
は

虛
空
の
よ
う
に
見
る
と
い
う
わ
け
で
す
ね
」。
和
上
「
法
師
よ
、
大
乘
を
そ
し
っ
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
。
經
論
に
は
、
虛
空
に
は
見

の
作
用
が
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
」。
遠
法
師
「
虛
空
に
ど
う
し
て
見
の
作
用
が
な
い
の
で
し
ょ
う
か
」。
和
上
「
虛
空
に
は
般

若
の
智
慧
が
無
い
の
で
、
見
を
言
わ
な
い
の
で
す
」
…
…
（
中
略
）
…
…
和
上
「
衆
生
に
は
般
若
が
有
る
の
で
、
見
を
言
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。
虛
空
に
は
般
若
が
無
い
の
で
、
見
を
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
」）。
（
八
九
―
九
〇
頁
）

「
見
」
は
眼
・
耳
・
鼻
・
身
・
意
六
根
（
こ
こ
で
は
舌
根
が
拔
け
て
い
る
）
の
い
ず
れ
に
よ
る
も
の
で
も
な
く
、
般
若
の
智
慧
に
よ
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
に
神
會
が
現
量
見
と
答
え
な
か
っ
た
の
は
、
見
性
が
眼
根
に
よ
る
知
覺
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
を
回

避
す
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
推
測
し
う
る
。
そ
れ
よ
り
は
、「
比
量
」
に
强
引
な
解
釋
を
與
え
て
で
も
、
見
性
し
て
い
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　　荷澤神會の見性論とその變容

る
と
い
う
事
實
そ
の
も
の
を
示
す
こ
と
を
彼
は
選
ん
だ
の
で
あ
る（

９
）。

　
こ
の
對
話
で
今
一
つ
注
意
し
た
い
の
は
、
六
根
を
離
れ
た
虛
空
の
よ
う
な
禪
定
も
拒
絕
さ
れ
て
い
る
點
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
神
會

は
明
瞭
な
る
回
心
體
驗
を
求
め
て
お
り
、
感
覺
的
作
用
を
鎭
靜
さ
せ
れ
ば
自
然
に
佛
性
が
働
き
だ
す
と
い
っ
た
曖
昧
な
佛
性
論
は
採

ら
な
い
。
で
は
、
見
性
體
驗
を
も
た
ら
す
般
若
の
智
慧
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
一
連
の
見
性
問
答
は
、
次
の
よ
う
に
し
め
く
く
ら

れ
て
い
る
。

又
問
、「
何
者
是
禪
師
定
惠
等
學
？
」
和
上
答
、「
言
其
定
者
、
體
不
可
得
。
言
其
惠
者
、
能
見
不
可
得
體
、
湛
然
常
寂
、
有
恆
沙

之
用
。
故
言
定
惠
等
學
」（
ま
た
問
う
、「
禪
師
の
言
わ
れ
る
、
定
と
惠
を
ひ
と
し
く
修
學
す
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
か
」。
和
上
「
定
と
言
う
の
は
、
本
體
が
把
捉
不
可
能
で
あ
る
こ
と
で
す
。
惠
と
言
う
の
は
、
把
捉
不
可
能
な
本
體
が
、
靜
ま

り
か
え
っ
て
ひ
っ
そ
り
と
し
て
い
な
が
ら
、
し
か
も
無
限
の
作
用
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
見
る
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
、
定
と
惠

を
ひ
と
し
く
修
學
す
る
と
言
う
の
で
す
」）。
（
九
〇
頁
）

こ
の
「
定
惠
等
し
く
學
ぶ
」
は
、
第
一
節
で
み
た
禪
定
批
判
の
結
論
と
も
な
り
え
、
現
に
『
雜
徵
義
』
で
は
同
じ
答
を
澄
禪
師
に
與

え
て
い
る（

10
）。「

定
」
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
感
覺
と
思
考
を
超
越
し
た
自
己
の
本
體
そ
の
も
の
、
こ
れ
ま
で
の
文
脈
か
ら
「
佛
性
」
と
言
い

換
え
て
良
い
だ
ろ
う
。「
惠
」
と
は
そ
の
本
體
が
寂
靜
の
本
性
を
う
し
な
わ
ず
し
て
、
し
か
も
無
限
の
作
用
を
備
え
て
い
る
、
そ
の
樣

態
を
徹
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
惠
」
が
先
に
提
示
さ
れ
た
「
般
若
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
不
可
得
の
體
」
の
あ
り
よ
う
を
「
見

る
」
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
「
見
性
」
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
上
の
圖
式
は
神
會
の
愛
用
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
か
れ
の
三
種
の
語
錄
に
頻
見
す
る
。
た
と
え
ば
、『
壇
語
』
の
次
の
用
例

「
心
有
住
處
不
？
」
答
、「
心
无
住
處
」。「
和
上
言
心
旣
无
住
、
知
心
无
住
不
？
」
答
、「
知
」。「
知
不
知
？
」
答
、「
知
」。「
今

推
到
无
住
處
立
知
作
沒
？
」「
无
住
是
寂
淨
、
寂
淨
體
卽
名
爲
〈
定
〉。
從
體
上
有
自
然
智
、
能
知
本
寂
淨
體
、
名
爲
〈
惠
〉。
此

是
定
惠
等
」（「
心
に
は

と
ど止

ま
る
べ
き
場
所
が
あ
り
ま
す
か
」。
神
會
師
は
答
え
る
、「
心
に
は
止
ま
る
べ
き
場
所
が
な
い
」。「
和
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上
は
心
に
止
ま
る
べ
き
場
所
が
な
い
と
言
わ
れ
る
以
上
は
、
心
が
止
ま
ら
な
い
こ
と
を
知
る
の
で
す
か
」。
答
「
知
る
」。「
知
る

こ
と
の
な
い
心
を
知
る
と
い
う
の
で
す
か
」。
答
「
知
る
の
だ
」。「
今
、
止
ま
る
こ
と
の
な
い
所
に
遡
り
な
が
ら
知
を
立
て
て
ど

う
す
る
の
で
す
か
」。「
止
ま
る
こ
と
が
な
い
の
は
寂
淨
、
寂
淨
な
る
本
體
は
〈
定
〉
と
名
づ
け
る
。
本
體
に
自
然
智
が
あ
っ
て
、

も
と
よ
り
寂
淨
な
る
本
體
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
、
こ
れ
を
〈
惠
〉
と
名
づ
け
る
。
こ
れ
が
定
と
惠
が
等
し
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
」）。
（
一
二
六
頁
）

固
定
的
實
體
を
持
た
な
い
心
は
、
い
か
に
す
れ
ば
把
捉
し
う
る
の
か
。
神
會
は
、
無
住
に
し
て
寂
淨
な
る
本
心
に
お
の
ず
と
智
慧
が

そ
な
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
智
慧
が
ひ
る
が
え
っ
て
本
體
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。『
定
是
非
論
』
で
は
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し

な
か
っ
た
智
惠
の
來
所
が
、
こ
こ
で
は
無
住
、
不
可
得
の
體
に
そ
な
わ
っ
た
作
用
で
あ
る
と
說
明
さ
れ
て
い
る
。

　
も
は
や
、
神
會
の
主
張
す
る
見
性
論
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
佛
性
は
も
と
よ
り
視
覺
に
よ
っ
て
見
る
こ
と
は
で
き
ず
、
禪
定
修
行

も
か
え
っ
て
妄
念
を
增
殖
さ
せ
る
か
、
作
用
を
缺
い
た
空
無
に
お
ち
い
る
か
で
、
と
て
も
佛
性
に
辿
り
つ
け
る
も
の
で
は
な
い
。
不

可
得
の
本
性
は
、
そ
の
作
用
で
あ
る
智
慧
の
自
己
認
識
と
し
て
の
み
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
わ
ば
本
性
が
本
性
を
見
る
は
た
ら
き

が
、
神
會
の
考
え
る
「
智
」
で
あ
り
「
惠
」
で
あ
る（

11
）。

一
切
の
感
覺
・
思
念
に
よ
ら
ず
、
し
か
も
あ
り
あ
り
と
し
た
體
驗
（
了
了
見
）

と
し
て
の
見
性
が
、
こ
こ
に
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　　
　
　
三
　
神
會
後
學
に
お
け
る
見
性
論
の
變
容

　　
神
會
に
お
け
る
見
性
は
、
あ
く
ま
で
も
本
性
の
自
己
認
識
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
、
肉
體
や
感
覺
器
官
の
關
與
す
る
餘
地
は
ま
る
で

な
か
っ
た
。
か
か
る
高
蹈
的
な
理
論
を
、
次
世
代
の
人
々
は
い
か
に
受
容
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
、
神
會
の
見
性
論
が
い

か
に
繼
承
さ
れ
た
か
を
檢
證
す
る
。
神
會
門
人
は
ま
と
ま
っ
た
語
錄
を
殘
さ
ず
、
碑
文
に
記
さ
れ
た
言
葉
が
唯
一
の
手
が
か
り
と
な
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　　荷澤神會の見性論とその變容

る
が
、
そ
れ
ら
は
斷
片
的
で
も
あ
り
、
碑
主
の
思
想
な
の
か
碑
文
撰
者
の
思
想
な
の
か
の
判
斷
も
む
ず
か
し
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で

は
『
曹
溪
大
師
別
傳
』
と
『
六
祖
壇
經
』
と
に
記
さ
れ
た
惠
能
（
六
三
八
―
七
一
三
）
と
神
會
と
の
對
話
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。
神

會
沒
後
の
肅
宗
、
代
宗
、
德
宗
朝
（
八
世
紀
後
半
）
に
お
い
て
は
、
荷
澤
宗
の
法
系
に
屬
さ
ず
、
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
が
確
認
で
き
な

い
人
々
の
中
に
も
、
神
會
を
惠
能
の
後
繼
者
と
み
と
め
た
人
々
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。『
別
傳
』
お
よ
び
『
壇
經
』

に
見
え
る
神
會
の
說
話
は
、
か
れ
ら
廣
義
の
神
會
後
學
の
思
想
を
示
す
資
料
と
み
な
し
う
る
だ
ろ
う
。

　
ま
ず
は
、
比
較
的
論
旨
の
明
確
な
『
曹
溪
大
師
別
傳
』
か
ら
檢
討
す
る
。『
別
傳
』
に
よ
れ
ば
、
惠
能
は
初
開
堂
の
說
法
の
際
、
自

ら
の
傳
え
た
法
は
あ
ら
ゆ
る
言
語
、
感
覺
、
空
閒
、
形
相
、
有
無
、
因
果
の
限
定
を
超
越
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
何
か
と
大
衆
に
問

い
か
け
た
。

時
有
荷
澤
寺
小
沙
彌
神
會
、
年
始
十
三
、
答
「
此
是
佛
之
本
源
」。
大
師
問
云
、「
何
是
本
源
」。
沙
彌
答
曰
、「
本
源
者
、
諸
佛
本

性
」。
大
師
云
、「
我
說
無
名
無
字
、
汝
云
何
言
佛
性
有
名
字
」。
沙
彌
曰
、「
佛
性
無
名
字
。
因
和
上
問
、
故
立
名
字
。
正
名
字

時
、
卽
無
名
字
」。
大
師
打
沙
彌
數
下
（
そ
の
時
、
荷
澤
寺
の
沙
彌
で
あ
る
神
會
な
る
者
が
、
年
の
こ
ろ
わ
ず
か
十
三
で
あ
っ
た

が
、「
こ
れ
は
佛
の
本
源
で
す
」
と
答
え
た
。
大
師
は
問
う
「
本
源
と
は
何
か
」。
沙
彌
は
答
え
る
、「
本
源
と
は
、
諸
佛
の
本
性

で
す
」。
大
師
「
わ
た
し
は
名
前
が
無
い
と
言
っ
た
の
に
、
お
前
は
ど
う
し
て
佛
性
に
名
前
が
あ
る
と
言
う
の
か
」。
沙
彌
「
佛

性
に
名
前
は
あ
り
ま
せ
ん
。
和
上
が
問
わ
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
こ
で
名
前
を
立
て
た
の
で
す
。
こ
う
し
て
名
前
を
立
て
て
い
る

時
、
す
な
わ
ち
名
前
を
離
れ
て
い
ま
す
」。
大
師
は
沙
彌
を
數
度
打
っ
た
）。
（
四
一
三
頁（
12
））

無
名
無
字
で
あ
る
眞
實
を
、
神
會
は
本
源
佛
性
と
い
う
名
で
呼
ん
で
し
ま
い
、
惠
能
は
か
れ
を
打
ち
す
え
る
。
こ
の
師
弟
の
眞
意
は
、

ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

至
夜
閒
、
大
師
問
沙
彌
、「
我
打
汝
時
、
佛
性
受
否
」。
答
云
、「
佛
性
無
受
」。
大
師
問
、「
汝
知
痛
否
」。
沙
彌
答
、「
知
痛
」。
大

師
問
、「
汝
旣
知
痛
、
云
何
道
佛
性
無
受
」。
沙
彌
答
、「
豈
同
木
石
。
雖
痛
而
心
性
不
受
」。
大
師
語
沙
彌
曰
、「
節
節
支
解
時
、
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不
生
嗔
恨
、
名
之
無
受
。
我
忘
身
爲
道
、
蹈
碓
直
至
跨
脫
、
不
以
爲
苦
。
名
之
無
受
。
汝
今
被
打
、
心
性
不
受
。
汝
受
諸
觸
如

智
、
證
得
眞
正
受
三
昧
」。
沙
彌
密
受
付
囑
（
夜
に
な
っ
て
、
大
師
は
沙
彌
に
問
う
た
「
わ
た
し
が
お
前
を
打
っ
た
時
、
佛
性
は

痛
み
を
感
受
し
た
か
」。
答
え
て
言
う
、「
佛
性
は
感
受
し
ま
せ
ん
で
し
た
」。
大
師
「
お
前
は
痛
み
を
感
じ
た
か
」。
沙
彌
「
痛

み
を
感
じ
ま
し
た
」。
大
師
「
お
前
は
痛
み
を
感
じ
た
の
に
、
ど
う
し
て
佛
性
は
痛
み
を
感
受
し
な
い
な
ど
と
言
う
の
だ
」。
沙

彌
「
ど
う
し
て
木
石
に
同
ず
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
痛
み
を
感
じ
つ
つ
も
心
性
は
感
受
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
」。
大
師

は
沙
彌
に
說
い
て
言
う
、「
身
體
を
ば
ら
ば
ら
に
さ
れ
て
も
怨
恨
を
生
じ
な
い
の
を
、
感
受
す
る
こ
と
が
な
い
と
名
づ
け
る
。
わ

た
し
は
肉
體
を
忘
れ
て
道
の
た
め
に
し
、
臼
を
蹈
み
續
け
て
股
關
節
が
外
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
が
、
苦
し
み
と
は
な
さ
な
か
っ

た
。
こ
れ
を
感
受
す
る
こ
と
が
な
い
と
名
づ
け
る
。
お
前
は
い
ま
打
た
れ
た
が
、
心
性
は
感
受
し
な
い
。
こ
の
よ
う
に
お
前
は

觸
覺
の
對
象
を
智
慧
の
ま
ま
に
感
受
し
、
眞
の
正
受
三
昧
を
證
し
得
て
い
る
の
だ
」。
沙
彌
は
ひ
そ
か
に
法
の
付
囑
を
受
け
た
）。

（
四
一
三
―
四
一
四
頁
）

惠
能
の
打
擲
、
そ
れ
は
佛
性
へ
の
體
認
を
驗
す
た
め
の
方
便
で
あ
っ
た
。
神
會
は
、
痛
み
と
い
う
知
覺
は
は
た
ら
か
せ
つ
つ
も
、
感

覺
の
背
後
に
あ
っ
て
そ
の
影
響
を
受
け
な
い
佛
性
の
存
在
を
確
信
し
、
そ
こ
か
ら
ひ
る
が
え
っ
て
痛
み
は
あ
る
が
怒
り
や
怨
み
を
生

じ
な
い
と
い
う
境
地
を
實
現
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
惠
能
は
、
そ
れ
が
自
ら
が
作
務
を
と
お
し
て
得
た
體
驗
と
同
一
で
あ
る
と
印

可
を
與
え
て
い
る
。

　
『
別
傳
』
は
、
神
會
沒
後
二
十
三
年
を
經
た
建
中
二
年
（
七
八
一
）
の
成
書
で
あ
る
。
最
後
に
神
會
が
法
を
付
さ
れ
る
內
容
か
ら
、

こ
の
段
は
神
會
を
惠
能
の
正
統
な
後
繼
者
と
み
な
す
人
々
の
創
作
と
考
え
ら
れ
る
が
、
痛
み
と
い
う
身
體
感
覺
を
き
っ
か
け
に
佛
性

を
論
ず
る
こ
と
は
、
神
會
語
錄
の
見
性
論
か
ら
は
に
わ
か
に
は
考
え
に
く
い
。
そ
こ
で
肉
體
と
心
性
に
關
す
る
『
別
傳
』
の
見
解
を

さ
ぐ
っ
て
み
る
と
、
惠
能
が
新
州
國
恩
寺
に
移
る
際
、
後
に
殘
さ
れ
た
韶
州
の
弟
子
た
ち
に
向
い
、「
翁
山
寺
僧
靈
振
、
雖
患
腳
跛
、

心
裏
不
跛
。
門
人
諮
請
振
說
法
（
翁
山
寺
の
僧
靈
振
は
、
足
は
萎
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、
心
の
中
は
萎
え
て
い
な
い
。
わ
が
門
人
は
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靈
振
に
說
法
を
請
う
よ
う
に
）」
（
四
一
七
―
四
一
八
頁
）
と
吿
げ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
に
う
か
が
え
る
の
は
、
無
常
に
し

て
脆
弱
な
肉
體
と
恆
常
不
變
の
心
性
と
の
す
る
ど
い
對
比
で
あ
る
。

　
『
別
傳
』
に
お
い
て
は
、
弘
忍
と
惠
能
の
問
答
も
ま
た
痛
覺
と
佛
性
に
言
及
し
て
い
る
。
該
書
に
よ
れ
ば
、
廚
房
で
臼
を
ふ
む
役

割
を
に
な
っ
て
い
た
惠
能
は
體
重
の
輕
さ
を
お
ぎ
な
う
た
め
腰
に
石
を
く
く
り
つ
け
、
つ
い
に
腰
と
足
を
傷
め
て
し
ま
う
。

忍
大
師
因
行
至
碓
米
所
、
問
曰
、「
汝
爲
供
養
、
損
腰
腳
。
所
痛
如
何
」。
能
答
曰
、「
不
見
有
身
、
誰
言
之
痛
」。
忍
大
師
至
夜
、

命
能
入
房
。
大
師
問
、「
汝
初
來
時
答
、〈
吾
嶺
南
人
佛
性
與
和
上
佛
性
、
有
何
差
別
〉、
誰
敎
汝
耶
」。
答
曰
、「
佛
性
非
偏
、
和

上
與
能
無
別
。
乃
至
一
切
衆
生
皆
同
、
更
無
差
別
。
但
隨
根
隱
顯
耳
」。
忍
大
師
徵
曰
、「
佛
性
無
形
。
如
何
隱
顯
」。
能
答
曰
、

「
佛
性
無
形
、
悟
卽
顯
、
迷
卽
隱
」（
弘
忍
大
師
は
米
つ
き
の
場
所
に
行
き
、
問
う
て
言
っ
た
「
君
は
大
衆
に
供
養
す
る
た
め
、
腰

と
足
を
痛
め
て
し
ま
っ
た
。
痛
み
は
ど
う
か
」。
惠
能
は
答
え
て
言
う
、「
身
體
を
あ
る
こ
と
す
ら
見
な
い
の
で
す
、
痛
み
な
ど

誰
が
口
に
し
ま
し
ょ
う
」。
弘
忍
大
師
は
夜
に
な
る
と
、
惠
能
を
自
室
に
呼
ん
だ
。
大
師
は
問
う
、「
君
が
初
め
て
や
っ
て
來
た

時
、〈
わ
た
く
し
嶺
南
人
の
佛
性
と
和
上
の
佛
性
に
、
何
の
ち
が
い
が
あ
り
ま
し
ょ
う
〉
と
答
え
た
の
は
、
誰
が
君
に
敎
え
た
の

か
」。
答
え
て
言
う
「
佛
性
は
偏
っ
て
は
お
ら
ず
、
和
上
と
惠
能
と
に
ち
が
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
一
切
衆
生
に
至
る
ま
で

み
な
同
じ
で
、
ま
っ
た
く
差
別
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
機
根
に
よ
っ
て
隱
れ
、
あ
る
い
は
顯
わ
れ
る
だ
け
な
の
で
す
」。
弘
忍

大
師
は
質
し
て
言
う
、「
佛
性
に
形
は
な
い
。
ど
う
し
て
隱
れ
た
り
顯
わ
れ
た
り
し
よ
う
か
」。
惠
能
は
答
え
て
言
う
、「
佛
性
に

形
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
悟
れ
ば
顯
れ
、
迷
え
ば
隱
れ
ま
す
」）。
（
四
〇
七
頁
）

神
會
と
の
問
答
に
お
い
て
、「
我
　
身
を
忘
れ
て
道
の
爲
め
に
し
、
碓
を
蹈
み
て
直
に
跨
脫
に
至
る
も
、
以
っ
て
苦
と
爲
さ
ず
」
と
言

わ
れ
て
い
た
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
佛
性
に
形
が
な
い
と
い
う
認
識
も
惠
能
の
初
開
堂
に
共
通
す
る
。
こ
こ
で
は
、
痛
み

に
つ
い
て
の
問
答
と
同
じ
日
の
夜
に
佛
性
に
つ
い
て
の
問
答
が
な
さ
れ
て
お
り
、
惠
能
が
身
を
忘
れ
痛
み
を
覺
え
な
か
っ
た
の
は
、

生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
そ
な
わ
る
佛
性
を
體
認
し
て
い
た
た
め
と
推
知
し
う
る
。
や
や
不
審
な
の
は
、
痛
み
は
感
じ
る
と
い
う
神
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會
に
對
し
て
、
惠
能
は
痛
み
な
ど
な
い
と
答
え
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
神
會
と
の
問
答
は
『
壇
經
』
に
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら

『
別
傳
』
以
前
に
成
立
し
て
い
た
說
話
を
取
り
込
ん
だ
も
の
と
お
も
わ
れ
、
こ
の
相
違
は
複
數
資
料
を
編
集
し
た
痕
跡
で
も
あ
る
が
、

し
か
し
『
別
傳
』
の
中
に
お
け
る
整
合
性
を
持
っ
て
理
解
で
き
る
こ
と
で
も
あ
る
。
該
書
に
は
「
心
體
湛
寂
、
應
用
自
在
」
（
四
六
一

頁
）
、「
自
然
に
心
體
の
湛
然
常
寂
に
し
て
、
妙
用
恆
沙
な
る
に
得
入
す
」
（
四
一
七
頁
）
な
ど
と
、
神
會
語
錄
を
繼
承
し
た
心
性
觀
が

み
え
て
お
り
、
惠
能
は
空
寂
な
る
心
體
の
次
元
か
ら
發
言
し
、
神
會
は
自
在
な
る
應
用
を
發
揮
し
な
が
ら
も
本
性
を
見
失
わ
な
い
境

地
を
實
現
し
て
み
せ
た
の
だ
と
み
な
し
う
る
。『
別
傳
』
は
、
自
己
と
外
界
と
の
關
係
に
つ
い
て
採
り
う
る
二
つ
の
言
說
を
、
惠
能
と

神
會
の
嗣
法
に
關
わ
る
問
答
に
そ
れ
ぞ
れ
割
り
振
っ
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
『
別
傳
』
に
お
い
て
は
、
痛
み
と
い
う
身
體
感

覺
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
そ
れ
に
關
わ
り
の
な
い
佛
性
へ
の
體
認
を
驗
す
る
と
い
う
方
便
が
提
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
神
會
語
錄
で
の
本
性
が
本
性
を
見
る
見
性
論
は
す
で
に
崩
壞
し
て
い
る
。

　
こ
の
說
話
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
『
六
祖
壇
經
』
に
も
異
傳
が
記
さ
れ
て
い
る
。

又
有
一
僧
、
名
神
會
、
南
陽
人
也
。
至
曹
溪
山
禮
拜
、
問
言
、「
和
尙
坐
禪
、
見
不
見
？
」。
大
師
起
、
把
打
神
會
三
下
、
卻
問
神

會
、「
吾
打
汝
、
痛
不
痛
？
」。
神
會
答
言
、「
亦
痛
亦
不
痛
」。
六
祖
言
曰
、「
吾
亦
見
亦
不
見
」。
神
會
又
問
、「
大
師
何
以
亦
見

亦
不
見
？
」。
大
師
言
、「
吾
亦
見
常
見
自
過
患
、
故
云
亦
見
。
亦
不
見
者
、
不
見
天
地
人
過
罪
。
所
以
亦
見
亦
不
見
也
。
汝
亦

痛
亦
不
痛
、
如
何
？
」
神
會
答
曰
、「
若
不
痛
、
卽
同
無
情
木
石
。
若
痛
卽
同
凡
、
卽
起
於
恨
」。
大
師
言
、「
神
會
、
向
前
見
不

見
是
兩
邊
、
痛
不
痛
是
生
滅
。
汝
自
性
且
不
見
、
敢
來
弄
人
！
」
神
會
禮
拜
、
禮
拜
更
不
言
（
ま
た
一
人
の
僧
が
あ
り
、
名
は

神
會
、
南
陽
の
人
で
あ
る
。
曹
溪
山
に
詣
で
て
禮
拜
す
る
と
、
問
う
て
言
っ
た
、「
和
尙
の
坐
禪
は
、
何
か
を
見
る
の
で
し
ょ
う

か
」。
大
師
は
立
ち
上
が
り
、
神
會
を
三
度
打
つ
と
、
神
會
に
問
い
返
す
「
わ
た
し
が
君
を
打
つ
の
は
、
痛
い
か
痛
く
な
い
か
」。

神
會
は
答
え
て
言
う
、「
痛
く
も
あ
り
痛
く
も
あ
り
ま
せ
ん
」。
六
祖
は
言
う
、「
わ
た
し
も
ま
た
見
て
お
り
、
ま
た
見
て
い
な

い
」。
神
會
は
さ
ら
に
問
う
、「
大
師
は
ど
ん
な
こ
と
を
、
ま
た
見
て
お
り
、
ま
た
見
て
い
な
い
と
す
る
の
で
し
ょ
う
か
」。
大
師
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は
言
う
「
わ
た
し
が
ま
た
見
て
い
る
と
い
う
の
は
、
常
に
自
ら
の
罪
過
を
見
て
お
り
、
そ
こ
で
ま
た
見
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
ま

た
見
て
い
な
い
と
い
う
の
は
、
天
地
人
す
べ
て
の
罪
過
を
見
な
い
こ
と
だ
。
だ
か
ら
、
ま
た
見
て
お
り
、
ま
た
見
て
い
な
い
の

だ
、
君
が
痛
く
も
あ
り
痛
く
も
な
い
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
」。
神
會
は
答
え
て
言
う
、「
も
し
痛
ま
な
け
れ
ば
、
心

の
無
い
木
石
と
同
じ
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
も
し
痛
め
ば
凡
人
に
同
じ
く
、
す
ぐ
に
恨
み
を
起
し
て
し
ま
い
ま
す
」。
大
師
は

言
う
、「
神
會
よ
。
先
の
見
る
と
見
な
い
と
は
兩
極
端
に
偏
っ
た
見
解
で
あ
り
、
痛
い
痛
く
な
い
は
有
爲
生
滅
の
こ
と
で
あ
る
。

お
前
は
自
分
の
本
性
す
ら
見
ず
、
人
を
惑
わ
そ
う
と
す
る
の
か
」。
神
會
は
禮
拜
し
、
さ
ら
に
答
え
な
か
っ
た
）。
（
七
四
頁（
13
））

『
壇
經
』
の
場
合
は
、
相
對
的
認
識
の
兩
端
を
離
れ
る
空
觀
と
、
自
己
の
罪
惡
を
見
て
他
者
の
過
失
を
見
な
い
認
惡
の
思
想
と
が
入

り
混
じ
っ
て
い
て
わ
か
り
に
く
い
。
し
か
し
問
題
を
痛
み
に
絞
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
作
用
を
斷
滅
す
る
こ
と
な
く
は
た
ら
か
せ
な

が
ら
、
し
か
も
煩
惱
を
起
こ
さ
な
い
境
地
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
實
現
の
た
め
に
は
自
性
を
見
る
こ
と
が
必
要
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
空
觀
も
認
惡
も
見
性
の
上
で
の
實
踐
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
『
壇
經
』
に
お
け
る
情
動
と
本
性
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、「
眞
假
動
靜
偈
」
と
題
さ
れ
る
偈
頌
に
う
た
わ
れ
て
い
る
。

有
性
卽
解
動
、
无
情
卽
无
動
。
若
修
不
動
行
、
同
无
情
不
動
。
若
見
眞
不
動
、
動
上
有
不
動
。
不
動
是
不
動
、
无
情
無
佛
種
。
能

善
分
別
相
、
第
一
義
不
動
。
若
悟
作
此
見
、
則
是
眞
如
用
（
性
が
あ
れ
ば
動
け
る
が
、
情
が
な
け
れ
ば
動
か
な
い
。
も
し
不
動

の
行
を
修
め
る
な
ら
、
無
情
の
木
石
が
動
か
な
い
の
と
同
じ
。
も
し
眞
の
不
動
を
見
れ
ば
、
動
の
中
に
不
動
が
あ
る
。
不
動
は

た
だ
の
不
動
、
情
が
な
け
れ
ば
佛
の
種
子
も
な
い
。
よ
く
形
相
を
分
別
し
な
が
ら
、
第
一
義
に
お
い
て
動
か
な
い
。
も
し
悟
っ

て
こ
の
見
解
を
な
せ
ば
、
こ
れ
が
眞
如
の
作
用
で
あ
る
）。
（
七
八
頁
）

こ
の
偈
に
お
い
て
は
、
情
や
動
的
作
用
の
存
在
が
佛
性
の
存
在
す
る
證
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
眞
如
佛
性
の
作
用
と
し
て
、

外
境
を
分
別
し
な
が
ら
も
本
性
そ
の
も
の
は
動
か
な
い
境
地
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
先
ほ
ど
の
神
會
の
回
答
も
、
ま
さ
に
こ
の

趣
旨
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
を
惠
能
が
許
さ
な
か
っ
た
の
は
、
痛
と
不
痛
の
ど
ち
ら
に
偏
っ
て
も
問
題
が
あ
る
こ
と
を
理
解
は
し
て
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い
る
が
、
作
用
を
裏
づ
け
る
見
性
體
驗
を
缺
い
て
い
る
た
め
、
兩
邊
を
超
え
た
動
用
が
い
ま
だ
實
現
で
き
て
い
な
い
と
見
拔
い
た
か

ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
に
見
た
よ
う
に
、『
別
傳
』
に
し
ろ
『
壇
經
』
に
し
ろ
、
無
念
の
ま
ま
に
自
在
に
作
用
す
る
も
の
と
し
て
佛
性
を
考
え
て
い
た
。

し
か
し
、
本
性
と
作
用
の
閒
に
位
置
し
て
空
寂
の
本
體
を
見
る
智
慧
を
、
兩
者
は
神
會
か
ら
繼
承
し
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て

先
人
の
硏
究
は
、
神
會
は
智
慧
の
實
在
を
論
理
的
に
證
明
し
な
か
っ
た
た
め
、
後
人
に
は
受
け
入
れ
難
か
っ
た
と
い
う
事
情
を
指
摘

し
て
い
る（

14
）。

だ
が
よ
り
根
本
的
な
理
由
は
、
神
會
の
理
論
が
結
局
は
實
踐
不
可
能
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
い
か

に
も
、
佛
性
は
五
感
や
思
念
に
よ
ら
ず
體
認
す
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
見
聞
覺
知
な
ら
ざ
る
智
慧
が
そ
の
本
體
を
自
己
認

識
す
る
と
い
う
の
で
は
、
工
夫
を
下
す
手
掛
か
り
が
ま
る
で
な
く
、
か
り
に
師
の
理
論
を
信
じ
得
た
門
人
ら
で
あ
っ
て
も
、
途
方
に

暮
れ
て
し
ま
っ
た
だ
ろ
う（

15
）。

痛
み
と
い
う
身
體
感
覺
を
通
し
て
佛
性
體
認
の
有
無
深
淺
を
測
る
と
い
う
如
上
の
記
事
は
、
そ
う
し
た

神
會
後
學
に
よ
る
方
便
へ
の
模
索
が
結
實
し
た
說
話
と
考
え
ら
れ
る（

16
）。

特
に
『
壇
經
』
の
場
合
は
、
こ
の
試
驗
の
結
果
と
し
て
「
自

性
す
ら
見
て
い
な
い
」
と
い
う
判
定
が
く
だ
さ
れ
て
い
た
。
逆
に
言
え
ば
、
惠
能
の
痛
打
に
よ
っ
て
見
性
す
る
可
能
性
も
開
か
れ
て

は
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
晚
唐
以
降
の
禪
に
見
ら
れ
る
、
棒
に
よ
る
打
擲
や
怪
我
に
よ
る
痛
み
を
機
緣
と
し
て
大
悟
す
る
、
い

わ
ば
「
痛
み
の
禪
法
」
の
萌
芽
が
こ
こ
に
は
見
ら
れ
る
。
確
か
な
見
性
體
驗
を
あ
れ
ほ
ど
希
求
し
た
神
會
の
思
想
は
、
人
々
を
見
性

に
導
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　　
　
　
四
　
圭
峰
宗
密
の
見
性
論
と
洪
州
宗
批
判

　　
そ
れ
で
は
、
荷
澤
宗
五
世
を
以
っ
て
任
じ
た
圭
峰
宗
密
（
七
八
〇
―
八
四
一
）
は
、
見
性
に
つ
い
て
い
か
な
る
見
解
を
持
っ
て
い
た

で
あ
ろ
う
か
。『
中
華
傳
心
地
禪
門
師
資
承
襲
圖
』
は
、
禪
の
諸
宗
派
が
無
爲
無
相
な
ど
の
否
定
の
辭
の
み
を
說
き
、
常
知
不
昧
の
自
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心
を
示
し
得
て
い
な
い
と
批
判
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

故
荷
澤
於
空
無
相
處
、
指
示
知
見
、
令
人
認
得
便
覺
自
心
、
經
生
越
世
、
永
無
閒
斷
、
乃
至
成
佛
也
。
荷
澤
又
收
束
無
爲
無
住

乃
至
不
可
說
等
種
種
之
言
、
但
云
「
空
寂
知
」、
一
切
攝
盡
。「
空
」
者
、
空
卻
諸
相
、
猶
是
遮
遣
之
言
。
唯
「
寂
」
是
實
性
不
變

動
義
、
不
同
空
無
也
。「
知
」
是
當
體
表
顯
義
、
不
同
分
別
也
（
ゆ
え
に
荷
澤
宗
は
空
に
し
て
形
相
を
離
れ
た
と
こ
ろ
に
、
知
見

を
さ
し
示
し
、
人
々
が
そ
れ
を
認
識
す
れ
ば
、
自
心
が
生
々
世
々
に
わ
た
り
、
つ
ね
に
閒
斷
な
く
、
つ
い
に
成
佛
に
至
る
の
を

す
ぐ
さ
ま
悟
ら
し
め
る
。
荷
澤
宗
は
ま
た
、「
無
爲
」「
無
住
」
な
い
し
「
說
く
べ
か
ら
ず
」
な
ど
の
種
々
の
言
說
を
ま
と
め
て
、

た
だ
「
空
寂
知
」
と
言
い
、
一
切
を
お
さ
め
盡
く
す
。「
空
」
と
は
、
諸
々
の
形
相
を
空
無
と
な
す
こ
と
で
、
や
は
り
否
定
の
言

葉
で
あ
る
。
た
だ
「
寂
」
こ
そ
は
實
性
が
變
動
し
な
い
と
い
う
意
味
で
、
空
無
と
は
異
な
る
。「
知
」
は
本
體
そ
の
も
の
が
顯
現

す
る
と
い
う
意
味
で
、
分
別
と
は
異
な
る
）。
（
卍
續
藏
一
一
〇
、
八
七
三
下
）

宗
密
は
、
本
體
の
無
相
と
佛
性
の
不
變
と
を
敍
述
し
、
分
別
を
超
え
た
次
元
で
そ
れ
を
衆
生
に
體
驗
さ
せ
る
も
の
と
し
て
の
「
空
寂

知
」
を
、
荷
澤
宗
の
特
徵
と
す
る
。
こ
れ
は
、
神
會
語
錄
そ
の
も
の
の
繼
承
あ
る
い
は
回
歸
と
ひ
と
ま
ず
は
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
宗

密
の
時
代
に
あ
っ
て
は
い
わ
ゆ
る
洪
州
宗
が
隆
盛
を
き
わ
め
て
お
り
、
か
れ
は
自
己
の
見
性
論
を
示
す
の
み
な
ら
ず
、
洪
州
宗
の
言

う
「
靈
覺
・
鑑
照
」
と
の
違
い
を
辨
明
し
な
け
れ
ば
な
か
っ
た
。

況
洪
州
雖
云
靈
覺
、
但
是
標
衆
生
有
之
、
如
云
「
皆
有
佛
性
」
之
言
、
非
的
指
示
。
指
示
則
但
云
能
言
語
等
、
若
細
詰
之
、
卽

云
一
切
假
名
、
無
有
定
法
。
且
統
論
佛
敎
、
有
遣
顯
二
門
、
推
其
實
義
、
有
眞
空
妙
有
、
空
其
本
心
、
具
體
具
用
。
今
洪
州
・

牛
頭
以
拂
跡
爲
至
極
、
但
得
遣
敎
之
意
・
眞
空
之
義
、
唯
成
其
體
。
失
於
顯
敎
之
意
・
妙
有
之
義
、
闕
其
用
也
（
い
わ
ん
や
洪

州
宗
は
靈
覺
を
言
い
は
す
る
が
、
た
と
え
ば
「
皆
な
佛
性
有
り
」
と
い
う
語
句
の
よ
う
に
、
た
だ
衆
生
が
そ
れ
を
持
っ
て
い
る

と
揭
げ
る
だ
け
で
、
端
的
な
指
示
で
は
な
い
。
示
し
て
い
る
の
は
、
た
だ
言
語
な
ど
の
作
用
を
す
る
も
の
だ
け
で
、
も
し
詳
し

く
問
い
詰
め
れ
ば
、
一
切
は
假
の
名
で
、
固
定
的
な
法
な
ど
は
無
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
佛
の
敎
え
を
通
觀
す
れ
ば
、
209



遮
遣
と
表
顯
の
二
門
が
あ
る
が
、
そ
の
眞
實
義
を
究
め
れ
ば
、
眞
空
と
妙
有
と
が
あ
り
、
本
心
を
空
無
に
し
な
が
ら
、
體
も
用

も
具
足
す
る
。
今
、
洪
州
宗
と
牛
頭
宗
は
、
形
跡
を
除
く
こ
と
を
究
極
と
し
、
た
だ
遮
遣
の
意
と
眞
空
の
義
を
得
、
た
だ
本
體

を
成
就
す
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
表
顯
の
意
と
妙
有
の
義
を
失
な
い
、
作
用
を
缺
い
て
い
る
）。
（
八
七
四
上
下
）

宗
密
の
觀
察
で
は
、
洪
州
宗
は
口
で
は
靈
覺
を
唱
え
る
け
れ
ど
も
そ
れ
は
言
語
動
作
の
主
宰
に
過
ぎ
ず
、
佛
性
と
は
何
か
、
實
際
に

そ
の
眞
意
を
糺
し
て
み
る
と
、
假
の
名
だ
と
い
う
ば
か
り
で
そ
の
當
體
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
妙
有
の
用
も
缺

い
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
や
や
意
外
な
評
價
で
あ
る
。
馬
祖
道
一
（
七
〇
九
―
七
八
八
）
に
は
じ
ま
る
洪
州
宗
は
、
肉
身
の
言
語
動
作
上
に
本
性
を

み
と
め
さ
せ
る
、
活
き
活
き
と
し
た
敎
化
を
こ
そ
本
領
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
宗
密
も
、
當
然
そ
の
よ
う
な
疑
問
は
豫
想

し
た
よ
う
で
あ
る
。

問
、「
洪
州
以
能
語
言
動
作
等
、
顯
於
心
性
、
卽
當
顯
敎
、
卽
是
其
用
。
何
所
闕
耶
？
」
答
、「
眞
心
本
體
有
二
種
用
。
一
者
自
性

本
用
、
二
者
隨
緣
應
用
。
猶
如
銅
鏡
。
銅
之
質
是
自
性
體
、
銅
之
明
是
自
性
用
、
明
所
現
影
是
隨
緣
用
。
影
卽
對
緣
方
現
、
現
有

千
差
。
明
卽
自
性
常
明
、
明
唯
一
味
。
以
喩
心
常
寂
是
自
性
體
、
心
常
知
是
自
性
用
、
此
能
語
言
・
能
分
別
動
作
等
、
是
隨
緣

應
用
。
今
洪
州
指
示
能
語
言
等
、
但
是
隨
緣
用
、
闕
自
性
用
也
」（
問
う
、「
洪
州
宗
は
言
語
・
動
作
の
作
用
を
以
っ
て
心
性
を

顯
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
表
顯
の
敎
え
に
當
た
り
、
こ
れ
は
妙
用
で
あ
ろ
う
。
何
が
缺
け
て
い
る
の
か
」。
答
「
眞
心
と
し
て

の
本
體
に
は
二
種
の
作
用
が
あ
る
。
一
に
は
自
性
本
用
、
二
に
は
隨
緣
應
用
。
ち
ょ
う
ど
銅
鏡
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
銅
と

い
う
物
質
は
自
性
の
體
、
銅
の
輝
き
は
自
性
の
用
、
輝
き
が
う
つ
し
出
し
た
映
像
は
髓
緣
の
用
で
あ
る
。
映
像
は
外
緣
に
應
對

し
て
は
じ
め
て
あ
ら
わ
れ
、
あ
ら
わ
れ
か
た
は
千
差
萬
別
で
あ
る
。
耀
き
は
自
性
と
し
て
常
に
輝
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
輝

き
は
た
だ
一
つ
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
心
の
常
寂
が
自
性
の
體
、
心
の
常
知
が
自
性
の
用
、
言
語
活
動
・
分
別
・
動
作
な
ど

の
主
宰
は
、
隨
緣
の
應
用
で
あ
る
こ
と
に
譬
え
る
。
今
、
洪
州
宗
の
指
し
示
す
言
語
活
動
な
ど
の
作
用
と
は
、
た
だ
髓
緣
用
の

210



　　荷澤神會の見性論とその變容

み
で
、
自
性
用
を
缺
い
て
い
る
の
で
あ
る
」）。
（
八
七
四
下
）
。

宗
密
は
、
作
用
に
は
本
體
そ
の
も
の
に
備
わ
る
「
自
性
本
用
」
と
、
對
象
を
待
っ
て
は
じ
め
て
は
た
ら
く
「
隨
緣
應
用
」
の
二
種
が

あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
心
の
空
寂
は
「
自
性
の
體
」、
そ
こ
に
備
わ
る
智
慧
が
「
自
性
の
用
」
で
あ
る
。
洪
州
宗
が
示
し
う
る
の
は

「
隨
緣
應
用
」
の
言
語
・
動
作
に
過
ぎ
ず
、
心
の
本
體
に
根
ざ
す
作
用
を
體
認
し
得
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
『
承
襲
圖
』
は
さ
ら
に
續
け
て
、
兩
派
に
お
け
る
佛
性
把
捉
の
あ
り
か
た
を
對
比
す
る
。

又
顯
敎
有
比
量
顯
・
現
量
顯
。
洪
州
云
、
心
體
不
可
指
示
、
但
以
能
語
言
等
驗
之
、
知
有
佛
性
。
是
比
量
顯
也
。
荷
澤
直
云
、
心

體
能
知
、
知
卽
是
心
、
約
知
以
顯
心
。
是
現
量
顯
也
。
洪
州
闕
此
（
ま
た
表
顯
の
敎
え
に
は
比
量
顯
と
現
量
顯
と
が
あ
る
。
洪

州
宗
は
、
心
の
本
體
は
指
し
示
す
こ
と
が
で
き
ず
。
た
だ
言
語
活
動
な
ど
の
作
用
に
よ
っ
て
こ
れ
を
驗
し
、
佛
性
が
あ
る
こ
と

を
知
る
だ
け
で
あ
る
、
と
言
う
。
こ
れ
は
比
量
顯
で
あ
る
。
荷
澤
宗
は
端
的
に
、
心
の
本
體
は
知
る
こ
と
が
で
き
、
知
は
す
な

わ
ち
心
、
知
に
お
い
て
心
を
顯
わ
す
、
と
言
う
。
こ
れ
は
現
量
顯
で
あ
る
。
洪
州
宗
は
こ
れ
を
缺
い
て
い
る
）。
（
八
七
四
下
）

洪
州
宗
は
、
た
と
い
本
體
に
說
き
及
ぶ
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
語
言
動
作
と
い
う
手
掛
か
り
を
通
じ
て
佛
性
の
存
在
を
知
る
だ
け
で
、
荷

澤
宗
の
よ
う
に
心
の
本
體
に
備
わ
る
智
慧
が
直
接
に
心
を
體
驗
す
る
切
實
さ
に
は
到
底
お
よ
ば
な
い
の
で
あ
る
。

　
宗
密
に
と
っ
て
、
洪
州
宗
は
靈
覺
を
口
に
し
て
眞
の
靈
覺
を
知
ら
ず
、
佛
性
の
現
れ
た
端
緖
に
と
ど
ま
る
ば
か
り
で
佛
性
そ
の
も

の
は
體
驗
で
き
ず
、
見
か
け
の
威
勢
の
よ
さ
の
割
に
は
何
ら
本
質
的
な
體
驗
を
提
示
し
え
な
い
人
々
に
過
ぎ
な
か
っ
た（

17
）。

確
か
な
見

性
體
驗
の
た
め
に
は
、
荷
澤
宗
を
選
ぶ
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
宗
密
が
洪
州
宗
の
說
を
「
比
量
」、
荷
澤
宗
の
說
を

「
現
量
」
に
配
當
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
第
二
章
で
み
た
よ
う
に
、『
定
是
非
論
』
で
は
見
性
は
比
量
見
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
た
。
神
會
に
お
い
て
は
、
佛
性
の
超
感
覺
性
と
、
空
寂
の
體
上
に
備
わ
る
智
慧
の
必
要
性
を
强
調
す
る
た
め
、
通
常
の
視
覺
・
思

念
と
誤
解
さ
れ
や
す
い
「
現
量
見
」
を
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
宗
密
に
お
い
て
は
、
洪
州
宗
の
不
徹
底
な
見
性

論
を
批
判
し
、
眞
に
心
體
を
提
示
し
う
る
の
は
荷
澤
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
、「
現
量
顯
」
を
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。
宗
密
が
表
面
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上
は
神
會
と
逆
の
說
を
唱
え
て
い
る
こ
と
は
一
見
奇
妙
に
思
え
る
の
だ
が（

18
）、

そ
こ
に
こ
そ
二
人
の
置
か
れ
た
思
想
狀
況
の
變
化
を
見

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
宗
密
は
、
神
會
初
相
見
說
話
を
次
の
よ
う
な
形
で
『
承
襲
圖
』
に
收
錄
し
て
い
る
。

今
蒙
審
問
、
更
約
承
上
祖
宗
傳
記
。
稍
廣
傳
中
、
敍
能
和
尙
處
中
閒
云
、
有
襄
陽
僧
神
會
、
俗
姓
高
、
年
十
四
、
來
謁
和
尙
。
和

尙
問
、「
知
識
遠
來
、
大
艱
辛
。
將
本
來
否
」。
答
、「
將
來
」。「
若
有
本
、
卽
合
識
主
」。
答
、「
神
會
以
無
住
爲
本
、〈
見
〉
卽

是
主
」。
大
師
云
、「
遮
沙
彌
、
爭
敢
取
次
語
」、
便
以
杖
亂
打
。
神
會
杖
下
思
惟
、
大
善
知
識
歷
劫
難
逢
、
今
旣
得
遇
、
豈
惜
身

命
。
大
師
察
其
深
悟
情
至
、
故
試
之
也
〔
如
堯
知
舜
、
歷
試
諸
難
〕（
い
ま
諮
問
を
受
け
、
さ
ら
に
こ
れ
ま
で
の
祖
宗
の
史
傳
記

錄
に
基
づ
こ
う
。
や
や
大
部
な
傳
の
中
で
、
惠
能
和
尙
を
敍
述
す
る
と
こ
ろ
に
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
襄
陽
の
僧
神
會
、
俗
姓

は
高
、
年
は
十
四
な
る
者
が
、
和
尙
に
拜
謁
し
た
。
和
尙
は
問
う
「
善
知
識
よ
、
遠
路
ご
く
ろ
う
で
あ
っ
た
。
根
本
を
持
っ
て
き

た
か
な
」。
答
「
持
っ
て
參
り
ま
し
た
」。「
も
し
根
本
が
あ
れ
ば
、
主
體
を
知
る
べ
き
で
あ
る
」。
答
「
わ
た
く
し
は
止
ま
る
所

が
無
い
の
を
根
本
と
し
、〈
見
〉
こ
そ
が
主
體
で
あ
り
ま
す
」。
大
師
は
、「
こ
の
沙
彌
め
、
ど
う
し
て
次
の
語
を
言
わ
せ
よ
う
」

と
言
う
や
、
杖
で
め
っ
た
打
ち
に
し
た
。
神
會
は
杖
に
打
た
れ
な
が
ら
、「
大
善
知
識
に
は
、
幾
劫
か
け
て
も
逢
う
こ
と
が
難
し

い
。
今
そ
れ
に
出
會
え
た
以
上
は
、
ど
う
し
て
命
を
惜
し
も
う
か
」
と
考
え
た
。
大
師
は
、
そ
の
深
く
悟
っ
て
求
道
の
志
が
徹

底
し
て
い
る
こ
と
を
觀
察
す
る
た
め
、
神
會
を
こ
こ
ろ
み
た
の
で
あ
る
）。
（
八
六
六
下
―
八
六
七
上
）

神
會
が
「
無
住
」
と
「
見
」
を
根
本
と
す
る
と
い
う
回
答
は
、
か
れ
自
身
の
思
想
を
確
か
に
受
け
繼
ぐ
も
の
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ

こ
で
惠
能
が
杖
で
打
っ
た
こ
と
の
意
味
は
、
求
道
の
志
を
驗
す
た
め
の
試
練
で
あ
る
と
さ
れ
、
悟
り
の
有
無
を
點
檢
す
る
作
略
と
は

さ
れ
て
い
な
い
。
宗
密
に
お
い
て
は
、『
別
傳
』
や
『
壇
經
』
に
見
え
る
傳
承
は
、
感
覺
を
手
掛
か
り
に
佛
性
を
知
ろ
う
と
す
る
比
量

見
に
過
ぎ
な
い
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う（

19
）。

　
神
會
と
宗
密
の
空
寂
知
は
批
判
對
象
を
そ
れ
ぞ
れ
異
に
す
る
の
で
あ
っ
て
、
宗
密
の
敎
說
を
單
純
な
繼
承
や
復
古
と
見
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
し
か
し
兩
者
と
も
に
、
あ
り
あ
り
と
し
た
見
性
體
驗
の
た
め
に
そ
の
主
體
と
な
る
智
慧
と
い
う
發
想
が
召
喚
さ
れ
た
こ
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と
に
は
違
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
第
三
章
に
み
た
よ
う
に
神
會
次
世
代
に
お
い
て
早
く
も
變
容
を
來
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
な

說
が
復
活
し
た
と
こ
ろ
で
、
ど
れ
ほ
ど
實
踐
の
場
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
は
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
馬
祖
ら
一
流
の
禪
者
よ
り
は
る
か
に
素
質
の
劣
っ
た
人
々
の
存
在
が
あ
る
。『
承
襲
圖
』
は
、
靈
知
の
心
を
明
珠
に
、
煩

惱
を
珠
に
映
じ
た
黑
色
に
譬
え
た
上
で
、「
如
癡
孩
子
或
村
野
人
見
之
、
直
是
黑
珠
。
有
人
語
云
、「
此
是
明
珠
」、
灼
然
不
信
、
卻
嗔

前
人
、
謂
爲
欺
誑
（
愚
か
な
子
供
や
田
舍
者
が
見
れ
ば
、
た
だ
の
黑
い
珠
で
あ
る
。
あ
る
人
が
「
こ
れ
は
輝
く
明
珠
で
あ
る
」
と
言
っ

て
も
、
ど
う
し
て
も
信
じ
よ
う
と
は
せ
ず
、
か
え
っ
て
敎
え
て
く
れ
た
人
に
怒
り
を
抱
き
、
騙
そ
う
と
し
て
い
る
と
思
い
込
む
）」（
八

七
二
下
）
と
慨
嘆
す
る
。
こ
れ
が
儒
道
二
敎
を
指
す
の
か
、
佛
敎
內
部
の
劣
機
根
の
人
々
を
指
す
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
い
ず
れ

に
せ
よ
佛
性
の
存
在
を
信
ず
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
人
々
が
い
る
以
上
は（

20
）、

信
じ
た
上
で
の
見
性
論
に
も
議
論
百
出
し
て
終
わ
り
が

な
い
の
は
、
む
し
ろ
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　　
　
　
お
わ
り
に

　　
神
會
か
ら
宗
密
に
至
る
見
性
論
の
形
成
と
變
容
の
歷
史
を
、
た
し
か
な
見
性
體
驗
へ
の
希
求
と
い
う
視
點
か
ら
追
っ
て
き
た
。
通

常
の
見
聞
覺
知
で
も
な
く
、
意
念
を
起
こ
す
禪
定
で
も
な
く
、
寂
靜
に
お
け
る
顯
現
で
も
な
い
、
た
し
か
な
見
性
を
實
現
す
る
た
め
、

神
會
は
空
寂
の
體
上
に
そ
な
わ
り
、
性
そ
の
も
の
の
作
用
と
し
て
本
性
を
自
己
認
識
す
る
智
慧
を
發
見
し
た
。
し
か
し
そ
の
理
論
は

實
踐
の
絲
口
が
見
い
だ
せ
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
次
の
世
代
に
は
早
く
も
、
身
體
感
覺
の
次
元
に
お
い
て
佛
性
の
體
認
を
試
み
る

禪
法
が
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
洪
州
宗
の
運
動
は
こ
の
神
會
後
學
の
問
題
意
識
を
も
繼
承
し
て
發
展
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
宗
密

に
よ
っ
て
荷
澤
宗
の
新
た
な
批
判
對
象
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
ふ
た
た
び
空
寂
知
が
唱
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
禪
宗
に
お
け
る
見
性
論
は
、
佛
性
を
「
見
る
」
と
い
う
身
體
性
に
溢
れ
た
表
現
故
に
そ
の
超
感
覺
性
を
力
說
す
る
言
說
を
必
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要
と
し
た
が
、
體
驗
へ
の
希
求
は
身
體
を
通
じ
た
實
踐
を
要
求
す
る
。
し
か
し
洪
州
宗
に
お
い
て
身
體
性
の
一
方
に
振
れ
切
っ
た
振

り
子
は
、
宗
密
の
再
批
判
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。

　
佛
性
を
見
る
と
い
う
表
現
は
、
中
國
の
佛
敎
徒
に
と
っ
て
は
『
涅
槃
經
』
の
翻
譯
に
よ
り
い
わ
ば
偶
然
に
與
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
偶
然
で
あ
る
に
せ
よ
、
經
典
の
言
葉
で
あ
る
以
上
は
解
決
す
べ
き
課
題
と
な
っ
て
取
り
組
ま
れ
た
。
神
會
の
理
論
は
、

見
性
論
の
も
つ
難
所
を
的
確
に
把
握
し
、
し
か
も
自
ら
解
決
を
與
え
て
閒
然
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
そ
れ
で
も
、
禪
宗
に
お
い
て
は

理
論
の
精
密
さ
よ
り
は
、
衆
生
を
實
際
に
開
悟
し
成
佛
さ
せ
る
方
便
作
略
こ
そ
が
求
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、
神
會
後
學
は
お

ろ
か
、
宗
密
以
後
に
お
い
て
も
、
見
性
を
め
ぐ
る
議
論
が
止
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
宗
密
は
洪
州
宗
を
評
し
て
、
靈
覺
を
說
き
な
が

ら
眞
の
空
寂
知
に
あ
ら
ず
、「
比
量
顯
」
に
よ
っ
て
し
か
佛
性
を
知
り
得
て
い
な
い
と
非
難
す
る
。
こ
こ
に
は
、「
認
賊
爲
子
」
の
語

に
象
徵
さ
れ
る
見
性
論
の
新
た
な
論
點
、
す
な
わ
ち
本
性
で
な
い
も
の
を
本
性
と
誤
認
す
る
こ
と
へ
の
恐
れ
が
、
す
で
に
胎
動
を
は

じ
め
て
い
る
。

注

（
１
）
常
盤
大
定
「
見
性
の
思
想
的
考
察
」（
一
九
四
一
）
や
冉
雲
華
「
論
唐
代
禪
宗
的
「
見
性
」
思
想
」（
一
九
九
五
）。

（
２
）
柳
田
（
一
九
七
一
）
は
、
本
書
の
成
立
を
先
天
二
年
（
七
一
三
）
か
ら
開
元
四
年
（
七
一
六
）
の
閒
と
推
定
す
る
。

（
３
）
『
修
心
要
論
』
は
、
こ
の
部
分
を
「
但
能
顯
然
守
心
、
妄
念
不
生
、
涅
槃
法
日
、
自
然
顯
現
」（
ぺ
リ
オ
三
六
六
四
）
と
し
て
お
り
、
手
段
と

結
果
の
關
係
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。

（
４
）
柳
田
（
一
九
七
四
）
二
三
二
頁
は
、「
所
謂
北
宗
禪
の
基
調
」
と
評
す
る
。
小
川
（
二
〇
〇
七
）
八
〇
―
八
四
頁
も
參
照
。

（
５
）
『
楞
伽
師
資
記
』
に
限
れ
ば
、
道
信
條
に
「
五
者
、
守
一
不
移
。
動
靜
常
住
、
能
令
學
者
、
明
見
佛
性
、
早
入
定
門
」
と
い
う
言
い
方
も
見

え
て
い
る
（
一
二
八
八
上
）。

214



　　荷澤神會の見性論とその變容

（
６
）
『
壇
語
』
の
底
本
に
は
『
禪
學
典
籍
叢
刊
』
別
卷
收
錄
の
敦
煌
博
物
館
七
七
號
文
書
寫
眞
版
を
用
い
、
引
用
に
は
頁
數
を
附
し
た
。
楊
曾
文

（
一
九
九
六
）
や
唐
代
語
錄
硏
究
班
（
二
〇
〇
六
）
な
ど
各
種
校
本
に
よ
っ
て
文
字
を
改
め
た
箇
所
も
あ
る
が
、
注
記
は
し
な
い
。

（
７
）
『
雜
徵
義
』
は
、
特
に
こ
と
わ
ら
な
け
れ
ば
石
井
本
を
指
す
。
底
本
に
は
石
井
光
雄
『
敦
煌
出
土
神
會
錄
』（
私
家
版
、
昭
和
七
年
〔
一
九
三

二
〕）
收
錄
寫
眞
版
を
用
い
、
引
用
に
は
頁
數
を
示
し
た
。
楊
曾
文
（
一
九
九
六
）
な
ど
各
種
校
本
に
よ
っ
て
文
字
を
改
め
た
箇
所
も
あ
る

が
、
注
記
は
し
な
い
。

（
８
）
南
本
『
涅
槃
經
』
の
原
文
は
「
南
無
純
陀
。
雖
受
人
身
、
心
如
佛
心
」（
高
麗
三
十
八
、
七
三
五
下
）。

（
９
）
大
曆
九
年
（
七
七
四
）
を
さ
ほ
ど
下
ら
な
い
頃
に
編
纂
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
保
唐
宗
の
燈
史
で
あ
る
『
歷
代
法
寶
記
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
崇

遠
法
師
と
の
對
話
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
又
問
、〈
云
何
爲
見
？
復
眼
見
？
耳
鼻
等
見
？
〉。
會
答
、〈
見
無
爾
許
多
、
見
只
沒
見
〉。

又
問
、〈
見
等
純
陀
否
？
〉。
會
答
、〈
比
量
見
、
比
於
純
陀
。
量
等
純
陀
、
不
敢
定
斷
〉」。（
大
正
五
五
、
一
八
五
中
下
）

（
10
）
言
定
者
、
體
不
可
得
。
所
言
慧
者
、
能
見
不
可
得
體
、
湛
然
常
寂
、
有
恆
沙
巧
用
、
卽
是
定
慧
等
學
。（『
雜
徵
義
』
三
〇
頁
）

（
11
）
の
ち
に
淸
涼
澄
觀
『
華
嚴
經
隨
疏
演
義
鈔
』
卷
二
十
一
が
、「
卽
無
念
體
上
、
自
有
眞
知
、
非
別
有
知
、
知
心
體
也
」（
大
正
三
六
、
一
六
四

下
）
と
言
う
の
が
參
考
に
な
る
。

（
12
）
『
曹
溪
大
師
別
傳
』
の
底
本
に
は
『
六
祖
壇
經
諸
本
集
成
』（
中
文
出
版
社
、
一
九
七
六
）
收
錄
の
比
叡
山
本
影
印
を
用
い
、
引
用
に
は
頁
數

を
附
す
。

（
13
）
『
六
祖
壇
經
』
の
底
本
に
は
『
禪
學
典
籍
叢
刊
』
別
卷
收
錄
の
敦
煌
博
物
館
七
七
號
文
書
寫
眞
版
を
用
い
、
引
用
に
は
頁
數
を
附
し
た
。
ス

タ
イ
ン
五
四
七
五
本
や
、
楊
曾
文
（
二
〇
〇
一
）
な
ど
の
各
種
校
本
に
よ
っ
て
文
字
を
改
め
た
箇
所
も
あ
る
が
、
注
記
は
し
な
い
。

（
14
）
方
立
天
（
二
〇
〇
二
）
四
三
二
頁
、
土
屋
（
二
〇
〇
八
）
二
〇
―
二
一
頁
。

（
15
）
神
會
も
、
人
々
を
實
際
に
見
性
さ
せ
る
た
め
の
機
鋒
を
用
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。『
定
是
非
論
』
で
は
、
一
連
の
討
論
の
し
め
く
く
り

に
あ
た
っ
て
、
神
會
は
「
看
！
見
不
見
？
」
と
大
衆
に
問
い
か
け
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
徵
問
を
受
け
止
め
得
た
人
物
は
一
人
も
い
な
か
っ

た
ら
し
く
、
か
れ
も
「
果
然
不
見
」
と
嘆
く
ほ
か
な
か
っ
た
（
一
二
一
頁
）。
神
會
の
接
化
は
、
あ
ま
り
に
高
蹈
的
に
過
ぎ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
16
）
『
雜
徵
義
』
で
は
、
佛
性
は
地
獄
に
落
ち
な
が
ら
も
苦
を
受
け
な
い
こ
と
を
說
明
し
て
、
次
の
よ
う
な
比
喩
を
語
る
。「
譬
如
夢
中
被
打
、
爲

睡
身
不
覺
知
、
其
佛
性
雖
同
入
、
而
无
所
受
」（
四
六
頁
）。
わ
か
り
に
く
い
喩
え
だ
が
、
夢
と
は
妄
想
の
產
物
と
し
て
の
地
獄
な
ど
の
三
界
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六
道
、
打
た
れ
た
夢
の
中
の
身
體
と
は
衆
生
の
肉
身
、
夢
を
見
て
い
る
人
の
本
當
の
身
體
（
睡
身
）
は
佛
性
に
相
當
す
る
の
だ
ろ
う
。
惠
能

が
神
會
を
打
つ
說
話
、
殊
に
『
別
傳
』
の
そ
れ
は
、『
雜
徵
義
』
の
比
喩
を
實
踐
し
よ
う
と
し
た
結
果
と
も
い
え
る
。

（
17
）
法
系
の
上
で
洪
州
宗
に
屬
す
る
大
珠
慧
海
の
『
頓
悟
要
門
』
に
は
、「
問
、〈
身
心
以
何
爲
見
？
是
眼
見
、
耳
見
、
鼻
見
及
身
心
等
見
？
〉
答
、

〈
見
無
如
許
種
見
〉。
云
、〈
旣
無
如
許
種
見
、
復
何
見
？
〉
答
、〈
是
自
性
見
。
何
以
故
？
爲
自
性
本
來
淸
淨
、
湛
然
空
寂
、
卽
於
空
寂
體
中
、

能
生
此
見
〉」（
卍
續
藏
一
一
〇
、
八
四
一
上
）
と
說
か
れ
る
。
こ
れ
は
『
定
是
非
論
』
や
『
雜
徵
義
』
の
說
そ
の
ま
ま
の
內
容
で
あ
っ
て
、

宗
密
の
洪
州
宗
理
解
が
一
面
的
で
あ
る
こ
と
、『
別
傳
』『
壇
經
』
以
後
に
も
神
會
を
忠
實
に
繼
承
し
た
人
々
が
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
18
）
こ
の
事
實
は
、
つ
と
に
竹
內
（
一
九
八
六
）
が
指
摘
し
て
い
る
。

（
19
）
宗
密
は
こ
れ
を
「
祖
宗
の
傳
記
」
に
基
づ
く
と
言
っ
て
い
る
し
、『
祖
堂
集
』
や
『
景
德
傳
燈
錄
』
の
神
會
章
も
同
樣
の
記
事
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
傳
承
は
『
寶
林
傳
』
な
ど
の
先
行
資
料
に
由
來
す
る
も
の
で
、
宗
密
の
改
編
と
は
言
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、『
別
傳
』『
壇
經
』

型
の
傳
承
を
し
り
ぞ
け
て
こ
の
形
を
採
用
し
た
こ
と
の
意
味
は
、
檢
討
す
る
價
値
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
20
）
か
か
る
人
々
が
、
禪
に
心
を
寄
せ
つ
つ
も
悟
り
で
は
な
く
信
仰
の
佛
敎
に
生
き
た
こ
と
は
、
齋
藤
（
二
〇
〇
八
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。

　
　
【
參
考
文
獻
】

小
川
隆
（
二
〇
〇
七
）『
神
會
　
敦
煌
文
獻
と
初
期
の
禪
宗
史
』
臨
川
書
店

齋
藤
智
寛
（
二
〇
〇
八
）「
悟
れ
な
か
っ
た
人
々
―
禪
律
雙
修
者
の
祈
り
と
救
い
―
」『
東
方
學
報
』
京
都
第
八
二
册

冉
雲
華
（
一
九
九
五
）「
論
唐
代
禪
宗
的
「
見
性
」
思
想
」『
佛
敎
思
想
的
傳
承
與
發
展
：
印
順
導
師
九
秩
華
誕
祝
壽
文
集
』
東
大
圖
書
公
司

竹
內
弘
道
（
一
九
八
六
）「
神
會
と
宗
密
」『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
三
四
―
二
（
六
八
）

土
屋
太
祐
（
二
〇
〇
八
）『
北
宋
禪
宗
思
想
及
其
淵
源
』
巴
蜀
書
社

唐
代
語
錄
硏
究
班
（
二
〇
〇
六
）『
神
會
の
語
錄
　
壇
語
』
禪
文
化
硏
究
所

常
盤
大
定
（
一
九
四
一
）「
見
性
の
思
想
的
考
察
」『
支
那
佛
敎
の
硏
究
　
第
二
』
名
著
普
及
會
、
一
九
七
九
年
覆
刻
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方
立
天
（
二
〇
〇
二
）『
中
國
佛
敎
哲
學
要
義
』
上
、
中
國
人
民
大
學
出
版
社

柳
田
聖
山
（
一
九
七
一
）『
禪
の
語
錄
２
　
初
期
の
禪
史
Ⅰ
』
筑
摩
書
房

柳
田
聖
山
（
一
九
七
四
）「
北
宗
禪
の
思
想
」『
柳
田
聖
山
集
第
一
卷
　
禪
佛
敎
の
硏
究
』
法
藏
館

楊
曾
文
（
一
九
九
六
）『
神
會
和
尙
禪
話
錄
』
中
華
書
局

楊
曾
文
（
二
〇
〇
一
）『
新
版
敦
煌
新
本
六
祖
壇
經
』
宗
敎
文
化
出
版
社
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武
則
天
「
升
仙
太
子
碑
」
立
碑
の
背
景
　

　
　
　
古
　
勝
　
　
隆
　
一
　
　

　　　　
　
　
序

　　
封
禪
と
言
え
ば
、
常
識
的
に
は
泰
山
に
お
い
て
帝
王
が
天
に
天
下
の
太
平
を
吿
げ
る
儀
禮
で
あ
り
、
嵩
山
に
お
け
る
封
禪
は
、
隋

代
以
前
に
お
い
て
は
そ
の
例
が
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
唐
の
太
宗
は
「
嵩
高
は
旣
に
是
れ
中
嶽
な
れ
ば
、
何
ぞ
泰
山
に
謝
せ
ん
」
と

言
い
洛
陽
に
近
い
嵩
山
で
の
封
禪
を
企
圖
し
た
。
こ
の
時
は
結
局
、
實
現
し
な
か
っ
た
が
、
嵩
山
に
お
け
る
封
禪
は
、
次
の
高
宗
・

武
則
天
へ
と
引
き
繼
が
れ
た
。

　
ま
ず
麟
德
三
年
（
六
六
六
）
正
月
、
高
宗
は
泰
山
に
お
い
て
封
禪
を
行
っ
た
。
高
宗
と
武
則
天
と
は
、
次
に
五
山
す
べ
て
に
お
け
る

封
禪
を
計
畫
し
た
。
ま
ず
目
指
さ
れ
た
の
は
、
嵩
山
に
お
け
る
封
禪
で
あ
り
、
い
く
つ
か
の
詔
が
く
だ
さ
れ
、
儀
注
の
整
備
も
進
め

ら
れ
た
が
、
戰
爭
や
高
宗
自
身
の
體
調
問
題
な
ど
に
よ
り
、
延
期
が
繰
り
返
さ
れ
る
う
ち
に
、
高
宗
が
崩
御
し
て
し
ま
い
沙
汰
や
み

と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
武
則
天
が
高
宗
の
遺
志
を
繼
ぎ
、
天
册
萬
歲
二
年
（
六
九
五
）
臘
月
、
つ
い
に
武
則
天
は
嵩
山
に
お
け
る
封
禪

を
擧
行
し
た
。
こ
れ
が
、
武
則
天
に
よ
る
嵩
山
封
禪
實
現
ま
で
の
經
緯
で
あ
る（

１
）。
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嵩
山
封
禪
が
成
就
し
た
後
、
武
則
天
は
さ
ま
ざ
ま
な
儀
禮
を
嵩
山
に
お
い
て
行
っ
た
が
、
そ
の
一
つ
が
、
洛
陽
か
ら
嵩
山
へ
と
向

か
う
道
中
に
位
置
し
、
嵩
山
に
連
な
る
緱
氏
山
に
お
い
て
、
い
に
し
え
の
仙
人
、
王
子
晉
の
廟
を
改
修
し
、「
升
仙
太
子
碑
」
を
作
っ

た
こ
と
で
あ
る
。「
升
仙
太
子
碑
」
は
、
武
則
天
自
身
が
撰
文
し
揮
毫
し
た
も
の
と
言
わ
れ
、
今
も
碑
は
元
來
の
姿
を
保
っ
て
い
る
。

　
王
子
晉
廟
の
改
修
と
「
升
仙
太
子
碑
」
建
立
に
つ
い
て
は
、
宋
代
以
來
、
多
く
の
言
及
竝
び
に
硏
究
が
あ
る
が
、
內
容
が
多
岐
に
わ

た
っ
て
お
り
、
整
理
し
て
お
く
必
要
を
感
ず
る
。
京
都
大
學
人
文
科
學
硏
究
所
の
共
同
硏
究
班
「
三
敎
交
涉
の
硏
究
（
二
）」
に
お
い

て
、
こ
の
「
升
仙
太
子
碑
」
の
譯
註
を
擔
當
し
た
の
で
、
こ
れ
を
一
つ
の
契
機
と
し
、
武
則
天
と
こ
の
碑
と
の
關
連
に
つ
い
て
、
了

解
し
得
た
こ
と
を
以
下
ま
と
め
る
こ
と
と
す
る
。

　　
　
　
一
　
「
升
仙
太
子
碑
」
立
碑
の
目
的

　　
い
か
な
る
目
的
を
も
っ
て
武
則
天
は
「
升
仙
太
子
碑
」
を
立
碑
し
た
の
か
。
こ
の
問
い
を
め
ぐ
っ
て
、
多
く
の
論
者
が
複
數
の
觀

點
か
ら
論
じ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。
大
き
く
分
け
て
、
次
の
三
點
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（
一
）
嵩
山
封
禪
の

成
功
を
感
謝
す
る
た
め
、（
二
）
愛
人
た
る
張
易
之
・
昌
宗
兄
弟
を
喜
ば
せ
る
た
め
、（
三
）「
周
」
王
朝
の
仙
人
、
王
子
晉
を
顯
彰
す

る
た
め
。
以
下
、
順
を
追
っ
て
檢
討
し
て
み
た
い
。

　
（
一
）
嵩
山
封
禪
の
成
功
を
感
謝
す
る
た
め
。『
舊
唐
書
』
禮
儀
志
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

則
天
の
證
聖
元
年
（
六
九
五
）
、
將
に
嵩
山
に
事
有
ら
ん
と
し
、
先
ず
使
を
遣
わ
し
て
祭
を
致
し
て
以
て
福
助
を

も
と祈

め
し
め
、
制

を
下
し
、
嵩
山
を
號
し
て
神
嶽
と
爲
し
、
嵩
山
の
神
を
尊
び
て
天
中
王
を
爲
し
、
夫
人
を
靈
妃
と
爲
す
。
嵩
山
に

も舊
と
夏
啓
及

び
啓
の
母
有
り
、
少
室
に
阿
姨
の
神
廟
あ
り
、
咸
な
預
め
祈
祭
せ
し
む
。
天
册
萬
歲
二
年
（
六
九
五
）
臘
月
の
甲
申
に
至
り
、
親
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し
く
登
封
の
禮
を
行
う
。
禮
畢
り
て
、
便
ち
大
赦
し
、
萬
歲
登
封
と
改
元
し
、
嵩
陽
縣
を
改
め
て
登
封
縣
と
爲
し
、
陽
成
縣
を

吿
成
縣
と
爲
す
。
三
日
を

こ粤
え
て
丁
亥
、
少
室
山
に
禪
す
。
又
た
二
日
の
己
丑
、
朝
覲
壇
に
御
し
て
羣
臣
に
朝
し
、
咸
な
乾
封

の
儀
の
如
し
。
則
天
は
封
禪
の
日
を
以
て
嵩
嶽
の
神
祇
の
祐
く
る
所
と
爲
し
、
遂
に
神
嶽
天
中
王
を
尊
び
て
神
嶽
天
中
皇
帝
と

爲
し
、
靈
妃
を
天
中
皇
后
と
爲
し
、
夏
后
啓
を
齊
聖
皇
帝
と
爲
し
、
啓
母
神
を
封
じ
て
玉
京
太
后
と
爲
し
、
少
室
阿
姨
神
を
金

闕
夫
人
と
爲
し
、
王
子
晉
を
昇
仙
太
子
と
爲
し
、
別
に
爲
に
廟
を
立
つ
。
登
封
壇
の
南
に
槲
樹
有
り
、
大
赦
の
日
に
其
の
杪
に

於
て
金
鷄
樹
を
置
く
。
則
天
自
ら
「
昇
中
述
志
碑
」
を
制
し
、
壇
の
丙
地
に
樹
つ（

２
）。

（『
舊
唐
書
』
卷
二
十
三
、
禮
儀
志
三
）

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
嵩
山
へ
の
封
禪
を
も
く
ろ
ん
で
い
た
武
則
天
は
、
證
聖
元
年
（
六
九
五
）
、
そ
の
た
め
の
準
備
と
し
て
嵩
山
に
て

祭
り
を
お
こ
な
わ
せ
、
嵩
山
を
「
神
嶽
」
と
呼
び
、
嵩
山
の
神
を
「
天
中
王
」
と
呼
ぶ
な
ど
し
た
。
そ
の
上
で
、
天
册
萬
歲
二
年
（
六

九
五
）
臘
月
、
武
則
天
は
封
禪
の
禮
を
擧
行
し
、
禮
が
終
わ
る
と
萬
歲
登
封
と
改
元
さ
れ
た
。
無
事
に
封
禪
を
行
う
こ
と
が
で
き
た

感
謝
の
意
を
示
す
た
め
、
嵩
山
の
諸
神
に
、
新
た
な
號
が
奉
ら
れ
た
。
嵩
山
の
神
は
「
神
嶽
天
中
皇
帝
」、
そ
の
婦
の
靈
妃
は
「
天
中

皇
后
」、
夏
后
啓
は
「
齊
聖
皇
帝
」
と
さ
れ
、
啓
母
神
は
「
玉
京
太
后
」、
少
室
阿
姨
神
は
「
金
闕
夫
人
」、
そ
し
て
王
子
晉
は
「
昇
仙

太
子
」
に
封
ぜ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
廟
が
立
て
ら
れ
た
。

　
つ
ま
り
王
子
晉
の
廟
は
單
獨
に
立
て
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
嵩
山
に
て
封
禪
を
行
う
一
連
の
計
畫
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
。

　
（
二
）
愛
人
た
る
張
易
之
・
昌
宗
兄
弟
を
喜
ば
せ
る
た
め
。
武
則
天
の
寵
愛
厚
か
っ
た
張
氏
兄
弟
に
諂
ね
る
者
が
、
武
則
天
を
そ

そ
の
か
し
た
の
だ
と
い
う
。

　
趙
明
誠
は
、「
是
の
時
、
張
易
之
・
昌
宗
兄
弟
、
方
に
寵
有
り
、
諂
諛
す
る
者
、
昌
宗
を
以
て
子
晉
の
後
身
と
爲
し
、
故
に
武
后
は

爲
に
其
の
祠
を
葺
し
、
親
し
く
銘
し
て
其
の
碑
に
書
す
」
と
言
い（

３
）、

武
則
天
に
よ
る
王
子
晉
廟
改
修
と
立
碑
と
の
目
的
は
、
張
昌
宗

221



を
喜
ば
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
す
る
。

　
『
舊
唐
書
』
武
三
思
傳
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
の
が
、
こ
の
說
の
端
緖
で
あ
ろ
う
。

時
に
薛
懷
義
・
張
易
之
・
昌
宗
、
皆
な
恩
顧
を
承
け
、
三
思
と
承
嗣
と
每
に
節
を
折
り
て
之
に
事
う
。
…
…
。
又
た
昌
宗
に
詩

を
贈
り
て
、
盛
ん
に
昌
宗
の
才
貎
、
是
れ
王
子
晉
の
後
身
な
る
を
稱
え
、
仍
お
朝
士
を
し
て
遞
い
に
相
い
屬
和
せ
し
む
。
三
思

又
た
則
天
の
深
宮
に
厭
居
せ
る
を
以
て
、
又
た
張
易
之
、
昌
宗
等
と
與
に
扈
從
馳
騁
し
、
以
て
其
の
權
を
弄
ば
ん
と
欲
す（

４
）。

　
そ
れ
以
外
に
も
、『
朝
野
僉
載
』
に
「
天
后
の
梁
王
、
武
三
思
、
張
易
之
の
爲
に
傳
を
作
し
て
云
う
、「
是
れ
王
子
晉
の
後
身
な
り
」

と
、
緱
氏
山
に
於
て
廟
を
立
つ
。
詞
人
才
子
、
佞
な
る
者
、
詩
を
爲
し
て
以
て
之
を
詠
む
。
舍
人
の
崔
融
、
最
爲
り
。
周
年
に
し
て
、

易
之
、
族
せ
ら
れ
、
佞
な
る
者
、
竝
び
に
嶺
南
に
流
さ
る
」
と
あ
り（

５
）、

ま
た
『
太
平
廣
記
』
に
引
く
『
國
史
異
纂
』
に
「
張
易
之
・
昌

宗
、
時
に
初
め
て
朝
に
入
る
も
、
官
位
尙
お
卑
し
。
諂
附
す
る
者
、
乃
ち
呼
び
て
五
郞
・
六
郞
と
爲
し
、
自
り
て
後
、
因
り
て
以
て

俗
を
成
す
。
…
…
。
張
昌
宗
の
貴
た
る
や
、
武
三
思
、
之
を
謂
い
て
王
子
晉
の
後
身
と
な
し
、
詩
を
爲
し
て
以
て
之
に
贈
る
。
詩
は

今
に
至
る
ま
で
猶
お
存
す
」
と
あ
る
な
ど（

６
）、

唐
代
に
は
廣
く
言
わ
れ
た
こ
と
ら
し
い
。

　
し
か
し
、『
舊
唐
書
』
張
行
成
傳
に
附
さ
れ
る
張
易
之
・
昌
宗
の
傳
に
よ
る
と
、
張
昌
宗
が
王
子
晉
の
後
身
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
た
の

は
、
久
視
元
年
（
七
〇
〇
）
の
こ
と
で
あ
る
と
い
い（

７
）、

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
碑
文
が
作
ら
れ
た
聖
曆
二
年
（
六
九
九
）
六
月
よ
り
も
早

い
。
ま
し
て
や
「
王
子
晉
を
昇
仙
太
子
と
爲
し
、
別
に
爲
に
廟
を
立
つ
」
と
は
、
嵩
山
封
禪
直
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
萬
歲
通

天
二
年
（
六
九
七
）
春
に
張
易
之
・
昌
宗
兄
弟
が
武
則
天
の
前
に
現
れ
る
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
王
昶
が
「
升
仙
立
廟
は

張
昌
宗
に
因
り
て
作
す
と
は
謂
う
べ
か
ら
ず
。『
金
石
錄
』
遽
か
に
醜
詆
の
詞
を
加
う
る
は
、
亦
た
過
ま
れ
り
」
と
言
っ
た
の
は
正
し

い（
８
）。

た
だ
し
そ
れ
は
廟
に
つ
い
て
は
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
碑
に
つ
い
て
は
、
別
に
考
察
す
べ
き
問
題
で
あ
り
、
碑
が
立
て
ら

れ
た
背
景
に
張
氏
兄
弟
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
三
節
に
て
改
め
て
檢
討
し
た
い
。
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（
三
）「
周
」
王
朝
の
仙
人
、
王
子
晉
を
顯
彰
す
る
た
め
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
根
據
を
知
ら
な
い
が
、
王
昶
が
次
の
よ
う

に
言
っ
て
い
る
。

或
る
者
、
武
氏
の
先
、
姬
姓
よ
り
出
ず
る
を
以
て
す
。
周
平
王
の
少
子
、
生
れ
な
が
ら
文
　
手
に
在
有
り
て
、
曰
く
「
武
」
と
、

遂
に
以
て
氏
と
爲
す
。
唐
世
　
神
仙
を
尊
崇
し
、
老
子
を
以
て
得
姓
の
祖
と
爲
す
。
周
家
の
昇
仙
す
る
者
、
子
晉
有
り
、
因
り

て
之
を
崇
奉
す
。
碑
を
玩
す
る
に
「
我
が
國
家
　
天
に
先
ん
じ
て
業
を

つ纂
ぎ
、
地
を
闢
き
基
を
裁
ち
、
山
は
鸑
鷟
を
鳴
か
し
め
、

爰
に
受
命
の
祥
を
彰
ら
か
に
し
、
洛
は
圖
書
を
出
だ
し
、
式
て
興
王
の
運
を
兆
す
」
云
云
と
云
う
は
、
證
す
べ
き
な
り（

９
）。

　
王
昶
は
、
碑
の
本
文
に
見
え
る
「
山
は
鸑
鷟
を
鳴
か
し
め
、
爰
に
受
命
の
祥
を
彰
ら
か
に
し
、
洛
は
圖
書
を
出
だ
し
、
式
て
興
王
の

運
を
兆
す
」
を
根
據
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
王
子
晉
と
武
周
と
の
關
聯
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
は
受
け
と
れ
な
い
。
ま
た
碑
文
を

通
讀
し
て
も
、
兩
者
の
關
聯
を
明
確
に
述
べ
て
い
る
部
分
は
な
い
。
こ
の
說
に
は
、
十
分
な
根
據
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
む
し

ろ
、
碑
銘
の
第
八
に
「
粤
あ
我
が
大
周
、
上
つ
か
た
元
命
を
膺
く
。
天
を
補
い
極
を
立
て
、
重
ね
て
累
聖
を

お
お光

い
に
す
。
嘉
瑞
　
屢
し

ば
臻
り
、
殊
祥
　
疊
ね
て
映
ゆ
。
功
を
蒼
昊
に
歸
し
、
昇
せ
て
聞
え
政
を
表
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
封
禪
と
の
關
係
が
顯
著
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
見
る
と
、
武
則
天
が
王
子
晉
廟
を
改
修
し
、「
升
仙
太
子
碑
」
を
建
立
し
た
主
た
る
目
的
は
、
嵩
山
封
禪
の
一
環
と

し
て
、
王
子
晉
に
謝
意
を
表
す
た
め
で
あ
っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　　
　
　
二
　
碑
陰
に
見
え
る
諸
臣
の
列
銜

　　
嵩
山
で
の
封
禪
は
、
高
宗
と
武
則
天
が
長
年
に
わ
た
っ
て
計
畫
し
た
も
の
で
、
武
則
天
の
死
に
い
た
る
ま
で
、
一
貫
し
て
嵩
山
へ

の
重
視
は
續
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
か
つ
て
饒
宗
頤
氏
は
、
論
文
「
從
石
刻
論
武
后
之
宗
敎
信
仰
」
の
中
で
、
高
宗
と
武
則
天
と
が
、
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嵩
山
に
住
ん
だ
道
士
、
潘
師
正
を
非
常
に
重
ん
じ
た
こ
と
を
指
摘
し
た（

10
）。

ま
た
吉
川
忠
夫
氏
も
高
宗
と
武
則
天
が
潘
師
正
と
緊
密
な

關
係
を
持
ち
つ
つ
嵩
山
封
禪
を
計
畫
擧
行
し
た
と
述
べ（

11
）、

さ
ら
に
神
塚
淑
子
氏
も
、
嵩
山
封
禪
に
お
け
る
潘
師
正
の
重
要
性
を
確
認

し
て
い
る（

12
）。

　
特
に
神
塚
氏
は
、
道
敎
の
儀
禮
で
あ
る
金
籙
齋
の
終
了
後
に
行
わ
れ
た
投
龍
の
儀
式
と
、
封
禪
の
儀
禮
と
の
類
似
性
を
指
摘
し
、

「
則
天
武
后
は
封
禪
と
投
龍
と
い
う
よ
く
似
た
二
つ
の
國
家
祭
祀
の
方
法
を
用
い
て
、
自
己
の
權
力
を
誇
示
す
る
と
と
も
に
、
み
ず
か

ら
の
不
死
登
仙
を
祈
願
し
た
。
そ
れ
が
行
わ
れ
た
場
所
は
、
麟
德
三
年
正
月
の
封
禪
が
泰
山
で
行
わ
れ
た
の
ち
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
泰

山
で
は
投
龍
が
實
施
さ
れ
、
嵩
山
で
は
封
禪
が
計
畫
・
實
施
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
兩
者
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
」

と
し
た
。

　
以
上
の
議
論
を
蹈
ま
え
、
雷
聞
氏
は
そ
の
著
『
郊
廟
之
外
』
の
第
二
章
「
道
敎
、
佛
敎
與
國
家
祭
祀
」
第
二
節
「
嶽
瀆
祭
祀
、
道
敎

與
民
閒
信
仰
之
交
匯
」
を
執
筆
し（

13
）、

高
宗
の
泰
山
封
禪
の
直
前
に
、
道
士
の
劉
道
合
が
「
福
祐
を
祈
っ
た
」
と
い
う
『
舊
唐
書
』
隱

逸
傳
の
逸
話
を
紹
介
し
、
ま
た
多
數
の
石
刻
資
料
を
驅
使
す
る
な
ど
し
て
、
高
宗
・
武
則
天
の
封
禪
に
道
敎
が
影
響
を
與
え
た
こ
と

を
詳
述
し
て
い
る
。

　
道
敎
と
嵩
山
封
禪
と
は
、
そ
の
よ
う
に
濃
密
な
關
係
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
升
仙
太
子
碑
」
に
ど
の
よ
う

な
影
響
を
與
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
碑
陰
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　
「
升
仙
太
子
碑
」
の
碑
陰
は
複
雜
な
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
上
段
、
中
段
、
下
段
の
三
つ
に
大
き
く
分
か
れ
、
上
段
に
は
武
則
天

御
製
の
「
雜
言
遊
仙
篇
」
及
び
諸
臣
の
列
銜
、
中
段
に
は
鍾
紹
京
ら
の
列
銜
及
び
神
龍
二
年
の
題
記
と
列
銜
、
下
段
に
は
刻
字
の
列

銜
及
び
宋
代
の
題
名
が
あ
る
。

　
碑
陽
の
末
に
は
っ
き
り
と
「
聖
曆
二
年
歲
次
己
亥
六
月
甲
申
朔
十
九
日
壬
寅
建
」
と
あ
る
に
も
關
わ
ら
ず
、
碑
陰
の
中
段
に
は
「
大

唐
神
龍
貳
年
歲
次
景
午
水
捌
月
壬
申
金
朔
貳
拾
漆
日
戊
戌
木
開
府
儀
同
三
司
左
千
牛
衞
大
將
軍
上
柱
國
安
國
相
□
旦
奉
／
制
刊
碑
刻
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石
爲
記
」
と
あ
る
。
聖
曆
二
年
は
西
曆
六
九
九
年
で
、
神
龍
二
年
は
七
〇
六
年
。
七
年
も
の
隔
た
り
が
あ
る
。
王
昶
は
「
豈
に
此
の

碑
、
書
を
製
す
る
は
聖
曆
二
年
に
在
り
、
石
に
上
ぼ
す
は
神
龍
二
年
に
在
ら
ん
か
」
と
言
う
が（

14
）、

碑
の
製
作
自
體
は
聖
曆
二
年
に
完

了
し
て
い
た
が
し
ば
ら
く
立
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
武
則
天
の
死
後
、
神
龍
二
年
に
な
っ
て
か
ら
安
置
さ
れ
た
も
の
と
考
え
た
ほ
う

が
よ
か
ろ
う（

15
）。

　
聖
曆
二
年
の
二
月
己
丑
、
武
則
天
は
嵩
山
に
幸
し
、
緱
氏
山
を
通
過
し
、
升
仙
太
子
廟
に
謁
し
た
。
こ
れ
を
記
念
し
て
作
ら
れ
た

の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
升
仙
太
子
碑
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
碑
陰
の
上
段
に
は
次
の
よ
う
な
列
銜
が
見
え
る
。
以
下
、『
金
石
萃
編
』
か

ら
載
錄
す
る（

16
）。

春
官
尙
書
檢
挍
內
史
監
修
國
史
上
柱
國
梁
□
臣
三
思

光
祿
大
夫
行
內
史
上
柱
國
邢
國
公
臣
王
及
善

中
大
夫
守
鳳
閣
侍
郞
同
鳳
閣
鸞
臺
平
章
事
上
柱
國
臣
蘇
味
道

朝
散
大
夫
守
鳳
閣
侍
郞
同
鳳
閣
鸞
臺
平
章
事
臣
魏
元
忠

銀
靑
光
祿
大
夫
守
納
言
上
柱
國
汝
陽
縣
開
國
男
臣
狄
仁
傑

銀
靑
光
祿
大
夫
守
納
言
上
柱
國
譙
縣
開
國
子
臣
婁
師
德

銀
靑
光
祿
大
夫
行
鸞
臺
侍
郞
同
鳳
閣
鸞
臺
平
章
事
上
柱
國
鄭
縣
開
國
子
楊
再
思

朝
請
大
夫
守
天
官
侍
郞
同
鳳
閣
鸞
臺
平
章
事
左
控
鶴
內
供
奉
臣
吉
頊

敕
檢
挍
勒
碑
使
守
鳳
閣
舍
人
右
控
鶴
內
供
奉
騎
都
尉
臣
□
□

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
武
三
思
は
正
三
品
の
職
事
官
（
檢
校
）
、
正
一
品
の
爵
位
。
王
及
善
は
正
三
品
の
職
事
官
、
從
二
品
の
文
散
官
、
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正
二
品
の
勳
位
、
從
一
品
の
爵
位
。
蘇
味
道
は
從
四
品
下
の
文
散
官
、
正
四
品
上
の
職
事
官
、
正
二
品
の
勳
位
。
魏
元
忠
は
從
五
品

上
の
文
散
官
、
正
四
品
上
の
職
事
官
。
狄
仁
傑
は
從
三
品
の
文
散
官
、
正
三
品
の
職
事
官
、
正
二
品
の
勳
位
、
從
五
品
上
の
爵
位
。
婁

師
德
は
從
三
品
の
文
散
官
、
正
三
品
の
職
事
官
、
正
二
品
の
勳
位
、
正
五
品
上
の
爵
位
。
楊
再
思
は
從
三
品
の
文
散
官
、
正
四
品
上
の

職
事
官
、
正
二
品
の
勳
位
、
正
五
品
上
の
爵
位
。
吉
頊
が
從
五
品
上
の
文
散
官
、
正
三
品
の
職
事
官
。
末
尾
に
あ
る
人
物
の
名
は
石

が
破
損
し
て
お
り
判
讀
不
能
ら
し
い
。
こ
の
人
物
の
散
官
の
み
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
正
五
品
上
の
職
事
官
（
鳳
閣
舍
人
）
に
「
守
」

と
付
く
の
で
、
そ
れ
以
下
の
散
官
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
『
新
唐
書
』
宰
相
表
上
、
及
び
萬
斯
同
『
唐
將
相
大
臣
年
表
』
を
參
照
す
る
と
、
聖
曆
二
年
初
の
宰
相
は
、
納
言
（
侍
中
）
が
婁
師

德
・
狄
仁
傑
、
內
史
が
武
三
思
・
王
及
善
、
同
鳳
閣
鸞
臺
平
章
事
が
楊
再
思
・
蘇
味
道
・
姚
元
崇
・
李
嶠
・
吉
頊
・
魏
元
忠
で
あ
っ
た
。

　
碑
陰
の
列
銜
と
對
照
さ
せ
る
と
、
當
時
の
宰
相
の
う
ち
、
同
鳳
閣
鸞
臺
平
章
事
の
姚
元
崇
・
李
嶠
の
二
名
が
碑
陰
に
見
え
ぬ
以
外
、

八
名
の
宰
相
が
碑
陰
に
名
を
連
ね
て
い
る
。
特
に
納
言
と
內
史
が
そ
ろ
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
碑
陰
に
竝
べ
ら
れ
た
列
銜

は
、
聖
曆
二
年
二
月
己
丑
、
武
則
天
が
王
子
晉
廟
を
再
訪
し
た
と
き
に
隨
行
し
た
諸
臣
の
も
の
と
推
測
で
き
る
が
、
そ
う
で
あ
る
な

ら
ば
、
こ
の
再
訪
は
た
い
へ
ん
に
格
式
張
っ
た
も
の
で
、
洛
陽
に
は
わ
ず
か
二
人
の
同
鳳
閣
鸞
臺
平
章
事
を
留
め
た
だ
け
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　
列
銜
の
末
尾
に
竝
ん
だ
人
物
は
も
と
よ
り
宰
相
で
は
な
く
、
こ
の
人
物
は
特
に
「
敕
檢
挍
勒
碑
使
」「
右
控
鶴
內
供
奉
」
の
身
分
を

も
っ
て
、
特
に
こ
の
碑
陰
に
名
を
刻
ま
れ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。

　
こ
の
人
物
は
誰
な
の
か
。
王
昶
は
そ
れ
が
薛
稷
で
あ
る
と
推
定
し
て
お
り（

17
）、

私
も
そ
れ
に
贊
成
す
る
。
注
意
し
た
い
の
は
、
大
臣

と
竝
ん
で
こ
こ
に
名
を
連
ね
て
い
る
こ
の
人
物
が
、「
右
控
鶴
內
供
奉
」
の
官
を
帶
び
て
お
り
、
し
か
も
、
宰
相
の
一
人
で
あ
っ
た
吉

頊
も
「
左
控
鶴
內
供
奉
」
で
あ
っ
た
と
い
う
事
實
で
あ
る
。
こ
の
碑
の
建
立
に
、
控
鶴
府
な
る
官
署
が
深
く
關
與
し
て
い
る
こ
と
に

疑
い
の
餘
地
が
な
い
。
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以
上
の
通
り
、
碑
陰
の
列
銜
か
ら
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る
の
は
、
武
則
天
が
十
名
の
う
ち
八
名
の
宰
相
を
引
き
連
れ
て
緱
氏
山
の

王
子
晉
廟
に
參
拜
し
た
こ
と
、
そ
し
て
、
碑
の
建
立
に
控
鶴
府
が
關
わ
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
こ
の
碑
陰
を
見
る
限
り
に

お
い
て
、
嵩
山
の
道
士
の
關
與
を
想
像
さ
せ
る
要
素
を
ま
っ
た
く
缺
い
て
い
る
。
ま
た
碑
陽
の
文
面
を
檢
討
し
て
み
て
も
、
道
士
の

關
與
を
明
確
に
記
述
し
た
部
分
は
存
在
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
佛
僧
の
影
響
も
看
取
で
き
な
い
。
宰
相
を
そ
ろ
え
た
莊
重
な
御
幸
と
、

そ
れ
に
隨
行
す
る
控
鶴
府
の
人
々
。
そ
れ
が
こ
の
碑
に
反
映
さ
れ
た
聖
曆
二
年
二
月
の
武
則
天
に
よ
る
王
子
晉
廟
再
訪
の
姿
で
あ
る
。

　　
　
　
三
　
控
鶴
府
と
珠
英
學
士

　　
前
節
で
述
べ
た
控
鶴
府
に
つ
い
て
は
、『
舊
唐
書
』
則
天
皇
后
紀
に
資
料
が
あ
る
。

（
聖
曆
）
二
年
春
二
月
、
皇
嗣
の
旦
を
封
じ
て
相
王
と
爲
す
。
初
め
寵
臣
の
張
易
之
及
び
其
の
弟
昌
宗
の
爲
に
控
鶴
府
官
員
を
置

き
、
尋
い
で
改
め
て
奉
宸
府
と
爲
し
、
班
は
御
史
大
夫
の
下
に
在
り
。
左
肅
政
御
史
中
丞
の
魏
元
忠
を
鳳
閣
侍
郞
と
爲
し
、
吉

頊
を
天
官
侍
郞
と
爲
し
、
竝
び
に
同
鳳
閣
鸞
臺
平
章
事
と
す
。
戊
子
、
嵩
山
に
幸
し
、
王
子
晉
廟
を
過
ぐ
。
丙
申
、
緱
山
に
幸

す
。
丁
酉
、
嵩
山
自
り
至
る（

18
）。

（『
舊
唐
書
』
卷
六
、
則
天
皇
后
紀
）

　
嵩
山
再
訪
の
前
に
、
控
鶴
府
の
人
員
が
整
備
さ
れ
た
と
讀
め
る
。『
舊
唐
書
』
の
張
氏
兄
弟
の
傳
に
も
、
こ
の
こ
と
を
載
せ
て
次
の

よ
う
に
言
う
。

聖
曆
二
年
、
控
鶴
府
の
官
員
を
置
き
、
易
之
を
以
て
控
鶴
監
內
供
奉
と
爲
し
、
餘
官
は
故
の
如
し
。
久
視
元
年
、
控
鶴
府
を
改

め
て
奉
宸
府
と
爲
し
、
又
た
易
之
を
以
て
奉
宸
令
と
爲
し
、
辭
人
の
閻
朝
隱
・
薛
稷
・
員
半
千
を
引
き
て
竝
び
に
奉
宸
供
奉
と

爲
す（

19
）。

（『
舊
唐
書
』
卷
七
十
八
、
張
行
成
傳
、
族
孫
易
之
昌
宗
傳
）

　
ま
た
、『
舊
唐
書
』
酷
吏
傳
上
、
吉
頊
傳
に
は
、
よ
り
く
わ
し
く
聖
曆
二
年
に
「
控
鶴
內
供
奉
」
と
な
っ
た
人
々
の
名
前
を
列
記
す
る
。
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聖
曆
二
年
臘
月
、
天
官
侍
郞
に
遷
り
、
同
鳳
閣
鸞
臺
平
章
事
た
り
。
時
に
易
之
・
昌
宗
、
則
天
に
諷
し
て
控
鶴
監
の
官
員
を
置

か
し
め
、
則
天
は
易
之
を
以
て
控
鶴
監
と
爲
す
。
頊
は
素
よ
り
易
之
兄
弟
と
親
善
た
り
、
遂
に
頊
を
引
き
て
、
殿
中
少
監
の
田

歸
道
、
鳳
閣
舍
人
の
薛
稷
、
正
諫
大
夫
の
員
半
千
、
夏
官
侍
郞
の
李
迥
秀
を
以
て
、
俱
に
控
鶴
內
供
奉
爲
ら
し
め
、
時
議
は
甚

だ
悅
ば
ず（

20
）。

（『
舊
唐
書
』
卷
一
百
八
十
六
上
、
酷
吏
傳
上
、
吉
頊
傳
）

　
こ
の
資
料
か
ら
、
聖
曆
二
年
臘
月
の
前
後
、
控
鶴
府
の
人
員
が
定
ま
っ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
具
體
的
な
日
時
は
判
明
し
な
い
。

『
資
治
通
鑑
』
卷
二
百
六
、
聖
曆
二
年
正
月
甲
子
の
條
は
、
正
史
の
不
足
を
補
い
う
る
資
料
で
あ
る
。

甲
子
、
控
鶴
監
丞
、
主
簿
等
の
官
を
置
く
。
率
ね
皆
な
嬖
寵
の
人
に
し
て
、
頗
る
才
能
文
學
の
士
を
用
い
て
以
て
之
に

ま
じ參

う
。
司

衞
卿
の
張
易
之
を
以
て
控
鶴
監
と
爲
し
、
銀
靑
光
祿
大
夫
の
張
昌
宗
、
左
臺
中
丞
の
吉
頊
、
殿
中
監
の
田
歸
道
、
夏
官
侍
郞
の

李
逈
秀
、
鳳
閣
舍
人
の
薛
稷
、
正
諫
大
夫
の
臨
汾
の
員
半
千
、
皆
な
控
鶴
監
內
供
奉
と
爲
す（

21
）。

（『
資
治
通
鑑
』
卷
二
百
六
）

　
胡
三
省
は
「
甲
子
、
控
鶴
監
丞
、
主
簿
等
の
官
を
置
く
」
に
注
し
て
「
先
に
已
に
控
鶴
監
を
置
き
、
今
は
じ方
め
て
官
を
備
う
」
と
言
っ

て
い
る
。
こ
の
『
資
治
通
鑑
』
の
基
づ
く
と
こ
ろ
は
未
詳
で
あ
る
が
、
こ
の
聖
曆
二
年
正
月
甲
子
の
時
點
で
、
控
鶴
府
の
人
員
が
定

ま
っ
た
と
す
る
こ
と
を
一
說
と
し
て
備
え
て
お
き
た
い
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
張
氏
兄
弟
を
中
心
に
す
え
て
控
鶴
府
を
整
備
し
た
上
で
、
武
則
天
は
聖
曆
二
年
二
月
、
王
子
晉
廟
を
再
訪
し
た
。

張
氏
兄
弟
に
と
り
い
っ
て
い
た
詩
人
、
閻
朝
隱
も
武
則
天
に
隨
行
し
た
形
跡
が
あ
る
。

聖
曆
二
年
、
則
天
、
不
豫
た
り
、
朝
隱
を
し
て
少
室
山
に
往
き
て
祈
禱
せ
し
む
。
朝
隱
は
乃
ち
曲
げ
て
悅
媚
を
申
べ
、
身
を
以

て
犧
牲
と
爲
し
、
請
う
ら
く
は
上
の
苦
し
む
所
に
代
ら
ん
、
と
。
將
に
康
復
す
る
に
及
び
、
絹
綵
百
匹
、
金
銀
器
十
事
を
賜
わ

る
。
俄
か
に
麟
臺
少
監
に
轉
ず
。
易
之
、
誅
に
伏
す
る
に
、
坐
し
て
嶺
外
に
徙
さ
る（

22
）。

（『
舊
唐
書
』
卷
一
百
九
十
中
、
文
苑
傳
中
、

閻
朝
隱
傳
）

　
武
則
天
に
よ
る
嵩
山
再
訪
は
、
碑
陰
に
そ
の
名
の
見
え
ぬ
、
多
く
の
張
氏
兄
弟
の
と
り
ま
き
た
ち
を
と
も
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
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そ
も
そ
も
控
鶴
府
と
は
、
そ
の
嵩
山
再
訪
に
際
し
て
、
張
氏
兄
弟
が
自
分
た
ち
の
存
在
を
示
す
た
め
に
、「
則
天
に
諷
し
て
」
（『
舊

唐
書
』
吉
頊
傳
の
語
）
置
か
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
嵩
山
再
訪
こ
そ
は
、
張
氏
兄
弟
の
晴
れ
の
舞
臺
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
い

う
意
味
で
は
、
武
后
が
張
氏
兄
弟
を
寵
愛
し
た
こ
と
と
、「
升
仙
太
子
碑
」
の
樹
立
が
無
關
係
で
あ
っ
た
と
は
言
え
ず
、
現
に
左
右
の

「
控
鶴
內
供
奉
」
は
、
碑
陰
に
そ
の
名
を
留
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
張
氏
兄
弟
の
名
は
直
接
、
碑
陰
に
見
え
ぬ
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く

影
の
部
分
と
し
て
隱
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
嵩
山
再
訪
後
、
久
視
元
年
（
七
〇
〇
）
、
奉
宸
府
と
名
を
變
え
た
控
鶴
府
は
、
き
わ
め
て
醜
惡
で
下
劣
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
と

い
う
。天

后
、
美
少
年
を
選
ば
し
め
て
左
右
奉
宸
供
奉
と
爲
す
。
右
補
闕
の
朱
敬
則
、
諫
め
て
曰
く
「
…
…
。
陛
下
の
內
寵
、
已
に
薛
懷

義
・
張
易
之
・
昌
宗
有
り
、
固
よ
り
應
に
足
れ
り
。
近
く
聞
く
尙
舍
奉
御
の
柳
模
、
自
ら
言
う
、
子
の
良
賓
は
潔
白
に
し
て
鬚

眉
美
わ
し
、
と
。
左
監
門
衞
長
史
の
侯
祥
云
う
、
陽
道
壯
偉
に
し
て
、
薛
懷
義
に
過
ぐ
、
專
ら
欲
す
ら
く
自
ら
進
め
て
奉
宸
內

供
奉
に
堪
え
ん
、
と
。
禮
無
く
儀
無
く
、
朝
聽
に
溢
る
。
臣
愚
な
る
も
職
は
諫
諍
に
在
り
、
敢
え
て
奏
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
」
と
。

則
天
、
之
を

い
た勞

わ
り
て
曰
く
「
卿
の
直
言
に
非
ざ
れ
ば
、
朕
、
此
を
知
ら
ず
」
と（

23
）。

（『
舊
唐
書
』
卷
七
十
八
、
張
行
成
傳
、
族
孫
易

之
昌
宗
傳
）

　
こ
の
よ
う
な
奉
宸
府
の
腐
敗
を
文
學
に
よ
っ
て
隱
蔽
す
べ
く
考
案
さ
れ
た
「
美
事
」
が
、
張
昌
宗
を
中
心
と
し
て
、
大
型
の
類
書
、

『
三
敎
珠
英
』
を
編
纂
す
る
と
い
う
計
畫
で
あ
る
。
上
記
の
引
用
文
に
續
け
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

昌
宗
の
醜
聲
、
外
に
聞
こ
ゆ
る
を
以
て
、
欲
す
ら
く
美
事
を
以
て
其
の
迹
を
掩
わ
ん
と
、
乃
ち
昌
宗
に
詔
し
て
『
三
敎
珠
英
』
を

內
に
撰
ば
し
む
。
乃
ち
文
學
の
士
、
李
嶠
・
閻
朝
隱
・
徐
彥
伯
・
張
說
・
宋
之
問
・
崔
湜
・
富
嘉
謨
等
二
十
六
人
を
引
き
て
、
門

を
分
か
ち
て
撰
集
せ
し
め
、
一
千
三
百
卷
を
成
し
、
之
を
上
る（

24
）。

（『
舊
唐
書
』
卷
七
十
八
、
張
行
成
傳
、
族
孫
易
之
昌
宗
傳
）

　
の
ち
に
『
三
敎
珠
英
』
は
失
わ
れ
、
そ
の
全
貎
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、『
三
敎
珠
英
』
編
纂
に
攜
わ
っ
た
文
人
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た
ち
の
詩
を
、
彼
自
身
、
そ
の
一
員
で
あ
っ
た
崔
融
が
編
ん
だ
『
珠
英
學
士
集
』
五
卷
の
方
は（

25
）、

そ
の
殘
卷
、
二
卷
（
斯
二
七
一
七
・
伯

三
七
七
一
）
が
、
幸
い
敦
煌
か
ら
の
發
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
現
在
、
傅
璇
琮
編
撰
『
唐
人
選
唐
詩
新
編
』
（
陝
西
人
民
敎
育
出
版
社
、

一
九
九
六
年
）
と
し
て
整
理
校
刊
さ
れ
て
お
り
、
容
易
に
參
照
で
き
る
。
傅
璇
琮
氏
が
『
珠
英
學
士
集
』
に
付
し
た
「
前
記
」
も
、
本

書
に
關
す
る
詳
し
い
解
題
と
な
っ
て
お
り
、
有
益
で
あ
る
。
珠
英
學
士
の
名
を
最
も
詳
し
く
傳
え
る
の
は
、『
唐
會
要
』
卷
三
十
六
、

修
撰
で
あ
る
が（

26
）、

傅
氏
の
「
前
記
」
を
用
い
て
補
正
し
、
現
在
確
認
で
き
る
限
り
の
珠
英
學
士
を
列
記
す
る
。

1
張
昌
宗
（『
唐
會
要
』、
新
唐
書
藝
文
志
、
舊
張
行
成
傳
、
舊
徐
堅
傳
、
舊
閻
朝
隱
傳
、
新
李
適
傳
）

2
李
嶠
（『
唐
會
要
』、
新
唐
志
、
舊
張
行
成
傳
、
舊
徐
堅
傳
、
舊
閻
朝
隱
傳
、
新
李
適
傳
、
新
徐
彥
伯
傳
）

3
閻
朝
隱
（『
唐
會
要
』、
新
唐
志
、
舊
張
行
成
傳
、
舊
閻
朝
隱
傳
、
新
李
適
傳
）

4
徐
彥
伯
（『
唐
會
要
』、
新
唐
志
、
舊
張
行
成
傳
、
舊
徐
堅
傳
、
新
徐
彥
伯
傳
）

5
薛
曜
（『
唐
會
要
』、
新
唐
志
、
舊
薛
收
傳
）

6
員
半
千
（『
唐
會
要
』、
新
唐
志
、
舊
員
半
千
傳
）

7
魏
知
古
（『
唐
會
要
』）

8
于
季
子
（『
唐
會
要
』）

9
王
無
競
（『
唐
會
要
』、『
珠
英
學
士
集
』、
舊
閻
朝
隱
傳
、
新
李
適
傳
）

10
沈
佺
期
（『
唐
會
要
』、
新
唐
志
、『
珠
英
學
士
集
』、
舊
沈
佺
期
傳
、
新
李
適
傳
）

11
徐
堅
（『
唐
會
要
』、
舊
徐
堅
傳
）

12
尹
元
凱
（『
唐
會
要
』、
舊
閻
朝
隱
傳
、
新
李
適
傳
）

13
張
說
（『
唐
會
要
』、
新
唐
志
、
舊
張
行
成
傳
、
舊
張
說
傳
、
舊
徐
堅
傳
）
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14
馬
吉
甫
（『
唐
會
要
』、『
珠
英
學
士
集
』）

15
元
希
聲
（『
唐
會
要
』、『
珠
英
學
士
集
』）

16
李
處
正
（『
唐
會
要
』）

17
喬
備
（『
唐
會
要
』
作
「
高
備
」、
新
唐
志
作
「
喬
侃
」。『
珠
英
學
士
集
』、
舊
喬
知
之
傳
）

18
劉
知
幾
（『
唐
會
要
』、『
珠
英
學
士
集
』、
舊
劉
子
玄
傳
、
舊
徐
堅
傳
）

19
房
元
陽
（『
唐
會
要
』、『
珠
英
學
士
集
』）

20
宋
之
問
（『
唐
會
要
』、
新
唐
志
、
舊
張
行
成
傳
、
舊
宋
之
問
傳
、
新
李
適
傳
）

21
崔
湜
（『
唐
會
要
』、
新
唐
志
、『
珠
英
學
士
集
』、
舊
崔
仁
師
傳
、
舊
張
行
成
傳
）

22
韋
元
旦
（『
唐
會
要
』
作
「
常
元
旦
」）

23
楊
齊
哲
（『
唐
會
要
』、『
珠
英
學
士
集
』）

24
富
嘉
謨
（『
唐
會
要
』、
新
唐
志
、
舊
張
行
成
傳
、
舊
富
嘉
謨
傳
、
新
李
適
傳
）

25
符
鳳
（『
唐
會
要
』
作
蔣
鳳
）

26
李
適
（『
唐
會
要
』
作
「
王
適
」。『
珠
英
學
士
集
』、
舊
閻
朝
隱
傳
、
新
李
適
傳
）

27
胡
皓
（『
珠
英
學
士
集
』）

28
劉
允
濟
（
新
李
適
傳
）

29
崔
融
（
新
唐
志
云
『
珠
英
學
士
集
』
撰
者
）

　
ま
た
、『
珠
英
學
士
集
』
を
利
用
し
た
硏
究
と
し
て
、
賈
晉
華
氏
の
硏
究
が
あ
る（

27
）。

賈
氏
に
よ
る
と
、
高
宗
・
武
后
時
代
、
大
規
模

に
文
士
を
か
か
え
て
い
た
が
、
そ
の
集
團
は
、
高
宗
期
の
許
敬
宗
を
中
心
と
す
る
「
修
書
學
士
」、
武
后
前
期
の
「
北
門
學
士
」、
武
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后
後
期
の
「
珠
英
學
士
」
に
三
分
さ
れ
る
と
い
う
。
そ
の
上
で
賈
氏
は
、
珠
英
學
士
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
宋
之
問
・
沈
佺
期
が
律

詩
の
形
成
に
與
え
た
影
響
の
大
き
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
張
氏
兄
弟
と
珠
英
學
士
た
ち
の
近
し
さ
を
語
る
資
料
は
多
い
。
編
者
の
崔
融
は
「
和
梁
王
衆
傳
張
光
祿
是
王
子
晉
後
身
」
な
る
詩

を
作
り（

28
）、

ま
た
閻
朝
隱
と
宋
之
問
は
「
張
易
之
ら
の
作
る
所
の
篇
什
、
多
く
是
れ
朝
隱
及
び
宋
之
問
、
潛
か
に
代
り
て
之
を
爲
す
」
と

傳
え
ら
れ
て
い
る（

29
）。

　
以
上
、
控
鶴
府
（
後
の
奉
宸
府
）
及
び
『
三
敎
珠
英
』
編
纂
に
は
、
張
氏
兄
弟
を
と
り
ま
く
多
く
の
文
士
た
ち
が
關
與
し
た
こ
と
を
述

べ
た
。
た
と
え
『
舊
唐
書
』
吉
頊
傳
が
言
う
よ
う
に
、
控
鶴
府
の
設
立
が
張
氏
兄
弟
の
主
意
に
出
る
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、『
三
敎

珠
英
』
編
纂
は
武
則
天
の
意
向
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
文
飾
に
よ
っ
て
國
家
を
保
と
う
と
す
る
、
高
宗
以
來
の
「
文

敎
」
志
向
が
か
い
ま
見
え
る
の
で
あ
る
。

　　
　
　
結
び

　　
か
つ
て
饒
宗
頤
氏
は
「
武
后
の
宗
敎
信
仰
は
、
前
後
に
極
め
て
大
な
る
轉
變
有
り
、
其
の
薛
懷
義
と
接
近
せ
る
時
期
に
在
り
て
は
、

佛
敎
を
利
用
す
る
に
由
り
て
、
佛
敎
を
崇
信
す
。
晚
年
に
及
び
常
に
嵩
山
に
遊
幸
し
、
則
ち
興
趣
は
道
敎
に
轉
移
せ
り
」
と
い
っ
た（

30
）。

「
晚
年
に
及
び
常
に
嵩
山
に
遊
幸
し
、
則
ち
興
趣
は
道
敎
に
轉
移
せ
り
」
と
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
嵩
山
や
そ
こ
に

あ
っ
た
道
敎
が
、
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
武
則
天
に
と
り
重
要
で
あ
っ
た
の
か
。
晚
年
の
武
則
天
を
如
實
に
傳
え
る
記
錄
の
一

つ
で
あ
る
「
升
仙
太
子
碑
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
第
一
に
、
高
宗
と
と
も
に
計
畫
し
た
、
嵩
山
封
禪
は
、
武
則
天
の
晚
年
に
至
る
ま
で
、
大
き
な
意
味
を
持
ち
續
け
た
こ
と
が

指
摘
で
き
よ
う
。
本
文
に
て
も
論
じ
た
と
お
り
、
碑
銘
に
は
封
禪
の
こ
と
が
「
功
を
蒼
昊
に
歸
し
、
昇
せ
て
聞
え
政
を
表
す
」
と
描
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か
れ
て
い
る
。
單
に
、
娛
樂
と
し
て
嵩
山
を
訪
れ
た
わ
け
で
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
吉
川
忠
夫
氏
が
か
つ
て
「
封
禪
が
王
者
の

功
業
の
成
就
を
天
地
に
報
吿
す
る
た
め
の
國
家
祭
祀
と
い
う
本
來
の
性
格
を
離
れ
て
、
皇
帝
個
人
の
永
生
を
希
願
す
る
た
め
の
も
の

と
な
っ
て
い
た
」
と
い
う
事
情
も
勘
案
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い（

31
）。

　
第
二
に
、
聖
曆
二
年
の
嵩
山
再
訪
は
、
宰
相
た
ち
を
多
く
伴
っ
た
點
に
お
い
て
、
一
種
の
政
治
的
な
威
力
を
示
す
目
的
が
あ
っ
た
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
嵩
山
は
、
武
則
天
の
晚
年
に
至
る
ま
で
、
示
威
の
場
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
第
三
に
、
張
氏
兄
弟
の
た
め
に
控
鶴
府
を
設
け
た
こ
と
の
意
義
の
一
つ
は
、
彼
ら
を
と
も
な
っ
て
嵩
山
を
再
訪
し
、
樂
し
む
た
め

で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
も
う
一
つ
に
は
、『
資
治
通
鑑
』
が
「
率
ね
皆
な
嬖
寵
の
人
に
し
て
、

•　頗
•　る
•　才
•　能
•　文
•　學
•　の
•　士
•　を
•　用
•　い
•　て

以
て
之
に

ま
じ參

う
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
文
飾
の
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
飾
の
方
向
性
は
、
後
に
『
三
敎
珠
英
』
の
編
纂
と
し
て

さ
ら
に
擴
充
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
「
升
仙
太
子
碑
」
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
以
上
の
事
柄
で
あ
る
。
一
方
、
專
門
の
宗
敎
者
の
力
を
借
り
た
宗
敎
儀

禮
の
要
素
は
、
こ
の
碑
か
ら
は
あ
ま
り
明
確
に
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。
こ
の
點
に
、
武
則
天
晚
年
の
傾
向
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か

も
知
れ
な
い
。

　　
　
　
補
　
そ
の
影
響

　　
「
升
仙
太
子
碑
」
は
、
武
后
後
期
に
固
有
の
神
仙
像
を
明
確
に
體
現
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
碑
の
影
響
を
看
取

し
う
る
二
つ
の
資
料
を
紹
介
し
た
い
。

　
第
一
は
、『
舊
唐
書
』
音
樂
志
四
に
載
せ
る
「
章
懷
太
子
廟
樂
章
」
の
第
一
章
「
迎
神
」
で
あ
る
。
章
懷
太
子
は
、
李
賢
、
高
宗
と

武
則
天
の
閒
に
生
ま
れ
な
が
ら
、
文
明
元
年
（
六
八
四
）
、
武
則
天
に
よ
っ
て
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
た
。
そ
の
後
、
神
龍
（
七
〇
五
―
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七
〇
七
）
の
初
年
に
作
ら
れ
た
の
が
、
こ
の
「
章
懷
太
子
廟
樂
章
」
で
あ
る
。

副
君
　
象
を
昭
ら
か
に
し
、
道
は
黃
離
に
應
ず
。
銅
樓
　
德
を
備
え
、
玉
裕
　
規
を
成
す
。
仙
氣
　
靄
靄
た
り
、
靈
從
　
師
師

た
り
。
前
驅
　

き
た戾

り
て

い
た止

り
、
控
鶴
　
來
り
て
儀
す（

32
）。

（『
舊
唐
書
』
卷
三
十
一
、
音
樂
志
四
）

　
「
控
鶴
」
の
語
は
、
孫
綽
「
游
天
台
賦
」
に
「
王
喬
　
鶴
を
控
え
て
以
て
天
に
と冲
ぶ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
古
く
か
ら
、
王
子
晉
が
鶴

を
御
し
て
天
に
あ
が
る
こ
と
を
示
唆
す
る
こ
と
ば
で
あ
り
、「
升
仙
太
子
碑
」
で
は
銘
の
第
七
に
「
眞
を
尋
ね
て
辯
を
御
し
、
鶴
を
控

え
て
龍
に
乘
る
」
と
見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
再
生
さ
れ
た
王
子
晉
の
「
控
鶴
」
が
、
か
つ
て
太
子
で
あ
っ
た
李
賢
の
表
象
に
用
い
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
は
、
一
九
八
七
年
、
陝
西
省
扶
風
縣
の
法
門
寺
塔
の
地
下
か
ら
發
見
さ
れ
た
「
人
物
禽
獸
文
高
腳
香
盒
」
と
名
付
け
ら
れ

た
香
盒
で
あ
る
。
銀
製
、
鍛
造
・
鍍
金
。
高
さ
二
四
・
五
糎
、
口
徑
は
一
二
・
六
糎
。
唐
代
、
九
世
紀
。
陝
西
省
法
門
寺
博
物
館
藏（

33
）。

こ
の
香
合
の
器
部
に
は
、
そ
の
四
面
に
そ
れ
ぞ
れ
「
人
物
禽
獸
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
圖
錄
『
宮
廷
の
榮
華
　
唐
の
女
帝
・
則
天
武

后
と
そ
の
時
代
展
』
で
は
、
こ
の
圖
案
を
「
時
計
回
り
に
見
る
と
、
琴
を
彈
く
人
物
と
雙
鶴
、
蛇
に
玉
狀
の
餌
を
や
る
人
物
、
笙
を

吹
く
人
物
と
鳳
凰
、
縱
笛
を
奏
す
る
人
物
と
杯
を
手
に
す
る
人
物
」
と
解
し
て
い
る
。

　
こ
の
圖
案
は
、
私
に
は
す
べ
て
王
子
晉
に
關
わ
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
碑
序
に
見
え
る
「
紫
雲
爲
蓋
、
見
嘉
貺
於
張
陵
。

白
蜺
成
質
、
遺
神
丹
於
崔
子
。
鳳
笙
流
響
、
恆
居
伊
洛
之
閒
。
鶴
駕
騰
鑣
、
俄
陟
神
仙
之
路
」
と
い
う
部
分
が
、
圖
案
を
讀
み
解
く

一
つ
の
手
が
か
り
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
ま
ず
、「
琴
を
彈
く
人
物
と
雙
鶴
」
は
、
王
子
晉
が
鶴
を
招
き
寄
せ
た
圖
と
見
え
る
。
强
い
て
言
え
ば
「
鶴
駕
　く

つ
わ鑣を
あ騰

げ
、
俄
か

に
神
仙
の
路
を

の
ぼ陟

る
」
に
當
た
る
。

　
「
蛇
に
玉
狀
の
餌
を
や
る
人
物
」
は
、
蜺
と
い
う
龍
の
よ
う
な
雲
氣
に
變
身
し
た
王
子
晉
が
、
崔
文
子
に
與
え
る
圖
で（

34
）、「

白
蜺
　

質
を
成
し
、
神
丹
を
崔
子
に
遺
る
」
に
當
た
る
。
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「
笙
を
吹
く
人
物
と
鳳
凰
」
は
、
王
子
晉
が
笙
を
吹
く
と
鳳
凰
が
や
っ
て
き
た
圖
案
で
、「
鳳
笙
　
響
を
流
し
、
恆
に
伊
洛
の
閒
に

居
る
」
に
當
た
る
が
、
碑
文
の
「
鳳
笙
」
は
「
鳳
凰
の
鳴
き
聲
の
ご
と
き
王
子
晉
の
笙
の
音
」
の
意
で
あ
る
か
ら
、
嚴
密
に
は
一
致

し
な
い
。

　
「
縱
笛
を
奏
す
る
人
物
と
杯
を
手
に
す
る
人
物
」
は
、
讀
み
解
け
な
い
が
、「
紫
雲
を
蓋
と
爲
し
、
張
陵
に
嘉
貺
を

し
め見

す
」
と
關
係

す
る
可
能
性
は
あ
る（

35
）。

　
す
べ
て
が
嚴
密
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
若
い
仙
人
と
し
て
最
も
可
能
性
が
高
い
の
は
王
子
晉
で
あ
り
、

こ
の
香
合
が
王
子
晉
の
逸
話
を
圖
案
化
し
た
も
の
と
判
定
で
き
る
。
王
子
晉
の
形
象
は
、
六
朝
以
來
傳
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
あ

る
が
、「
升
仙
太
子
碑
」
に
よ
っ
て
、
よ
り
明
確
に
示
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

注

（
１
）
唐
代
の
嵩
山
封
禪
に
つ
い
て
は
、
麥
谷
邦
夫
「
唐
代
封
禪
議
小
考
」（
小
南
一
郞
編
『
中
國
文
明
の
形
成
』、
朋
友
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
京

都
大
學
人
文
科
學
硏
究
所
硏
究
報
吿
）
が
詳
し
く
考
證
し
て
い
る
。

（
２
）
『
舊
唐
書
』
卷
二
十
三
、
禮
儀
志
三
「
則
天
證
聖
元
年
、
將
有
事
於
嵩
山
、
先
遣
使
致
祭
以
祈
福
助
、
下
制
、
號
嵩
山
爲
神
嶽
、
尊
嵩
山
神

爲
天
中
王
、
夫
人
爲
靈
妃
。
嵩
山
舊
有
夏
啓
及
啓
母
、
少
室
阿
姨
神
廟
、
咸
令
預
祈
祭
。
至
天
册
萬
歲
二
年
臘
月
甲
申
、
親
行
登
封
之
禮
。

禮
畢
、
便
大
赦
、
改
元
萬
歲
登
封
、
改
嵩
陽
縣
爲
登
封
縣
、
陽
成
縣
爲
吿
成
縣
。
粤
三
日
丁
亥
、
禪
于
少
室
山
。
又
二
日
己
丑
、
御
朝
覲
壇

朝
羣
臣
、
咸
如
乾
封
之
儀
。
則
天
以
封
禪
日
爲
嵩
嶽
神
祇
所
祐
、
遂
尊
神
嶽
天
中
王
爲
神
嶽
天
中
皇
帝
、
靈
妃
爲
天
中
皇
后
、
夏
后
啓
爲
齊

聖
皇
帝
、
封
啓
母
神
爲
玉
京
太
后
、
少
室
阿
姨
神
爲
金
闕
夫
人
、
王
子
晉
爲
昇
仙
太
子
、
別
爲
立
廟
。
登
封
壇
南
有
槲
樹
、
大
赦
日
於
其
杪

置
金
鷄
樹
。
則
天
自
制
「
昇
中
述
志
碑
」、
樹
於
壇
之
丙
地
」。

（
３
）
趙
明
誠
『
金
石
錄
』
卷
二
十
五
「
是
時
張
易
之
・
昌
宗
兄
弟
方
有
寵
、
諂
諛
者
以
昌
宗
爲
子
晉
後
身
、
故
武
后
爲
葺
其
祠
、
親
銘
而
書
於
其
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碑
。
君
臣
宣
淫
無
恥
類
如
此
、
可
發
萬
古
之
一
笑
也
」。

（
４
）
『
舊
唐
書
』
卷
一
百
八
十
三
、
外
戚
傳
、
武
三
思
傳
「
時
薛
懷
義
、
張
易
之
、
昌
宗
皆
承
恩
顧
、
三
思
與
承
嗣
每
折
節
事
之
。
…
…
。
又
贈

昌
宗
詩
、
盛
稱
昌
宗
才
貎
是
王
子
晉
後
身
、
仍
令
朝
士
遞
相
屬
和
。
三
思
又
以
則
天
厭
居
深
宮
、
又
欲
與
張
易
之
、
昌
宗
等
扈
從
馳
騁
、
以

弄
其
權
」。「
又
贈
昌
宗
詩
、
盛
稱
昌
宗
才
貎
是
王
子
晉
後
身
、
仍
令
朝
士
遞
相
屬
和
」
を
、『
册
府
元
龜
』
卷
三
百
七
で
は
「
又
贈
昌
宗
詩
、

稱
爲
王
子
晉
後
身
、
極
筆
褒
美
」
と
作
る
。

（
５
）
『
朝
野
僉
載
』
卷
五
「
天
后
梁
王
武
三
思
爲
張
易
之
作
傳
云
「
是
王
子
晉
後
身
」、
於
緱
氏
山
立
廟
。
詞
人
才
子
、
佞
者
爲
詩
以
詠
之
。
舍
人

崔
融
爲
最
。
周
年
、
易
之
族
、
佞
者
竝
流
於
嶺
南
」。

（
６
）
『
太
平
廣
記
』
卷
一
百
八
十
八
「
張
易
之
・
昌
宗
、
時
初
入
朝
、
官
位
尙
卑
。
諂
附
者
乃
呼
爲
五
郞
、
六
郞
、
自
後
因
以
成
俗
。
…
…
。
張

昌
宗
之
貴
也
、
武
三
思
謂
之
王
子
晉
後
身
、
爲
詩
以
贈
之
。
詩
至
今
猶
存
。
出
『
國
史
異
纂
』」。

（
７
）
『
舊
唐
書
』
卷
七
十
八
、
張
行
成
傳
、
附
族
孫
易
之
昌
宗
「
久
視
元
年
、
改
控
鶴
府
爲
奉
宸
府
、
又
以
易
之
爲
奉
宸
令
、
引
辭
人
閻
朝
隱
・
薛

稷
・
員
半
千
竝
爲
奉
宸
供
奉
。
每
因
宴
集
、
則
令
嘲
戲
公
卿
以
爲
笑
樂
。
若
內
殿
曲
宴
、
則
二
張
・
諸
武
侍
坐
、
樗
蒱
笑
謔
、
賜
與
無
算
。

時
諛
佞
者
奏
云
、「
昌
宗
是
王
子
晉
後
身
」。
乃
令
被
羽
衣
、
吹
簫
、
乘
木
鶴
、
奏
樂
於
庭
、
如
子
晉
乘
空
。
辭
人
皆
賦
詩
以
美
之
、
崔
融
爲

其
絕
唱
、
其
句
有
「
昔
遇
浮
丘
伯
、
今
同
丁
令
威
。
中
郞
才
貎
是
、
藏
史
姓
名
非
」」。

（
８
）
王
昶
『
金
石
萃
編
』
卷
六
十
三
「
不
可
謂
升
仙
立
廟
因
張
昌
宗
而
作
。『
金
石
錄
』
遽
加
醜
詆
之
詞
、
亦
過
矣
」。

（
９
）
王
昶
『
金
石
萃
編
』
卷
六
十
三
「
或
者
以
武
氏
之
先
、
出
自
姬
姓
。
周
平
王
少
子
生
而
有
文
在
手
、
曰
武
、
遂
以
爲
氏
。
唐
世
尊
崇
神
仙
、

以
老
子
爲
得
姓
之
祖
。
周
家
之
昇
仙
者
、
有
子
晉
、
因
而
崇
奉
之
。
玩
碑
云
「
我
國
家
先
天
纂
業
、
闢
地
裁
基
、
山
鳴
鸑
鷟
、
爰
彰
受
命
之

祥
、
洛
出
圖
書
、
式
兆
興
王
之
運
」
云
云
、
可
證
也
」。「
或
者
」
の
說
は
「
有
子
晉
、
因
而
崇
奉
之
」
ま
で
で
、
そ
の
後
に
王
昶
が
碑
文
を

引
い
て
「
可
證
也
」
と
斷
じ
た
、
と
解
し
た
。

（
10
）
饒
宗
頤
「
從
石
刻
論
武
后
之
宗
敎
信
仰
」（『
中
央
硏
究
院
歷
史
語
言
硏
究
所
集
刊
』
第
四
十
五
本
、
第
三
分
、
一
九
七
四
年
）、
第
三
節
「
武

后
與
道
敎
及
封
禪
之
典
」。

（
11
）
吉
川
忠
夫
「
道
敎
の
道
系
と
禪
の
法
系
」（『
東
洋
學
術
硏
究
』
第
二
七
卷
、
別
册
、
一
九
八
八
年
）。

（
12
）
神
塚
淑
子
「
則
天
武
后
期
の
道
敎
」（
吉
川
忠
夫
編
『
唐
代
の
宗
敎
』
朋
友
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
京
都
大
學
人
文
科
學
硏
究
所
硏
究
報
吿
）。
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（
13
）
雷
聞
『
郊
廟
之
外
―
隋
唐
國
家
祭
祀
與
宗
敎
』（
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）、
第
二
章
「
道
敎
、
佛
敎
與
國
家
祭
祀
」。

（
14
）
王
昶
『
金
石
萃
編
』
卷
六
十
三
「
中
宗
以
神
龍
元
年
復
位
、
至
十
一
月
、
太
后
崩
。
不
知
何
以
二
年
相
王
旦
有
奉
制
刊
碑
刻
石
爲
記
之
事
。

豈
此
碑
製
書
在
聖
曆
二
年
、
上
石
在
神
龍
二
年
耶
」。

（
15
）
饒
宗
頤
の
前
揭
論
文
に
よ
る
と
、「
白
鶴
觀
碑
」
も
武
后
の
時
に
作
成
さ
れ
、
後
に
中
宗
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
立
て
ら
れ
た
と
い
う
。
當

時
、
碑
を
作
成
し
た
後
、
す
ぐ
に
立
て
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
16
）
「
升
仙
太
子
碑
」
の
碑
陰
を
實
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、『
金
石
萃
編
』
に
據
っ
た
。
則
天
文
字
は
、
通
行
自
體
に
改
め
た
。

（
17
）
王
昶
『
金
石
萃
編
』
卷
六
十
三
「
此
碑
闕
姓
名
二
字
、
當
是
薛
稷
、
官
正
鳳
閣
舍
人
、
與
碑
合
」。

（
18
）
『
舊
唐
書
』
卷
六
、
則
天
皇
后
紀
「（
聖
曆
）
二
年
春
二
月
、
封
皇
嗣
旦
爲
相
王
。
初
爲
寵
臣
張
易
之
及
其
弟
昌
宗
置
控
鶴
府
官
員
、
尋
改
爲

奉
宸
府
、
班
在
御
史
大
夫
下
。
左
肅
政
御
史
中
丞
魏
元
忠
爲
鳳
閣
侍
郞
、
吉
頊
爲
天
官
侍
郞
、
竝
同
鳳
閣
鸞
臺
平
章
事
。
戊
子
、
幸
嵩
山
、

過
王
子
晉
廟
。
丙
申
、
幸
緱
山
。
丁
酉
、
至
自
嵩
山
」。

（
19
）
『
舊
唐
書
』
卷
七
十
八
、
張
行
成
傳
、
族
孫
易
之
昌
宗
傳
「
聖
曆
二
年
、
置
控
鶴
府
官
員
、
以
易
之
爲
控
鶴
監
內
供
奉
、
餘
官
如
故
。
久
視

元
年
、
改
控
鶴
府
爲
奉
宸
府
、
又
以
易
之
爲
奉
宸
令
、
引
辭
人
閻
朝
隱
、
薛
稷
、
員
半
千
竝
爲
奉
宸
供
奉
」。

（
20
）
『
舊
唐
書
』
卷
一
百
八
十
六
上
、
酷
吏
傳
上
、
吉
頊
傳
「
聖
曆
二
年
臘
月
、
遷
天
官
侍
郞
、
同
鳳
閣
鸞
臺
平
章
事
。
時
易
之
・
昌
宗
諷
則
天

置
控
鶴
監
官
員
、
則
天
以
易
之
爲
控
鶴
監
。
頊
素
與
易
之
兄
弟
親
善
、
遂
引
頊
、
以
殿
中
少
監
田
歸
道
、
鳳
閣
舍
人
薛
稷
、
正
諫
大
夫
員
半

千
、
夏
官
侍
郞
李
迥
秀
、
俱
爲
控
鶴
內
供
奉
、
時
議
甚
不
悅
」。

（
21
）
『
資
治
通
鑑
』
卷
二
百
六
「
甲
子
、
置
控
鶴
監
丞
、
主
簿
等
官
。
率
皆
嬖
寵
之
人
、
頗
用
才
能
文
學
之
士
以
參
之
。
以
司
衞
卿
張
易
之
爲
控

鶴
監
、
銀
靑
光
祿
大
夫
張
昌
宗
、
左
臺
中
丞
吉
頊
、
殿
中
監
田
歸
道
、
夏
官
侍
郞
李
逈
秀
、
鳳
閣
舍
人
薛
稷
、
正
諫
大
夫
臨
汾
員
半
千
、
皆

爲
控
鶴
監
內
供
奉
」。

（
22
）
『
舊
唐
書
』
卷
一
百
九
十
中
、
文
苑
傳
中
、
閻
朝
隱
傳
「
聖
曆
二
年
、
則
天
不
豫
、
令
朝
隱
往
少
室
山
祈
禱
。
朝
隱
乃
曲
申
悅
媚
、
以
身
爲

犧
牲
、
請
代
上
所
苦
。
及
將
康
復
、
賜
絹
綵
百
匹
、
金
銀
器
十
事
。
俄
轉
麟
臺
少
監
。
易
之
伏
誅
、
坐
徙
嶺
外
」。『
資
治
通
鑑
』
卷
二
百
六

で
は
「（
聖
曆
）
二
月
己
丑
、
太
后
幸
嵩
山
、
過
緱
氏
、
謁
升
仙
太
子
廟
。
壬
辰
、
太
后
不
豫
。
遣
給
事
中
欒
城
閻
朝
隱
禱
少
室
山
。
朝
隱
自

爲
犧
牲
、
沐
浴
伏
俎
上
、
請
代
太
后
命
、
太
后
疾
小
愈
、
厚
賞
之
」
と
あ
り
、
閻
朝
隱
の
こ
の
狂
言
を
聖
曆
二
年
二
月
の
嵩
山
訪
問
時
の
こ
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と
と
す
る
。

（
23
）
『
舊
唐
書
』
卷
七
十
八
、
張
行
成
傳
、
族
孫
易
之
昌
宗
傳
「
天
后
令
選
美
少
年
爲
左
右
奉
宸
供
奉
、
右
補
闕
朱
敬
則
諫
曰
「
…
…
。
陛
下
內

寵
、
已
有
薛
懷
義
、
張
易
之
、
昌
宗
、
固
應
足
矣
。
近
聞
尙
舍
奉
御
柳
模
自
言
子
良
賓
潔
白
美
鬚
眉
、
左
監
門
衞
長
史
侯
祥
云
陽
道
壯
偉
、

過
於
薛
懷
義
、
專
欲
自
進
堪
奉
宸
內
供
奉
。
無
禮
無
儀
、
溢
於
朝
聽
。
臣
愚
職
在
諫
諍
、
不
敢
不
奏
。」
則
天
勞
之
曰
「
非
卿
直
言
、
朕
不

知
此
」」。

（
24
）
『
舊
唐
書
』
卷
七
十
八
、
張
行
成
傳
、
附
張
昌
宗
傳
「
以
昌
宗
醜
聲
聞
于
外
、
欲
以
美
事
掩
其
迹
、
乃
詔
昌
宗
撰
『
三
敎
珠
英
』
於
內
。
乃

引
文
學
之
士
李
嶠
、
閻
朝
隱
、
徐
彥
伯
、
張
說
、
宋
之
問
、
崔
湜
、
富
嘉
謨
等
二
十
六
人
、
分
門
撰
集
、
成
一
千
三
百
卷
、
上
之
」。

（
25
）
『
新
唐
書
』
藝
文
志
四
「『
珠
英
學
士
集
』
五
卷
、
崔
融
集
武
后
時
脩
三
敎
珠
英
學
士
李
嶠
、
張
說
等
詩
」。

（
26
）
『
唐
會
要
』
卷
三
十
六
、
修
撰
「
大
足
元
年
十
一
月
十
二
日
、
麟
臺
監
張
昌
宗
撰
『
三
敎
珠
英
』
一
千
三
百
卷
成
、
上
之
。
初
、
聖
歷
中
、

以
上
御
覽
及
『
文
思
博
要
』
等
書
、
聚
事
多
未
周
備
、
遂
令
張
昌
宗
召
李
嶠
・
閻
朝
隱
・
徐
彥
伯
・
薛
曜
・
員
半
千
・
魏
知
古
・
于
季
子
・

王
無
競
・
沈
佺
期
・
王
適
・
徐
堅
・
尹
元
凱
・
張
說
・
馬
吉
甫
・
元
希
聲
・
李
處
正
・
高
備
・
劉
知
幾
・
房
元
陽
・
宋
之
問
・
崔
湜
・
常
元

旦
・
楊
齊
哲
・
富
嘉
謨
・
蔣
鳳
等
二
十
六
人
同
撰
。
于
舊
書
外
、
更
加
佛
道
二
敎
及
親
屬
・
姓
名
・
方
城
等
部
」。

（
27
）
『
唐
代
集
會
總
集
與
詩
人
群
硏
究
』（
北
京
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）、
附
篇
「
高
宗
・
武
后
時
期
三
大
修
書
學
士
群
―
律
詩
定
格
與
類

書
泛
濫
」。

（
28
）
崔
融
「
和
梁
王
眾
傳
張
光
祿
是
王
子
晉
後
身
」（『
全
唐
詩
』
卷
六
十
八
）「
聞
有
沖
天
客
、
披
雲
下
帝
畿
。
三
年
上
賓
去
、
千
載
忽
來
歸
。
／

昔
遇
浮
丘
伯
、
今
同
丁
令
威
。
中
郞
才
貎
是
、
藏
史
姓
名
非
。
／
祗
召
趨
龍
闕
、
承
恩
拜
虎
闈
。
丹
成
金
鼎
獻
、
酒
至
玉
杯
揮
。
／
天
仗
分

旄
節
、
朝
容
閒
羽
衣
。
舊
壇
何
處
所
、
新
廟
坐
光
輝
。
／
漢
主
存
仙
要
、
淮
南
愛
道
機
。
朝
朝
緱
氏
鶴
、
長
向
洛
城
飛
」。

（
29
）
『
舊
唐
書
』
卷
一
百
九
十
中
、
文
苑
傳
中
、
閻
朝
隱
傳
「
累
遷
給
事
中
、
預
修
『
三
敎
珠
英
』。
張
易
之
等
所
作
篇
什
、
多
是
朝
隱
及
宋
之
問

潛
代
爲
之
。
聖
曆
二
年
、
則
天
不
豫
、
令
朝
隱
往
少
室
山
祈
禱
。
朝
隱
乃
曲
申
悅
媚
、
以
身
爲
犧
牲
、
請
代
上
所
苦
。
及
將
康
復
、
賜
絹
綵

百
匹
、
金
銀
器
十
事
。
俄
轉
麟
臺
少
監
。
易
之
伏
誅
、
坐
徙
嶺
外
」。

（
30
）
饒
宗
頤
氏
、
前
揭
論
文
。

（
31
）
吉
川
忠
夫
氏
、
前
揭
論
文
。
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　　武則天「升仙太子碑」立碑の背景

（
32
）
『
舊
唐
書
』
卷
三
十
一
、
音
樂
志
四
「
章
懷
太
子
廟
樂
章
」「
迎
神
第
一
〔
姑
洗
宮
〕」「
副
君
昭
象
、
道
應
黃
離
。
銅
樓
備
德
、
玉
裕
成
規
。

仙
氣
靄
靄
、
靈
從
師
師
。
前
驅
戾
止
、
控
鶴
來
儀
」。

（
33
）
こ
の
香
合
に
つ
い
て
の
記
錄
は
、『
宮
廷
の
榮
華
　
唐
の
女
帝
・
則
天
武
后
と
そ
の
時
代
展
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
、
一
九
九
八
年
）、
一
七
六
・
一
七
七

頁
に
よ
る
。

（
34
）
『
搜
神
記
』
卷
一
「
崔
文
子
者
、
泰
山
人
也
。
學
仙
於
王
子
喬
。
子
喬
化
爲
白
蜺
、
而
持
藥
與
文
子
。
文
子
驚
怪
、
引
戈
擊
蜺
、
中
之
、
因

墮
其
藥
。
俯
而
視
之
、
王
子
喬
之
尸
也
。
置
之
室
中
、
覆
以
敝
筐
。
須
臾
、
化
爲
大
鳥
。
開
而
視
之
、
翻
然
飛
去
」。

（
35
）
「
見
嘉
貺
於
張
陵
」
は
、
出
典
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
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唐
・
玄
宗
の
三
經
御
注
を
め
ぐ
る
諸
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
御
注
金
剛
般
若
經
』
を
中
心
に

　

　
　
　
麥
　
谷
　
　
邦
　
夫
　
　

　　　　
　
　
は
じ
め
に

　　
唐
王
朝
の
對
三
敎
政
策
、
特
に
佛
道
二
敎
政
策
が
、
時
代
に
よ
っ
て
か
な
り
大
き
く
變
化
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
柄
で
あ
ろ
う
。
と

り
わ
け
、
高
宗
、
武
后
か
ら
玄
宗
に
至
る
時
期
は
、
三
敎
に
對
す
る
比
重
が
佛
敎
か
ら
道
敎
へ
と
傾
い
た
時
期
で
あ
り
、
そ
の
傾
向

は
玄
宗
朝
に
お
い
て
顯
著
で
あ
っ
た
。

　
玄
宗
が
卽
位
し
た
當
時
は
、
佛
道
兩
敎
に
對
し
て
統
制
的
な
施
策
が
取
ら
れ
て
い
た
が
、
と
り
わ
け
僞
濫
僧
の
橫
溢
と
造
寺
造
佛

に
熱
中
す
る
佛
敎
敎
團
が
批
判
の
對
象
と
な
っ
て
い
た
。
姚
崇
を
宰
相
に
拔
擢
し
た
玄
宗
は
、
彼
の
助
言
に
從
っ
て
次
々
と
綱
紀
の

肅
淸
を
目
指
す
政
策
を
實
行
し
、
佛
敎
敎
團
の
抑
壓
を
行
っ
た
。
開
元
二
年
（
七
一
四
）
正
月
に
は
、
僧
尼
を
檢
責
す
る
命
を
下
し
て

僞
濫
僧
を
還
俗
さ
せ
、
つ
い
で
二
月
に
は
、
寺
院
の
創
建
を
禁
ず
る
詔
を
出
し
、
閏
二
月
に
は
僧
尼
に
父
母
を
拜
す
る
よ
う
命
ず
る

敕
を
發
布
し
て
い
る（

１
）。

241



　
そ
の
後
、
開
元
九
年
（
七
二
一
）
に
姚
崇
が
死
ぬ
の
と
前
後
し
て
、
玄
宗
の
道
敎
へ
の
傾
斜
が
始
ま
る
。
こ
の
年
に
玄
宗
は
天
台
山

に
い
た
司
馬
承
禎
を
宮
中
に
迎
え
て
、
み
ず
か
ら
法
籙
を
受
け（

２
）、

翌
十
年
に
は
、
兩
京
お
よ
び
諸
州
に
玄
元
皇
帝
廟
を
置
き
、
さ
ら

に
崇
玄
學
を
設
け
て
『
道
德
經
』『
列
子
』『
莊
子
』
を
學
習
さ
せ（

３
）、

十
三
年
に
は
泰
山
に
行
幸
し
て
昊
天
上
帝
を
祀
っ
て
い
る（

４
）。

　
こ
う
し
た
、
政
治
的
諸
施
策
と
對
應
す
る
か
た
ち
で
、
玄
宗
は
開
元
十
年
六
月
に
『
孝
經
』
の
注
を
撰
述
し
て
天
下
に
發
布
し（

５
）、

開
元
二
十
年
（
七
三
二
）
十
二
月
に
は
『
道
德
經
』
の
注
を
完
成
さ
せ
、
翌
二
十
一
年
正
月
に
は
い
わ
ゆ
る
「
家
藏
一
本
」
の
詔
を
發

布
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
『
道
德
經
』
の
御
注
は
完
成
後
し
ば
ら
く
玄
宗
の
手
許
に
止
め
ら
れ
、
御
疏
の
完
成
を
待
っ
て
開
元

二
十
三
年
（
七
三
五
）
三
月
に
頒
布
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る（

６
）。

こ
れ
を
承
け
る
か
た
ち
で
、
同
年
六
月
に
は
、
都
釋
門
威
儀
僧
思
有
が

『
金
剛
般
若
經
』
の
御
注
撰
述
の
こ
と
を
願
い
出
た
。
玄
宗
は
そ
の
願
い
を
受
け
入
れ
、
同
年
九
月
十
五
日
に
御
注
を
完
成
さ
せ
、
同

月
十
八
日
に
洛
陽
の
敬
愛
寺
で
慶
讚
法
要
が
擧
行
さ
れ
た
こ
と
が
、
房
山
石
經
本
『
御
注
金
剛
般
若
經
』
末
尾
に
附
さ
れ
た
題
記
に

よ
っ
て
知
ら
れ
る（

７
）。

こ
う
し
て
、
玄
宗
に
よ
る
三
敎
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
經
典
で
あ
る
『
孝
經
』『
道
德
經
』『
金
剛
般
若
經
』
に
對
す
る

注
釋
が
揃
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
房
山
石
經
碑
は
『
御
注
金
剛
般
若
經
』
頒
布
の
七
年
後
、
天
寶
元
年
（
七
四
二
）
八
月
十

五
日
に
立
て
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
玄
宗
の
手
に
な
る
『
孝
經
』『
道
德
經
』『
金
剛
般
若
經
』
三
經
の
御
注
、
と
り
わ
け
『
御

注
金
剛
般
若
經
』
の
分
析
を
通
じ
て
、
玄
宗
の
三
敎
理
解
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
檢
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　　
　
　
一
　
『
孝
經
』
注
の
作
成

　　
從
來
の
硏
究
に
よ
れ
ば
、『
孝
經
』
注
の
作
成
に
先
立
っ
て
は
、
元
行
沖
、
劉
知
幾
、
司
馬
貞
ら
に
よ
る
『
孝
經
』
の
今
古
文
を
め

ぐ
る
論
爭
や
廬
履
冰
の
服
喪
の
制
に
關
す
る
上
表
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
論
爭
が
あ
り（

８
）、

玄
宗
は
そ
れ
ら
の
論
爭
を
蹈
ま
え
た
う
え
で
、

王
朝
と
し
て
の
統
一
的
解
釋
を
示
す
意
圖
を
も
っ
て
『
孝
經
』
注
を
作
成
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
今
に
殘
る
玄
宗
の
『
孝
經
』
注
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を
見
る
限
り
、
そ
こ
に
は
玄
宗
が
儒
敎
以
外
の
道
佛
二
敎
を
視
野
に
入
れ
て
、
そ
れ
ら
と
の
關
係
で
『
孝
經
』
の
注
を
撰
述
し
た
痕

跡
は
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
撰
述
の
經
緯
を
考
え
れ
ば
、
何
ら
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。

　
ま
た
、『
孝
經
』
に
對
す
る
玄
宗
の
認
識
は
、『
御
注
金
剛
般
若
經
』
序
に

昔
歲
、
孝
經
を
述
べ
て
以
て
百
行
の
首
と
爲
せ
り
。
故
に
深
く
要
旨
を
覃
（
談
）
じ
、
微
言
を
闡
ら
か
に
せ
ん
こ
と
を
冀
ふ
。
唯

に
先
王
の
至
德
の
み
な
ら
ず
、
實
に
君
子
本
を
務
む
と
謂
ふ（

９
）。

と
い
い
、
續
け
て
『
孝
經
』『
道
德
經
』
は
「
凡
そ
以
て
天
下
を
お
さ理
む
る
の
二
經
有
り
、
故
に
闕
く
べ
か
ら
ざ
る
な
り（

10
）」

と
い
う
と
お

り
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
も
、
最
初
に
『
孝
經
』
注
が
撰
述
さ
れ
た
理
由
の
ひ
と
つ
と
思
わ
れ
る
。『
御
注
孝
經
』
完
成
後
、
玄
宗
は
元

行
沖
に
命
じ
て
疏
を
作
ら
せ
、
注
の
不
十
分
な
と
こ
ろ
を
補
わ
せ
て
い
る
が（

11
）、

こ
れ
は
、
後
に
『
道
德
經
』『
金
剛
般
若
經
』
の
御
注

撰
述
後
に
同
じ
く
そ
れ
ら
の
疏
を
編
纂
さ
せ
た
こ
と
に
つ
な
が
ろ
う
。

　　
　
　
二
　
『
道
德
經
』
注
疏
の
作
成

　　
次
に
作
成
さ
れ
た
『
道
德
經
』
に
對
す
る
注
釋
は
、
玄
宗
が
道
敎
に
思
い
入
れ
を
深
く
し
た
時
期
の
思
想
を
色
濃
く
反
映
し
て
い

る
と
い
え
る
。『
御
注
道
德
經
』
頒
布
に
際
し
て
出
さ
れ
た
「
頒
示
箋
注
道
德
經
敕
」
（
開
元
道
德
眞
經
幢
、『
全
唐
文
』
卷
三
二
）
に
は
、

朕
誠
に
寡
薄
な
る
も
、
嘗
て
斯
の
文
に
感
じ
て
、
猥
り
に
有
後
の
慶
を
承
け
、
無
爲
の
理
を
失
は
ん
こ
と
を
恐
る
。
每
に
淸
宴

に
因
り
て
、
輒
ち
玄
關
を
叩
き
、
意
得
す
る
所
に
隨
ひ
て
、
遂
に
箋
注
を
爲
す
。
豈
に
一
家
の
說
を
成
さ
ん
や
、
但
だ
遺
闕
の
文

に
備
ふ
る
の
み
。
今
玆
に
筆
を
絕
ち
、
是
に
衆
に
詢
ふ
。
公
卿
臣
庶
、
道
釋
二
門
、
能
く
予
を
起
す
る
こ
と
卜
商
に
類
し
、
疾

に
針
す
る
こ
と
左
氏
に
同
じ
き
も
の
有
ら
ば
、
善
を
納
る
る
に
渴
す
る
は
、
朕
の
懷
ひ
を
虛
し
く
す
る
所
な
り（

12
）。

と
あ
り
、
近
臣
と
の
玄
學
に
關
す
る
談
論
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
、
そ
の
中
で
玄
宗
の
『
道
德
經
』
に
對
す
る
見
方
が
次
第
に
深
化
し
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て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、『
道
德
經
』
は
唐
王
朝
の
聖
祖
と
さ
れ
る
李
耳
の
敎
え
で
あ
る
こ
と
、
さ
き
の
『
御
注
金
剛
般

若
經
』
の
序
に
述
べ
る
よ
う
に
、『
孝
經
』
と
竝
ん
で
治
世
に
不
可
缺
な
經
典
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
ま
た
自
ら
注
釋
を
加
え
る
に

値
す
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
同
時
に
、
當
時
の
佛
道
二
敎
閒
の
論
爭
を
承
け
て
、
玄
宗
は
こ
の
『
御
注
道
德
經
』
に
お
い
て
、
道
敎
を
中
心
と
す
る
三
敎
の
調

和
的
合
一
を
主
張
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
際
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
妙
本
」
で
あ
り
、
玄
宗
は
「
道
」
よ
り
さ
ら
に
根
源
的
な

實
在
な
い
し
理
法
と
し
て
の
「
妙
本
」
か
ら
儒
佛
道
三
敎
が
派
生
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
「
妙
本
」
の
も
と
に
お
い
て
は
、
三
敎
閒

に
お
け
る
相
違
や
對
立
は
全
て
止
揚
さ
れ
る
と
い
う
主
張
を
展
開
し
た
。
玄
宗
注
を
承
け
て
作
成
さ
れ
た
疏
は
こ
の
立
場
を
よ
り
一

層
鮮
明
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た（

13
）。

　
玄
宗
の
『
道
德
經
』
御
注
お
よ
び
疏
が
發
布
さ
れ
る
と
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
「
妙
本
」
を
核
と
す
る
解
釋
は
、
佛
敎
側
の
老
子
解

釋
を
も
强
力
に
規
制
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
典
型
的
な
例
と
し
て
宗
密
の
『
道
德
經
』
第
二
十
五
章
「
道
法
自
然
」
の
解
釋
を

擧
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
宗
密
は
『
圓
覺
經
大
疏
鈔
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

道
自
然
に
法
る
と
は
、
老
經
云
は
く
、
人
は
地
に
法
り
、
地
は
天
に
法
り
、
天
は
道
に
法
り
、
道
は
自
然
に
法
る
、
と
。
釋
し

て
曰
は
く
、
法
る
と
は
、
倣
ひ
て
前
則
を
取
ら
敎
む
る
な
り
。
人
は
地
に
法
る
と
は
、
地
は
寂
靜
な
り
、
人
は
當
に

し
か如

す
べ
き

な
り
。
其
の
志
を
寂
靜
に
し
、
道
を
守
り
時
を
待
ち
、
人
の
知
ら
ざ
る
を
患
へ
ず
し
て
、
自
ら
能
く
功
成
り
事
遂
ぐ
。
地
は
天

に
法
る
と
は
、
天
行
健
壯
に
し
て
、
萬
物
を
生
成
し
、
衰
怠
有
る
無
し
。
地
は
天
を
得
ざ
れ
ば
、
以
て
生
成
す
る
無
し
。
天
は

尊
く
地
は
卑
し
、
故
に
之
に
法
る
な
り
。
理
實
よ
り
し
て
言
は
ば
、
人
は
天
地
に
法
り
て
、
唯
に
地
の
み
に
は
あ
ら
ず
。
故
に

易
に
云
は
く
、
天
地
變
化
し
、
聖
人
之
に
效
ふ
、
と
。
天
は
道
に
法
る
と
は
、
天
は
運
行
し
て
息
ま
ず
と
雖
も
、
盡
く
是
れ
常

道
に
し
て
、
爲
す
無
く
し
て
爲
さ
ざ
る
無
し
。
故
に
道
に
法
り
て
爲
す
無
き
な
り
。
道
は
自
然
に
法
る
と
は
、卽
ち
大
道
は
從
り

て
來
た
る
所
無
く
、
名
づ
け
て
自
然
と
爲
す
、
別
に
自
然
有
り
て
大
道
を
し
て
之
に
法
ら
令
む
る
に
は
非
ざ
る
な
り
。
但
だ
以
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て
天
道
の
源
を
究
尋
す
れ
ば
、
乃
ち
自
然
を
覺
る
の
み
。更
に
根
源
因
由
無
し
、
故
に
之
に
法
る
と
云
ふ
。
（
宗
密
『
圓
覺
經
大
疏

鈔
』
卷
九
之
一
。
續
藏
一
―
一
四
、
頁
四
一
三（
14
））

こ
の
よ
う
な
宗
密
の
『
老
子
』
解
釋
、
と
り
わ
け
「
道
は
自
然
に
法
る
と
は
、
卽
ち
大
道
は
從
り
て
來
た
る
所
無
く
、
名
づ
け
て
自

然
と
爲
す
、
別
に
自
然
有
り
て
大
道
を
し
て
之
に
法
ら
令
む
る
に
は
非
ざ
る
な
り
」
と
い
う
「
道
」
と
「
自
然
」
と
の
關
係
に
つ
い

て
の
解
釋
は
、
玄
宗
疏
の
「
道
法
自
然
」
に
對
す
る
解
釋
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
十
五
章
に
對
す
る
玄
宗
疏
は
、

…
…
又
當
に
道
の
淸
淨
無
爲
に
法
り
、
功
を
物
に
忘
れ
、
物
を
し
て
自
化
せ
令
む
べ
し
。
人
君
能
く

し
か爾

す
れ
ば
、
卽
ち
「
道
法

自
然
」
に
合
す
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、道
の
法
爲
る
自
然
に
し
て
、
復
た
自
然
に
倣
う
に
は
非
ざ
る
な
り
。
若
し
惑
者
の
難
の
如

く
、道
を
以
て
自
然
に
法
效
す
と
せ
ば
、
是
れ
則
ち
域
中
に
五
大
有
り
て
、
四
大
に
は
非
ざ
る
な
り
。
又
西
昇
經
を
引
き
て
、
虛

無
　
自
然
を
生
じ
、
自
然
　
道
を
生
ず
と
云
は
ば
、
則
ち
道
を
以
て
虛
無
の
孫
、
自
然
の
子
と
爲
し
、
妄
り
に
先
後
の
義
を
生

じ
、
以
て
尊
卑
の
目
を
定
め
、
源
を
塞
ぎ
本
を
拔
く
、
倒
置
す
る
こ
と
何
ぞ
深
き
や
。
且
ら
く

こ
こ
ろ

常
試
み
に
論
じ
て
曰
は
く
、虛
無

は
、
妙
本
の
體
な
り
。
體
は
有
物
に
非
ず
、
故
に
虛
無
と
曰
う
。
自
然
は
、
妙
本
の
性
な
り
。
性
は
造
作
に
非
ず
、
故
に
自
然

と
曰
う
。道
は
、
妙
本
の
功
用
に
し
て
、所
謂
る
强
名
な
り
。通
じ
て
生
ず
る
に
非
ざ
る
無
し
、
故
に
之
を
道
と
謂
ふ
。
幻
體
名
を

用
ふ
れ
ば
、卽
ち
之
を
虛
無
、
自
然
、道
と
謂
ふ
の
み
。
そ
の
所
以
を
尋
ぬ
れ
ば
、卽
ち
一
の
妙
本
に
し
て
、
復
た
何
の
相
い
法
效

す
る
所
な
ら
ん
や
。
則
ち
惑
者
の
難
は
、
夫
の
玄
鍵
に
詣
ら
ざ
る
を
知
る（

15
）。

と
述
べ
て
、
唐
初
以
來
の
道
佛
論
爭
に
お
け
る
主
要
な
論
爭
點
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
「
道
法
自
然
」
の
解
釋
に
つ
い
て
、「
道
」
の
上

位
に
「
自
然
」
や
「
虛
無
」
を
措
定
す
る
『
西
昇
經
』
を
初
め
と
す
る
一
部
の
道
敎
經
典
の
說
を
明
確
に
否
定
す
る
と
と
も
に
、「
道
」

「
自
然
」「
虛
無
」
の
三
者
の
相
互
關
係
を
統
一
的
に
解
釋
す
る
た
め
の
槪
念
と
し
て
の
「
妙
本
」
を
提
示
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、「
道
法
自
然
」
に
對
す
る
佛
敎
側
の
批
判
、
つ
ま
り
「
道
」
の
上
位
槪
念
と
し
て
「
自
然
」
あ
る
い
は
「
虛
無
」
が
存
在
す
る
の

で
あ
っ
て
、「
道
」
は
決
し
て
唯
一
無
二
の
至
上
の
存
在
で
は
な
い
と
い
う
批
判
へ
の
究
極
の
反
論
と
す
る
と
同
時
に
、
儒
佛
道
の
三
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敎
を
も
妙
本
の
も
と
に
秩
序
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
宗
密
は
當
然
こ
れ
ま
で
の
道
佛
論
爭
の
經
過
を
知
っ
て
い
た
で
あ

ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宗
密
は
あ
え
て
「
道
」
の
上
位
に
「
自
然
」
を
置
か
な
い
と
い
う
立
場
に
立
ち
、
こ
れ
ま
で
の
佛
敎
側

の
道
敎
批
判
の
論
理
を
否
定
す
る
解
釋
を
行
っ
て
い
る
の
は
、
玄
宗
の
注
疏
の
說
を
唐
王
朝
の
公
式
の
解
釋
と
し
て
受
容
し
た
こ
と

を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
こ
の
一
例
を
も
っ
て
し
て
も
、
玄
宗
の
『
道
德
經
』
の
御
注
お
よ
び
疏
が
唐
王
朝
の
公
式
の
『
道
德
經
』
解
釋
と
し
て
强
い
規
制
力

を
有
し
た
こ
と
、
そ
こ
で
の
重
要
な
槪
念
と
し
て
提
示
さ
れ
た
「
妙
本
」
が
、
從
來
の
三
敎
論
爭
の
主
要
な
對
立
點
を
解
消
し
、
道

敎
を
中
心
と
す
る
三
敎
の
秩
序
を
確
立
す
る
と
い
う
意
圖
を
有
し
て
提
示
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　　
　
　
三
　
『
御
注
金
剛
般
若
經
』
撰
述
の
意
圖

　　
こ
う
し
て
、
玄
宗
は
御
注
『
孝
經
』
を
最
初
に
頒
布
し
て
、
國
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
儒
敎
の
確
乎
不
拔
の
地
位
を
認
め
る

一
方
、
唐
王
朝
の
老
子
崇
拜
の
傳
統
の
う
え
に
、
次
第
に
道
敎
へ
の
傾
斜
を
强
め
つ
つ
、『
道
德
經
』
の
御
注
御
疏
を
頒
布
し
た
。
こ

の
こ
と
に
危
機
感
を
募
ら
せ
た
と
思
わ
れ
る
佛
敎
側
は
、『
金
剛
般
若
經
』
の
御
注
撰
述
を
請
願
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
敎
閒
で
の

佛
敎
の
地
位
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
。
玄
宗
は
こ
の
請
願
を
受
け
入
れ
て
、
三
月
ほ
ど
の
短
期
閒
に
御
注
を
完
成
さ
せ
た
。
今
、

『
御
注
金
剛
般
若
經
』
の
玄
宗
の
序
を
再
度
見
て
み
る
と
、『
孝
經
』『
道
德
經
』
に
つ
い
て
は
、

昔
歲
、
孝
經
を
述
べ
て
以
て
百
行
の
首
と
爲
せ
り
。
故
に
深
く
要
旨
を
覃
（
談
）
じ
、
微
言
を
闡
ら
か
に
せ
ん
こ
と
を
冀
ふ
。
唯

に
先
王
の
至
德
の
み
な
ら
ず
、
實
に
君
子
本
を
務
む
る
を
謂
ふ
。
近
ご
ろ
又
た
道
德
を
贊
す
る
に
、
伏
し
て
知
れ
り
　
聖
祖
敎

へ
を
垂
れ
□
を
著
し
、
□
□
□
□
□
□
□
□
□
訓
を
稟
く
る
を
。
況
ん
や
道
家
は
人
を
し
て
精
神
專
一
に
し
て
、
動
い
て
無
爲

に
合
せ
使
む
る
を
や
。
凡
そ
以
て
天
下
を

お
さ理

む
る
の
二
經
有
り
、
故
に
闕
く
べ
か
ら
ざ
る
な
り（

16
）。
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と
言
い
、『
孝
經
』
と
『
道
德
經
』
を
天
下
統
治
の
た
め
に
缺
く
べ
か
ら
ざ
る
經
典
と
し
て
重
視
し
て
い
る
。
こ
れ
に
對
し
て
、『
金

剛
般
若
經
』
に
つ
い
て
は
、

今
の
此
の
注
は
則
ち
來
請
に
順
ふ
。
夫
れ
衆
竅
互
い
に
作
す
も
、
之
を
鼓
す
る
者
は
風
な
り
。
柤
梨
相
い
殊
る
も
、
口
に
す
可

き
者
は
味
な
り
。
苟
く
も
在
□
□
□
□
□
□
□
□
將
て
我
を
助
く
る
者
は
、
何
ぞ
閒
然
た
ら
ん
や（

17
）。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
治
世
に
と
っ
て
不
可
缺
で
は
な
い
に
し
て
も
、
何
が
し
か
の
役
に
は
立
つ
の
で
あ
れ
ば
、
な
お
ざ
り
に

は
し
な
い
で
お
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
程
重
要
な
意
味
づ
け
を
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
し
か
も
、「
來
請
に

順
」
っ
て
作
成
さ
れ
た
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
經
緯
を
考
え
る
と
、『
金
剛
般
若
經
』
の
御
注
は
、
必
ず
し
も
玄
宗
自
身
の
內

發
的
要
求
に
も
と
づ
く
も
の
と
は
い
え
ず
、
三
敎
政
策
上
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
と
い
う
目
的
の
も
と
に
撰
述
さ
れ
た
と
考
え
て
大
過

な
か
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
張
九
齡
の
「
請
御
註
經
內
外
傳
授
狀
」
と
「
賀
御
註
金
剛
經
狀
」
に
對
す
る
玄
宗
の
御
批
お
よ
び
手
詔
の

中
に
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る（

18
）。

一
方
、
佛
敎
側
に
と
っ
て
御
注
の
頒
布
は
大
き
な
意
味
を
有
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
頒

布
後
閒
も
な
く
長
安
の
千
福
寺
や
興
唐
寺
に
は
御
注
の
石
幢
や
石
經
を
安
置
す
る
た
め
の
「
御
注
金
剛
經
院
」
が
建
て
ら
れ
た
と
推

定
さ
れ
る
痕
跡
が
『
貞
元
新
定
釋
敎
目
錄
』
卷
一
四
の
記
事
や
朱
景
玄
の
『
唐
朝
名
畫
錄
』
神
品
上
・
吳
道
玄
の
條
に
引
く
『
兩
京

耆
舊
傳
』
な
ど
に
見
出
さ
れ
る（

19
）。

　
と
こ
ろ
で
、
佛
敎
側
が
何
故
に
あ
ま
た
の
佛
典
の
中
か
ら
、
特
に
『
金
剛
般
若
經
』
を
選
ん
で
御
注
の
撰
述
を
要
請
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
ひ
と
つ
に
は
經
典
の
分
量
が
注
を
附
す
に
は
手
頃
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
、
高
橋
佳
典
氏
が
指
摘
さ
れ
た

よ
う
に
、
千
秋
節
（
後
の
天
長
節
）
に
お
け
る
法
會
で
の
「
金
剛
無
量
壽
道
場
」
の
存
在
や
、
延
壽
經
典
と
し
て
の
『
金
剛
般
若
經
』

に
對
す
る
信
仰
が
そ
の
背
景
に
存
在
し
た
こ
と
も
理
由
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
よ
う（

20
）。

ま
た
、『
宋
高
僧
傳
』
道
氤
傳
が
、
玄
宗
が
般

若
會
の
中
で
『
金
剛
般
若
經
』
の
經
義
を
聞
い
て
い
た
と
傳
え
る
よ
う
に
、
玄
宗
自
身
に
と
っ
て
『
金
剛
般
若
經
』
が
身
近
な
存
在

で
あ
っ
た
こ
と
も
關
係
し
て
い
よ
う（

21
）。

以
下
、
從
來
の
硏
究
の
蓄
積
が
少
い
『
金
剛
般
若
經
』
の
御
注
に
關
し
て
考
察
を
進
め
る
こ
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と
に
す
る
。

　　
　
　
四
　
房
山
石
經
本
と
ス
タ
イ
ン
二
〇
六
八

　　
さ
て
、
從
來
『
孝
經
』
お
よ
び
『
道
德
經
』
の
玄
宗
注
に
對
し
て
『
金
剛
般
若
經
』
の
玄
宗
注
の
硏
究
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
の
は
、

『
御
注
金
剛
般
若
經
』
が
現
存
の
い
ず
れ
の
寶
藏
に
も
入
藏
さ
れ
て
お
ら
ず
、
傳
本
が
全
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
こ

の
狀
況
は
、
一
九
五
六
年
に
、
中
國
佛
敎
協
會
が
釋
迦
涅
槃
二
千
五
百
年
を
契
機
と
し
て
、
房
山
雲
居
寺
石
室
內
の
石
經
全
部
の
拓

本
を
取
る
と
い
う
大
事
業
を
行
っ
た
と
き
に
、
石
經
山
第
八
洞
か
ら
四
石
八
面
の
『
御
注
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
』
が
發
見
さ
れ
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
打
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
文
革
の
影
響
な
ど
の
た
め
、
こ
の
石
經
の
拓
本
は
な

か
な
か
公
開
さ
れ
ず
、
容
易
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
全
部
の
釋
文
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
よ

う
や
く
一
九
八
七
年
に
な
っ
て
、
吳
夢
麟
女
士
の
手
に
な
る
釋
文
が
『
世
界
宗
敎
硏
究
』
に
揭
載
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る（

22
）。

こ
の
釋
文

に
は
、
一
見
し
て
誤
り
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
も
多
か
っ
た
が
、
拓
本
自
體
の
鮮
明
な
寫
眞
が
公
開
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
確
認
の
し

よ
う
が
な
か
っ
た
。
筆
者
は
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
に
中
國
佛
敎
協
會
で
初
め
て
こ
の
拓
本
を
見
、
そ
の
細
部
を
撮
影
す
る
機
會
に
惠

ま
れ
た
。
時
を
同
じ
く
し
て
、『
房
山
石
經
』
の
新
版
第
三
册
「
隋
唐
刻
經
」
に
こ
の
拓
本
の
印
影
が
收
め
ら
れ
て（

23
）、

現
在
で
は
容
易

に
拓
本
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
は
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、『
房
山
石
經
』
の
印
影
は
縮
小
が
き
つ
く
、
御
注
部
分
の
細
部
に

つ
い
て
は
確
認
で
き
な
い
と
こ
ろ
も
多
い
。
吳
夢
麟
女
士
は
そ
の
後
、「
房
山
石
經
本
《
唐
玄
宗
註
金
剛
經
》
整
理
記
―
附
錄
文（

24
）」

に

お
い
て
、
先
の
釋
文
の
一
部
を
修
正
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
不
完
全
な
と
こ
ろ
が
殘
っ
て
い
る
し
、
石
經
の
表
面
の
剝
落

に
よ
る
解
讀
不
能
の
部
分
の
存
在
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
玄
宗
の
『
御
注
金
剛
般
若
經
』
は
、
現
存
の
各
種
寶
藏
に
は
收
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
存
在
自
體
は
知
ら
れ
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て
は
い
て
も
、
最
近
ま
で
現
物
に
は
接
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
從
っ
て
、
吳
夢
麟
女
士
の
い
う
ご
と
く
、
房
山
雲
居
寺
石
經

本
が
天
下
の
孤
本
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
き
た
の
は
、
あ
る
意
味
で
當
然
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
少
し
く
注
意
し
て
『
金
剛
經
』
の
現

存
注
釋
類
を
精
査
す
れ
ば
、
房
山
石
經
本
『
御
注
金
剛
般
若
經
』
は
、
實
は
天
下
の
孤
本
で
は
な
く
、
別
に
一
本
が
存
在
す
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ス
タ
イ
ン
將
來
の
敦
煌
寫
本
の
中
に
ス
タ
イ
ン
二
〇
六
八
が
あ
る
。
本
寫
本
は
、
ジ
ャ
イ
ル
ズ
の
目
錄
で
は
五
五
七
二
と
い
う
通
番

が
附
さ
れ
、“T

he
D

iam
ond

Sutra
(N

.10),w
ith

extensive
com

m
entary

in
double

colum
ns.G

ood
M

S.L
ightgreyish

paper.

20
1/2

ft.”

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
首
尾
を
缺
い
て
い
る
た
め
に
、
撰
者
や
書
寫
年
代
な
ど
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
。
大
正
藏
卷
八

五
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
『
金
剛
般
若
經
挾
註
』
と
題
し
て
收
め
て
お
り
、『
挾
註
金
剛
經
』
と
も
呼
ば
れ
て
い
る（

25
）。

し
か
し
、
こ
の
ス

タ
イ
ン
二
〇
六
八
こ
そ
、
實
は
『
御
注
金
剛
般
若
經
』
の
も
う
ひ
と
つ
の
貴
重
な
現
存
テ
キ
ス
ト
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
房
山
石
經
本
末
尾
の
題
記
に
よ
っ
て
、『
御
注
金
剛
般
若
經
』
は
小
麻
紙
三
十
五
張
に
書
寫
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る（

26
）。

手
許
の
ス
タ
イ
ン
二
〇
六
八
の
寫
眞
で
は
紙
の
繼
目
は
判
別
で
き
な
い
の
で
、
殘
存
部
分
が
何
張
の
紙
に
書
寫
さ
れ
て
い
た

か
確
認
は
で
き
な
い
が
、
內
容
的
に
は
御
注
全
體
の
約
八
割
と
お
ぼ
し
き
部
分
が
殘
っ
て
い
る
。
房
山
石
經
本
は
、
碑
石
表
面
の
剝
落

に
よ
っ
て
判
讀
不
明
な
部
分
が
相
當
あ
る
の
に
對
し
て
、
ス
タ
イ
ン
二
〇
六
八
の
殘
存
部
分
は
、
そ
の
缺
を
補
っ
て
餘
り
あ
る
も
の

が
あ
り
、
こ
の
兩
本
を
校
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
本
の
約
九
割
を
復
原
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
寫
本
は
首
尾
を
缺
く

た
め
に
斷
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
禮
部
で
書
寫
さ
れ
て
各
地
に
頒
布
さ
れ
た
は
ず
の
官
製
の
原
本
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ

う
推
定
す
る
根
據
は
、
書
寫
の
閒
違
い
を
示
す
レ
點
や
脫
字
を
後
か
ら
補
っ
た
跡
、
原
字
の
上
を
な
ぞ
っ
て
別
字
に
修
正
し
た
箇
所

が
か
な
り
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
恐
ら
く
頒
布
本
を
基
に
轉
寫
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
原
本
を
見
た
わ
け
で
は
な
い
の

で
、
紙
質
な
ど
か
ら
書
寫
年
代
を
推
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
寫
本
と
石
經
本
と
を
比
較
す
る
と
、
一
箇
所
を
除
い
て
は
大

き
な
異
同
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
石
經
本
第
二
面
の
「
河
谷
深
空
云
々
」
の
「
河
谷
深
空
」
が
ス
タ
イ
ン
二
〇
六
八
で
は
「
般
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若
深
宗
」
に
作
っ
て
あ
る
箇
所
が
そ
れ
に
當
た
る
。
文
脈
か
ら
は
「
般
若
深
宗
」
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
以
外
に
は
、
兩
者

の
閒
に
は
異
體
字
の
相
違
や
助
字
の
使
用
に
細
か
い
差
異
が
見
ら
れ
る
程
度
の
違
い
し
か
な
い
。

　
筆
者
は
早
く
こ
の
こ
と
に
氣
付
き
調
査
を
し
て
き
た
が
、
衣
川
賢
次
氏
も
同
樣
に
調
査
を
進
め
、
ま
た
吐
魯
番
文
獻
Ch
一
〇
三
七
、

Ch
三
〇
三
も
御
注
の
斷
片
で
あ
る
こ
と
を
見
出
さ
れ
て
論
考
を
發
表
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
後
に
知
っ
た（

27
）。

そ
の
後
、
氏
は
私
の
調
査
結

果
も
參
考
に
さ
れ
て
あ
ら
た
に
釋
文
を
發
表
さ
れ
て
お
り（

28
）、

一
方
、
私
も
氏
の
釋
文
を
も
參
考
に
し
て
別
個
に
釋
文
を
作
成
す
る
と

と
も
に
、
一
字
索
引
を
作
成
し
て
公
刊
し
て
い
る（

29
）。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
現
在
は
テ
キ
ス
ト
の
問
題
は
ほ
ぼ
解
決
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

　　
　
　
五
　
『
御
注
金
剛
般
若
經
』
と
道
氤
『
御
注
金
剛
般
若
經
宣
演
』

　　
さ
て
、
こ
の
『
御
注
金
剛
般
若
經
』
が
は
た
し
て
玄
宗
の
手
に
な
る
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、『
道
德
經
』
の
御
注
御
疏
同

樣
、
別
人
の
代
作
を
疑
う
議
論
も
存
在
し
た（

30
）。

し
か
し
、
房
山
石
經
本
に
附
さ
れ
た
序
お
よ
び
張
九
齡
の
賀
狀
、
さ
ら
に
は
『
册
府

元
龜
』
な
ど
の
記
事
を
見
る
か
ぎ
り（

31
）、

玄
宗
の
自
作
を
あ
え
て
疑
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
は
見
當
た
ら
な
い
。
ま
た
、『
御
注
道

德
經
』
の
撰
述
に
引
き
續
い
て
疏
が
作
成
さ
れ
た
の
と
同
樣
、『
御
注
金
剛
經
』
の
頒
布
に
引
き
續
い
て
道
氤
の
手
で
疏
六
卷
が
作
成

さ
れ
た（

32
）。

こ
の
道
氤
の
疏
は
現
存
し
な
い
が
、
道
氤
に
は
御
注
の
主
旨
を
敷
衍
し
た
と
い
う
『
御
注
金
剛
般
若
經
宣
演
』
な
る
も
の

が
殘
さ
れ
て
い
る（

33
）。

　
道
氤
は
『
宣
演
』
の
序
文
の
中
で
玄
宗
の
詔
を
承
け
て
御
注
を
「
弘
揚
」
し
た
と
言
う
が（

34
）、『

御
注
』
と
『
宣
演
』
の
性
格
は
全
く

と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
異
な
っ
て
お
り
、
現
存
の
『
宣
演
』
が
『
御
注
』
に
言
及
す
る
の
は
、
わ
ず
か
に
二
箇
所
の
み
で
あ
る
。
一

箇
所
は
、「
開
釋
經
題
」
の
部
分
で
あ
り
、
も
う
一
箇
所
は
、
前
述
の
『
宋
高
僧
傳
』
の
道
氤
傳
に
載
せ
ら
れ
た
、
玄
宗
が
經
文
に
つ

い
て
狐
疑
し
た
と
い
う
部
分
（
後
述
）
の
注
を
引
用
し
て
問
答
を
展
開
す
る
部
分
で
あ
る
が
、
そ
の
問
答
自
體
は
玄
宗
の
注
を
宣
揚
敷
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衍
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い（

35
）。

道
氤
の
『
宣
演
』
は
平
井
宥
慶
氏
の
硏
究
に
よ
れ
ば
、
窺
基
の
『
金
剛
般
若
論
會
釋
』
の
大
な
る

影
響
下
に
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
御
注
と
は
ほ
と
ん
ど
關
係
な
し
に
、
法
相
唯
識
の
學
僧
の
立
場
か
ら
『
金
剛
般
若
經
』
を
直
接
注

釋
し
て
い
る（

36
）。

な
お
、
御
注
は
須
菩
提
の
漢
譯
と
し
て
「
善
吉
」
を
使
用
し
て
い
る
が
、『
宣
演
』
で
は
別
譯
で
あ
る
「
善
現
」
を
使

用
し
て
、
御
注
の
書
法
を
全
く
無
視
し
て
い
る
こ
と
も
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
點
で
あ
ろ
う
。

　　
　
　
六
　
『
御
注
金
剛
般
若
經
』
の
特
徵

　　
　
（
一
）
自
由
な
觀
點
か
ら
の
注
釋

　
一
般
に
、
經
と
い
う
も
の
は
聖
人
の
制
作
に
か
か
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
文
言
は
一
字
一
句
た
り
と
も
お
ろ
そ
か
に
は
で
き
な
い
。

ま
し
て
、
恣
意
的
に
經
文
を
改
變
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
儒
佛
道
い
ず
れ

の
經
典
で
あ
れ
共
通
し
た
事
情
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
玄
宗
の
經
典
に
對
す
る
注
釋
態
度
に
は
、
こ
の
よ
う
な
暗
默

の
規
制
か
ら
は
超
越
し
た
自
由
な
發
想
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
典
型
的
な
例
は
、
天
寶
五
年
（
七
四
六
）
に
『
道
德
經
』
第
十
一
章
冒
頭

の
「
載
」
字
を
「
哉
」
字
に
改
め
、
前
章
の
末
尾
に
附
す
る
旨
の
詔
敕
を
發
し
た
こ
と
に
見
ら
れ
る（

37
）。

し
か
し
、
こ
の
改
變
は
比
較
的

輕
微
な
も
の
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
經
文
の
校
正
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
玄
宗
は
さ
ら
に
『
道
德
經
』
第
二
十
章
末
句
を
大
き

く
變
え
て
い
る
。
從
來
の
王
弼
本
や
河
上
公
本
な
ど
玄
宗
御
注
に
よ
る
改
變
以
前
の
テ
キ
ス
ト
で
は
い
ず
れ
も
「
我
獨
異
於
人
而
貴

⻝
母
」
に
作
る
の
を
、
玄
宗
は
「
我
獨
異
於
人
而
貴
求
⻝
於
母
」
に
改
め
た
の
は
、
從
來
の
テ
キ
ス
ト
お
よ
び
注
釋
を
無
視
し
、
玄
宗

獨
自
の
判
斷
で
行
っ
た
も
の
で
あ
る（

38
）。

こ
の
こ
と
は
、
御
注
の
『
道
德
經
』
の
經
文
に
對
す
る
態
度
が
比
較
的
自
由
な
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
れ
と
同
樣
の
事
例
が
、『
御
注
金
剛
般
若
經
』
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
。『
宋
高
僧
傳
』
卷
五
の
道
氤
傳
に
は
、
玄
宗
が
御
注
撰
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述
に
際
し
て
、
經
文
の
「
先
世
罪
業
應
墮
惡
道
乃
至
罪
業
則
爲
消
滅
」
の
部
分
に
疑
問
を
抱
き
、
道
氤
に
そ
の
是
非
を
定
め
さ
せ
よ

う
と
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る（

39
）。

今
こ
の
部
分
に
相
當
す
る
御
注
を
見
て
み
る
と
、

【
經
】
若
善
男
子
善
女
人
受
持
讀
誦
此
經
、
若
爲
人
輕
賤
、
是
人
先
世
罪
業
應
墮
惡
道
。
以
今
世
人
輕
賤
、
故
先
世
罪
業
則
爲

消
滅
、
當
得
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
。

【
注
】
以
此
敦
勸
持
經
之
人
爾
。
夫
業
若
先
定
、
應
墮
惡
道
、卽
鈍
根
聞
必
驚
怖
、
安
能
信
奉
而
讀
誦
此
經
耶
。
若
後
五
百
歲
、

聞
是
章
句
、
能
生
信
心
者
、
此
人
已
於
千
萬
佛
所
種
諸
善
根
、
復
若
爲
人
輕
賤
乎
。
況
此
經
佛
爲
大
乘
最
上
乘
者
說
、
皆
眞
實

不
誑
。
不
應
苟
勸
愚
人
崇
信
、
而
發
菩
提
取
相
之
言
、
將
如
來
別
有
深
意
乎
、
爲
譯
經
之
人
失
其
旨
。
（
石
經
本
五
／
五（
40
）、

ス
タ

イ
ン
二
〇
六
八
／
行
一
六
九
）

と
あ
り
、
前
世
の
罪
業
が
惡
道
に
墮
す
べ
き
者
が
、
今
世
で
輕
賤
の
人
と
な
っ
て
經
を
受
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
世
の
罪
業
を

消
滅
さ
せ
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
說
く
の
に
對
し
、
玄
宗
注
は
「
況
ん
や
此
の
經
は
佛
大
乘
最
上
乘
者

の
爲
に
說
け
ば
、
皆
眞
實
に
し
て
誑
な
ら
ず
。
應
に
苟
く
も
愚
人
に
勸
め
て
崇
信
せ
し
む
べ
か
ら
ず
、
而
る
に
菩
提
取
相
の
言
を
發

す
る
は
、
將
た
如
來
別
に
深
意
有
る
か
、
爲
た
譯
經
の
人
の
其
の
旨
を
失
へ
る
か
」
と
の
疑
問
を
抱
き
、
結
局
、
如
來
に
は
凡
人
に

は
分
か
ら
な
い
深
意
が
あ
っ
て
の
敎
說
な
の
か
、
あ
る
い
は
譯
經
者
の
誤
譯
な
の
か
と
注
し
て
い
る
。
玄
宗
の
當
時
、
漢
譯
以
外
の

西
域
諸
語
の
版
本
と
し
て
は
、
玄
奘
の
も
た
ら
し
た
梵
本
が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
部
分
は
現
存
の
漢

譯
以
外
の
版
と
對
應
さ
せ
て
見
て
も
、
羅
什
の
譯
は
正
確
で
あ
っ
て
、
譯
經
者
の
誤
譯
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
道
氤
ほ
ど
の

學
僧
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
が
誤
譯
で
は
な
い
こ
と
は
當
然
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら（

41
）、

こ
の
よ
う
な
注
は
や
は
り
玄
宗
自
身
の
經
文

に
對
す
る
自
由
な
立
場
か
ら
附
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
當
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
　
（
二
）
煩
瑣
な
敎
學
的
注
釋
の
回
避
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さ
て
、
御
注
の
內
容
そ
の
も
の
に
關
し
て
で
あ
る
が
、
採
用
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
は
當
時
通
行
し
て
い
た
數
種
の
『
金
剛
般
若
經
』
の

テ
キ
ス
ト
の
う
ち
羅
什
譯
が
使
わ
れ
て
い
る
。
羅
什
譯
に
關
し
て
は
、
梁
の
昭
明
太
子
が
三
十
二
段
に
分
段
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る

が
、
御
注
の
テ
キ
ス
ト
は
一
切
分
段
は
設
け
て
い
な
い
。
ま
た
、
注
釋
の
ス
タ
イ
ル
は
非
常
に
シ
ン
プ
ル
で
、『
孝
經
』『
道
德
經
』
の

御
注
の
ス
タ
イ
ル
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
道
氤
に
代
表
さ
れ
る
當
時
の
專
門
の
學
僧
た
ち
の
注
疏
が
、
科
段
を
設
け
て
詳
細
精
密

に
分
析
を
加
え
る
と
い
う
注
釋
法
を
取
る
の
に
對
し
て
、
從
來
の
注
で
い
え
ば
、
僧
肇
の
『
金
剛
般
若
經
』
の
注
釋
に
近
い
ス
タ
イ

ル
と
い
え
よ
う
。

幾
つ
か
例
を
擧
げ
る
な
ら
ば
、
ま
ず
「
中
道
」
を
强
調
す
る
例
と
し
て
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

・
【
序
】「
故
發
菩
提
者
、
趣
於
中
道
。
習
無
漏
者
、
名
爲
入
流
。
將
會
如
如
、
故
須
遣
遣
□
」。
（
石
經
本
一
／
五
）

・
【
經
】
須
菩
提
。
若
菩
薩
以
滿
恆
河
沙
等
世
界
七
寶
布
施
、
若
復
有
人
知
一
切
法
無
我
、
得
成
於
忍
。
此
菩
薩
勝
前
菩
薩
所
得

功
德
。

【
注
】
離
彼
兩
邊
、契
於
中
道
、
悟
無
生
﹇
忍
﹈、
勝
福
甚
多
、
財
﹇
施
﹈
校
量
非
﹇
所
﹈
及
也
。
知
無
有
我
、
亦
無
無
我
、
遣
之

又
遣
、
深
入
菩
提
。
故
知
一
切
法
無
我
﹇
也
﹈。
（
石
經
本
八
／
二
、
ス
タ
イ
ン
二
〇
六
八
／
行
二
九
九
）

・
【
經
】
佛
吿
須
菩
提
。
諸
菩
薩
摩
訶
薩
應
如
是
降
伏
其
心
。
所
有
一
切
衆
生
之
類
、
若
卵
生
、
若
胎
生
、
若
濕
生
、
若
化
生
、
若

有
色
、
若
無
色
、
若
﹇
有
想
﹈、
若
無
想
、﹇
若
非
﹈
有
想
、
若
非
無
想
、
我
皆
令
入
無
餘
涅
槃
而
滅
度
之
。

【
注
】
卵
胎
濕
化
、
依
四
緣
生
。
有
色
無
色
、
依
有
無
生
。
有
想
無
想
、
依
境
界
生
。
若
非
有
想
、
若
非
無
想
、
依
麁
紬
觀
生
。

如
是
衆
緣
、
皆
非
中
道
。
故
我
以
般
若
正
觀
、
皆
令
悟
入
圓
寂
常
樂
、
則
滅
盡
苦
趣
、
超
渡
愛
流
。
夫
以
般
若
智
破
煩
惱
障
、
盡

般
若
智
、
存
斯
有
餘
也
。
若
能
遣
之
又
遣
、
空
法
亦
空
、
一
切
皆
如
、
離
涅
槃
相
、
湛
常
圓
寂
。
故
曰
無
餘
。
（
石
經
本
一
／
一

〇
）

・
【
經
】
爾
時
須
菩
提
聞
說
是
經
、
深
解
義
趣
、
涕
淚
悲
泣
、
而
白
佛
言
、
希
有
世
尊
、
佛
說
如
是
甚
深
經
典
。
我
從
昔
來
所
得

253



慧
眼
、
未
曾
得
聞
如
是
之
經
。

【
注
】
昔
得
慧
眼
、於
有
見
空
。
今
聞
是
經
、於
空
亦
遣
、
是
名
中
道
。
故
未
曾
聞
。
善
吉
解
空
、
久
得
深
趣
。
將
欲
起
敎
、
以

示
未
來
。
故
涕
淚
悲
泣
、
歎
其
希
有
。
（
石
經
本
四
／
一
、
ス
タ
イ
ン
二
〇
六
八
／
行
一
〇
四
）

・
【
經
】
佛
吿
須
菩
提
。
善
男
子
善
女
人
發
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
者
、
當
生
如
是
心
。
我
應
滅
度
一
切
衆
生
。

【
注
】
衆
因
緣
生
、
本
非
有
法
。
妄
心
執
著
、
起
衆
生
相
。
今
悟
性
空
、
則
衆
緣
自
滅
。
菩
提
中
道
、
應
發
是
心
也
。
（
石
經
本

五
／
一
〇
、
ス
タ
イ
ン
二
〇
六
八
／
行
一
八
七
）

・
【
經
】
所
以
者
何
。
須
菩
提
。
佛
說
般
若
波
羅
蜜
、
則
非
般
若
波
羅
蜜
。

【
注
】
說
般
若
法
、
差
煩
惱
病
。
煩
惱
是
妄
、
由
執
見
生
。
妄
病
旣
除
、
眞
法
應
捨
。
若
執
持
般
若
、
不
解
空
義
、
惟
此
般
若
、

亦
成
煩
惱
故
。
佛
說
般
若
波
羅
蜜
、
則
無
定
法
名
般
若
。
（
石
經
本
三
／
一
二
、
ス
タ
イ
ン
二
〇
六
八
／
行
八
九
）

・
【
經
】
須
菩
提
。
如
來
所
得
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
、
於
是
中
無
實
無
虛
。

【
注
】
此
又
雙
遺
也
。
前
云
以
有
法
得
者
、
虛
妄
也
。
以
無
法
證
者
、
眞
實
也
。
此
乃
寄
無
以
遣
有
、
假
實
以
明
虛
。虛
有
之
妄
旣

除
、
實
無
之
法
亦
無
。
但
約
邊
以
趣
中
道
爾
。
於
是
中
豈
有
虛
實
耶
。
（
石
經
本
六
／
一
、
ス
タ
イ
ン
二
〇
六
八
／
行
二
〇
九
）

こ
れ
ら
の
注
釋
の
要
點
は
、
い
ず
れ
も
般
若
の
空
の
思
想
を
三
論
敎
學
の
方
法
論
で
解
釋
し
た
よ
う
な
印
象
を
與
え
、
有
無
の
兩
邊

を
捨
て
、
非
有
非
無
を
超
越
し
た
中
道
の
立
場
こ
そ
が
「
空
」
そ
の
も
の
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
遣

之
又
遣
」
と
い
う
重
玄
の
論
理
と
と
も
に
「
中
道
」
が
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
點
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
こ
と

に
す
る
。

　
ま
た
、
玄
宗
注
中
で
「
論
曰
」
と
し
て
唯
一
引
用
さ
れ
る
「
論
」
な
る
も
の
が
『
中
論
』
な
い
し
『
正
觀
論
』
の
記
述
を
蹈
え
て
い

る
ら
し
い
こ
と
も
、
上
述
の
推
定
を
支
持
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
具
體
的
に
は
、

【
經
】
須
菩
提
。
汝
若
作
是
念
、
如
來
不
以
具
足
相
故
、
得
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
。
須
菩
提
。
莫
作
是
念
。
如
來
不
以
具
足
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相
故
、
得
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
。

【
注
】
前
破
有
相
不
見
如
來
。
恐
衆
生
卽
作
無
相
求
佛
、
故
此
破
云
、
汝
勿
謂
無
相
可
得
菩
提
。
菩
提
非
有
無
、
故
以
有
無
求
、

皆
不
得
也
。
論
曰
、
大
聖
說
空
法
、
爲
破
諸
見
故
。
若
復
見
有
空
、諸
佛
所
不
化
。
今
者
捨
有
而
滯
無
、
亦
由
避
溺
而
投
火
也
。

（
石
經
本
七
／
一
四
、
ス
タ
イ
ン
二
〇
六
八
／
行
二
九
一
）

が
擧
げ
ら
れ
る
が
、
玄
宗
注
が
「
論
曰
」
と
し
て
引
く
も
の
は
、
次
の
『
中
論
』
觀
行
品
第
十
三
の
記
述
、

答
曰
、
大
聖
說
空
法
、
爲
離
諸
見
故
。
若
復
見
有
空
、諸
佛
所
不
化
。
大
聖
爲
破
六
十
二
諸
見
及
無
明
愛
等
諸
煩
惱
故
說
空
。
若

人
於
空
復
生
見
者
、
是
人
不
可
化
。
譬
如
有
病
須
服
藥
可
治
。
若
藥
復
爲
病
則
不
可
治
。
如
火
從
薪
出
、
以
水
可
滅
。
若
從
水

生
、
爲
用
何
滅
。
如
空
是
水
、
能
滅
諸
煩
惱
火
」。
（
大
正
三
〇
、
一
八
下
）

と
密
接
に
關
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
同
樣
の
記
述
は
『
三
論
玄
義
』
に
「
正
觀
論
云
」
と
し
て
も
引
用
さ
れ
て
お
り（

42
）、

玄
宗
注
の
「
論
」
が
『
中
論
』
を
意
味
す
る
の
か
『
正
觀
論
』
を
意
味
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
『
三
論
玄
義
』
を
通
じ
て
の
閒
接
的
な

引
用
な
の
か
な
ど
に
つ
い
て
は
、
俄
か
に
は
斷
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
玄
宗
が
三
論
の
敎
學
に
そ
れ
な
り
の
知
識
を
有
し
て
い
た

こ
と
は
十
分
に
首
肯
で
き
よ
う
。

　
　
（
三
）
他
の
經
典
お
よ
び
注
釋
と
の
關
係

　
御
注
の
中
に
は
、
主
と
し
て
『
維
摩
經
』
お
よ
び
そ
の
注
釋
の
影
響
ら
し
き
も
の
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
ず
、「
須

菩
提
言
。
世
尊
。
如
來
說
人
身
長
大
則
爲
非
大
身
、
是
名
大
身
」
に
附
さ
れ
た
注
に
は
、

人
身
長
大
、
假
合
衆
緣
。
分
分
不
同
、
則
爲
非
大
、
而
身
相
具
足
、
是
名
大
身
、
則
知
不
離
假
合
之
身
而
有
大
身
、
不
離
因
緣

生
法
而
有
佛
法
。
煩
惱
之
外
、
豈
復
別
有
涅
槃
耶
。
（
石
經
本
六
／
三
、
ス
タ
イ
ン
二
〇
六
八
／
行
二
一
五
）

と
あ
る
。
こ
の
「
煩
惱
の
外
に
、
豈
に
復
た
別
に
涅
槃
有
ら
ん
や
」
と
い
う
注
は
、『
維
摩
經
』
弟
子
品
「
不
斷
煩
惱
而
入
涅
槃
是
宴

255



坐
」
に
附
さ
れ
た
羅
什
お
よ
び
僧
肇
の
注
に
、

什
曰
、
煩
惱
卽
涅
槃
、
故
不
待
斷
而
後
入
也
。
肇
曰
、
七
使
九
結
惱
亂
群
生
、
故
名
爲
煩
惱
。
煩
惱
眞
性
卽
是
涅
槃
。
慧
力
强

者
、
觀
煩
惱
卽
是
入
涅
槃
、
不
待
斷
而
後
入
也
」。
（
大
正
三
八
、
三
四
五
中
）

と
あ
る
「
煩
惱
卽
涅
槃
」
や
「
煩
惱
眞
性
卽
是
涅
槃
」
の
思
想
を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、「
一
切
賢
聖
皆
以
無
爲
法
而
有
差
別
」
に
對
す
る

…
…
賢
聖
、
根
識
不
同
。
一
音
演
說
、
淺
深
隨
分
。
未
悟
…
…
悟
、
則
藥
病
皆
除
、
無
法
可
說
。
（
石
經
本
二
／
九
、
ス
タ
イ
ン
二

〇
六
八
／
行
二
六
）

と
い
う
玄
宗
注
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
『
維
摩
經
』
佛
國
品
の
經
文
お
よ
び
僧
肇
の
注
、

【
經
】
佛
以
一
音
演
說
法
、
衆
生
隨
類
各
得
解
。
皆
謂
世
尊
同
其
語
、
斯
則
神
力
不
共
法
。
佛
以
一
音
演
說
法
、
衆
生
各
各
隨
所

解
。
普
得
受
行
獲
其
利
、
斯
則
神
力
不
共
法
。
佛
以
一
音
演
說
法
、
或
有
恐
畏
或
歡
喜
、
或
生
厭
離
或
斷
疑
、
斯
則
神
力
不
共
法
。

【
注
】
肇
曰
、
佛
以
一
音
說
一
法
、
衆
生
各
隨
所
好
而
受
解
。
好
施
者
聞
施
、
好
戒
者
聞
戒
。
各
異
受
異
行
、
獲
其
異
利
。
上

一
音
異
適
、
此
一
法
異
適
也
」。
（
大
正
三
八
、
三
三
三
下
）

を
蹈
ま
え
て
附
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
例
を
擧
げ
る
な
ら
ば
、「
何
以
故
。
如
來
者
、
卽
諸
法
如
義
」
に
對
す
る
玄
宗
注

如
者
法
性
也
。
是
性
淸
淨
、
無
有
定
相
、
遂
通
於
感
、
物
得
皆
如
。
旣
如
陰
如
陽
、
亦
不
曒
不
昧
。
悟
斯
如
義
、
來
成
佛
果
。
了

此
空
相
、
寂
然
無
體
。
豈
於
有
法
而
得
是
耶
。
（
石
經
本
五
／
一
六
、
ス
タ
イ
ン
二
〇
六
八
／
行
二
〇
六
）

の
「
如
と
は
法
性
な
り
」
と
い
う
解
釋
は
、
天
台
智
顗
の
說
を
基
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
荊
溪
湛
然
の
『
維
摩
經
略
疏
』
弟
子
品
に

見
え
る法

隨
於
如
無
所
隨
故
者
、
理
解
心
及
諸
法
卽
是
法
性
。
法
不
乖
如
、
故
言
法
隨
於
如
。
法
卽
法
性
、
法
性
卽
如
、
無
能
所
之
異
、
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故
言
無
所
隨
也
。
（
大
正
三
八
、
六
一
四
下
）

不
出
於
如
者
、
如
大
品
云
、
菩
薩
行
般
若
時
、
不
見
有
法
出
法
性
外
。
法
性
卽
如
之
異
名
。
（
同
、
六
二
九
上
）

な
ど
の
「
法
は
卽
ち
法
性
、
法
性
は
卽
ち
如
」
や
「
法
性
は
卽
ち
如
の
異
名
」
と
い
う
解
釋
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
湛
然
の
『
維

摩
經
略
疏
』
は
、
そ
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
智
顗
が
隋
の
煬
帝
の
命
で
『
維
摩
經
』
を
解
說
し
た
の
を
煬
帝
が
側
近
に
筆
受
さ
せ
た
が
、

そ
の
內
容
が
ま
ま
廣
繁
で
あ
っ
た
の
で
、
湛
然
が
本
意
を
損
わ
な
い
よ
う
に
節
略
し
た
も
の
だ
と
い
う
（
大
正
三
八
、
五
六
二
下
）
。
こ

の
煬
帝
が
筆
受
さ
せ
た
テ
キ
ス
ト
は
『
維
摩
文
疏
』
と
し
て
流
通
し
て
い
た
（『
佛
祖
統
紀
』
卷
二
五
「
山
家
敎
典
志
第
十
一
」、
大
正
四
九
、

二
五
八
中
）
。
湛
然
に
よ
る
『
維
摩
經
略
疏
』
の
撰
述
は
廣
德
二
年
（
七
六
四
）
と
さ
れ
る
の
で（

43
）、

玄
宗
が
『
維
摩
經
略
疏
』
を
見
て

『
金
剛
般
若
經
』
の
注
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、
當
時
智
顗
の
『
維
摩
經
文
疏
』
の
傳
本
が
存
在
し
た
こ
と

は
確
か
で
あ
る
か
ら
、
玄
宗
が
そ
れ
を
參
考
に
し
た
可
能
性
を
考
え
る
こ
と
は
全
く
の
的
外
れ
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
玄
宗
注
に
は
『
維
摩
經
』
お
よ
び
そ
れ
に
關
連
す
る
い
く
つ
か
の
注
釋
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

以
外
に
は
明
瞭
に
影
響
を
指
摘
で
き
る
も
の
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
玄
宗
の
佛
敎
理
解
が
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
こ
れ

だ
け
で
は
斷
定
は
で
き
な
い
が
、
當
時
の
知
識
人
一
般
の
佛
敎
理
解
か
ら
飛
び
拔
け
た
も
の
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
佛
典
の
影
響
と
は
別
に
、『
金
剛
般
若
經
』
の
御
注
に
は
『
道
德
經
』
と
『
莊
子
』
お
よ
び
先
行
し
て
撰
述
さ
れ
た
『
道
德
經
』
の

御
注
御
疏
の
思
想
を
反
映
し
た
解
釋
が
か
な
り
見
ら
れ
る
。
先
に
三
論
と
の
關
係
で
引
用
し
た
部
分
と
共
通
す
る
が
、
ま
ず
「
無
餘

涅
槃
」
に
つ
い
て
の
注
で
は
、「
若
能
遣
之
又
遣
、
空
法
亦
空
、
一
切
皆
如
、
離
涅
槃
相
、
湛
常
圓
寂
、
故
曰
無
餘
」
（
石
經
本
一
／
一

〇
）
と
い
い
、
ま
た
「
一
切
法
無
我
」
に
つ
い
て
は
、「
離
彼
兩
邊
、
契
於
中
道
、
悟
無
生
忍
、
勝
福
甚
多
、
財
施
校
量
非
所
及
也
。

知
有
我
亦
無
無
我
、
遣
之
又
遣
、
深
入
菩
提
、
故
知
一
切
法
無
我
也
」
（
石
經
本
八
／
二
）
な
ど
と
「
遣
之
又
遣
」
と
い
う
「
重
玄
」
の

論
理
が
援
用
さ
れ
て
い
る
。「
重
玄
」
の
論
理
は
い
う
ま
で
も
な
く
三
論
の
論
理
と
密
接
に
關
係
し
て
成
立
し
、
こ
の
時
代
の
道
敎
敎

理
の
中
核
を
な
す
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
た
。『
金
剛
般
若
經
』
の
御
注
に
兩
者
の
影
響
が
見
ら
れ
る
の
は
、
基
本
的
に
は
『
道
德
經
』
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の
御
疏
に
お
け
る
「
重
玄
」
の
論
理
の
援
用
の
延
長
上
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
佛
典
の
解
釋
に
當
た
っ
て
も
「
三
論
」
的
な
論
理

を
基
盤
と
す
る
が
ゆ
え
に
有
用
な
枠
組
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

　
次
に
「
般
若
波
羅
蜜
」
に
つ
い
て
、「
般
若
正
智
、
喩
如
金
剛
。
破
煩
惱
障
、
了
出
中
道
、
渡
貪
愛
流
、
超
到
彼
岸
、
故
以
是
名
字
、

無
量
勝
義
。
汝
當
循
名
責
實
、
依
是
奉
持
」
（
石
經
本
三
／
一
二
、
ス
タ
イ
ン
二
〇
六
八
／
行
八
八
）
と
「
了
出
中
道
」
を
い
う
が
、
こ
れ

は
『
道
德
經
』
第
一
章
章
題
の
疏
に
「
衆
妙
之
門
者
、
示
了
出
也
。
所
謂
進
修
之
階
漸
、
體
悟
之
大
方
也
」
と
い
い
、
第
十
三
章
「
德

者
同
於
德
」
の
疏
に
「
謂
體
悟
之
人
順
事
於
道
、
豈
唯
自
能
了
出
」
と
い
い
、
第
三
十
七
章
「
不
欲
以
靜
、
天
下
將
自
正
」
の
疏
に

「
夫
無
名
之
樸
、
旣
將
不
欲
、
不
欲
之
欲
、
於
此
亦
忘
、
則
泊
然
淸
淨
、
是
名
了
出
」
と
い
い
、
第
四
十
章
「
天
下
之
物
生
於
有
、
有
生

於
無
」
の
疏
に
「
諸
法
實
性
、
理
中
不
有
、
亦
復
不
無
、
事
絕
因
待
。
所
言
物
生
於
有
、
有
生
於
無
者
、
皆
是
約
代
法
而
言
爾
。
若

知
數
輿
無
輿
卽
知
數
、
諸
法
無
諸
法
、
豈
有
權
實
而
可
言
相
生
乎
。
悟
斯
理
者
、
可
謂
了
出
矣
」
と
い
う
例
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
了

出
」
の
思
想
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
『
道
德
經
』
の
解
釋
と
共
通
す
る
も
の
が
數
例
あ
る
が
、
煩
瑣
に
な
る
の
で

こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

　
『
莊
子
』
と
の
關
連
に
つ
い
て
は
、
外
物
篇
の
「
忘
筌
」
を
蹈
ま
え
る
も
の
（
ス
タ
イ
ン
二
〇
六
八
／
行
一
八
）
、
應
帝
王
篇
の
「
至

人
之
用
心
若
鏡
、
不
將
不
迎
、
應
而
不
藏
、
故
能
勝
物
而
不
傷
」
を
蹈
ま
え
る
も
の
（
石
經
本
六
／
一
二
、
ス
タ
イ
ン
二
〇
六
八
／
行
二
四

五
）
、
齊
物
論
篇
の
「
一
受
其
成
形
、
不
忘
以
待
盡
。
與
物
相
刃
相
靡
、
其
行
盡
如
馳
、
而
莫
之
能
止
、
不
亦
悲
乎
」
を
蹈
ま
え
る
も

の
（
石
經
本
六
／
一
〇
）
、
列
禦
寇
篇
の
「
驪
龍
」
の
寓
話
を
蹈
ま
え
る
も
の
（
石
經
本
八
／
三
）
な
ど
が
擧
げ
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、『
金
剛
般
若
經
』
の
御
注
に
は
玄
宗
が
傾
倒
し
た
『
道
德
經
』
や
『
莊
子
』
の
思
想
が
援
用
さ
れ
、
ま
た
『
道
德
經
』

の
御
疏
の
注
釋
方
法
と
共
通
す
る
部
分
が
か
な
り
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
注
釋
者
と
し
て
の
玄
宗
が
自
己
の
思
想
基
盤
と
し

て
の
老
莊
思
想
、
よ
り
具
體
的
に
い
え
ば
當
時
の
老
子
解
釋
學
の
主
流
で
あ
っ
た
重
玄
を
旨
と
す
る
立
場
に
引
き
つ
け
て
『
金
剛
般
若

經
』
を
解
釋
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、『
金
剛
般
若
經
』
の
御
注
に
は
、『
道
德
經
』
の
御
注
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、「
妙
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本
」
と
い
う
新
た
な
槪
念
を
導
入
し
て
三
敎
の
合
一
を
主
張
す
る
と
い
う
よ
う
な
積
極
的
な
意
圖
を
も
っ
た
思
想
が
見
ら
れ
な
い
こ

と
も
同
時
に
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
點
で
あ
る
。

　
　
（
四
）
後
世
へ
の
影
響

　
『
御
注
金
剛
般
若
經
』
が
後
世
の
佛
敎
に
對
し
て
何
ら
か
の
影
響
を
有
し
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
資
料
は
な
い
。
た

だ
、
禪
文
獻
の
ひ
と
つ
で
あ
る
『
大
乘
開
心
顯
性
頓
悟
眞
宗
論
』
に
數
條
の
引
用
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
は
い
る
が
、
ど
の
程

度
の
影
響
力
を
有
し
た
か
は
分
明
で
は
な
い（

44
）。

ま
た
、
周
邊
諸
國
へ
の
傳
播
情
況
に
關
し
て
は
、
日
本
に
齎
さ
れ
た
こ
と
は
各
種
目

錄
か
ら
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が（

45
）、

今
の
と
こ
ろ
現
存
す
る
も
の
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
朝
鮮
半
島
に
も
當
然
傳
播
し
た
と
思

わ
れ
る
が
、
こ
の
點
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　　
　
　
小
結

　　
あ
え
て
結
論
的
な
こ
と
を
言
う
な
ら
ば
、『
金
剛
般
若
經
』
の
御
注
は
、
法
相
宗
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
高
度
な
佛
敎
敎
學
の
專
門

的
知
識
お
よ
び
方
法
を
驅
使
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
佛
敎
敎
理
に
對
し
て
一
應
の
敎
養
を
有
す
る
も
の
が
、
そ
の
知
識
に

基
づ
い
て
傳
統
的
な
中
國
古
典
注
釋
學
の
手
法
に
從
っ
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
筆
者
と
し
て
は
、
玄

宗
自
身
が
注
釋
を
加
え
た
と
し
て
問
題
な
い
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
玄
宗
は
こ
の
注
釋
を
作
成
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
と
さ
ら
に
三
敎
の
調
和
や
合
一
を
主
張
す
る
意
圖
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
立
場
は
す
で
に
『
道
德
經
』

の
注
や
疏
の
中
で
明
確
に
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
、『
金
剛
般
若
經
』
そ
の
も
の
に
三
敎
調
和
の
議
論
を
展
開
す
る
に
足
る
要
素
が
見

ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
が
、
こ
の
よ
う
な
御
注
を
生
み
だ
し
た
要
因
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
玄
宗
自
身
は
、
恐
ら
く
『
金
剛
般
若
經
』
に
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佛
敎
側
か
ら
の
要
請
に
應
じ
て
注
釋
を
附
す
と
い
う
行
爲
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
三
敎
の
調
和
が
み
ず
か
ら
の
立
場
で
あ
る
こ
と
を

宣
明
す
る
と
い
う
政
治
的
效
果
を
念
頭
に
置
い
て
注
を
附
し
た
の
で
あ
ろ
う
。『
金
剛
般
若
經
』
の
御
注
が
唐
以
後
の
ど
の
寶
藏
に
も

入
藏
さ
れ
ず
、
房
山
と
敦
煌
あ
る
い
は
ト
ル
フ
ァ
ン
と
い
う
、
い
わ
ば
東
西
の
兩
邊
境
に
の
み
わ
ず
か
に
殘
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
、

頒
布
の
直
後
に
こ
そ
道
氤
ら
に
よ
っ
て
宣
揚
さ
れ
た
と
は
い
え
、
こ
の
注
釋
そ
の
も
の
の
價
値
が
佛
敎
敎
學
の
立
場
か
ら
は
大
し
て

評
價
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
當
の
道
氤
自
身
が
御
注
を
宣
揚
す
る
と
稱
し
な
が
ら
、

そ
の
內
容
を
全
く
無
視
す
る
よ
う
な
『
宣
演
』
を
殘
し
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
し
、
道
氤
の
疏
が
散
逸
し
て
し
ま
っ
て
い

る
こ
と
も
同
樣
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
佛
敎
敎
學
か
ら
の
評
價
と
中
國
思
想
史
か
ら
の
評
價
は
お
の
ず
か
ら
別

で
あ
る
。『
御
注
金
剛
般
若
經
』
の
思
想
史
的
位
置
を
正
し
く
評
價
す
る
作
業
は
、
こ
れ
か
ら
も
繼
續
し
て
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

〔
附
記
〕
本
稿
は
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
に
米
國
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
學
で
開
催
さ
れ
た
、“InternationalC

onference
on

B
uddhism

,D
aoism

,

and
C

hinese
R

eligion”

に
お
け
る
發
表
論
文
「
圍
繞
著
唐
玄
宗
三
經
御
注
的
諸
問
題

以
《
御
注
金
剛
般
若
經
》
爲
中
心
」
の
日
本
語
原

稿
を
修
改
し
た
も
の
で
あ
る
。

注

（
１
）
『
舊
唐
書
』
卷
八
玄
宗
紀
上
「
二
年
春
正
月
、
…
…
丙
寅
、
紫
微
令
姚
崇
上
言
請
檢
責
天
下
僧
尼
、
以
僞
濫
還
俗
者
二
萬
餘
人
。
…
…
閏
月

癸
亥
、
令
道
士
・
女
冠
・
僧
尼
致
拜
父
母
」。

（
２
）
『
舊
唐
書
』
卷
一
九
二
隱
逸
・
司
馬
承
禎
「
開
元
九
年
、
玄
宗
又
遣
使
迎
入
京
、
親
受
法
籙
、
前
後
賞
賜
甚
厚
」。
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（
３
）
『
册
府
元
龜
』
卷
五
三
・
帝
王
部
「
十
年
正
月
己
丑
、
詔
兩
京
及
諸
州
各
置
玄
元
皇
帝
廟
一
所
、
竝
置
崇
玄
學
。
其
生
徒
令
習
道
德
經
及
莊

列
文
子
等
、
每
年
准
明
經
例
擧
送
」。

（
４
）
玄
宗
の
封
禪
に
つ
い
て
は
、
麥
谷
邦
夫
「
唐
代
封
禪
議
小
考
」（
小
南
一
郞
編
『
中
國
文
明
の
形
成
』、
朋
友
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）
を
參
照
。

ま
た
、
こ
の
閒
の
玄
宗
の
道
敎
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
宮
川
尙
志
「
唐
の
玄
宗
と
道
敎
」（『
東
海
大
學
紀
要
　
文
學
部
』
三
〇
、
一

九
七
八
年
）、
今
枝
二
郞
『
玄
宗
皇
帝
』（
高
文
堂
、
一
九
九
九
年
）
な
ど
に
詳
細
な
論
が
あ
る
。

（
５
）
『
舊
唐
書
』
卷
八
玄
宗
紀
上
「（
開
元
十
年
）
六
月
辛
丑
、
上
訓
註
孝
經
、
頒
于
天
下
」。

（
６
）
玄
宗
の
『
老
子
』
注
疏
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
麥
谷
邦
夫
「
唐
・
玄
宗
御
注
『
道
德
眞
經
』
お
よ
び
疏
撰
述
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題
」（『
東

方
學
報
』
京
都
第
六
二
册
、
一
九
九
〇
年
）
を
參
照
。

（
７
）
『
御
注
金
剛
般
若
經
』
題
記
（
房
山
石
經
）「
右
經
開
（
元
）
二
十
三
乙
亥
之
歲
六
月
三
日
、都
釋
門
威
儀
僧
思
有
表
請
、
至
九
月
十
五
日
經

出
、
合
城
具
法
儀
於
通
洛
門
奉
迎
。
其
日
表
賀
、便
請
頒
示
天
下
、
寫
本
入
藏
、
宣
付
史
官
。
其
月
十
八
日
、於
敬
愛
寺
設
齋
慶
讚
、兼
請
中
使

王
公
宰
相
百
…
…
。
開
元
廿
三
年
十
月
、
□
□
書
手
臣
張
若
芳
、
用
小
麻
紙
三
十
五
張
。
　
校
書
郞
　
坦
初
校
。
　
校
書
郞
韓
液
再
校
。
　

正
字
李
希
言
三
校
。
　
裝
書
匠
臣
陳
善
裝
。
　
典
書
臣
侯
令
惲
典
。
祕
書
郞
臣
盧
倬
掌
。
　
朝
散
大
夫
守
祕
書
監
上
柱
國
平
郷
縣
開
國
男
臣

宋
昇
監
。
　
﹇
正
議
大
夫
…
…
上
﹈
柱
國
載
國
公
臣
李
道
□
□
。
　
光
祿
大
夫
祕
書
監
同
正
員
上
柱
國
汝
陽
郡
王
臣
揔
淳
監
。
天
寶
元
年

八
月
十
五
日
立
」。

（
８
）
吉
川
忠
夫
「
元
行
沖
と
そ
の
「
釋
疑
」
を
め
ぐ
っ
て
」（『
東
洋
史
硏
究
』
四
七
、
一
九
八
八
年
）、
島
一
「
孝
經
注
疏
と
そ
の
周
邊
」（『
學

林
』
二
六
、
二
九
、
一
九
九
八
年
）、
島
一
「
母
の
た
め
の
三
年
の
喪
」（『
立
命
館
文
學
』
五
五
一
、
一
九
九
七
年
）。

（
９
）
「
昔
歲
、
述
孝
經
以
爲
百
行
之
首
。
故
深
覃
（
談
）
要
旨
、
冀
闡
微
言
。
不
唯
先
王
至
德
、
實
謂
君
子
務
本
」。

（
10
）
「
凡
有
以
理
天
下
之
二
經
、
故
不
可
闕
也
」。

（
11
）
『
孝
經
』
玄
宗
序
「
是
以
一
章
之
中
、
凡
有
數
句
。
一
句
之
內
、
意
有
兼
明
。
具
載
則
文
繁
、
略
之
又
義
闕
。
今
存
於
疏
、
用
廣
發
揮
」。『
舊

唐
書
』
卷
一
〇
二
元
行
沖
傳
「
上
又
特
令
行
沖
撰
御
所
注
孝
經
疏
義
、
列
於
學
官
」。
同
卷
四
六
經
籍
志
「
孝
經
疏
三
卷
（
元
行
沖
撰
）」。

（
12
）
「
朕
誠
寡
薄
、
嘗
感
斯
文
、
猥
承
有
後
之
慶
、
恐
失
無
爲
之
理
。
每
因
淸
宴
、
輒
叩
玄
關
、
隨
所
意
得
、
遂
爲
箋
注
。
豈
成
一
家
之
說
、
但

備
遺
闕
之
文
。
今
玆
絕
筆
、
是
詢
於
衆
。
公
卿
臣
庶
、
道
釋
二
門
、
有
能
起
予
類
於
卜
商
、
針
疾
同
於
左
氏
、
渴
於
納
善
、
朕
所
虛
懷
」。
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（
13
）
こ
の
點
に
つ
い
て
は
、
麥
谷
邦
夫
「
唐
・
玄
宗
『
道
德
眞
經
』
注
疏
に
お
け
る
「
妙
本
」
に
つ
い
て
」（『
道
敎
と
宗
敎
文
化
』
平
河
出
版
社
、

一
九
八
七
年
）、
注
（
6
）
麥
谷
邦
夫
一
九
九
〇
を
參
照
。

（
14
）
「
道
法
自
然
者
、
老
經
云
、
人
法
地
、
地
法
天
、
天
法
道
、
道
法
自
然
。
釋
曰
、
法
者
、
倣
敎
取
前
則
也
。
人
法
地
者
、
地
寂
靜
也
、
人
當

如
也
。
寂
靜
其
志
、
守
道
待
時
、
不
患
人
不
知
、
自
能
功
成
事
遂
矣
。
地
法
天
者
、
天
行
健
壯
、
生
成
萬
物
、
無
有
衰
怠
。
地
不
得
天
、
無

以
生
成
。
天
尊
地
卑
、
故
法
之
也
。
理
實
而
言
、
人
法
天
地
、
不
唯
於
地
。
故
易
云
、
天
地
變
化
、
聖
人
效
之
。
天
法
道
者
、
天
雖
運
行
不

息
、
盡
是
常
道
、
無
爲
而
無
不
爲
。
故
法
於
道
而
無
爲
也
。
道
法
自
然
者
、卽
大
道
無
所
從
來
、
名
爲
自
然
、
非
別
有
自
然
而
令
大
道
法
之

也
。
但
以
究
尋
天
道
之
源
、
乃
覺
自
然
而
已
。更
無
根
源
因
由
、
故
云
法
之
矣
」。

（
15
）
「
…
…
又
當
法
道
淸
淨
無
爲
、
忘
功
於
物
、
令
物
自
化
。
人
君
能
爾
、
卽
合
道
法
自
然
。
言
道
之
爲
法
自
然
、
非
復
倣
自
然
也
。
若
如
惑
者

之
難
、
以
道
法
效
於
自
然
、
是
則
域
中
有
五
大
、
非
四
大
也
。
又
引
西
昇
經
云
、
虛
無
生
自
然
、
自
然
生
道
、
則
以
道
爲
虛
無
之
孫
、
自
然

之
子
、
妄
生
先
後
之
義
、
以
定
尊
卑
之
目
、
塞
源
拔
本
、
倒
置
何
深
。
且
常
試
論
曰
、虛
無
者
、
妙
本
之
體
、
體
非
有
物
、
故
曰
虛
無
。
自

然
者
、
妙
本
之
性
。
性
非
造
作
、
故
曰
自
然
。道
者
、
妙
本
之
功
用
、所
謂
强
名
。
無
非
通
生
、
故
謂
之
道
。
幻
體
用
名
、卽
謂
之
虛
無
自
然
道

爾
。尋
其
所
以
、卽
一
妙
本
、
復
何
所
相
法
效
乎
。
則
知
惑
者
之
難
、
不
詣
夫
玄
鍵
矣
」。

（
16
）
「
昔
歲
、
述
孝
經
以
爲
百
行
之
首
。
故
深
覃
（
談
）
要
旨
、
冀
闡
微
言
。
不
唯
先
王
至
德
、
實
謂
君
子
務
本
。
近
又
贊
道
德
、
伏
知
　
聖
祖

垂
敎
﹇
著
﹈
□
□
□
□
□
□
□
□
□
稟
訓
。
況
道
家
使
人
精
神
專
一
、
動
合
無
爲
。
凡
有
以
理
天
下
之
二
經
、
故
不
可
闕
也
」。

（
17
）
「
今
之
此
注
則
順
乎
來
請
。
夫
衆
竅
互
作
、
鼓
之
者
風
也
。
柤
梨
相
殊
、
可
口
者
味
也
。
苟
在
□
□
□
□
□
□
□
□
將
助
我
者
、
何
閒
然
乎
」。

（
18
）
玄
宗
「
答
張
九
齡
請
御
註
經
內
外
傳
授
批
」（『
全
唐
文
』
卷
三
七
）「
此
經
宗
旨
、
先
離
諸
相
。
解
說
者
衆
、
證
以
眞
空
。
僧
徒
固
請
、
欲
以

宏
敎
。
心
有
所
得
、
輒
復
疏
之
。
今
請
頒
行
、
慮
無
所
益
」。
玄
宗
「
答
張
九
齡
賀
御
註
金
剛
經
批
」（『
全
唐
文
』
卷
三
七
）「
不
壞
之
法
、

眞
常
之
性
、
實
在
此
經
、
衆
爲
難
說
。
且
用
稽
合
同
異
、
疎
決
源
流
。
朕
位
在
國
王
、
遠
有
傳
法
。
竟
依
羣
請
、
以
道
元
（
玄
）
元
。
與
夫

孝
經
道
經
、
三
敎
無
闕
。
豈
玆
祕
藏
、
能
有
探
詳
。
所
賀
知
」。
玄
宗
「
答
張
九
齡
等
賀
御
注
金
剛
經
手
詔
」（『
全
唐
文
』
卷
三
〇
）「
僧
徒

固
請
、
欲
以
興
敎
。
心
有
所
得
、
輒
復
疎
之
。
今
請
頒
行
、
仍
慮
未
愜
」。

（
19
）
『
貞
元
新
定
釋
敎
目
錄
』
卷
一
四
（
大
正
五
五
、
八
九
四
上
）「
沙
門
智
柔
言
。
伏
以
聖
智
宏
深
、
藉
弘
演
而
彌
廣
、
眞
源
妙
極
、
假
言
象
而

方
傳
。
…
…
貞
元
六
年
八
月
十
一
日
、
千
福
寺
御
注
金
剛
經
寶
幢
院
撿
校
功
德
沙
門
智
柔
表
進
。
…
…
」。
唐
・
朱
景
玄
『
唐
朝
名
畫
錄
』
神
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品
上
・
吳
道
玄
「
又
按
兩
京
耆
舊
傳
云
、
寺
觀
之
中
、
圖
畫
牆
壁
凡
三
百
餘
閒
、
變
相
人
物
、
奇
蹤
異
狀
、
無
有
同
者
。
上
都
唐
興
（
興
唐
）

寺
御
注
金
剛
經
院
、
妙
跡
爲
多
、兼
自
題
經
文
」。

（
20
）
高
橋
佳
典
「
玄
宗
朝
に
お
け
る
『
金
剛
經
』
信
仰
と
延
命
祈
願
」（『
東
洋
の
思
想
と
宗
敎
』
一
六
、
一
九
九
九
年
）

（
21
）
『
宋
高
僧
傳
』
卷
五
「
道
氤
傳
」（
大
正
五
〇
、
七
三
四
下
）「
開
元
十
八
年
、
於
花
萼
樓
對
御
定
二
敎
優
劣
。
氤
雄
論
奮
發
、
河
傾
海
注
。

道
士
尹
謙
對
答
失
次
、
理
屈
辭
殫
、
論
宗
乖
舛
。
帝
再
三
歎
羡
、
詔
賜
絹
伍
伯
匹
、
用
充
法
施
。
別
集
對
御
論
衡
一
本
、
盛
傳
于
代
。
後
撰

大
乘
法
寶
五
門
名
敎
幷
信
法
儀
各
一
卷
、
唯
識
疏
六
卷
、
法
華
經
疏
六
卷
、
御
注
金
剛
經
疏
六
卷
。
初
玄
宗
注
經
、
至
若
有
人
先
世
罪
業
應

墮
惡
道
乃
至
罪
業
則
爲
消
滅
、
雖
提
兔
翰
、
頗
見
狐
疑
、
慮
貽
謬
解
之
愆
、
或
作
餘
師
之
義
、遂
詔
氤
決
擇
經
之
功
力
、
剖
判
是
非
。
奏
曰
、

佛
力
經
力
、
十
聖
三
賢
、
亦
不
可
測
。
陛
下
曩
於
般
若
會
中
聞
熏
不
一
、更
沈
注
想
、
自
發
現
行
。帝
於
是
豁
然
若
憶
疇
昔
、
下
筆
不
休
、終

無
滯
礙
也
。
續
宣
氤
造
疏
矣
。
四
海
嚮
風
、
學
徒
鱗
萃
、
於
靑
龍
寺
執
新
疏
、
聽
者
數
盈
千
計
。
至
于
西
明
崇
福
二
寺
、
講
堂
悉
用
香
泥
、

築
自
水
際
至
于
土
面
、
莊
嚴
之
盛
、
京
中
甲
焉
」。
ま
た
、
注
（
34
）
道
氤
『
御
注
金
剛
般
若
經
宣
演
』
序
參
照
。

（
22
）
吳
夢
麟
「
房
山
石
經
本
《
唐
玄
宗
注
金
剛
經
》
錄
文
」（『
世
界
宗
敎
硏
究
』
一
九
八
二
―
二
、
一
九
八
二
年
）

（
23
）
『
房
山
石
經
三
　
隋
唐
刻
經
』（
華
夏
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）

（
24
）
『
房
山
石
經
硏
究
（
二
）』（
中
國
佛
敎
文
化
出
版
有
限
公
司
、
一
九
九
九
年
）
所
收
。

（
25
）
本
經
に
つ
い
て
は
、
ス
タ
イ
ン
將
來
敦
煌
寫
本
の
整
理
に
關
與
さ
れ
て
き
た
、
中
國
社
會
科
學
院
世
界
宗
敎
硏
究
所
の
方
廣
錩
敎
授
の
「
敦

煌
文
獻
中
的
《
金
剛
經
》
及
其
注
疏
」（『
世
界
宗
敎
硏
究
』
一
九
九
五
年
一
期
）
に
お
い
て
も
、
作
者
不
詳
と
解
說
さ
れ
、
同
氏
の
最
新
の
硏

究
レ
ベ
ル
を
示
す
と
思
わ
れ
る
『
敦
煌
學
大
辭
典
』（
上
海
辭
書
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）
に
お
い
て
も
同
樣
の
解
說
を
附
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、
道
氤
や
曇
曠
ら
の
『
金
剛
經
』
注
釋
の
專
門
家
で
あ
る
平
井
宥
慶
氏
も
「
敦
煌
文
書
に
お
け
る
金
剛
經
疏
」（
阿
部
慈
圓
編
『
金
剛
般

若
經
の
思
想
的
硏
究
』
所
收
、
春
秋
社
、
一
九
九
九
年
）
の
中
で
は
、
本
寫
本
に
つ
い
て
は
特
に
何
も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

（
26
）
注
（
7
）
參
照
。

（
27
）C

h1037

、Ch303

に
つ
い
て
は
、Gerhard

Schm
itt/T

hom
as

T
hilo,K

atalog
chinesischer

buddhistischer
Textfragm

ente
Vol.1,1975,

B
erlin

を
參
照
。
衣
川
賢
次
氏
の
論
考
は
、「
唐
玄
宗
《
御
注
金
剛
般
若
經
》
的
復
原
與
硏
究
」（『
新
世
紀
敦
煌
學
論
集
』
巴
蜀
書
社
、
二
〇

〇
三
年
）。
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（
28
）
衣
川
賢
次
「
唐
玄
宗
《
御
注
金
剛
般
若
經
》
校
錄
」（『
藏
外
佛
敎
文
獻
』
第
八
輯
、
宗
敎
文
化
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）、
同
「
唐
玄
宗
《
御

注
金
剛
般
若
經
》
的
復
元
與
硏
究
」（『
花
園
大
學
文
學
部
硏
究
紀
要
』
三
六
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
29
）
麥
谷
邦
夫
『
唐
玄
宗
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
注
索
引
』（
京
都
大
學
人
文
科
學
硏
究
所
附
屬
漢
字
情
報
硏
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
七
年
）

（
30
）
例
え
ば
、
陳
祚
龍
「
學
佛
隨
筆
」
第
一
章
「
關
於
唐
玄
宗
御
注
金
剛
經
」（『
獅
子
吼
』
一
九
七
七
―
八
、
一
九
七
七
年
）。

（
31
）
『
册
府
元
龜
』
卷
五
一
「
二
十
三
年
九
月
、
親
注
金
剛
經
及
修
義
訣
。
中
書
令
張
九
齡
等
上
言
、
伏
見
御
注
前
件
經
及
義
訣
…
…
帝
手
詔
曰
、

僧
徒
固
請
、
欲
以
興
敎
。
心
有
所
得
、
輒
復
疏
之
。
今
請
頒
行
、
仍
慮
未
愜
」。

（
32
）
注
（
21
）『
宋
高
僧
傳
』
道
氤
傳
參
照
。

（
33
）
『
御
注
金
剛
般
若
經
宣
演
』
の
現
存
テ
キ
ス
ト
に
は
、『
御
注
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
宣
演
』
卷
上
（
ペ
リ
オ
二
一
七
三
、
首
完
尾
闕
）、『
金
剛

般
若
經
宣
演
』
卷
下
（
ペ
リ
オ
二
一
三
二
、
首
尾
完
）
が
あ
り
、
大
正
藏
卷
八
五
に
收
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
金
剛
般
若
經
疏
』（
ペ
リ

オ
二
三
三
〇
、
首
尾
闕
）
も
實
は
『
宣
演
』
卷
上
の
一
部
で
あ
る
。

（
34
）
「
大
唐
開
元
中
、
歲
次
大
泉
獻
、
皇
帝
御
天
下
之
二
十
三
載
、
四
門
允
穆
、
百
揆
時
敍
、
至
化
洽
於
無
垠
、
玄
風
昌
於
有
截
、
迺
凝
睿
思
、

暢
述
儒
道
、
仍
懷
妙
覺
、注
訣
斯
經
。
直
照
精
微
、
洞
開
祕
密
、
天
章
發
耀
、
佛
日
增
輝
、
映
千
古
以
首
出
、
超
百
王
以
垂
範
。
旣
而
雄
都

上
京
、
刊
勒
金
石
、
溥
天
率
土
、
班
宣
句
味
、
洗
生
靈
之
耳
目
、
裂
魔
著
之
籠
樊
。
曠
劫
未
逢
、
今
玆
何
幸
。
氤
臥
病
林
藪
、
杜
跡
彌
年
。

伏
覽
聖
謨
、
載
懷
拚
躍
。
旋
荷
明
詔
、
濫
預
弘
揚
。
力
課
疲
朽
之
餘
、
虔
敷
幽
奧
之
蹟
、
才
微
任
重
、
覆
餗
增
尤
、
處
座
之
辰
、
詎
忌
詞
費
。

竊
惟
君
唱
臣
和
、
絲
發
輪
行
。
若
不
廣
引
敎
文
、
何
以
委
明
。
注
意
是
用
、
提
撕
衆
論
、
對
會
六
經
、
適
自
脣
吻
、
彰
乎
翰
墨
、
頓
犀
象
而

輸
牙
角
、
括
川
澤
而
薦
珠
珍
。
所
以
附
贊
天
文
、
所
以
莊
嚴
義
府
。
涓
波
赴
海
、
豈
益
洪
溟
之
深
。
螢
爝
呈
光
、
未
助
太
陽
之
景
。
恭
申
罔

極
、
俯
效
忠
勤
者
也
」。（
大
正
八
五
、
九
上
）

（
35
）
「
開
釋
經
題
」（
大
正
八
五
、
九
上
）「
注
分
爲
四
。
一
釋
喩
、
卽
金
剛
眞
寶
、
能
碎
堅
積
。
二
釋
智
、
卽
般
若
正
智
、
能
破
煩
惱
。
三
辯
德
、

卽
無
住
無
取
、
證
波
羅
而
捨
筏
、卽
色
卽
空
、契
菩
提
於
中
道
。
四
釋
經
、
卽
如
是
降
伏
、
可
以
稱
常
。
故
言
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
」、
お
よ

び
「
經
。
是
人
先
世
至
則
爲
消
滅
」（
三
〇
下
）
に
對
す
る
「
問
。
注
云
業
若
先
定
、
應
墮
惡
道
。卽
是
鈍
根
聞
必
驚
怖
、
安
能
信
奉
而
讀
誦

此
經
耶
。
若
後
五
百
歲
、
聞
是
章
句
、
能
生
信
心
者
、
此
人
已
於
千
萬
佛
所
種
諸
善
根
、
復
若
爲
人
輕
賤
乎
。
如
何
會
釋
。
…
…
」。

（
36
）
平
井
宥
慶
「
敦
煌
本
・
道
氤
集
『
御
注
金
剛
經
宣
演
』
考
」（『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
二
二
―
一
、
一
九
七
三
年
）、
同
「
敦
煌
本
・
道
氤
集

264



　　唐・玄宗の三經御注をめぐる諸問題

『
宣
演
』
と
曇
曠
撰
『
旨
贊
』」（『
印
度
學
佛
敎
學
硏
究
』
二
三
―
二
、
一
九
七
四
年
）、
同
「
金
剛
般
若
經
」（『
講
座
敦
煌
』
七
、
大
東
出
版

社
、
一
九
八
四
年
）
な
ど
。

（
37
）
『
唐
會
要
』
卷
七
七
、
論
經
義
「
其
載
二
月
二
十
四
日
、
詔
曰
、
朕
欽
承
聖
訓
、
覃
思
玄
經
。
頃
改
道
德
經
載
字
爲
哉
、
仍
隸
屬
上
句
。
及

乎
廷
議
、
衆
以
爲
然
。
遂
錯
綜
眞
詮
、
因
成
註
解
」。

（
38
）
注
（
6
）
麥
谷
邦
夫
一
九
九
〇
を
參
照
。

（
39
）
注
（
21
）
參
照
。

（
40
）
以
下
、
石
經
本
の
引
用
は
麥
谷
邦
夫
編
『
唐
玄
宗
金
剛
般
若
波
羅
蜜
經
注
索
引
』
の
釋
文
に
よ
る
。「
五
／
五
」
は
石
經
第
五
面
第
五
行
を

意
味
す
る
。

（
41
）
注
（
35
）
參
照
。
道
氤
は
、
玄
宗
注
の
前
半
だ
け
を
引
用
し
、
疑
問
を
提
起
し
て
い
る
後
半
部
分
「
況
此
經
佛
爲
大
乘
最
上
乘
者
說
、
皆
眞

實
不
誑
。
不
應
苟
勸
愚
人
崇
信
、
而
發
菩
提
取
相
之
言
、
將
如
來
別
有
深
意
乎
、
爲
譯
經
之
人
失
其
旨
」
は
無
視
し
て
い
る
。

（
42
）
『
三
論
玄
義
』（
大
正
四
五
、
七
上
）「
難
曰
、
若
邪
正
竝
冥
、
豈
非
空
見
。
答
。
正
觀
論
云
、
大
聖
說
空
法
、
爲
離
諸
見
故
。
若
復
見
有
空
、諸

佛
所
不
化
。
如
水
能
滅
火
。
今
水
還
出
火
、
當
用
何
滅
。
斷
常
爲
火
、
空
能
滅
之
。
若
復
著
空
、卽
無
藥
可
滅
也
」。

（
43
）
日
比
宣
正
『
唐
代
天
台
學
序
說
―
湛
然
の
著
作
に
關
す
る
硏
究
―
』（
山
喜
房
、
一
九
六
六
年
）
第
二
篇
第
五
章
「
維
摩
經
畧
疏
」
參
照
。

（
44
）
田
中
良
昭
「
校
注
和
譯
『
大
乘
開
心
顯
性
頓
悟
眞
宗
論
』」（『
松
ヶ
岡
文
庫
硏
究
年
報
』
三
、
一
九
八
九
年
）

（
45
）
『
惠
運
禪
師
將
來
敎
法
目
錄
』（
承
和
一
四
年
〔
八
四
七
〕
錄
）「
注
金
剛
般
若
經
一
卷
　
御
製
」（
大
正
五
五
、
一
〇
八
八
上
）

『
惠
運
律
師
書
目
錄
』（
應
和
三
年
〔
九
六
三
〕
寫
本
）「
註
金
剛
般
若
二
卷
。（
一
卷
御
註
。
一
卷
江
寧
縣
牛
頭
山
融
和
尙
註
）」（
大
正
五

五
、
一
〇
九
一
中
）

『
諸
阿
闍
梨
眞
言
密
敎
部
類
總
錄
』
卷
上
（
元
慶
九
年
〔
八
八
五
〕
安
然
錄
）「
注
金
剛
般
若
二
卷
。（
一
卷
御
註
。
一
卷
山
融
。〔
惠
〕
運
私

云
、
上
二
宜
傍
見
之
」（
大
正
五
五
、
一
一
一
三
中
）

『
山
王
院
藏
』（
延
長
三
年
〔
九
二
五
〕
僧
貞
宗
書
　
僧
空
慧
記
）「
御
注
金
剛
般
若
經
一
卷
　
改
小
字
爲
麁
書
」（『
昭
和
法
寶
總
目
錄
』
卷

三
、
七
七
二
中
）

『
東
域
傳
燈
目
錄
』（
寛
治
甲
戌
〔
一
〇
九
四
〕
作
成
、
興
福
寺
沙
門
永
超
集
）「
同
（
金
剛
般
若
經
）
註
一
卷
　
御
註
」（
大
正
五
五
、
一
一
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四
五
下
）
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崔
玄
亮
の
道
敎
生
活
　

　
　
　
深
　
澤
　
　
一
　
幸
　
　

　　　　
　
　
一

　　
中
唐
の
詩
人
た
る
白
居
易
（
七
七
二
―
八
四
六
）
が
大
和
八
年
（
八
三
四
）
、
六
十
三
歲
、
太
子
賓
客
と
し
て
洛
陽
に
い
た
時
に
作
っ

た
、
今
は
亡
き
舊
友
た
ち
を
偲
ぶ
「
舊
を
思
う
」
（「
白
氏
文
集
」
卷
六
二
）
と
い
う
詩
が
あ
る
。
い
ま
そ
の
前
半
を
引
こ
う
。

閑
日
一
思
舊
　
閑
日
　
一
た
び
舊
を
思
え
ば

舊
遊
如
目
前
　
舊
遊
は
目
前
の
如
し

再
思
今
何
在
　

さ
ら再

に
今

い
ず何

こ
に
在
る
か
を
思
え
ば

零
落
歸
下
泉
　
零
落
し
て
下
泉
に
歸
す

退
之
服
流
黃
　
退
之
は
流
黃
を
服
し

一
病
訖
不
痊
　
一
た
び
病
み
て

つ
い訖

に
な
お痊

ら
ず

微
之
鍊
秋
石
　
微
之
は
秋
石
を
鍊
り
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未
老
身
溘
然
　
未
ま
だ
老
い
ざ
る
に
身
は
溘
然
た
り

杜
子
得
丹
訣
　
杜
子
は
丹
訣
を
得
て

終
日
斷
腥
羶
　
終
日
　
腥
羶
を
斷
つ

崔
君
誇
藥
力
　
崔
君
は
藥
力
を
誇
り

經
冬
不
衣
綿
　
冬
を
經
る
も
綿
を

き衣
ず

或
疾
或
暴
夭
　
或
い
は

や疾
み
或
い
は
暴
夭

悉
不
過
中
年
　
悉
と
く
中
年
を
過
ぎ
ず

　
閑
な
日
に
舊
友
た
ち
の
こ
と
を
ち
ょ
っ
と
思
う
と
、
昔
の
遊
び
仲
閒
た
ち
は
ま
る
で
目
の
前
に
い
る
か
の
よ
う
。
し
か
し
、
今
は

ど
こ
に
い
る
か
と
さ
ら
に
思
っ
て
み
る
と
、
み
な
さ
び
し
げ
に
黃
泉
の
國
に
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
退
之
（
韓
愈
）
は
硫
黃
の
粉
末
を
服

用
し
た
が
、
病
氣
に
な
る
と
そ
の
ま
ま
亡
く
な
っ
た
。
微
之
（
元
稹
）
は
尿
中
か
ら
秋
石
と
い
う
黃
金
の
丹
藥
を
鍊
製
し
た
が
、
老
年

に
な
ら
な
い
う
ち
に
た
ち
ま
ち
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
杜
子
（
杜
元
穎
）
は
內
丹
鍊
成
の
祕
訣
を
得
て
、
一
日
中
生
臭
も
の
を
斷
っ
て
い

た
。
崔
君
は
丹
藥
の
效
力
を
自
慢
し
て
、
冬
じ
ゅ
う
ず
っ
と
綿
の
着
物
を
着
な
か
っ
た
。
あ
る
も
の
は
病
氣
に
な
り
あ
る
も
の
は
突

然
死
去
し
、
み
な
中
年
ま
で
に
亡
く
な
っ
た
。

　
こ
こ
で
は
白
の
舊
友
た
ち
は
、
み
な
長
生
き
し
よ
う
と
し
て
道
敎
に
か
ら
む
修
練
や
生
活
を
し
た
あ
げ
く
、
け
っ
き
ょ
く
は
何
の

效
果
も
な
く
、
老
い
を
待
た
ず
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
詩
の
後
半
は
、
か
れ
ら
と
反
對
に
、
お
の
れ
は
道
敎

の
修
練
な
ど
い
っ
さ
い
し
な
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
こ
の
通
り
元
氣
で
長
生
き
し
て
い
る
と
、
白
は
う
た
う
。

唯
予
不
服
⻝
　
唯
だ
予
の
み
は
服
⻝
せ
ず

老
命
反
遲
延
　
老
命
は
反
っ
て
遲
延
す

況
在
少
壯
時
　
況
ん
や
少
壯
の
時
に
在
り
て
も
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亦
爲
嗜
欲
牽
　
亦
た
嗜
欲
に
牽
か
る
る
を
や

但
耽
葷
與
血
　
但
だ
葷
と
血
と
に

ふ
け耽

り

不
識
汞
與
鉛
　
汞
と
鉛
と
を
識
ら
ず

飢
來
呑
熱
物
　
飢
え
來
た
ら
ば
熱
物
を
呑
み

渴
來
飮
寒
泉
　
渴
き
來
た
ら
ば
寒
泉
を
飮
む

詩
役
五
藏
神
　
詩
は
五
藏
神
を
役
し

酒
汨
三
丹
田
　
酒
は
三
丹
田
を

し
ず汨

む

隨
日
合
破
壞
　
日
に
隨
い
て

ま
さ合

に
破
壞
さ
る
べ
き
に

至
今
粗
完
全
　
今
に
至
る
も

ほ粗
ぼ
完
全
な
り

齒
牙
未
缺
落
　
齒
牙
は
未
ま
だ
缺
落
せ
ず

支
體
尙
輕
便
　
支
體
は
尙
お
輕
便
た
り

已
開
第
七
秩
　
已
に
第
七
秩
を
開
く
も

飽
⻝
仍
安
眠
　
飽
⻝
し

な仍
お
安
眠
せ
り

且
進
盃
中
物
　
且
つ
は
盃
中
の
物
を
進
め

其
餘
皆
付
天
　
其
の
餘
は
皆
な
天
に
付
さ
ん

　
た
だ
わ
た
し
だ
け
は
丹
藥
を
服
用
せ
ず
、
老
い
の
命
は
か
え
っ
て
延
び
た
。
ま
し
て
や
若
く
元
氣
な
頃
も
、
私
欲
の
赴
く
に
ま
か

せ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
ひ
た
す
ら
生
臭
さ
物
や
血
生
臭
い
物
を
む
さ
ぼ
り
、
煉
丹
用
の
水
銀
や
鉛
は
知
ら
ず
に
き
た
。
腹
が

減
っ
た
ら
熱
い
ス
ー
プ
を
呑
み
、
の
ど
が
渴
い
た
ら
冷
た
い
水
を
飮
ん
だ
。
詩
を
作
っ
て
は
魂
・
魄
・
神
・
意
・
智
・
精
・
志
を
宿

す
肝
・
肺
・
心
・
脾
・
腎
の
五
臟
の
七
神
を
こ
き
使
い
、
酒
を
飮
ん
で
は
兩
眉
の
閒
・
心
臟
・
臍
下
三
寸
の
三
つ
の
丹
田
を
酒
浸
し
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に
し
た
。
日
が
經
つ
に
つ
れ
て
當
然
か
ら
だ
は
壞
れ
る
は
ず
な
の
に
、
今
に
な
っ
て
も
だ
い
た
い
五
體
滿
足
の
ま
ま
だ
。
齒
は
缺
け

落
ち
た
も
の
な
く
、
體
は
ま
だ
輕
や
か
に
動
く
。
も
う
六
十
歲
以
上
に
な
っ
た
の
に
、
相
變
わ
ら
ず
腹
い
っ
ぱ
い
⻝
べ
て
ぐ
っ
す
り

眠
る
。
と
に
か
く
盃
中
の
酒
を
飮
む
こ
と
に
し
て
、
ほ
か
の
こ
と
は
す
べ
て
お
天
道
樣
に
ま
か
そ
う
。

　
そ
し
て
、
こ
の
詩
か
ら
三
年
後
の
開
成
二
（
八
三
七
）
年
、
六
十
六
歲
の
と
き
、
白
居
易
は
同
樣
の
感
慨
を
う
た
っ
た
「
事
に
感
ず
」

（「
白
氏
文
集
」
卷
六
六
）
の
詩
を
作
っ
た
。
そ
の
前
半
を
あ
げ
よ
う
。

服
氣
崔
常
侍
　
氣
を
服
せ
し
崔
常
侍

燒
丹
鄭
舍
人
　
丹
を
燒
き
し
鄭
舍
人

常
期
生
羽
翼
　
常
に
羽
翼
の
生
ぜ
ん
こ
と
を
期
せ
し
に

那
忽
化
灰
塵
　
那
ん
ぞ
忽
ち
灰
塵
に
化
す
と
は

每
遇
淒
涼
事
　
淒
涼
た
る
事
に
遇
う
每
に

還
思
潦
倒
身
　
還
た
潦
倒
た
る
身
を
思
う

　
吐
納
の
鍛
練
に
よ
っ
て
天
地
の
精
氣
を
吸
い
こ
み
長
生
延
年
す
る
道
敎
の
「
服
氣
」
の
功
法
を
お
こ
な
っ
た
崔
常
侍
（「
晦
叔
」
と

自
注
す
る
）
、
丹
藥
を
燒
い
て
鍊
製
し
た
鄭
舍
人
（「
居
中
」
と
自
注
す
る
）
。
か
れ
ら
は
い
つ
も
體
に
羽
が
生
え
て
仙
人
に
な
る
こ
と

を
期
待
し
て
い
た
の
に
、
と
つ
ぜ
ん
死
ん
で
灰
塵
に
歸
し
た
の
は
ど
う
い
う
わ
け
だ
。
も
の
さ
び
し
い
情
景
に
出
會
う
た
び
に
、
や

は
り
か
れ
ら
の
老
衰
し
た
す
が
た
を
思
い
出
す
。

　
後
半
は
さ
き
の
詩
と
同
じ
く
、
お
の
れ
が
道
敎
と
無
緣
で
あ
る
こ
と
を
や
は
り
强
調
す
る
。

唯
知
趁
盃
酒
　
唯
だ
盃
酒
を

お趁
う
を
知
る
の
み

不
解
鍊
金
銀
　
金
銀
を
鍊
る
を
解
せ
ず

睡
適
三
尸
性
　
睡
り
は
三
尸
の
性
に

か
な適

い
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慵
安
五
藏
神
　も

の
う慵き

は
五
藏
の
神
を
安
ん
ず

無
憂
亦
無
喜
　
憂
い
無
く
亦
た
喜
び
無
し

六
十
六
年
春
　
六
十
六
年
の
春

　
盃
中
の
酒
は
飮
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
だ
け
で
、
鍊
成
し
て
金
銀
を
作
り
出
す
道
術
は
わ
か
ら
な
い
。
わ
が
睡
眠
は
人
の
惡
事

を
天
帝
に
吿
げ
る
體
內
の
三
蟲
に
も
氣
持
ち
良
く
、
わ
が
怠
け
ぐ
せ
は
五
臟
の
七
神
を
安
ら
か
に
す
る
。
心
配
も
無
い
し
喜
び
も
な

い
、
こ
の
六
十
六
歲
の
春
は
。

　
さ
て
、
さ
き
の
「
舊
を
思
う
」
詩
で
「
藥
力
を
誇
り
、
冬
を
經
る
も
綿
を
衣
ず
」
と
う
た
わ
れ
た
「
崔
君
」、
こ
の
「
事
に
感
ず
」

る
詩
で
「
氣
を
服
す
」
と
う
た
わ
れ
た
「
崔
常
侍
」
は
同
一
人
物
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
わ
た
し
が
こ
の
文
章
で
論
じ
よ
う
と
す
る
崔

玄
亮
な
の
で
あ
る
。
こ
の
二
詩
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
白
に
と
っ
て
崔
は
長
き
に
わ
た
る
友
人
で
、
崔
の
道
敎
生
活
が
白
の
記
憶

に
深
く
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
、
見
て
取
れ
る
。
そ
し
て
、
か
れ
の
詩
集
に
は
、
崔
に
贈
っ
た
詩
や
崔
を
う
た
っ
た
詩
が
四
〇
首
ほ

ど
も
あ
る
。
そ
れ
に
對
し
て
崔
が
白
に
贈
っ
た
詩
は
「
白
樂
天
に
和
す
」
（「
全
唐
詩
」
卷
四
六
六
）
の
一
首
し
か
傳
わ
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
か
れ
ら
の
交
友
の
深
さ
は
、
こ
れ
だ
け
で
も
十
分
理
解
で
き
る
。

　
さ
ら
に
、
白
は
崔
の
死
後
、
か
れ
の
墓
誌
銘
ま
で
書
い
て
や
っ
て
い
る
。「
唐
の
故
の
虢
州
刺
史
に
し
て
禮
部
尙
書
を
贈
ら
れ
し
崔

公
の
墓
誌
銘
」
（「
白
氏
文
集
」
卷
六
一
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
に
も
、
崔
の
道
敎
生
活
を
記
述
す
る
一
段
が
あ
る
。

公
は

つ
と夙

に
黃
老
の
術
を
慕
い
、
心
を

き
よ齋

め
籙
を
受
け
、
氣
を
伏
し
形
を
鍊
り
、
暑
き
も
汗
を
流
さ
ず
、
冬
もわ

た
い
れ

纊
を
挾
ま
ず
、
膚

體
顏
色
は
、
氷
の
ご
と
淸
く
玉
の
ご
と
溫
く
、
未
ま
だ
識
ら
ざ
る
者
は
之
を
望
む
こ
と
神
仙
中
の
人
の
如
き
也
。

湖
（
州
）
に
在
る
こ
と
三
歲
、
歲
ご
と
に
三
元
道
齋
を
修
す
る
に
、す

な
わ輒ち

彩
雲
・
靈
鶴
有
り
、
壇
上
を
迴
翔
し
、
之
を
久
し
う

し
て
去
る
。
前
後
に
齋
を
致
す
こ
と
七
八
に
し
て
、
鶴
の
來
儀
す
る
者
は

す
べ凡

て
三
百
六
十
、
其
の
內
に
修
め
外
に
感
ぜ
し
む
る

や也
此
く
の
如
し
、
大
道
に
通
ず
と
謂
わ
ざ
る
可
け
ん

や乎
。

271



引
用
の
前
半
、「
氣
を
伏
し
形
を
鍊
り
」
は
、
白
の
詩
に
い
う
「
氣
を
服
す
」
で
あ
り
、「
冬
も
纊
を
挾
ま
ず
」
は
、
同
じ
く
「
冬
を
經

る
も
綿
を
衣
ず
」
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
下
に
は
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
崔
の
道
敎
生
活
を
よ
り
詳
し
く
檢
討
し
て
い
き
た
い
が
、
そ
の
前
に
崔
玄
亮
と
い
う

人
物
の
大
體
の
經
歷
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
か
れ
に
つ
い
て
は
「
舊
唐
書
」
卷
一
六
五
、「
新
唐
書
」
卷
一
六
四
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
傳
」

が
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
新
唐
書
」
の
「
傳
」
を
あ
げ
よ
う
。

崔
玄
亮
（
大
曆
三
年
〔
七
六
八
〕
―
大
和
七
年
〔
八
三
三
〕）
、
字
は
晦
叔
、
磁
州
昭
義
の
人
。
貞
元
の
初
め
（
七
八
五
）
、
進
士
の
第

に
擢
ん
で
ら
れ
、

か
さ累

ね
て
諸
鎭
の
幕
府
に
署
す
。
父
（
崔
抗
。
白
の
「
崔
公
墓
誌
銘
」
に
「
考
は
抗
、
揚
州
司
馬
、
通
事
舍
人
を
兼
ぬ
、

太
子
少
師
を
贈
ら
る
」
と
あ
る
）
の

な喪
く
な
る
や
、
高
郵
に
客
た
り
、
苫
に
臥
し
て
制
を
終
う
。
地
下
濕
り
、
因
り
て
痺
病
を
得

た
り
。
進
取
す
る
を

ね
が樂

わ
ず
。
元
和
の
初
め
（
八
〇
六
）
、
召
さ
れ
て
監
察
御
史
と
爲
り
、
累
ね
て
駕
部
員
外
郞
に
轉
ず
。
淸
愼

介
特
に
し
て
、
澹
如
也
。

よ
う稍

や
く
密
・
歙
二
州
の
刺
史
に
遷
る
。
歙
人
は
馬
牛
が
駒
犢
を
生
む
や
、
官
はて

い
き
ょ
う

蹄
噭
を
籍
し
、
故
に

吏
は
姦
を
爲
す
を
得
た
り
。
玄
亮
は
其
の
籍
を
焚
き
、
一
も
問
わ
ず
。
民
は
山
に
處
り
、
租
を
輸
す
る
者
は
之
を
苦
と
す
れ
ば
、

令
を
下
し
て
斛
を
計
り
錢
を
輸
す
る
を
許
し
、
民
は
其
の
利
に
賴
る
。
湖
・
曹
の
二
州
を
歷
し
、
曹
を
辭
し
て
拜
せ
ず
。
大
和

四
（
八
三
〇
）
年
、
太
常
少
卿

よ繇
り
諫
議
大
夫
に
改
ま
る
。
朝
廷
は
推
し
て
宿
望
と
爲
し
、
右
散
騎
常
侍
を
拜
す
。
官
を
遷
る
每

に
、
輒
ち
ゆ
ず讓
り
が
色
に
あ
ら形
わ
る
。

（
大
和
五
年
）
鄭
注
が
宋
申
錫
を
構
う
る
や
、
捕
逮
は
倉
卒
に
し
て
、
內
外
は
震
駭
す
。
玄
亮
は
諫
官
を

ひ
き率

い
延
英
（
殿
）
に

叩
し
て

は
な苦

は
だ
諍
い
、
反
復
す
る
こ
と
數
百
言
、
文
宗
は
未
ま
だ
諭
ら
ず
。
玄
亮
は
笏
を
置
き
陛
に
在
り
て
曰
わ
く
、「
孟
軻
に

言
有
り
、『
衆
人
皆
な
之
を
殺
せ
と
曰
う
も
、
未
ま
だ
可
な
ら
ざ
る
也
。
卿
大
夫
皆
な
之
を
殺
せ
と
曰
う
も
、
未
ま
だ
可
な
ら
ざ

る
也
。
天
下
皆
な
之
を
殺
せ
と
曰
い
て
、
然
る
後
に
之
を
察
し
、
乃
ち
法
に
お
く
』
（『
孟
子
』
梁
惠
王
篇
下
）
と
。
今
一
の
凡
庶

を
殺
す
も
、
當
に
典
律
にか

ん
が稽み

る
べ
し
。
況
ん
や
宰
相
を
誅
せ
ん
と
欲
す
る
を

や乎
。
臣
は
陛
下
の
爲
に
天
下
の
法
を
惜
し
む
に
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て
、
申
錫
の
爲
に
は
言
わ
ざ
る
也
」
と
。
俯
伏
し
て
涕
を
流
す
。
帝
は
感
悟
し
、
衆
も
亦
た
其
の
不
撓
に
服
し
、
此
れ
繇
り
名

は
朝
廷
に
重
し
。

之
を

し
ば頃

ら
く
し
て
、
疾
を
移
し
て
東
都
に
歸
り
、
召
さ
れ
て
虢
州
刺
史
と
爲
る
。
卒
し
、
年
は
六
十
六
、
禮
部
尙
書
を
贈
ら
る
。

「
傳
」
は
こ
こ
ま
で
は
、
玄
亮
と
道
敎
と
の
關
係
を
い
っ
さ
い
語
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
以
下
に
つ
づ
く
最
後
の
一
段
は
、
白
の

「
崔
公
墓
誌
銘
」
か
ら
引
い
た
道
敎
生
活
の
前
半
と
關
係
し
て
い
よ
う
。

玄
亮
は
晚
く
は
黃
・
老
の
淸
靜
の
術
を
好
み
、
故
に
居
る
所
の
官
は
未
ま
だ
久
し
か
ら
ず
し
て
輒
ち
去
る
。
遺
言
す
ら
く
、「
山

東
の
士
人
は
便
近
を
利
と
し
て
、
皆
な
兩
都
に
葬
ら
る
。
吾
が
族
は
未
ま
だ
嘗
つ
て
遷
ら
ず
、
當
に
滏
陽
に
歸
葬
し
、
首
丘
の

義
を
正
す
べ
し
」
と
。

　
玄
亮
が
好
ん
だ
「
淸
靜
の
術
」
と
は
、
心
を
淸
く
し
體
を
靜
か
に
す
る
內
煉
の
功
法
で
、「
老
子
」
第
四
十
五
章
の
「
淸
靜
は
天
下

の
正
と
爲
る
」
淸
ら
か
で
靜
か
で
あ
れ
ば
天
下
の
模
範
と
な
る
、
に
も
と
づ
き
、
司
馬
承
禎
「
坐
忘
論
」
の
「
心
な
る
者
は
一
身
の

主
、
百
神
の
師
。
靜
か
な
れ
ば
則
ち
慧
を
生
じ
、
動
け
ば
則
ち
昏
と
成
る
」
と
い
っ
た
心
の
有
り
樣
の
規
定
な
ど
を
へ
て
、
で
き
あ

が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
玄
宗
の
こ
ろ
「
西
昇
經
」
な
ど
を
も
と
に
し
て
作
ら
れ
た
ら
し
い
「
太
上
老
君
說
常
淸
靜
經
」
に
は

「
淸
き
者
は
濁
の
源
、
動
く
者
は
靜
か
の
基
。
人
が
能
く
常
に
淸
靜
な
ら
ば
、
天
地
は
悉
皆
に
歸
す
」、
ま
た
「
常
に
能
く
其
の
欲
を

や遣

り
、
而
し
て
心
は
自
の
ず
と
靜
か
な
り
。
其
の
心
を
澄
ま
せ
、
而
し
て
神
は
自
の
ず
と
淸
し
」
と
あ
り
、
晚
唐
の
杜
光
庭
は
そ
れ
ぞ

れ
に
注
し
て
「
淸
き
者
は
、
天
の
炁
也
。
濁
れ
る
者
は
、
地
の
炁
也
。
皆
な
淸
濁
の
炁
に
因
り
て
、
萬
物
を
生
育
す
。
世
人

も若
し
長

生
の
道
を
求
め
、
陰
を
煉
り
て
陽
と
爲
し
、
凡
を
煉
り
て
聖
と
成
さ
ば
、
皆
な
淸
は
濁

よ自
り
の
生
ず
る
所
、
動
は
靜
自
り
の
起
こ
る

所
に
因
る
。
淸
濁
な
る
者
は
、
道
の
別
名
也
。
仙
を
學
ぶ
の
人
は
能
く
至
道
を
堅
守
す
れ
ば
、
一
切
萬
物
は
、
自
然
に
之
に
歸
す
」、

ま
た
「
遣
る
と

は者
、
去
除
の
喩
え
也
。
人
は
能
く
其
の
情
欲
を
去
り
、
內
に
元
和
を
守
れ
ば
、
自
然
と
心
神
は
安
靜
た
り
。
心
旣
に

安
靜
た
ら
ば
、
世
欲
は
豈
に
能
く
生
ぜ
ん
」
（「
道
藏
」
洞
神
部
玉
訣
類
、
七
五
九
册
、
六
表
・
七
表
）
と
あ
る
。
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と
に
か
く
、
玄
亮
と
道
敎
を
結
び
つ
け
る
の
は
、「
新
唐
書
」
崔
玄
亮
傳
で
は
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
舊
唐
書
」
崔
玄
亮

傳
で
も
、
若
い
こ
ろ
を
述
べ
て
「
性
は
雅
淡
に
し
て
、
道
術
を
好
み
、
趨
競
す
る
を

ね
が樂

わ
ず
、
久
し
く
江
湖
に
遊
ぶ
」
と
、「
道
術
」

を
あ
げ
る
の
み
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
新
唐
書
」
に
は
、
じ
つ
は
他
に
重
要
な
記
載
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　　
　
　
二

　　
「
新
唐
書
」
藝
文
志
・
醫
術
類
、
こ
こ
に
は
道
敎
の
醫
術
に
か
ら
む
書
物
を
列
擧
す
る
が
、
そ
こ
に

崔
玄
亮
「
海
上
集
驗
方
」
十
卷

と
い
う
記
載
が
あ
る
。
淸
の
李
慈
銘
は
「
越
縵
堂
日
記
」
光
緖
甲
申
十
二
月
初
三
日
で
、「
海
上
方
な
る
者
は
、
今
の
醫
家
の

い
わ
ゆ

所
謂
る

丹
方
也
。
其
の
實
は
當
に
單
方
に
作
る
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
が
、「
海
上
」
は
、
秦
の
始
皇
帝
が
道
士
に
東
海
上
に
仙
藥
を
取
り
に

い
か
せ
た
故
事
を
想
起
さ
せ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
書
物
は
い
ま
傳
わ
ら
な
い
が
、
そ
の
斷
片
は
幸
い
に
も
宋
代
に
作
ら
れ
た
何
種

か
の
本
草
書
な
ど
に
殘
っ
て
い
る
。
い
ま
は
宋
の
大
觀
二
年
（
一
一
〇
八
）
に
艾
晟
が
校
定
し
た
「
經
史
證
類
大
觀
本
草
」
三
十
一
卷

か
ら
、
い
く
つ
か
あ
げ
て
み
よ
う
。
ま
ず
卷
六
「
甘
草
」
カ
ン
ゾ
ウ
に
「
圖
經
に
曰
わ
く
」
と
あ
っ
て
、

崔
元
（
宋
の
眞
宗
の
大
中
祥
符
五
年
〔
一
〇
一
二
〕
か
ら
、
聖
祖
の
名
が
玄
朗
と
い
う
こ
と
で
玄
を
諱
む
）
亮
の
「
海
上
方
」
に
「
背
に

發
す
る
を
治
す
祕
法
」。
李
北
海
（
邕
）
云
う
、「
此
の
方
は
神
授
に
し
て
、
極
め
て
奇
祕
な
り
」
と
。
甘
草
三
大
兩
を
以
っ
て
生

に
て

つ擣
き
、
別
に
篩
い
て
末
に
す
。
大
麥
麪
九
兩
を
、
一
大
盤
中
に
於
い
て
相
い
和
攪
し
て

ひ
と匀

し
か
ら

し令
む
。
上
好
の
酥
少
許

を
取
り
、
別
に
捻
り
て
藥
に
入
れ
、
匀
し
か
ら
令
む
。
百
た
び
水
を
沸
か
し
て
、

こ溲
ね
て
餠
劑
の
如
く
な
ら
ば
、
方
圓
のか

さ
ぶ
た

瘡
よ

り
大
な
る
こ
と
一
分
を
、
熱
し
ては

れ
も
の

腫
の
上
に

つ傅
け
、
油
片
及
び
故
紙
を
以
っ
て
隔
て
、
風
を
通
さ
令
む
。
冷
む
れ
ば
則
ち
之
を

換
う
。
已
に
成
ら
ば
、
膿
水
は
自
の
ず
と
出
ず
。
未
ま
だ
成
ら
ざ
れ
ば
、
腫
は
便
ち
內
に
消
ゆ
。
腫
を
患
い
藥
を
著
す
時
に
當
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た
り
て
は
、
常
に
黃
耆
の
粥
を
喫
す
る
を

も
ち須

い
る
も
甚
は
だ
妙
な
り
。

な
ど
と
あ
る
。
（
宋
の
政
和
六
年
〔
一
一
一
六
〕
に
曹
孝
忠
が
重
修
し
た
「
政
和
新
修
經
史
證
類
備
用
本
草
」
卷
六
も
同
じ
い
）
ま
た
卷
九
「
盧

會
」
ロ
カ
イ
に
「
圖
經
に
曰
わ
く
」
と
あ
っ
て
、

後
又
た
蟲
齒
を
治
す
。
崔
元
亮
の
「
海
上
方
」
に
云
う
、「
盧
會
四
分
を
取
り
、

つ杵
き
て
末
に
す
。
先
に
鹽
を
以
っ
て
齒
に

こ
す揩

り
、

淨
か
ら
令
む
。
然
る
後
に
少
末
を
上
に
傅
く
。
妙
な
り
」

と
あ
る
。
（「
政
和
本
草
」
卷
九
も
同
じ
い
）
ま
た
卷
十
一
「
威
靈
仙
」
テ
ッ
セ
ン
に
「
圖
經
に
曰
わ
く
」
と
あ
っ
て
、

崔
元
亮
の
「
海
上
方
」
に
其
の
方
を
著
わ
し
て
云
う
、「
採
り
得
て
、
陰
乾
し
す
る
こ
と
月
餘
、
擣
き
篩
う
。
溫
め
し
淸
酒
に
二

錢
さ
じ𠤎

を
和
し
、
空
腹
に
之
を
服
す
。

も如
し
人
の
本
性
が
藥
を
殺
さ
ば
、
加
え
て
六
錢
𠤎
に
及
ぶ
可
し
。
利
の
兩
行
に
過
ぐ
れ
ば

則
ち
之
を
減
ら
す
。
病
い
除
か
ば
乃
ち
服
す
る
を

と
ど停

む
。
其
の
性
は
甚
は
だ
善
く
、
諸
藥
に
觸
れ
ず
、
但
だ
茶
及
び
麵
湯
を

に
く惡

み
、
甘
草
・
梔
子
を
以
っ
て
代
飮
す
る
も
可
也
」

と
あ
り
、
同
じ
く
「
唐
本
に
云
う
」
と
あ
っ
て
、「
崔
氏
海
上
集
」
が
引
か
れ
、
そ
こ
に
は
、

時
に
商
州
に
人
の
重
足
に
し
て
地
を
履
ま
ざ
る
を
患
ら
う
有
り
、
十
年
を
經
て
も

い差
え
ず
。
忽
ま
ち
新
羅
の
僧
に
遇
い
、
見
て

云
う
、「
此
の
疾
い
は
藥
の
理
む
可
き
有
り
」
と
。
遂
に
山
に
入
り
て
之
を
求
め
、
服
せ

し遣
む
る
こ
と
數
日
に
し
て
平
復
す
。
後
、

此
の
藥
名
を
留
め
て
去
る
。

と
い
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ
る
。
（「
政
和
本
草
」
卷
十
一
も
同
じ
い
）
ま
た
同
じ
く
卷
十
一
「
蓖
麻
子
」
ト
ウ
ゴ
マ
に
「
圖
經
に
曰
わ

く
」
と
あ
っ
て
、

崔
元
亮
の
「
海
上
方
」
に
、
難
產
及
び
胞
衣
不
下
を
治
す
。
蓖
麻
子
七
枚
を
取
り
、
硏
ぎ
て
膏
の
如
く
な
る
を
、
腳
心
底
に
塗

る
。
子
及
び
衣
が

わ
ず纔

か
に
下
ら
ば
、
便
ち
速
く
洗
い
去
る
。

し
か爾

せ
ず
し
て
、
腸
出
ず
れ
ば
、
卽
ち
此
の
膏
を
用
い
て
頂
に
塗
ら

ば
、
腸
は
當
に
自
の
ず
と
入
る
べ
し
。
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と
あ
る
。
（「
政
和
本
草
」
卷
十
一
も
同
じ
い
）
ま
た
卷
十
七
「
兔
」
に
「
圖
經
に
曰
わ
く
」
と
あ
っ
て
、

崔
元
亮
の
「
海
上
方
」
に
、
消
渴
羸
痩
・
小
便
不
禁
を
療
す
。
兔
骨
を
大
麥
の
苗
に
和
し
、
汁
に
煮
て
服
す
。
極
め
て
效
く
。

な
ど
と
あ
る
。
（「
政
和
本
草
」
卷
十
七
も
同
じ
い
）
ま
た
卷
二
十
三
「
桃
核
人
（
仁
）
」
に
「
圖
經
に
曰
わ
く
」
と
あ
っ
て
、

崔
元
亮
の
「
海
上
方
」
に
、
面
上
の
瘡
、
黃
水
出
で
、
幷
せ
て
眼
瘡
を
治
す
。
一
百
五
日
に
桃
花
を
收
め
取
り
て
、
多
少
を
計

ら
ず
、
細
か
く
之
を
末
に
し
、
⻝
後
に
水
半
盞
を
以
っ
て
、
方
寸
𠤎
に
調
え
服
す
。
日
に
三
、
甚
は
だ
良
し
。

な
ど
と
あ
る
。
（「
政
和
本
草
」
卷
二
十
三
も
同
じ
い
）

　
と
こ
ろ
で
、「
雲
笈
七
籤
」
卷
七
四
「
方
藥
」
（「
道
藏
」
五
九
九
册
）
に
は
、
高
陽
の
ひ
と
で
饒
州
刺
史
を
つ
と
め
た
齊
推
が
元
和
七

年
四
月
五
日
に
書
い
た
「
靈
飛
散
方
傳
信
錄
」
な
る
文
章
が
收
め
ら
れ
て
い
る
。「
靈
飛
散
」
と
は
、
そ
れ
を
服
用
す
れ
ば
不
老
長
生

の
仙
人
に
な
れ
る
散
藥
で
、「
方
」
と
は
そ
の
「
處
方
」、「
傳
信
錄
」
と
は
效
能
書
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
齊
推
は
、
憲
臺
察
史
た
る
博

陵
の
「
晦
叔
」、
つ
ま
り
崔
玄
亮
と
「
世
を
遺
れ
形
を
保
ち
、
山
海
を
超
蹈
せ
ん
と
の
契
り
有
り
」
と
述
べ
、
以
下
に
は
玄
亮
が
か
れ

に
「
靈
飛
散
」
に
か
ん
す
る
樣
ざ
ま
な
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
た
こ
と
を
詳
細
に
記
述
し
て
い
る
。
こ
の
「
傳
信
錄
」
に
つ
い
て
は
、

吉
川
忠
夫
氏
の
論
文
「「
靈
飛
散
方
傳
信
錄
」
の
周
邊
」
（「
東
方
宗
敎
」
第
九
〇
號
、
一
九
九
七
年
一
〇
月
）
が
委
細
を
盡
く
し
て
い
る
の

で
、
そ
ち
ら
を
參
照
さ
れ
た
い
。

　　
　
　
三

　　
さ
て
、
以
上
の
齊
推
と
の
交
遊
か
ら
も
わ
か
る
ご
と
く
、
玄
亮
の
醫
術
書
は
、
け
っ
し
て
か
れ
單
獨
で
書
き
上
げ
た
も
の
で
な
く
、

か
れ
の
周
圍
に
存
在
し
た
、
か
れ
と
同
じ
く
道
敎
醫
術
に
關
心
を
も
つ
友
人
た
ち
と
の
交
流
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と
み
た
ほ
う
が
、
よ

さ
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
新
唐
書
」
藝
文
志
の
醫
術
類
か
ら
、
玄
亮
の
著
作
を
前
後
も
含
め
て
も
う
一
度
あ
げ
て
み
よ
う
。
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薛
景
晦
「
古
今
集
驗
方
」
十
卷
（
元
和
の
刑
部
郞
中
、
道
州
刺
史
に
貶
さ
る
）

劉
禹
錫
「
傳
信
方
」
二
卷

崔
玄
亮
「
海
上
集
驗
方
」
十
卷

「
楊
氏
產
乳
集
驗
方
」
三
卷
（
楊
歸
厚
。
元
和
中
、
左
拾
遺
自
り
鳳
州
司
馬
・
虢
州
刺
史
に
貶
さ
る
。
方
は
九
百
一
十
一
）

　
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
詩
人
と
し
て
も
著
名
な
劉
禹
錫
（
七
七
二
―
八
四
二
）
で
あ
る
。
劉
は
玄
亮
の
友
人
で
あ
り
、
ま
た
玄
亮
も

「
白
樂
天
に
和
す
」
詩
で
「
幾
人
か
樽
下
に
同
に
歌
詠
し
、
數
盞
　
燈
前
　
共
に
獻
酬
す
。
相
い
對
し
て
劉
を
憶
え
ど
劉
は
遠
き
に
在

り
、
寒
宵
は
耿
耿
と
し
て
長
洲
を
夢
む
」
と
う
た
う
。
劉
が
か
れ
に
贈
っ
た
り
か
れ
を
う
た
っ
た
詩
は
、
い
ま
六
首
殘
っ
て
い
る
。

劉
が
和
州
刺
史
だ
っ
た
と
き
、
湖
州
刺
史
だ
っ
た
玄
亮
か
ら
贈
ら
れ
た
詩
に
唱
和
し
た
「
湖
州
の
崔
郞
中
の
寄
せ
ら
る
る
に
酬
ゆ
」

（「
劉
夢
得
外
集
」
卷
六
）
を
あ
げ
よ
う
。

風
箏
吟
秋
空
　
風
箏
は
秋
空
に
吟
じ

不
肖
指
爪
聲
　
指
爪
（
箏
を
爪
彈
く
）
の
聲
に

に肖
ず

高
人
靈
府
閒
　
高
人
　
靈
府
（
精
神
の
宅
た
る
心
）
のし

ず
か閒に

し
て

律
呂
伴
咸
英
　
律
呂
　
咸
英
（
黃
帝
の
樂
「
咸
池
」
と
顓
頊
の
樂
「
六
英
」）
に
伴
う

昔
年
與
兄
遊
　
昔
年
　あ
な
た兄と
與
に
遊
ぶ
に

文
似
馬
長
卿
　
文
は
馬
長
卿
（
漢
の
司
馬
相
如
）
に
似
る

今
來
寄
新
詩
　
今
來
　
新
詩
を
寄
せ
ら
る
に

乃
類
陶
淵
明
　
乃
ち
陶
淵
明
に
類
す

磨
礱
老
益
智
　
磨
礱
（
切
磋
琢
磨
）
　
老
い
て
益
ま
す
智

吟
詠
閑
彌
精
　
吟
詠
　
閑
に
し
て

い
よ彌

い
よ
精
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豈
非
山
水
郷
　
豈
に
山
水
の
郷
の

蕩
漾
神
機
淸
　
神
機
を
蕩
漾
し
て
淸
か
ら
し
む
る
に
非
ず
や

渚
煙
蕙
蘭
動
　
渚
煙
　
蕙
蘭
動
き

溪
雨
虹
霓
生
　
溪
雨
　
虹
霓
生
ず

憑
君
虛
上
舍
　
君
が
上
舍
（
り
っ
ぱ
な
客
舍
）
を
虛
し
う
す
る
に

よ憑
り

待
余
乘
興
行
　
余
が
興
に
乘
じ
て
行
く
を
待
て

　
ま
た
「
湖
州
の
崔
郞
中
曹
長
は
三
癖
の
詩
を
寄
せ
ら
れ
、
自
か
ら
「
癖
は
詩
と
琴
・
酒
と
に
在
り
」
と
言
う
。
其
の
詞
は
逸
に
し

て
高
く
、
吟
詠
し
て
足
ら
ず
。
昔
、
柳
吳
興
（
梁
の
柳
惲
、
吳
興
つ
ま
り
湖
州
の
太
守
を
つ
と
め
た
）
の
亭
皋
・
隴
首
（
亭
皋
に
木
葉
下
り
、

隴
首
に
秋
雲
飛
ぶ
）
の
句
、
王
融
は
之
を
白
團
扇
に
書
す
。
故
に
四
韻
を
爲
し
以
っ
て
之
に
謝
す
」
（「
劉
夢
得
文
集
」
卷
五
）
と
い
う
長

題
の
詩
は
、「
事
を
視
る
　
畫
屛
の
中
、
自
か
ら
三
癖
の
翁
と
稱
す
」
で
は
じ
ま
り
、
玄
亮
の
三
癖
を
う
た
う
。

　
さ
て
、
劉
禹
錫
の
六
首
に
は
、
殘
念
な
が
ら
、
玄
亮
の
道
敎
生
活
に
た
い
す
る
言
及
は
見
ら
れ
な
い
が
、
し
か
し
か
れ
ら
の
交
遊
か

ら
み
て
、
劉
の
道
敎
醫
術
の
書
「
傳
信
方
」
が
崔
の
「
海
上
方
」
と
相
互
に
影
響
し
あ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
は
、
疑
い
な
い
。「
傳

信
方
」
と
い
う
名
は
、
お
そ
ら
く
「
春
秋
穀
粱
傳
」
桓
公
五
年
の
「
春
秋
の
義
は
、
信
は
以
っ
て
信
を
傳
え
、
疑
は
以
っ
て
疑
を
傳

う
」
か
ら
來
て
い
よ
う
が
、「
海
上
方
」
と
同
樣
、
宋
代
の
本
草
書
な
ど
や
、
日
本
の
「
醫
心
方
」
卷
十
・
十
一
・
十
八
、
朝
鮮
の
「
東

醫
寶
鑑
」
に
そ
の
斷
片
が
殘
っ
て
お
り
、
近
人
た
る
馮
漢
鏞
氏
の
「
傳
信
方
集
釋
」
（
上
海
科
技
出
版
社
、
一
九
五
九
年
）
は
四
十
五
方

の
佚
文
を
集
め
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
幸
い
に
も
こ
の
二
方
の
密
接
な
關
係
を
示
す
一
方
が
あ
る
。「
大
觀
本
草
」
卷
六
「
乾

地
黃
」
ア
カ
ヤ
ジ
オ
ウ
の
「
圖
經
曰
わ
く
」
か
ら
あ
げ
て
お
こ
う
。
（「
政
和
本
草
」
卷
六
も
同
じ
い
）

崔
元
亮
の
「
海
上
方
」
に
、
一
切
の
心
痛
を
治
す
。
新
と
久
と
を
問
う
無
く
、
生
地
黃
一
味
を
以
っ
て
、
人
の
⻝
す
る
所
の
多
少

に
隨
い
、

つ擣
き
絞
り
て
汁
を
取
り
、
麵
を

こ搜
ね

は
く
た
く

餺
飥
或
い
は
冷
淘
を
作
り
⻝
す
。
良
や
久
し
う
し
て
當
に
利
あ
る
べ
し
。
蟲
の
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長
さ
一
尺
許
り
、
頭
の

や
も
り

壁
宮
に
似
た
る
を
出
だ
さ
ば
、
後
は
復
た
患
ら
わ
ず
。
昔
人
の
此
の
病
い
を
患
ら
う
有
り
、
二
年

い差
え

ず
、
深
く
以
っ
て
恨
み
と
爲
す
。
終
わ
る
に
臨
み
て
其
の
家
人
に
戒
め
、「
吾
れ
死
せ
る
後
、
當
に
病
本
を
剖
去
す
べ
し
」
と
。

果
た
し
て
蟲
を
得
、
竹
節
の
中
に
置
く
。
⻝
す
る
所
あ
る
每
に
、
皆
な
之
を
飼
う
。
地
黃
の
餺
飥
を
⻝
す
る
に
因
り
て
、
亦
た

之
に
與
う
れ
ば
、

し
た
が

隨
卽
い
て
壞
爛
せ
り
。
此
れ
に
由
り
て
方
を
得
た
り
。

劉
禹
錫
の
「
傳
信
方
」
も
亦
た
其
の
事
を
紀
し
て
云
う
、「
貞
元
十
年
（
七
九
四
）
、
通
事
舍
人
崔
抗
（
玄
亮
の
父
）
のむ

す
め女は

心
痛
を

患
ら
い
、
氣
絕
に

な垂
ん
な
ん
と
す
。
遂
に
地
黃
の
冷
淘
を
作
り
て
之
に
⻝
せ
し
む
れ
ば
、
便
ち
一
物
を
吐
く
。
方
一
寸

い
ら
い

已
來

ば可

か
り
、
蝦
蟇
の
狀
の
如
く
、
目
足
等
無
く
、
微
か
に
口
有
る
に
似
た
り
。
蓋
し
此
の
物
の
⻝
す
る
所
と
爲
ら
ん
。
此
れ
自
り
遂

に
愈
ゆ
。
冷
淘
を
⻝
す
る
に
は
鹽
を

つ著
く
る
を
用
い
ず
」
と
。

　
劉
が
玄
亮
か
ら
、
か
れ
の
姉
妹
の
心
痛
を
治
し
た
地
黃
の
效
能
を
聞
い
た
こ
と
は
、
閒
違
い
な
い
。
そ
し
て
さ
ら
に
、「
傳
信
方
」

は
傳
わ
ら
な
い
が
、
そ
の
序
文
と
も
い
え
る
「
傳
信
方
述
」
（「
劉
夢
得
外
集
」
卷
九
）
が
幸
い
に
も
殘
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
あ
げ
よ
う
。

余
は
連
州
（
刺
史
）
た爲

る
こ
と
四
年
、
江
華
の
守
（
道
州
刺
史
）
た
る
河
東
の
薛
景
晦
は
著
す
る
所
の
「
古
今
集
驗
方
」
十
通
（
十

卷
）
を
以
っ
て
贈
と
爲
す
。
其
の
志
は
物
を

す
く拯

う
に
在
り
、
予
は
故
に
之
に
申
ぶ
る
に
書
を
以
っ
て
す
。
異
日
、
景
晦
は
復
た

聲
を
寄
せ
て
相
い
謝
し
、
且
つ
前
方
の
闕
を
補
う
所
以
を

は
か咨

る
。
醫
の
拯
う
道
は
廣
き
を
貴
ぶ
。

な庸
ん
ぞ
學
の
淺
き
を
以
っ
て

辭
を
爲
さ
ん
や
。
遂
に
篋
中
に
於
い
て
已
に
試
み
し
者
（
效
果
が
あ
っ
た
も
の
）
五
十
餘
方
を
得
、
用
っ
て
長
者
の
問
い
を
塞
ぐ
。

皆
な

よ自
る
所
有
り
、
故
に
傳
信
を
以
っ
て
目
と
爲
す
と
云
う
。
元
和
十
三
年
（
八
一
八
）
六
月
八
日
、
中
山
の
劉
禹
錫
（
四
十
七

歲
）
述
ぶ
。

　
こ
の
「
述
」
に
よ
っ
て
、
劉
の
「
傳
信
方
」
が
ま
さ
に
道
州
刺
史
だ
っ
た
薛
景
晦
、
名
は
伯
高
、
の
「
古
今
集
驗
方
」
を
契
機
と
し

て
世
に
出
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
劉
が
こ
こ
で
「
之
に
申
ぶ
る
に
書
を
以
っ
て
す
」
と
い
う
そ
の
「
書
」
も

傳
わ
っ
て
い
る
。「
道
州
の
薛
郞
中
の
方
書
を
論
ず
る
に
答
う
る
書
」
（「
劉
夢
得
文
集
」
卷
十
四
）
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
「
奇
方
」
た
る
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薛
の
「
古
今
方
」
十
卷
の
內
容
を
劉
が
槪
括
す
る
一
段
を
引
こ
う
。

會
た
ま
崔
生
が
來
た
り
、
書
敎
を
辱
け
な
く
し
、
果
た
し
て
惠
ま
る
る
に
著
わ
す
所
の
奇
方
十
通
を
以
っ
て
す
。
古
今
の
宜
を

は
か商

り
て
、
其
の
幷
猥
（
重
複
繁
雜
）
を
去
り
、
以
っ
て
一
物
の
以
っ
て
病
い
を

お
わ了

る
に
足
る
者
多
き
に
居
る
。
累
ね
試
み
て
輒
ち

效
く
に
非
ざ
れ
ば
、
是
の
族
に
在
ら
ず
。
或
い
は
諸
れ
を
屑
近
に
取
り
、
亦
た
以
っ
て
攟
拾
す
。
恆
人
が
多
く
怠
忽
不
省
な
る

を
慮
ん
ば
か
り
、
必
ら
ず
建
言
顯
白
し
、
其
の
功
を
已
然
に
揚
ぐ
。
其
の
他
の
立
論
は
、

お
お率

む
ね
病
い
を
將
に
然
ら
ん
と
す
る

に
と弭

む
る
を
以
っ
て
先
と
爲
し
、
而
し
て
攻
治
す
る
を
後
と
爲
す
。
君
臣
（
君
臣
佐
使
、
藥
物
の
主
治
や
補
助
の
作
用
）
は
必
ら
ず

時
を
以
っ
て
す
と
言
い
、
宣
補
（
宣
通
補
泄
、
藥
物
の
效
用
）
は
必
ら
ず
性
を
以
っ
て
す
と
言
い
、
砭
灸
は
必
ら
ず
其
の
輸
榮
（
經

脈
氣
血
の
運
行
な
ど
人
體
の
構
造
）
に
本
づ
く
と
言
い
、
祓
禳
（
災
病
を
除
去
す
る
祈
禱
）
は
必
ら
ず
其
の
風
俗
に
因
る
と
言
う
。
齊

和
（
配
方
）
の
宜
、
炮
剔
（
藥
物
の
選
擇
と
炮
制
）
の
良
、
暴
灸
（
日
に
當
て
て
乾
か
し
た
り
火
で
あ
ぶ
る
）
は
陰
陽
の
候
有
り
、
煎
烹

は
少
多
の
取
有
り
。
（
藥
物
は
）
た
わ撓

め
勞
し
以
っ
て
駛
せ
る
を
制
し
、
露
（
夜
露
の
中
）
に
置
き
以
っ
て
潔
き
を
養
う
。
味
は
走

る
所
有
り
、
薰
り
は
歸
す
る
所
有
り
。
諸
れ
を
纖
悉
（
詳
細
緻
密
）
に
存
し
、
易
し
と
せ
ば
則
ち
患
を
生
ず
。
博
極
遐
覽
の
士
に

非
ざ
れ
ば
、

た
れ孰

か
能
く
其
の
從
り
て
來
た
る
所
を
知
ら
ん

や哉
。

　
と
こ
ろ
で
、
劉
禹
錫
と
親
し
い
こ
の
薛
伯
高
、
字
は
景
晦
、
に
は
、
道
敎
に
直
接
結
び
つ
く
記
述
は
な
い
が
、
か
れ
の
高
祖
た
る

薛
玄
眞
は
「
少
く
し
て
道
を
好
み
」「
長
生
の
道
を
得
」
た
人
物
だ
っ
た
。
い
ま
は
「
太
平
廣
記
」
卷
四
三
「
薛
玄
眞
」
（「
仙
傳
拾
遺
」

に
出
づ
）
か
ら
、
玄
眞
と
鄭
餘
慶
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
引
い
て
お
く
。

貞
元
の
末
（
八
〇
五
）
、
鄭
餘
慶
は
郴
州
長
史
に
謫
さ
る
。
門
吏
に
遠
く

よ自
り
餘
慶
を
省
す
る
者
有
り
。
未
ま
だ
郴
（
州
）
に
至

ら
ざ
る
こ
と
十
餘
里
、
店
中
に
駐
歇
し
、
玄
眞
と
相
い
遇
う
。
狀
貎
は
二
十
三
四
の
如
く
、
神
彩
は
俊
邁
、
詞
は
稽
古
多
し
。
時

に
語
り
て
開
元
・
麟
德
閒
の
事
に
及
ぶ
や
、
目
睹
せ
し
が
如
き
有
り
。
又
た
言
う
、「
明
年
二
月
、
餘
慶
は
當
に
復
た
朝
に
歸
る

べ
し
」
と
。

ほ
か餘

の
言
は
皆
な
神
異
な
り
。
其
の
姓
氏
を
問
う
に
、
再
三
し
て
答
え
ず
。
懇
ろ
に
之
に

な
じ詰

れ
ば
、
云
う
、「
某
は
林
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泉
に
志
有
り
、
久
し
く
郷
國
を
棄
て
、
骨
肉
に
此
の
行
止
を
知
ら
し
む
を
欲
せ
ず
。
姓
は
薛
、
名
は
玄
眞
」
と
。
門
吏
は
餘
慶

に
話
し
、
人
を
し
て
訪
尋
せ
し
め
し
も
、
復
た
蹤
跡
無
し
。
明
年
二
月
、
餘
慶
は
徵
さ
れ
て
還
る
。
長
安
に
到
る
に
及
び
、
語

り
て
異
事
に
及
ぶ
。
給
事
中
の
薛
伯
高
は
、
涕
を
流
し

こ
た對

え
て
曰
わ
く
、「
某
の
高
祖
は
、
左
常
侍
自
り
、
官
を
棄
て
て
道
に
入

る
。
終
南
（
山
）
に
隱
れ
、
終
わ
る
所
を
知
ら
ず
」
と
。
是
れ
な
り
。

　
玄
亮
は
お
そ
ら
く
劉
を
通
し
て
、
薛
景
晦
の
「
古
今
方
」
ぐ
ら
い
は
讀
ん
で
い
た
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
劉
禹
錫
は
「
楊
氏
產
乳
集
驗
方
」
の
著
者
た
る
楊
歸
厚
と
も
深
い
關
係
に
あ
っ
た
。
か
れ
の
詩
集
に
は
、
楊
八
、
楊
壽
州
、

楊
唐
州
な
ど
歸
厚
に
か
ら
む
詩
が
七
首
ほ
ど
あ
る
が
、「
之
と
は
舊
姻
た
り
」
お
の
れ
の
長
子
が
か
れ
の
壻
と
い
う
關
係
、
と
い
う
自

注
を
つ
け
た
、
虢
州
刺
史
た
る
楊
に
あ
て
た
詩
「
楊
虢
州
に
寄
す
」
（「
劉
夢
得
文
集
」
卷
四
）
を
あ
げ
よ
う
。

避
地
江
湖
知
幾
春
　
地
を
江
湖
に
避
く
る
（
楊
は
元
和
七
年
地
方
に
左
遷
さ
れ
、
朝
廷
に
も
ど
れ
な
か
っ
た
）
　
知
ん
ぬ
幾
春
ぞ

今
來
本
郡
擁
朱
輪
　
今
本
郡
（
楊
の
本
貫
た
る
虢
州
弘
農
）
に
來
た
る
は
朱
輪
（
刺
史
の
乘
り
物
）
を
擁
す

阮
郞
無
復
里
中
舊
　
阮
郞
（
阮
肇
、
天
台
山
で
仙
女
に
遇
い
、
家
に
歸
る
と
舊
識
は
い
な
く
な
っ
て
い
た
）
は
復
た
里
中
の
舊
無
く

楊
僕
卻
爲
關
外
人
　
楊
僕
（
漢
の
樓
船
將
軍
、
函
谷
關
外
の
民
た
る
を
恥
じ
、
上
書
し
た
と
こ
ろ
、
武
帝
は
關
を
新
安
に
徙
し
た
）
は
卻
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
て
關
外
の
人
爲
り

各
繫
一
官
難
命
駕
　
各
お
の
一
官
に
繫
が
れ
て
（
相
手
を
訪
ね
よ
う
と
）
駕
を
命
ず
る
に
難
く

每
懷
前
好
易
沾
巾
　
前
好
を
懷
う
每
に
巾
を

ぬ沾
ら
し
易
し

玉
城
山
裏
多
靈
藥
　
玉
城
山
裏
　
靈
藥
多
し

擺
落
功
名
且
養
神
　
功
名
を
擺
落
し
て
且
つ
は
神
を
養
わ
ん

　
終
わ
り
の
第
七
・
八
句
は
、
劉
自
身
と
歸
厚
と
に
共
通
す
る
道
敎
へ
の
志
向
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。「
玉
城
」
は
、
虢
州
の
屬

縣
で
、
つ
ま
り
虢
州
を
指
す
だ
ろ
う
。
末
句
は
お
の
れ
の
決
意
表
明
で
あ
り
、
歸
厚
へ
の
い
ざ
な
い
で
も
あ
ろ
う
。
そ
し
て
劉
は
大
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和
六
年
に
歸
厚
が
亡
く
な
る
と
、
か
れ
の
墓
碑
銘
に
あ
た
る
「
虢
州
の
楊
庶
子
を
祭
る
文
」
（「
劉
夢
得
外
集
」
卷
十
）
も
書
い
て
や
っ

て
い
る
。
こ
れ
か
ら
み
る
と
、
玄
亮
が
劉
を
通
じ
て
楊
歸
厚
の
「
產
乳
方
」
を
知
っ
て
い
た
可
能
性
は
、
排
除
で
き
ま
い
。

　　
　
　
四

　　
さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
、
白
の
「
崔
公
墓
誌
銘
」
か
ら
引
い
た
道
敎
生
活
の
後
半
、
湖
州
刺
史
の
任
に
あ
っ
た
三
年
閒
、
玄
亮
が
「
三

元
道
齋
」
を
や
る
た
び
に
、「
彩
雲
靈
鶴
」
が
や
っ
て
來
て
、
七
八
回
開
い
た
黃
籙
齋
で
、
鶴
は
全
部
で
「
三
百
六
十
」
羽
や
っ
て
來

た
と
い
う
靈
妙
な
出
來
事
を
、
も
う
す
こ
し
檢
討
し
た
い
。

　
玄
亮
が
湖
州
刺
史
の
任
に
あ
っ
た
の
は
、
文
宗
の
長
慶
三
年
（
八
二
三
）
か
ら
敬
宗
の
寶
曆
二
年
（
八
二
六
）
ま
で
の
三
年
、
五
十
六

歲
か
ら
五
十
九
歲
ま
で
、
で
あ
る
。
そ
の
閒
の
最
大
の
ト
ピ
ッ
ク
だ
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
「
三
元
道
齋
」
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
上

元
正
月
一
五
日
に
は
天
官
、
中
元
七
月
十
五
日
に
は
地
官
、
下
元
十
月
十
五
日
に
は
水
官
に
禮
謝
し
て
、
お
の
れ
の
犯
し
た
罪
過
を

懺
悔
す
る
も
の
で
あ
る
。
北
周
の
「
無
上
祕
要
」
卷
五
十
二
「
三
元
齋
品
」
（「
道
藏
」
太
平
部
、
七
七
四
册
、
一
表
）
に
よ
れ
ば
、
ま

ず
「
紅
泥
を
以
っ
て
壇
三
層
を
爲
し
、
上
に
靑
き
几
案
五
隻
を

お頓
き
、
每
隻
上
に
は
各
お
の
香
爐
一
座
を

お放
く
」。
そ
し
て
正
月
十
五

日
・
七
月
十
五
日
・
十
月
十
五
日
の
平
旦
・
正
中
・
夜
半
の
三
時
に
、
沐
浴
し
、「
靑
龍
・
白
虎
・
朱
雀
・
玄
武
、
獅
子
・
白
鶴
は
左

右
に
羅
列
す
。
仙
童
は
巾
を
執
り
、
玉
女
は
華
を
散
ず
」
る
樣
な
ど
を
存
思
し
、
齒
を
叩
き
、
燒
香
す
る
。
そ
の
後
、
東
に
向
い
て

九
拜
し
、
巾
を
解
き
、
叩
頭
し
、
九
十
回
自
分
を

う搏
つ
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
二
十
方
に
禮
謝
す
る
。

　
ま
た
、
陸
修
靜
・
張
萬
福
・
杜
光
庭
・
李
景
祁
な
ど
の
齋
醮
儀
範
を
編
集
し
た
南
宋
の
蔣
叔
輿
の
「
無
上
黃
籙
大
齋
立
成
儀
」
卷

十
六
（「
道
藏
」
洞
玄
部
威
儀
類
、
二
七
九
册
、
一
六
表
）
に
よ
れ
ば
、「
黃
籙
三
元
齋
は
、
十
方
に
謝
す
る
外
に
、
復
た
三
光
・
五
嶽
・
水

府
・
經
寶
に
禮
す
れ
ば
、
則
ち
二
十
方
也
」
と
あ
る
。
そ
し
て
、
拜
禮
と
叩
頭
・
自
搏
の
閒
に
は
、
お
の
れ
の
罪
を
懺
悔
す
る
言
葉
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を
述
べ
る
。
さ
ら
に
、
齋
中
の
「
宣
詞
」
に
は
「
智
慧
上
品
大
戒
經
」
か
ら
の
以
下
の
よ
う
な
一
段
を
つ
か
う
。

天
尊
言
う
ら
く
、
齋
を
建
て
道
を
行
う
に
、
四
天
帝
王
は
、
皆
な
飛
雲
綠
輧
・
八
景
玉
輿
に
駕
し
、
眞
人
に
侍
從
し
、
玉
女
は

手
に
花
旛
を
執
り
、
前
に
鳳
歌
を
導
き
、
後
に
天
鈞
を
從
う
。
白
鵠
・
獅
子
は
、
嘯
歌
邕
邕
た
り
。
燒
香
散
花
し
、
空
に
浮
か

び
て
來
た
り
、
禮
を
瞻
て
道
を
行
い
、
法
音
を
觀
聽
す
。
天
王
は
下
降
し
、
萬
靈
は
朝
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
お
そ
ら
く
東
晉
末
に
出
來
し
、
陸
修
靜
の
「
元
始
舊
經
紫
微
金
格
目
」
に
も
著
錄
さ
れ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
古
靈
寶

經
の
ひ
と
つ
「
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧
上
品
大
戒
」
に
も
と
づ
い
た
「
太
上
洞
眞
智
慧
上
品
大
誡
」
（「
道
藏
」
洞
眞
部
戒
律
類
、
七
七
册
、

五
裏
）
の
同
文
で
は
、
こ
の
感
應
に
引
き
寄
せ
ら
れ
飛
來
す
る
「
白
鵠
」
は
「
白
鶴
」
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
北
周
の
「
無
上
祕
要
」

卷
四
七
「
齋
戒
品
」
（「
道
藏
」
太
平
部
、
七
七
三
册
、
三
表
）
に
「
右
は
洞
玄
智
慧
大
戒
經
に
出
づ
」
と
し
て
引
か
れ
る
同
文
の
一
段
で

も
「
白
鶴
」
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
東
晉
の
出
來
で
陸
の
「
金
格
目
」
に
も
著
錄
さ
れ
る
「
靈
寶
無
量
度
人
妙
經
」
卷
一
（「
道
藏
」
洞

眞
部
本
文
類
、
一
册
、
七
表
）
の
「
十
方
至
眞
・
飛
天
神
王
・
長
生
度
世
無
量
大
神
は
竝
び
に
飛
雲
に
乘
」
っ
て
飛
來
す
る
と
こ
ろ
で

も
、「
前
嘯
は
九
鳳
齊
唱
し
、
後
吹
は
八
鸞
同
鳴
す
。
獅
子
・
白
鶴
は
、
嘯
歌
邕
邕
た
り
。
五
老
は
途
を
啓
き
、
群
仙
は
轅
を

た
す翼

け
、

億
乘
萬
騎
は
、
空
に
浮
か
び
て
來
た
る
」
と
「
白
鶴
」
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
三
元
黃
籙
齋
で
の
「
宣
詞
」
の
「
白
鵠
」
は
「
白

鶴
」
の
誤
り
と
し
て
よ
く
、
黃
籙
齋
が
玄
亮
の
湖
州
で
集
來
し
た
「
靈
鶴
」
と
關
係
す
る
の
は
確
實
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、「
事
は
「
黃
籙
齋
の
記
」
に
具
さ
な
り
」
と
い
う
注
の
つ
い
た
白
居
易
の
「
吳
興
の
靈
鶴
の
讚
」
（「
白
氏
文
集
」
卷
五
九
）

は
、
湖
州
に
群
集
し
た
靈
鶴
の
み
に
焦
點
を
絞
っ
て
う
た
う
。

鳥
有
り
鳥
有
り
、
西
北
從
り
來
た
る
。
丹
きあ

た
ま腦は

火
の
ご
と
く
綴
り
、
白
き

は
ね翎

は
雪
の
ご
と
く
開
く
。
遼
水
を
一
た
び
去
り
、
緱

山
に
も

か
え迴

ら
ず
。

あ噫
あ
吳
興
郡
、

た孰
が
爲
に
來
た
る

や哉
。
寶
曆
の
初
め
、
三
元
の
四
齋
。
天
に
は
微
飆
無
く
、
地
に
は
纖
埃
無

し
。
白
晝
に
當
た
り
て
下
り
、
紫
雲
と

と
も偕

に
す
。
三
百
六
十
、
壇
を
拂
い
て
徘
徊
す
。
上
り
て
は
玄
貺
を
昭
ら
か
に
し
、
下
り

て
は
仙
才
に
屬
す
。
誰
か
其
れ
之
に
居
る
、
太
守
に
し
て
姓
は
崔
。
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「
遼
水
一
去
」
は
、
晉
の
陶
淵
明
の
「
搜
神
後
記
」
卷
一
に
の
せ
る
丁
令
威
の
故
事
に
も
と
づ
く
。

丁
令
威
は
、
本
も
と
遼
東
の
人
、
道
を
靈
虛
山
に
學
ぶ
。
後
に
鶴
に
化
し
て
遼
に
歸
り
、
城
門
の
華
表
柱
に

と
ま集

る
。
時
に
少
年
有

り
、
弓
を
擧
げ
て
之
を
射
ん
と
欲
す
。
鶴
は
乃
ち
飛
び
、
空
中
を
徘
徊
し
て
言
い
て
曰
わ
く
、「
鳥
有
り
鳥
有
り
　
丁
令
威
、
家

を
去
り
て
千
年
　
今
始
め
て
歸
る
。
城
郭
は
故
の
如
き
も
人
民
は
非
な
り
、
何
ん
ぞ
仙
を
學
ば
ず
し
て

つ
か冢

壘
壘
た
る
」
と
。
遂

に
高
く
上
り
天
に
沖
す
。
今
遼
東
の
諸
丁
は
其
の
先
世
に
升
仙
せ
し
者
有
り
と
云
う
も
、
但
だ
名
字
を
知
ら
ざ
る
耳
。

　
「
緱
山
不
迴
」
は
、
漢
の
劉
向
の
「
列
仙
傳
」
卷
上
「
王
子
喬
」
に
も
と
づ
く
。
　

王
子
喬
な
る
者
は
、
周
の
靈
王
の
太
子
の
晉
也
。
笙
を
吹
き
て
鳳
凰
の
鳴
を
作
す
を
好
む
。
伊
・
洛
の
閒
に
遊
ぶ
に
、
道
士
の

浮
邱
公
は
接
し
以
っ
て
嵩
高
山
に
上
ら
し
む
。
三
十
餘
年
後
、
之
を
山
上
に
求
む
る
に
、
桓
良
に

あ見
い
て
、
曰
わ
く
、「
我
が
家

に
吿
げ
よ
、
七
月
七
日
に
我
れ
を
緱
氏
山
の
巓
に
待
て
と
」
と
。
時
に
至
り
て
、
果
た
し
て
白
鶴
に
乘
り
山
頭
に
駐
ま
る
。
之

を
望
む
も
到
る
を
得
ず
。
手
を
擧
げ
て
時
人
に
謝
し
、
數
日
に
し
て
去
る
。
亦
た
祠
を
緱
氏
山
下
、
及
び
嵩
山
の
首
に
立
つ
。

　
そ
し
て
、「
遼
水
」「
緱
山
」
の
二
事
を
合
わ
せ
て
靈
鶴
を
象
徵
し
た
も
の
は
、
白
以
前
に
も
あ
り
、
た
と
え
ば
則
天
武
后
の
と
き
、

王
子
晉
の
後
身
と
さ
れ
た
張
易
之
・
昌
宗
兄
弟
を
武
三
思
が
う
た
っ
た
「
仙
鶴
篇
」（「
全
唐
詩
」
卷
八
十
）
は
「
白
鶴
は
空
に
乘
り
て
何

處
に
か
飛
ぶ
、
靑
田
と
紫
蓋
と
本
も
と
相
い
依
る
。
緱
山
七
月
　

と
こ長

し
え
に
去
る
と
雖
も
、
遼
水
千
年
　

か
な會

ら
ず
歸
る
を
憶
わ
ん
」、

ま
た
「
緱
山
は
杳
杳
と
し
て
寥
廓
に
翔
け
、
遼
水
は
纍
纍
と
し
て
城
郭
を
歎
く
。
か經
つ
て
羽
客
に
隨
い
て
丹
丘
に
步
み
、
曾
つ
て
仙

人
を
逐
い
て
碧
落
に
遊
ぶ
」
と
い
っ
た
句
が
あ
る
。

　
さ
て
、
白
が
特
筆
し
た
靈
鶴
の
集
來
は
、
道
敎
文
獻
で
も
も
ち
ろ
ん
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。「
雲
笈
七
籤
」
卷
一
二
一
、
杜
光
庭

の
編
と
さ
れ
る
「
道
敎
靈
驗
記
」
に
收
め
る
「
崔
玄
亮
が
黃
籙
齋
を
修
せ
し
驗
」
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

崔
公
玄
亮
は
、

え
き
よ
う

奕
葉
に
道
を
崇
ぶ
。
龍
に
登
り
鵠
を
射
、
金
印
銀
章
、
鴛
鷺
の
庭
を
踐
み
、
珪
組
の
貴
き
に
列
す
と
雖
も
、
玄
に

參
じ
道
を
超
ゆ
る
の
志
は
、
未
ま
だ
嘗
つ
て
怠
ら
ざ
る
也
。
寶
曆
の
初
め
、
湖
州
刺
史
に
除
せ
ら
る
。
二
年
乙
巳
（
八
二
六
）
、
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紫
極
宮
に
於
い
て
黃
籙
道
場
を
修
す
る
に
、
鶴
三
百
六
十
五
隻
の
、
壇
所
に
翔
集
す
る
有
り
。
紫
雲
は
蓬
勃
た
り
、
祥
風
は
虛

徐
た
り
、
之
と
俱
に
西
北
自
り
し
て
至
る
。
其
の
一
隻
の
朱
頂
に
し
て
皎
白
、
復
た
玄
翮
無
き
者
は
、
虛
皇
臺
上
に

す
ま棲

い
、
辰

（
午
前
八
時
）
自
り
酉
（
午
後
六
時
）
に
及
び
て
去
る
。
杭
州
刺
史
の
白
居
易
は
其
の
風
を
聞
き
て
之
を
悅
び
、「
吳
興
の
鶴
の
讚
」

を
作
り
て
曰
わ
く
、

と
あ
っ
て
、
以
下
に
は
白
の
「
讚
」
が
引
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
同
じ
く
杜
光
庭
の
編
と
さ
れ
る
「
神
仙
感
遇
傳
」
卷
一
「
崔

玄
亮
」
（「
道
藏
」
洞
眞
部
記
傳
類
、
三
二
八
册
、
八
裏
）
も
億
略
に
記
述
す
る
が
、
や
や
異
同
が
あ
る
の
で
、
引
い
て
お
こ
う
。

崔
玄
亮
は
、
滎
陽
の
人
也
。
奕
世
に
道
を
好
み
、
香
火
に
勤
め
、
常
に
黃
庭
・
道
德
の
經
を
諷
す
。
寶
曆
中
、
湖
州
刺
史
を
授
け

ら
る
。
黃
籙
齋
を
紫
極
宮
に
修
す
る
に
、
鶴
三
百
六
十
五
隻
の
、
壇
上
に
集
ま
り
降
る
有
り
。
內
の
一
隻
は
虛
皇
臺
の
頂
に
立

ち
、
周
身
は
皎
白
、
朱
頂

の

み
而
已
。
紫
氣
は
壇
所
に
彌
亘
し
、
辰
自
り
酉
に
及
び
て

は
じ方

め
て
散
ず
。
杭
州
刺
史
の
白
居
易
は
「
讚
」

を
爲
り
て
曰
わ
く
、

と
あ
っ
て
、
以
下
に
は
同
じ
く
「
讚
」
が
引
か
れ
て
い
る
。
湖
州
の
紫
極
宮
に
設
え
ら
れ
た
「
虛
皇
臺
」
と
は
、
宋
元
の
こ
ろ
の
編

纂
と
さ
れ
る
「
靈
寶
無
量
度
人
上
經
大
法
」
卷
七
一
（「
道
藏
」
洞
眞
部
方
法
類
、
九
九
册
、
一
八
表
）
「
修
齋
受
詞
品
」
の
「
威
儀
」
に

「
元
始
天
尊
は
靈
寶
玄
妙
超
度
法
門
を
演
說
し
、
群
仙
を
虛
皇
天
寶
の
臺
に
會
集
す
。
諸
天
の
隊
仗
は
紛
紜
と
し
て
、
日
月
星
宿
、
璇

璣
玉
衡
、
鳥
獸
鸞
鳳
、
丹
輿
綠
輦
、
幡
蓋
霓
旌
、
竝
び
に
來
た
り
て
尊
に
朝
す
」
と
あ
る
「
虛
皇
天
寶
の
臺
」
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
こ
の
故
事
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
と
し
て
は
、
宋
の
孫
光
憲
の
「
北
夢
瑣
言
」
卷
十
一
「
崔
玄
亮
は
雲
・
鶴
を
降
す
」
が
あ
る
。

唐
の
崔
玄
亮
は
、
曾
つ
て
眉
州
をつ

か
さ典ど

る
。
公
退
す
る
每
に
、
億
履
を
具
え
以
っ
て
太
上
に
朝
し
、
焚
修
精
至
、
晝
夜
を

お舍
か

ず
。
嘗
つ
て
州
衙
に
於
い
て
黃
籙
道
場
を
開
き
、
民
の
爲
に
水
旱
疾
疫
を
祈
り
、
而
し
て
已
に
齋
を
散
ず
る
の
晨
に
は
、
必
ら

ず
祥
雲
鸞
鶴
の
降
り
、
州
民
は
咸
な
睹
る
。（
亮
は
湖
州
を
典
ど
り
、
齋
を
修
す
る
に
、
亦
た
仙
鶴
を
降
す
。
太
白
は
「
贊
」
を

爲
す
）
今
に
至
る
も
眉
州
は
每
歲
に
黃
籙
齋
を
設
け
、
凡
そ
執
事
・
軍
校
及
び
茶
酒
・
厮
役
・
祇
承
は
、
皆
な
齋
法
の
次
第
を
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知
る
。
道
士
の
羅
昭
然
は
壽
は
一
百
一
十
三
歲
、
崔
牧
の
齋
席
に
預
か
り
、
驢
に
跨
り
て
街
に
出
で
、
驢
よ
り
墜
ち
て
腳
は
鐙

の
內
に
在
り
、
拖
曳
さ
る
る
に
因
り
て
死
す
る
也
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
玄
亮
は
湖
州
以
外
に
、
四
川
の
眉
州
で
も
刺
史
と
し
て
「
州
衙
」
州
の
役
所
で
黃
籙
齋
を
開
き
、
や
は
り
「
鸞

鶴
」
を
降
下
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
兩
「
唐
書
」
の
玄
亮
傳
に
は
、
眉
州
へ
の
言
及
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
元
和
年
閒
の
着
任
に
な

る
だ
ろ
う
。
注
の
「
太
白
」
李
白
は
、
白
居
易
の
誤
り
。「
羅
昭
然
」
な
る
道
士
に
つ
い
て
は
、
未
詳
。

　
と
こ
ろ
で
、
道
敎
と
鶴
と
は
、
さ
き
の
「
丁
令
威
」「
王
子
喬
」
の
故
事
か
ら
も
明
ら
か
な
ご
と
く
、
き
わ
め
て
深
い
關
係
を
持
っ

て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
道
敎
の
高
位
の
眞
人
の
死
去
に
さ
い
し
て
、
と
く
に
顯
著
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
貞
一
先
生
た
る
司
馬

承
禎
が
王
屋
山
で
な
く
な
っ
た
と
き
に
は
、「
雙
鶴
の
壇
を

め
ぐ遶

り
、
及
び
白
雲
の
壇
中
從
り
涌
き
出
で
、
上
り
て
天
に
連
な
る
有
り
、

而
し
て
師
の
容
色
は
生
く
る
が
如
し
」
（「
舊
唐
書
」
司
馬
承
禎
傳
）
と
あ
り
、
靈
虛
見
素
眞
人
た
る
葉
法
善
も
死
に
近
い
あ
る
日
、「
玄

鶴
數
百
が
、
列
北
し
て
來
た
り
、
歐
溪
に
翔
集
し
、
徘
徊
す
る
こ
と
三
日
、
瑞
雲
は
五
色
、
一
時
に
上
り
覆
う
。
三
日
の
後
、
所
在

を
知
ら
ず
」
（「
唐
葉
眞
人
傳
」「
道
藏
」
洞
神
部
譜
錄
類
、
五
五
七
册
）
と
あ
り
、
體
玄
先
生
た
る
潘
師
正
は
死
の
前
日
、「
靈
異
は
谷
に

在
り
、
仙
鶴
は
野
に
滿
つ
」
（
王
適
「
體
玄
先
生
潘
尊
師
の
碣
」「
全
唐
文
」
卷
二
八
二
）
と
あ
る
。

　
ま
た
、
法
師
た
る
魏
降
は
死
後
に
「
是
れ
に
先
ん
じ
て
、
茅
山
の
高
頂
に
、
每
に
三
白
鶴
有
り
。
事
の

さ
か殷

ん
な
る
に

あ
た方

り
て
、
鶴

は
迺
ち
墳
所
に
い
た屆
る
。
翼
を
斂
め
て
來
た
り
下
り
、
王
喬
の
仙
に
接
す
る
か
と
疑
い
、
足
を
投
じ
て
哀
し
く
鳴
き
、
子
安
の
逝
に
切

な
る
に
似
た
り
。
夫
の
精
誠
の
逹
す
る
所
に
非
ざ
れ
ば
、
或
い
は
異
類
の
悲
し
み
を
銜
む
こ
と
罕
な
り
。
時
衆
は
觀
瞻
し
、
悽
歎
せ

ざ
る
莫
し
」
（
胡
楚
賓
「
潤
州
仁
靜
觀
魏
法
師
碑
」「
江
蘇
金
石
志
」
卷
五
）
と
あ
り
、「
王
喬
」
は
さ
き
の
「
王
子
喬
」、「
子
安
」
は
「
列

仙
傳
」
卷
下
「
陵
陽
子
明
」
に
「
後
二
十
餘
年
、
子
安
死
し
、
人
は
取
り
て
石
山
の
下
に
葬
る
。
黃
鶴
の
來
た
り
て
其
の
冢
邊
の
樹

上
に
棲
む
有
り
、
子
安
と
鳴
き
呼
ぶ
と
云
う
」
と
あ
る
。

　
ま
た
、
さ
き
の
司
馬
承
禎
は
、
平
時
に
お
い
て
も
「
南
嶽
に
幽
居
す
れ
ば
、
則
ち
玄
鶴
は
野
を
蔽
い
、
玆
の
山
に
坐
忘
す
れ
ば
、
則
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ち
綵
雲
は
室
に
滿
つ
」
（
衞
憑
「
唐
王
屋
山
中
巖
臺
正
一
先
生
廟
碣
」「
全
唐
文
」
卷
三
〇
六
）
と
い
っ
た
具
合
だ
っ
た
。

　
し
か
し
、
玄
亮
の
鶴
に
よ
り
近
い
描
寫
と
し
て
は
、
作
者
不
明
の
「
劉
尊
師
碑
銘
」
（「
全
唐
文
」
卷
九
九
三
）
に
い
う
、
茅
山
の
道

統
を
受
け
た
尊
師
劉
若
水
が
黃
籙
齋
を
建
て
た
と
き
の
有
樣
が
あ
る
。

（
天
寶
）
五
載
（
七
四
六
）
に
至
り
て
、
靈
昌
郡
（
河
南
省
汲
縣
の
東
）
の
道
衆
等
は
誠
を
竭
く
し
て
勤
請
し
、
法
要
を
傳
え
ん
こ

と
を
願
う
。
乃
ち
□
日
心
を

き
よ齋

め
行
い
を
潔
く
し
、
以
っ
て
宏
益
を
祈
る
。
道
は
凝
滯
せ
ず
、
亦
た
流
通
に
在
り
。
遂
に
瑤
臺

觀
に
於
い
て
場
壇
は
廣
く
闢
け
、
天
地
は
肅
淸
た
り
。
眞
一
經
法
・
金
人
玉
檢
を
授
く
る
を
も
っ
て
始
め
、
要
盟
・
龍
章
・
鳳

篆
を
以
っ
て
終
わ
る
。
道
衆
に
授
與
し
、
天
に
謝
し
て
黃
籙
齋
を
建
て
、
以
っ
て
靈
應
を
祈
る
。
其
の
時
、
白
鶴
は
壇
を
遶
り
、

綵
雲
は
座
に
浮
か
び
、
祥
風
は
肅
と
し
て
起
こ
り
、
異
香
は
遠
く
聞
こ
ゆ
。
見
し
者
は
皆
な
尊
師
精
誠
の
感
ず
る
所
と
言
う
也
。

　
以
上
の
記
述
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
死
去
に
せ
よ
黃
籙
齋
に
せ
よ
、
雲
や
鶴
を
招
き
寄
せ
た
の
は
、
大
體
が
尊
師
・
法
師
な
ど
道

敎
界
で
も
修
練
を
積
ん
だ
高
位
の
人
物
で
あ
り
、
一
介
の
世
俗
の
修
業
者
た
る
玄
亮
が
か
れ
ら
と
遜
色
な
い
特
異
な
靈
驗
を
現
わ
し

た
の
は
、
か
れ
の
道
敎
へ
の
傾
倒
の
深
さ
を
示
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　　
　
　
五

　　
こ
こ
で
ま
た
、
さ
き
の
「
崔
玄
亮
が
黃
籙
齋
を
修
せ
し
驗
」
に
も
ど
る
。
さ
き
の
引
用
は
、
白
の
「
吳
興
鶴
讚
」
ま
で
で
止
め
た

が
、
じ
つ
は
そ
の
後
に
「
附
」
と
し
て
「
經
を
持
す
驗
」
が
付
加
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
引
く
こ
と
に
す
る
。

崔
公
は
常
に
黃
庭
・
度
人
・
道
德
の
諸
經
を
持
し
、
未
ま
だ
嘗
つ
て

お
ろ曠

そ
か
に
せ
ず
。
其
の
後
は
感
通
の
至
り
を
以
っ
て
、
彌

い
よ
篤
勵
を
加
う
。
世
を
去
る
の
時
、
靖
室
に
入
り
、
黃
庭
を
諷
し
、
疾
無
く
し
て
化
す
。
將
に
葬
ら
ん
と
す
る
や
、
棺
の
輕

き
こ
と
空
衣
の
若
し
。
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こ
れ
は
「
尸
解
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
「
神
仙
感
遇
傳
」
の
「
崔
玄
亮
」
で
は
こ
う
付
加
す
る
。

玄
亮
は
是
れ
自
り
通
感
し
、
彌
い
よ
精
誠
を
加
う
。
一
旦
、
靜
室
に
於
い
て
黃
庭
を
誦
す
る
に
、
異
香
は
室
に
盈
ち
、
疾
無
く
し

て
死
す
。
葬
む
る
時
、
棺
の
輕
き
こ
と
空
衣
の
若
き
耳
。
玄
亮
は
金
陵
の
幕
に
お
い
て
衣
を
拂
い
て
去
り
、
茅
山
に
居
り
、
唯

だ
琴
酒
自
適
す
る
の
み
、
亦
た
形
を
解
き
て
世
を
去
る
。
傳
え
て
言
う
、「
湖
州
刺
史
は
、
常
に
黃
庭
經
・
度
人
經
を
誦
し
、
手

鑪
を
執
り
、
靜
室
に
於
い
て
經
を
諷
し
、
奄
然
と
し
て
化
去
す
。
滎
陽
に
歸
葬
し
、
坐
龕
中
に
は
但
だ
手
鑪
・
法
衣
有
る
の
み

也
」
と
。

　
玄
亮
が
「
金
陵
」
建
康
に
い
た
と
い
う
記
述
は
、
正
史
に
な
い
が
、
あ
る
い
は
近
く
の
湖
州
を
誤
っ
た
か
。
し
か
し
、
茅
山
に
は

滯
在
し
た
ら
し
い
。
宋
の
陳
思
の
「
寶
刻
叢
編
」
卷
十
五
「
建
康
府
」
に
は
「
唐
の
崔
玄
亮
の
遊
山
題
記
」
と
し
て
、

唐
の
刑
部
尙
書
た
る
崔
玄
亮
は
、
長
慶
三
年
、
山
に
遊
び
題
記
し
、
茅
山
に
在
り
。

の
條
が
あ
り
、「
集
古
錄
目
」
と
注
す
る
。
長
慶
三
年
（
八
二
三
）
と
い
え
ば
、
玄
亮
が
湖
州
刺
史
に
赴
任
し
た
ば
か
り
で
、
お
そ
ら

く
湖
州
か
ら
遠
く
な
い
北
西
の
茅
山
に
出
向
い
た
の
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
茅
山
は
さ
き
に
あ
げ
た
法
師
魏
降
に
も
明
ら
か
な
ご
と
く
、「
白
鶴
」
と
關
係
す
る
聖
地
で
あ
り
、
南
東
の
湖
州
に
も
近

い
。
崔
の
「
靈
鶴
」
の
奇
跡
は
、
お
そ
ら
く
茅
山
と
も
關
係
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
示
す
の
は
、
杜
光
庭
の
「
道
敎
靈
驗
記
」
卷
五

（「
道
藏
」
洞
眞
部
記
傳
類
、
三
二
五
册
、
七
裏
）
の
「
白
鶴
廟
の
茅
君
像
の
驗
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
引
い
て
み
よ
う
。

每
年
の
三
月
十
八
日
、
三
君
（
茅
山
の
三
茅
君
）
は
皆
な
白
鶴
に
乘
っ
て
、
三
峯
の
上
に
現
わ
る
。
故
に
大
茅
峯
・
中
茅
峯
・
小

茅
峯
有
り
。
郷
里
は
之
を
祠
り
、
廟
を
山
上
に
置
き
、
號
し
て
白
鶴
廟
と
曰
う
。

　
ま
た
、「
茅
山
志
」
卷
十
七
「
樓
觀
部
篇
」
（「
道
藏
」
洞
眞
部
記
傳
類
、
一
五
六
册
、
五
裏
）
の
「
淸
眞
觀
」
の
條
に
も
「
每
歲
の
三
月

十
八
日
、
四
方
の
道
人
はこ

と
ご
と

畢
く
集
ま
り
、
茅
君
に
禮
謁
す
。
齋
時
に
は
多
く
白
鶴
の
翔
り
遶
る
有
り
、
因
り
て
傳
え
て
鶴
會
と
謂
う
」

と
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
以
上
の
記
述
か
ら
は
、
晚
年
の
玄
亮
が
道
敎
の
信
奉
者
と
し
て
亡
く
な
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
だ
が
、
白
の
「
崔
公
墓

誌
銘
」
は
全
く
異
な
る
記
述
を
殘
し
て
い
る
。
以
下
に
關
係
す
る
部
分
を
引
こ
う
。

公
の
晚
年
は
、
又
た
六
祖
（
慧
能
）
を
師
と
し
、
無
相
を
以
っ
て
心
地
と
爲
し
、
不
二
を
以
っ
て
法
門
と
爲
す
。
僧
徒
に
遇
う
每

に
、
輒
ち
眞
諦
を
論
じ
、
耆
年
宿
德
と
雖
も
、
皆
な
之
に
心
伏
す
。
易
簀
の
夕
に
及
び
、
大
怖
の
將
に
至
ら
ん
と
す
る
に
、
三
昧

に
入
る
が
如
く
、
恬
然
と
し
て
自
か
ら
安
ん
ず
。

な仍
お
遺
疏
の
末
に
於
い
て
、
手
筆
も
て
題
し
て
云
う
、「
暫
く
榮
え
暫
く

や
つ悴

れ

　
石
火
を
敲
き
、
卽
ち
空
卽
ち
色
　
眼
は
花
を
生
ず
。

な
に許

時
に
客
と
爲
り
今
歸
り
去
る
、
大
曆
元
年
は
是
れ
我
が
家
」
と
。
其

の
空
を
解
し
證
を
得
た
る

や也
又
た

か此
く
の
如
く
、
佛
性
に
逹
す
と
謂
わ
ざ
る
可
け
ん

や乎
。

　
こ
れ
で
は
ま
っ
た
く
、
禪
宗
の
奧
義
に
逹
し
た
佛
敎
信
者
だ
が
、
た
だ
、
玄
亮
が
當
時
の
知
識
人
の
常
と
し
て
、
佛
敎
に
も
通
じ
て

い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
元
稹
の
「
永
福
寺
の
石
壁
法
華
經
の
記
」
（「
元
氏
長
慶
集
」
卷
五
一
）
に
よ
れ
ば
、
杭
州
の
孤
山
に
あ
っ

た
永
福
寺
の
石
壁
の
法
華
經
を
完
成
さ
せ
る
た
め
、
高
額
の
資
金
援
助
を
し
た
者
と
し
て
、「
中
書
舍
人
・
杭
州
刺
史
白
居
易
」
に
つ

づ
い
て
「
刑
部
郞
中
・
湖
州
刺
史
崔
玄
亮
」
と
名
前
が
あ
る
。
ま
た
、「
宋
高
僧
傳
」
卷
九
「
唐
の
杭
州
徑
山
の
法
欽
傳
」
に
よ
れ
ば
、

貞
元
八
年
（
七
九
二
）
十
二
月
に
死
去
し
た
法
欽
の
「
碑
碣
」
を
、「
湖
州
刺
史
崔
玄
亮
」
が
建
て
て
い
る
。

　
と
に
か
く
、
玄
亮
が
い
っ
た
い
道
敎
と
佛
敎
の
ど
ち
ら
に
傾
倒
し
た
の
か
、
こ
れ
で
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
白
の
記
述
に
は
道
敎

を
忌
避
し
て
い
た
白
自
身
の
投
影
が
あ
る
の
で
な
い
か
、
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
や
は
り
湖
州
刺
史
の
時
の
玄
亮
に
は
、
佛

敎
と
道
敎
が
混
淆
し
た
よ
う
な
不
思
議
な
話
が
あ
る
。「
太
平
廣
記
」
卷
七
三
「
道
術
三
」
の
「
唐
年
補
錄
に
出
づ
」
と
注
す
る
「
崔

玄
亮
」
を
あ
げ
よ
う
。

唐
の
太
和
中
、
崔
玄
亮
は
湖
州
の
牧
と
爲
る
。
嘗
つ
て
僧
の
道
閑
有
り
、
藥
術
を
善
く
し
、
崔
は
曾
つ
て
之
を
求
む
。
僧
曰
わ

く
、「
此
の
術
は
求
め
難
か
ら
ず
。
但
だ
此
れ
に
利
あ
る
者
は
、
必
ら
ず
陰
譴
に
及
ぶ
。

あ
な
た

君
侯
を
し
て
一
見
せ
し
む
可
き

の
み耳

」
と
。

乃
ち
崔
を
し
てす

い
ぎ
ん

汞
一
斤
を

か巿
わ
し
め
、
瓦
鍋
に
入
れ
、
一
紫
丸
を

い納
れ
、
蓋
す
る
に
方
瓦
を
以
っ
て
し
、
炭
を

か
さ疊

ね
鍋
を
埋
め
、
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ふ
い
ご鞴に

し
て
焰
起
こ
る
。
崔
に
謂
い
て
曰
わ
く
、「
只
だ
銀
と
成
ら
ば
、
以
っ
て
信
を
取
る
無
か
ら
ん
。
公
は
宜
し
く
虔
心
も
て
一

物
を
想
う
べ
し
。
則
ち
自
の
ず
と
成
る
」
と
。
⻝
頃
、
僧
は
鍋
を
水
盆
中
に
夾
み
、
笑
う
て
曰
わ
く
、「
公
は
何
物
を
か
想
う
」

と
。
崔
曰
わ
く
、「
我
れ
の
形
を
思
う
」
と
。
僧
は
取
り
以
っ
て
之
を
示
す
に
、

か
な金

も
の
をい

が
た范で

い
る
が

ご
と若

し
。
眉
目
巾
笏
、
悉

と
く
之
を
具
え
り
。
此
れ
は
則
ち
神
仙
の
術
に
し
て
、
厚
誣
す
る
可
か
ら
ず
、
但
だ
其
の
流
に
遇
う
こ
と
罕
な
り
。
自
か
ら
言

う
者
有
ら
ば
、
皆
な
妄
な
る
耳
。

　
そ
し
て
、
最
後
に
湖
州
と
關
係
し
な
い
不
思
議
な
話
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
晚
唐
の
段
成
式
の
「
酉
陽
雜
俎
」
前
集
卷
四
「
物
革
」
に

い
う
、崔

玄
亮
常
侍
は
、
洛
中
に
在
り
し
と
き
、

か常
つ
て
沙
岸
を
步
み
、
一
石
子
を
得
た
り
。
大
な
る
こ
と
雞
卵
の
如
く
、
黑
潤
に
し

て
愛
す
可
し
。
之
をも

て
あ翫そ

び
、
行
く
こ
と
一
里
餘
り
、

け
き砉

然
と
し
て
破
れ
、
鳥
の
大
な
る
こ
とみ

そ
さ
ざ
い

巧
婦
の
如
き
有
り
て
、
飛
び
去

れ
り
。

　
何
を
意
味
す
る
の
か
、
い
ま
ひ
と
つ
定
か
で
な
い
が
、
玄
亮
の
道
敎
的
感
應
の
强
さ
を
現
わ
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
私
の
こ
の

結
論
が
定
か
で
な
い
論
文
を
締
め
く
く
る
に
は
、
ふ
さ
わ
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
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宋
・
太
宗
『
逍
遙
詠
』
に
就
い
て
　

　
　
　
山
　
田
　
　
俊
　
　

　　　　
　
　
序

　　
『
高
麗
大
藏
經
』
に
は
北
宋
二
代
皇
帝
・
太
宗
の
著
述
と
し
て
、『
御
製
蓮
華
心
輪
迴
文
偈
頌
』
（
以
下
『
迴
文
偈
頌
』
と
略
す
）
、『
御

製
祕
藏
詮
』
（
以
下
『
祕
藏
詮
』
と
略
す
）
、『
御
製
逍
遙
詠
』
（
以
下
『
逍
遙
詠
』
と
略
す
）
、『
御
製
緣
識
』
（
以
下
『
緣
識
』
と
略
す
）
が

收
錄
さ
れ
て
い
る（

１
）。

そ
れ
ぞ
れ
の
主
題
と
す
る
所
を
題
目
と
し
た
著
述
と
見
做
せ
る
が
、
中
で
も
、
佛
・
道
の
關
わ
り
が
顯
著
に
現

れ
て
い
る
の
が
『
逍
遙
詠
』
で
あ
る
。

　
現
行
本
『
逍
遙
詠
』
は
全
十
一
卷
、
五
言
或
い
は
七
言
の
句
か
ら
な
る
。『
高
麗
大
藏
經
』
所
收
本
の
他
に
天
理
圖
書
館
に
單
行
本

が
所
藏
さ
れ
て
お
り
、『
縮
册
大
藏
經
』
に
は
校
本
が
收
錄
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
天
理
本
に
は
福
永
光
司
氏
の
解
題
が
有
り（

２
）、『

逍
遙

詠
』
撰
述
の
意
圖
を
、
老
莊
の
不
言
の
敎
と
超
越
的
な
眞
理
と
に
學
ぶ
こ
と
で
天
地
造
化
の
理
法
を
體
得
し
、
ま
た
儒
敎
的
な
仁
德

を
修
め
て
、『
莊
子
』
の
懸
解
逍
遙
遊
の
境
地
に
到
逹
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
、
從
っ
て
、『
逍
遙
詠
』
に
は
佛
敎
用
語
も
用
い
ら
れ

て
い
る
が
、
中
核
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
老
莊
の
「
道
」
で
あ
り
、
金
丹
を
中
心
と
す
る
道
敎
敎
理
は
『
老
子
』『
莊
子
』『
周
易
』
の
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「
至
道
」
の
敎
え
も
し
く
は
「
神
明
」
の
敎
に
よ
っ
て
哲
學
的
に
根
據
づ
け
ら
れ
、
甚
だ
し
く
理
念
化
さ
れ
精
神
化
さ
れ
て
い
る
と
述

べ
て
い
る
。
こ
れ
に
對
し
、
吾
妻
重
二
氏
は
『
逍
遙
詠
』
の
主
題
は
あ
く
ま
で
も
內
丹
修
養
に
あ
る
と
反
論
し
て
い
る（

３
）。

又
、
竺
沙

雅
章
氏
は
、
書
名
か
ら
明
白
な
樣
に
『
莊
子
』「
逍
遙
遊
篇
」
に
基
づ
い
て
そ
の
「
道
」
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
太
宗
に
は

崇
佛
事
業
と
し
て
の
多
く
の
著
作
が
有
る
が
、『
逍
遙
詠
』
の
み
は
道
敎
關
係
の
著
述
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る（

４
）。

　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
從
來
の
硏
究
で
は
、
他
の
著
述
に
比
し
て
『
逍
遙
詠
』
に
鍊
丹
に
關
す
る
記
述
が
多
く
み
ら
れ
る
點
と
「
逍

遙
」
と
い
う
テ
ー
マ
と
か
ら
、『
逍
遙
詠
』
の
み
を
道
家
文
獻
と
し
て
別
扱
い
し
、
近
世
道
家
・
道
敎
文
獻
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け

て
來
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
正
し
く
そ
の
同
じ
理
由
か
ら
、
そ
の
中
核
思
想
が
何
處
に
在
る
の
か
と
い
う
點
に
就
い
て
見
解
の
相
違

も
有
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
、
卽
ち
『
逍
遙
詠
』
全
體
の
性
格
に
就
い
て
依
然
と
し
て
檢
討
の
餘
地
が
殘
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

意
味
し
、
太
宗
の
他
の
著
述
と
の
關
わ
り
に
就
い
て
も
自
ず
と
再
考
の
必
要
が
有
る
と
言
え
よ
う
。

　　
　
　
一
　
『
逍
遙
詠
』
を
巡
る
背
景

　　
　
（
一
）『
逍
遙
詠
』
撰
述
に
就
い
て

　
『
大
中
祥
符
法
寶
錄
』
卷
十
八
に
は
次
の
樣
に
見
ら
れ
る
。

　
太
宗
皇
帝
御
製
六
十
二
卷
。
蓮
華
心
輪
迴
文
偈
頌
一
十
一
卷
、
祕
藏
詮
二
十
卷
、
祕
藏
詮
佛
賦
歌
行
共
一
卷
、
祕
藏
詮
幽
隱

律
詩
四
卷
、
祕
藏
詮
懷
感
詩
四
卷
、
祕
藏
詮
懷
感
迴
文
詩
一
卷
、
逍
遙
詠
一
十
一
卷
、
緣
識
五
卷
。
蓮
華
心
輪
迴
文
偈
頌
一
十

一
卷
…
…
以
太
平
興
國
八
年
成
。
是
年
三
月
、
上
遣
中
使
衞
紹
欽
諭
旨
僧
錄
司
、
選
京
城
義
學
文
章
僧
…
…
等
二
十
人
爲
之
注

解
。
…
…
祕
藏
詮
二
十
卷
、
…
…
祕
藏
詮
佛
賦
歌
行
共
一
卷
、
右
詮
賦
等
端
拱
元
年
十
二
月
、
上
遣
中
使
衞
紹
欽
諭
旨
僧
錄
司
、

選
京
城
義
學
文
章
僧
…
…
等
五
十
六
人
同
爲
注
解
。
…
…
祕
藏
詮
幽
隱
律
詩
四
卷
、
…
…
祕
藏
詮
懷
感
詩
四
卷
、
…
…
祕
藏
詮
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　　宋・太宗『逍遙詠』に就いて

懷
感
迴
文
詩
一
卷
、
…
…
逍
遙
詠
一
十
一
卷
、
…
…
右
詩
什
端
拱
二
年
十
一
月
、
上
遣
中
使
衞
紹
欽
諭
旨
僧
錄
司
、
選
京
城
義

學
文
章
僧
…
…
等
一
十
二
人
同
爲
注
釋
。
…
…
緣
識
五
卷
…
…
右
頌
至
道
元
年
三
月
中
、
詔
下
印
經
院
、
開
板
模
印
、
編
聯
入

藏
。
（『
大
中
祥
符
法
寶
錄
』
卷
十
八
。
三
九
五
八
頁
・
下（
５
））

先
ず
、
太
平
興
國
八
年
（
九
八
三
）
に
『
迴
文
偈
頌
』
が
完
成
し
、
續
い
て
端
拱
元
年
（
九
八
八
）
に
『
祕
藏
詮
』
二
十
卷
と
『
祕
藏
詮

佛
賦
歌
行
』
各
一
卷
が
撰
述
さ
れ
、
端
拱
二
年
（
九
八
九
）
に
『
祕
藏
詮
幽
隱
律
詩
』
四
卷
、『
祕
藏
詮
懷
感
詩
』
四
卷
、『
祕
藏
詮
懷

感
迴
文
詩
』
一
卷
と
『
逍
遙
詠
』
が
撰
述
さ
れ
、
至
道
元
年
（
九
九
五
）
に
『
緣
識
』
が
撰
述
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　
他
の
史
料
を
見
る
な
ら
ば
、
太
平
興
國
八
年
（
九
八
三
）
に
は
、「
蓮
華
心
輪
回
文
頌
章
」
と
「
回
文
圖
」
を
撰
述
し
近
臣
に
示
し

（『
續
資
治
通
鑑
長
編
』
卷
二
十
四
、
五
五
六
頁
。
以
下
『
長
編
』
と
略
す
）
、
端
拱
年
閒
に
は
故
里
に
戾
る
慧
明
禪
師
に
太
宗
よ
り
「
急
就

章
、
逍
遙
詠
、
祕
藏
詮
、
太
平
聖
惠
方
」
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
（
范
成
大
『
吳
郡
志
』
卷
四
十
二
「
浮
屠
」）
。
そ
し
て
、
淳
化
元
年
（
九
九

〇
）
に
『
逍
遙
詠
』
は
『
祕
藏
詮
』
他
と
一
緖
に
祕
閣
に
藏
さ
れ
（
王
應
麟
『
玉
海
』
卷
二
十
八
「
淳
化
祕
閣
御
製
」）
、
そ
し
て
、
翌
淳
化

二
年
（
九
九
一
）
に
は
、
高
麗
よ
り
來
貢
し
佛
典
を
所
望
し
た
韓
彥
恭
に
對
し
て
、『
逍
遙
詠
』『
祕
藏
詮
』『
蓮
華
心
輪
』
が
下
賜
さ

れ
（『
宋
史
』
卷
四
八
七
「
外
國
三
」、
一
四
〇
四
〇
頁
）
、
又
、
翌
淳
化
三
年
（
九
九
二
）
に
は
、
延
福
禪
院
に
「
草
書
急
就
章
一
卷
、
逍

遙
詠
一
十
一
卷
、
祕
藏
銓
三
十
卷
、
太
平
聖
惠
方
一
百
册
」
が
下
賜
さ
れ
（
鄭
虎
臣
『
吳
都
文
粹
』
卷
九
、
李
湛
「
重
修
建
福
禪
院
記
」）
、

翌
淳
化
四
年
（
九
九
三
）
に
資
聖
寺
に
下
賜
さ
れ
た
多
く
の
書
の
中
に
『
逍
遙
詠
』
の
名
が
見
ら
れ
る
（
羅
濬
『
寶
慶
四
明
子
』
卷
十
五

「
寺
院
・
禪
院
二
十
三
」）
。
そ
し
て
、
晚
年
の
至
道
元
年
（
九
九
五
）
に
は
、『
祕
藏
詮
』『
緣
識
』『
逍
遙
詠
』
に
對
し
て
、「
兩
街
僧
」

に
「
箋
註
」
を
命
じ
た
上
で
「
釋
氏
大
藏
」
に
入
れ
頒
布
さ
せ
た
と
有
り
（『
釋
氏
稽
古
略
』。
大
正
四
九
、
八
六
二
上
）
、
こ
こ
に
至
っ

て
初
め
て
『
緣
識
』
の
名
が
見
ら
れ
る（

６
）。

こ
う
し
た
狀
況
と
『
大
中
祥
符
法
寶
錄
』
の
記
述
と
の
閒
に
矛
盾
は
無
い
と
言
え
よ
う
。

　
以
上
か
ら
す
れ
ば
、『
逍
遙
詠
』
他
の
著
述
が
太
宗
に
と
り
重
要
な
著
述
で
あ
っ
た
こ
と
は
勿
論
だ
が
、
そ
の
他
の
佛
敎
關
連
著
述

と
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
の
點
で
は
、
醫
學
書
で
あ
る
『
太
平
聖
惠
方
』
も
同
樣
で
あ
る
。
又
、
最
後
に
撰
述
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さ
れ
た
『
緣
識
』
は
、
そ
の
卷
一
・
二
の
ほ
と
ん
ど
が
『
逍
遙
詠
』
と
『
祕
藏
詮
』
に
基
づ
い
て
お
り（

７
）、『

逍
遙
詠
』『
祕
藏
詮
』
に
基

づ
い
て
『
緣
識
』
の
卷
一
・
二
が
先
ず
撰
述
さ
れ
、
續
い
て
『
緣
識
』
全
體
が
撰
述
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
三
著
は
一
貫
し
た

方
針
の
下
に
著
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
又
、『
大
中
祥
符
法
寶
錄
』
卷
十
八
に
依
れ
ば
、
端
拱
二
年
に
『
逍
遙
詠
』
と
『
祕
藏
詮
』

と
に
注
釋
を
施
し
た
京
城
義
學
文
章
僧
は
「
可
昇
、
歸
一
、
守
邦
、
澄
裕
、
德
淸
、
行
勤
、
永
光
、
崇
智
、
可
芝
、
道
滿
、
可
昕
、
懷

古
」
（
三
九
六
〇
頁
・
上
）
と
さ
れ
て
い
る
が（

８
）、

一
方
の
太
平
興
國
八
年
に
完
成
し
た
『
迴
文
偈
頌
』
に
注
釋
を
施
し
た
京
城
義
學
文

章
僧
の
中
に
も
「
可
芝
、
歸
一
」
（
三
九
五
九
頁
・
上
）
の
名
が
見
ら
れ
、
端
拱
元
年
に
『
祕
藏
詮
佛
賦
歌
行
』
に
注
釋
を
施
し
た
僧
の

中
に
も
「
歸
一
、
行
勤
、
德
淸
、
可
昕
、
懷
古
、
可
昇
、
永
光
、
澄
裕
、
守
邦
、
崇
智
、
道
滿
」
（
三
九
五
九
頁
・
下
）
の
名
が
見
ら
れ

る
。
卽
ち
、
太
宗
の
こ
れ
ら
の
著
述
に
注
釋
を
施
し
た
一
群
の
僧
侶
が
い
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
こ
れ
ら
の
著
述
を
一
連
の
も
の

と
し
て
扱
う
太
宗
側
の
意
識
を
見
る
こ
と
が
出
來
る（

９
）。

從
っ
て
、『
逍
遙
詠
』
を
含
む
著
述
が
一
括
し
て
佛
藏
に
收
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
、
別
段
奇
異
を
差
し
挾
む
べ
き
こ
と
で
は
無
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
（
二
）
太
宗
を
巡
る
狀
況

　
次
に
、『
逍
遙
詠
』
撰
述
に
前
後
す
る
時
期
の
太
宗
を
巡
る
狀
況
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
先
ず
、
太
平
興
國
七
年
に
太
平
興
國
寺
に
譯
經
院
が
設
け
ら
れ
、
陸
續
と
佛
典
の
翻
譯
作
業
が
行
わ
れ
る（

10
）。

又
、
太
平
興
國
八
年

の
『
太
平
御
覽
』
へ
の
改
名
（『
長
編
』
卷
二
十
四
、
五
五
九
頁
）
、
雍
熙
三
年
の
『
說
文
解
字
』
の
校
訂
（『
同
』
卷
二
十
七
、
六
二
五
頁
）
、

同
年
の
『
文
苑
英
華
』
の
編
纂
（『
同
』）
、
端
拱
二
年
の
『
雍
熙
廣
韻
』
の
編
集
（『
同
』
卷
三
十
、
六
八
〇
頁
）
等
、
樣
々
な
著
述
の
編

纂
頒
布
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
時
期
に
も
相
當
す
る
。
こ
の
時
期
に
太
宗
が
書
物
の
編
集
・
出
版
等
の
文
化
事
業
に
積
極
的
に
取

り
組
ん
だ
動
機
に
就
い
て
は
、
太
宗
個
人
の
好
學
資
質
に
よ
る
と
い
う
も
の
、
政
治
的
意
圖
に
よ
る
と
い
う
も
の
、
異
民
族
遼
へ
の

侵
攻
に
失
敗
し
、
內
政
に
關
心
が
移
っ
た
た
め
と
す
る
も
の
、
等
の
見
解
が
有
る
が（

11
）、

何
れ
に
し
て
も
、
こ
の
時
期
の
多
く
の
文
化
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事
業
の
中
に
本
論
で
扱
う
『
逍
遙
詠
』
等
の
著
述
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
太
宗
は
こ
の
頃
道
士
と
交
流
が
あ
り
、
太
平
興
國
年
閒
に
は
華
山
道
士
・
丁
少
微
を
招
い
て
い
る
。

太
平
興
國
三
年
夏
四
月
乙
卯
朔
、
召
華
山
道
士
眞
源
丁
少
微
至
闕
。
少
微
善
服
氣
、
年
百
餘
歲
、
隱
居
華
潼
谷
中
、
與
陳
摶
齊

名
。
摶
亦
眞
源
人
、
然
少
微
志
尙
淸
潔
、
專
奉
科
儀
、
摶
嗜
酒
放
曠
、
雖
居
室
密
邇
、
未
嘗
往
來
。
少
微
以
金
丹
・
巨
勝
・
南

芝
・
玄
芝
等
獻
、
上
留
數
月
、
遣
還
〔
少
微
獻
金
丹
・
巨
勝
等
、
乃
四
年
九
月
復
來
朝
時
事
、
今
幷
書
之
〕。
（『
長
編
』
卷
十
九
。

四
二
五
頁（
12
））

丁
少
微
は
服
氣
・
長
生
を
善
く
し
陳
摶
と
竝
び
稱
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
、
こ
の
時
、
太
宗
に
「
金
丹
・
巨
勝
・
南
芝
・
玄
芝
」
を
獻
上

し
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
太
宗
は
樣
々
な
服
餌
に
關
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
（『
宋
史
』
卷
六
十
三
「
志
第
十
六
　
五
行
二
上
　
火

上
」
一
三
八
六
頁
）
、
又
、「
黃
白
事
」
を
得
意
と
し
た
侯
莫
陳
利
用
を
厚
遇
し
（『
同
』
卷
四
百
七
十
「
侯
莫
陳
利
用
傳
」
一
三
六
七
九
頁
）
、

病
と
な
っ
た
劉
蟠
に
醫
者
を
派
遣
し
金
丹
を
賜
い
（『
同
』
卷
二
百
七
十
六
「
劉
蟠
傳
」
九
三
八
九
頁
）
、
同
じ
く
病
と
な
っ
た
上
官
正
に

「
金
丹
良
藥
」
を
賜
っ
て
い
る
等
（『
同
』
卷
三
百
八
「
上
官
正
傳
」
一
九
三
七
頁
）
、「
金
丹
」「
黃
白
」
を
重
視
し
、
病
氣
治
療
に
有
效
で

あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る（

13
）。

丁
少
微
の
行
爲
は
そ
う
し
た
太
宗
の
關
心
に
應
じ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
出
來
よ
う
。

　
又
、
雍
熙
元
（
九
八
四
）
に
は
陳
摶
に
「
希
夷
先
生
」
の
號
を
賜
っ
て
い
る
が
、
そ
の
經
緯
は
以
下
の
樣
な
も
の
で
あ
る
。

雍
熙
元
年
冬
十
月
、
上
之
卽
位
也
、
召
華
山
隱
士
陳
摶
入
見
、
於
是
復
至
、
上
益
加
禮
思
、
謂
宰
相
宋
琪
等
曰
、
摶
獨
善
其
身
、

不
干
勢
利
、
所
謂
方
外
之
士
也
。
…
…
與
之
語
、
甚
可
聽
。
因
遣
使
送
至
中
書
、
琪
等
從
容
問
摶
曰
、
先
生
得
玄
默
脩
養
之
道
、

可
以
化
人
乎
。
對
曰
、
摶
山
野
之
人
、
於
時

•　無
•　用

、
亦
不
知
神
仙
黃
白
之
事
・
吐
納
之
理
、
無
術
可
傳
於
人
。
假
令
白
日
上
昇
、

亦
何
益
於
世
。
主
上
龍
顏
秀
異
、
有
天
人
之
表
、
博
逹
今
古
、
探
求
治
亂
、
眞
有
道
仁
聖
之
主
也
。
正
是
君
臣
協
心
同
德
、
興
化

致
治
之
秋
、
勤
行
修
鍊
、
無
出
於
此
。
琪
等
表
上
其
言
、
上
益
喜
、
甲
申
、
賜
摶
號
希
夷
先
生
、
令
有
司
增
葺
所
止
臺
觀
。
止

屢
與
屬
和
詩
什
、
數
月
、
遣
還
。
（『
長
編
』
卷
二
十
五
、
五
八
八
頁
）
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宋
琪
の
問
い
か
け
に
對
す
る
陳
摶
の
「
摶
山
野
之
人
、
於
時

•　無
•　用

、
亦
不
知
神
仙
黃
白
之
事
・
吐
納
之
理
、
無
術
可
傳
於
人
」
（
傍

點
は
引
用
者
）
と
い
う
答
え
は
、
あ
る
種
の
形
式
化
し
た
問
答
で
あ
る
感
を
拭
え
な
い
が
、
太
宗
の
關
心
が
「
神
仙
黃
白
之
事
・
吐
納

之
理
」
に
あ
り
、
そ
れ
ら
を
む
し
ろ
「
於
時

•　有
•　用
」
な
も
の
と
看
做
し
た
い
と
い
う
太
宗
の
姿
勢
が
現
わ
れ
て
い
る
樣
に
思
わ
れ
る
。

と
も
か
く
、
太
宗
が
一
貫
し
て
黃
白
の
術
に
關
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
閒
違
い
無
く
、
從
っ
て
、『
逍
遙
詠
』
に
見
ら
れ
る
鍊
丹
の

記
述
が
、
果
た
し
て
內
丹
に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
檢
討
の
餘
地
が
有
る
で
あ
ろ
う
。

　
太
宗
の
卽
位
に
張
守
眞
な
る
道
士
が
關
與
し
て
い
た
と
言
わ
れ
、
そ
の
張
守
眞
の
進
言
で
上
淸
太
平
宮
が
建
立
さ
れ
た
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
樣
に（

14
）、

そ
も
そ
も
、
太
宗
と
道
敎
と
の
距
離
は
近
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
陳
摶
の
例
か
ら
豫
想
さ
れ
る
「
於
時

•　有
•　用
」
と

い
う
點
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
太
平
興
國
三
年
（
九
七
八
）
十
二
月
に
は
、『
尙
書
』「
外
作
禽
荒
」
と
併
せ
て
『
老
子
』「
馳
騁
畋
獵
、
令
人
心
發
狂
」
の
句
を
引

き
、
民
の
た
め
に
「
狩
」
を
取
り
止
め
よ
う
と
す
る
太
宗
の
發
言
が
見
ら
れ
（『
長
編
』
卷
十
九
、
四
三
八
頁
）
、
太
平
興
國
七
年
に
は

「
朕
每
讀
老
子
至
佳
兵
者
、
不
祥
之
器
、
聖
人
不
得
已
而
用
之
、
未
嘗
不
三
復
以
爲
規
戒
」
と
『
老
子
』
を
蹈
ま
え
つ
つ
、「
朕
每
退

朝
、
不
廢
觀
書
、
意
欲
酌
前
代
成
敗
而
行
之
、
以
盡
損
益
也
」
と
、
具
體
的
な
爲
政
の
場
に
「
聖
人
」
で
あ
る
『
老
子
』
の
立
場
を
持

ち
こ
も
う
と
す
る
太
宗
の
姿
勢
が
見
ら
れ
る
（『
同
』
卷
二
十
三
。
五
二
八
頁
）
。
雍
熙
元
年
（
九
八
四
）
十
月
に
は
、「
老
子
云
、
我
命

在
我
不
在
天
」
の
言
葉
を
引
き
つ
つ
、
節
制
に
努
め
る
こ
と
の
重
要
性
を
述
べ
て
い
る
が
（『
長
編
』
卷
二
十
五
、
五
八
八
頁
）
、
こ
れ

と
關
連
す
る
記
述
と
し
て
は
、
淳
化
四
年
（
九
九
三
）
に
『
老
子
』
に
基
づ
く
「
黃
老
之
道
」「
淸
靜
政
治
」
を
太
宗
が
口
に
し
、
呂

端
、
呂
蒙
正
な
ど
も
そ
れ
に
應
じ
る
狀
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
（『
長
編
』
卷
三
十
四
、
七
五
八
頁
）
、
同
樣
の
事
柄
は
、
淳
化
五
年

に
再
び
呂
蒙
正
と
の
閒
で
、「
陛
下
如
此
宣
諭
、
深
合
黃
老
之
道
」
（『
同
』
卷
三
十
五
、
七
七
四
頁
）
と
、「
黃
老
之
道
」
と
し
て
も
述

べ
ら
れ
て
い
る
。「
淸
靜
」
に
就
い
て
は
、
淳
化
五
年
九
月
に
も
、「
夫
政
敎
之
設
、
在
乎
得
人
心
而
不
擾
之
爾
」
と
、「
人
心
」
を
亂

さ
な
い
「
政
敎
」
の
在
り
方
と
し
て
は
「
鎭
之
以
淸
靜
」
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（『
同
』
卷
三
十
六
、
七
九
七
頁
）
。
そ
し
て
、
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佛
敎
に
關
し
て
は
太
平
興
國
八
年
（
九
八
三
）
に
、

上
以
新
釋
經
五
卷
示
宰
相（

15
）、

因
謂
之
曰
、
浮
屠
氏
之
敎
有
裨
政
治
、
逹
者
自
悟
淵
微
、
愚
者
妄
生
誣
謗
、
朕
於
此
道
、
微
究
宗

旨
。
凡
爲
君
治
人
、
卽
是
修
行
之
地
、
行
一
好
事
、
天
下
獲
利
、
卽
釋
氏
所
謂
利
他
者
也
。
庶
人
無
位
、
縱
或
修
行
自
苦
、
不

過
獨
善
一
身
。
如
梁
武
帝
捨
身
爲
寺
家
奴
、
百
官
率
錢
收
贖
、
又
布
髮
於
地
、
令
桑
門
踐
之
、
此
眞
大
惑
、
乃
小
乘
偏
見
之
甚
、

爲
後
代
笑
。
爲
君
者
撫
育
萬
類
、
皆
如
赤
子
、
無
偏
無
黨
、
各
得
其
所
、
豈
非
修
行
之
道
乎
。
雖
方
外
之
說
、
亦
有
可
觀
者
、
卿

等
試
讀
之
、
蓋
存
其
敎
、
非
溺
於
釋
氏
也
。
（『
長
編
』
卷
二
十
四
、
五
五
四
頁
）

と
、「
浮
屠
氏
之
敎
」
卽
ち
佛
敎
は
具
體
的
「
政
治
」
の
場
で
有
用
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
太
宗
の
理
解
と
、「
凡
爲
君
治
人
、

卽
是
修
行
之
地
」
と
、
個
人
の
修
養
と
「
爲
君
治
人
」
と
を
同
一
線
上
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
彼
の
姿
勢
を
窺
う
こ
と
が
出
來
る（

16
）。

最

後
の
「
蓋
存
其
敎
、
非
溺
於
釋
氏
」
の
表
現
は
、
敎
え
の
內
實
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、「
釋
氏
」
と
い
う
枠
組
み
に
拘
泥
し
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
太
平
興
國
八
年
の
こ
の
段
階
で
は
旣
に
『
迴
文
偈
頌
』
が
撰
述
さ
れ
て
お
り
、
太
宗
の
關
心

が
佛
敎
を
軸
と
し
た
三
敎
の
在
り
方
に
向
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
淳
化
三
年
（
九
九
二
）
に
は
、

宋
太
宗
敕
。
朕
聞
三
敎
出
興
、
爲
法
不
同
、
同
歸
於
道
。
道
也
者
、
變
通
不
居
之
謂
也
。
自
非
識
洞
杳
微
、
理
窮
性
命
、
未
有

能
宏
通
者
也
。
朕
萬
幾
之
暇
、
無
畋
遊
聲
色
之
好
、
述
成
祕
藏
詮
、
逍
遙
詠
、
幷
佛
賦
□
□
□
□
十
餘
軸
、
遣
內
侍
同
僧
守
能

賚
賜
明
州
瀑
布
觀
音
□
□
□
□
□
錄
、
同
歸
藏
海
、
俾
僧
看
閱
、
免
滯
面
牆
、
生
進
此
道
、
乃
朕
之
意
也
。
淳
化
三
年
二
月
一

日
（『
四
明
山
志
』
卷
二（
17
））

と
見
ら
れ
、「
三
敎
」
は
そ
の
出
自
を
異
に
す
る
も
の
の
、「
道
」
に
至
る
と
い
う
最
終
目
的
は
同
じ
で
あ
る
と
い
う
、
三
敎
を
併
存

さ
せ
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
窺
え
る
。
先
に
見
た
「
存
其
敎
」
と
一
貫
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
そ
う
し
た
姿
勢
の
下
に
「
祕
藏
詮
、
逍
遙

詠
、
幷
佛
賦
□
□
□
□
十
餘
軸
」
が
撰
述
さ
れ
た
と
い
う
記
述
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
太
宗
は
具
體
的
な
爲
政
の
場
で
の
有
用
性
と
い
う
點
か
ら
三
敎
に
接
し
、
三
敎
個
々
の
「
敎
」
と
し
て
の
區
別
に
拘
泥
す
る
必
要
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は
無
い
と
見
做
し
て
い
た
樣
で
あ
る
。「
黃
老
」「
淸
靜
」
等
の
語
は
そ
う
し
た
姿
勢
を
現
わ
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る（

18
）。

　　
　
　
二
　
『
逍
遙
詠
』
の
思
想

　　
　
（
一
）「
逍
遙
」
に
つ
い
て

　
さ
て
、『
逍
遙
詠
』
に
見
ら
れ
る
「
逍
遙
」
の
語
の
性
格
を
端
的
に
示
す
の
は
以
下
の
例
で
あ
る
。

自
由
自
在
で
捉
わ
れ
る
こ
と
が
無
く
、
逍
遙
と
內
外
に
於
い
て
安
ん
じ
て
い
る
。
／
頑
迷
な
者
逹
は
（
こ
の
逍
遙
の
境
地
を
）

見
る
こ
と
は
な
く
、（
逍
遙
で
あ
る
）
聖
人
の
境
地
は
、
萬
物
の
原
初
の
在
り
方
に
等
し
い
。
／
（
こ
の
樣
な
境
地
で
は
）
小
賢

し
い
智
慧
を
用
い
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
。
奧
深
い
大
道
は
廣
大
で
あ
る
の
だ
（
小
賢
し
い
智
慧
な
ど
何
の
役
に
も
立
た
な
い
）。

／
（
廣
大
無
邊
な
道
は
）
個
々
の
具
體
的
事
象
に
捉
わ
れ
て
い
て
は
理
解
出
來
る
だ
ろ
う
か
、（
し
か
し
）
四
季
の
一
巡
り
を
見

れ
ば
よ
い
（
そ
こ
に
具
現
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
）（
自
在
無
拘
束
、
逍
遙
裏
外
安
。
／
頑
情
終
不
見
、
聖
境
類
乎
端
。
／
機
智
將

何
用
、
幽
深
大
道
寛
。
／
區
分
能
解
意
、
四
季
一
周
看
）
（
二
・
一
五
／
一
―
八
。
九
六
五
頁
・
中（
19
））

「
逍
遙
」
と
は
「
自
在
無
拘
束
」
と
一
切
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
、
主
體
の
內
側
に
於
い
て
も
、
外
界
と
の
關
り
の
場
に
於
い
て
も

安
寧
と
し
た
境
地
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
聖
人
」
の
境
地
で
も
あ
り
、
又
、
萬
物
が
生
ま
れ
る
根
源
、
卽
ち
「
道
」
そ
の
も
の
の
在
り

方
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
賢
し
ら
な
智
慧
の
及
ば
な
い
領
域
で
は
あ
る
も
の
の
、
例
え
ば
四
季
の
巡
り
な
ど
の
具
體
的
な
事
象
に
具
現

化
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
「
逍
遙
」
の
語
の
基
本
的
性
格
は
ほ
ぼ
こ
こ
に
盡
き
て
い
る
の
だ
が
、
も
う
一
例
見
る
な
ら
ば
、

逍
遙
の
境
地
に
於
い
て
萬
物
の
性
質
に
通
じ
、
大
道
は
（
萬
物
に
應
じ
て
）
方
・
圓
の
具
體
相
を
示
す
の
だ
（
逍
遙
通
物
性
、
大
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道
有
圓
方
）
（
四
・
三
／
一
、
二
。
九
六
九
頁
・
下
）

「
逍
遙
」
の
境
地
で
「
物
性
に
通
じ
る
」、
卽
ち
、「
逍
遙
」
は
個
別
・
具
體
性
の
次
元
を
超
え
、
分
別
・
束
縛
等
か
ら
解
放
さ
れ
て
い

る
た
め
、
逆
に
全
て
の
存
在
物
に
對
し
て
、
個
々
の
存
在
物
の
在
り
方
に
逆
ら
う
こ
と
な
く
、
個
々
の
存
在
物
に
對
處
す
る
こ
と
が

出
來
る
。
そ
れ
は
、
本
來
具
體
的
形
態
を
備
え
て
い
な
い
「
大
道
」
が
個
々
の
存
在
物
の
形
態
に
應
じ
て
「
圓
・
方
」
と
い
っ
た
具

體
像
を
以
っ
て
現
わ
れ
る
の
と
同
じ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
樣
に
、「
逍
遙
」
の
語
は
、「
聖
人
」
の
境
地
と
し
て
は
一
切
の
分
別
・
差
別
か
ら
解
放
さ
れ
た
狀
態
を
意
味
し
、
そ
の
た
め
、

個
別
相
を
損
な
う
こ
と
な
く
萬
物
に
應
じ
得
る
。
同
時
に
、
そ
れ
は
萬
物
の
根
源
で
あ
る
「
道
」
の
在
り
方
に
も
相
當
し
、
そ
れ
は

具
體
的
個
物
に
具
現
化
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
「
逍
遙
」
の
槪
念
は
、
確
か
に
福
永
氏
解
題
が
指
摘
す
る
樣
に
、『
莊
子
』「
逍
遙
」
の
思
想
を
蹈
ま
え
る
も
の
で
は
あ

ろ
う
。
し
か
し
、『
逍
遙
詠
』
の
「
逍
遙
」
の
語
は
そ
れ
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
重
要
な
槪
念
、
卽
ち
、「
理
」、「
空
」、

「
因
緣
」、
鍊
丹
等
と
深
く
結
び
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
こ
れ
ら
に
就
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
（
二
）「
理
」
に
つ
い
て

　
『
逍
遙
詠
』
に
見
ら
れ
る
「
理
」
に
は
、
單
に
道
理
、
敎
え
な
ど
を
意
味
す
る
も
の
か
ら
、
思
想
の
根
幹
に
關
わ
る
も
の
ま
で
と

幅
が
有
る
が
、
こ
こ
で
は
『
逍
遙
詠
』
全
體
の
思
想
と
關
わ
る
も
の
に
就
い
て
見
て
お
き
た
い
。「
序
」
に
は
、

玄
元
で
あ
る
大
道
、
そ
の
理
は
深
く
遠
い
所
ま
で
覆
い
盡
く
す
。
逍
遙
の
究
極
の
論
、
そ
の
意
義
は
細
か
く
微
妙
な
所
ま
で
貫

く
（
玄
元
大
道
、
理
包
深
遠
。
逍
遙
至
論
、
義
貫
精
微
）
（「
序
」、
九
五
九
頁
・
上
）

と
有
り
、「
序
」
は
『
逍
遙
詠
』
を
「
精
微
」
に
ま
で
行
き
渡
る
「
逍
遙
の
至
論
」
と
性
格
付
け
し
、
そ
れ
は
「
玄
元
で
あ
る
大
道
の

理
」
と
同
等
と
さ
れ
て
い
る
樣
で
あ
る
。
こ
の
樣
に
「
理
」
は
「
道
」
と
深
く
關
わ
る
が
、
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逍
遙
で
あ
れ
ば
心
は
自
然
と
樂
し
み
、
淸
淨
で
あ
れ
ば
長
生
を
保
つ
の
だ
。
至
道
は
玄
理
と
一
體
と
な
り
、
眞
實
の
空
が
造
化

の
働
き
を
な
す
の
だ
（
逍
遙
心
自
樂
、
淸
淨
保
長
生
。
／
至
道
歸
玄
理
、
眞
空
造
化
成
）
（
三
・
一
／
一
―
四
。
九
六
六
頁
・
中
）

と
、「
逍
遙
」
と
い
う
境
地
が
心
の
「
自
樂
」
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
は
「
淸
淨
」
と
い
う
在
り
方
を
通
し
て
「
長
生
」
と
い
う
具
體
的

事
柄
に
結
實
す
る
。
こ
う
し
た
人
に
卽
し
た
立
場
と
竝
置
さ
れ
て
、「
至
道
」
と
「
玄
理
」
は
一
體
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
眞
空
」
が

「
造
化
」
の
働
き
を
起
こ
す
、
と
い
う
「
道
」
に
卽
し
た
立
場
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
理
」
は
「
道
」
と
同
等
で
あ
る
か
ら
、

（
道
は
）
杳
冥
と
し
て
い
て
測
り
が
た
く
、
現
象
を
超
え
た
境
地
に
至
れ
ば
、（
萬
物
の
）
理
に
は
何
の
違
い
も
存
在
し
な
い
の

だ
（
杳
冥
難
測
度
、
象
外
理
皆
同
）
（
五
・
一
八
／
五
、
六
。
九
七
四
頁
・
下
）

と
、「
理
」
は
現
象
の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
存
在
す
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
眞
空
」
が
「
造
化
」
の
作
用
を
起
こ
す
と
言

わ
れ
て
い
た
の
と
同
樣
に
、

大
道
は
虛
無
の
存
在
で
あ
る
が
、
大
道
を
信
じ
る
者
に
は
靈
妙
な
感
應
が
あ
る
。
／
ほ
の
暗
く
奧
深
い
玄
妙
な
理
は
、
そ
の
働

き
は
か
つ
て
停
止
し
た
こ
と
が
あ
ろ
う
か
（
大
道
虛
無
境
、
信
之
則
有
靈
。
／
幽
深
玄
妙
理
、
運
轉
幾
曾
停
）
（
一
・
二
／
一
―

四
。
九
六
〇
頁
・
上
）

と
、
第
一
・
二
句
で
「
大
道
」
に
就
い
て
述
べ
た
の
を
受
け
て
第
三
、
四
句
で
は
、
そ
の
「
大
道
」
は
「
玄
妙
の
理
」
で
あ
る
と
同
時

に
、
そ
の
「
運
轉
」
は
止
ま
る
こ
と
が
無
い
と
さ
れ
て
い
る
。
卽
ち
、「
玄
妙
の
理
」
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
、
必
ず
感
應
と
し
て
の

「
運
轉
」
が
有
る
と
さ
れ
、「
理
」
と
作
用
と
は
連
續
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
樣
の
事
は
、

私
は
逍
遙
の
理
に
逹
し
、
陰
陽
は
五
行
を
巡
ら
す
の
だ
。
／
道
は
根
源
の
一
か
ら
變
化
し
、
德
の
働
き
は
三
淸
の
境
地
と
一
體

と
な
る
の
だ
（
我
逹
逍
遙
理
、
陰
陽
運
五
行
。
／
道
從
初
一
變
、
德
合
混
三
淸
）
（
一
・
四
／
一
―
四
。
九
六
〇
頁
・
中
）

と
、「
我
　
逍
遙
の
理
に
逹
し
、
陰
陽
は
五
行
を
運
ら
す
」
と
、「
逍
遙
の
理
」
に
逹
し
た
者
は
、
そ
こ
に
留
ま
ら
ず
、
作
用
と
し
て

の
「
陰
陽
」
を
操
る
と
さ
れ
、
そ
れ
は
續
い
て
見
ら
れ
る
「
道
」
が
變
化
を
起
こ
す
こ
と
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
卽
ち
、「
逍
遙
」
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の
境
地
に
在
る
者
が
萬
物
を
生
み
出
す
作
用
を
起
こ
す
と
い
う
こ
と
は
、「
聖
人
」
の
萬
物
へ
の
働
き
か
け
に
も
相
當
し
、「
理
」
の

形
而
下
へ
の
展
開
も
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
（
三
）「
眞
空
」
に
つ
い
て

　
「
造
化
」
へ
と
展
開
す
る
と
さ
れ
て
い
た
「
眞
空
」
だ
が
、「
逍
遙
の
境
地
で
は
語
默
の
全
て
を
知
り
、
世
俗
の
境
地
を
超
え
た
所

に
眞
實
の
空
を
見
る
の
だ
（
逍
遙
知
語
默
、
境
外
見
眞
空
）」
（
一
・
一
／
一
、
二
。
九
六
〇
頁
・
上
）
と
、「
逍
遙
」
の
境
地
は
「
語
・

默
」
と
い
う
相
對
を
超
え
て
い
る
た
め
、「
語
・
默
」
の
別
に
限
定
さ
れ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
所
に
通
じ
る
こ
と
が
出
來
る
。
そ
れ
は
具
體

的
現
象
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
「
眞
空
」
を
見
る
境
地
で
も
あ
る
。「
眞
空
」
は
「
境
外
」
の
境
地
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
世
俗
的

次
元
を
超
え
た
も
の
と
看
做
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
こ
の
樣
に
、「
眞
空
」
の
語
そ
の
も
の
は
、
現
象
世
界
と
隔
絕
し
た
境
地
そ
の
も
の
を
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
旣
に
見
た
樣
に
、「
眞

空
」
は
「
造
化
」
の
作
用
を
起
こ
す
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、「
眞
空
」
は
具
體
相
を
持
た
な
い
槪
念
で
あ
る
と
同
時
に
、「
造
化
」

と
い
う
働
き
へ
と
展
開
し
、
萬
物
を
形
成
す
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
「
眞
空
」
の
性
格
は
「
逍
遙
」
の
一
面
で
も
あ
る
と
言
え
る
が
、「
逍
遙
」
が
「
聖
人
」
等
の
境
地
を
示
す
語
で
あ
っ
た

の
と
同
樣
に
、「
眞
空
」
も
又
、
特
定
の
人
の
境
地
を
示
す
。

欲
界
に
住
む
者
逹
は
そ
の
氣
持
ち
が
定
ま
る
こ
と
は
な
く
、
眞
實
の
空
は
本
來
の
在
り
方
と
一
體
と
な
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

（
欲
界
情
無
定
、
眞
空
本
自
然
）
（
四
・
二
〇
／
五
、
六
。
九
七
二
頁
・
上
）

「
自
然
」
は
人
の
本
來
在
る
べ
き
在
り
方
を
指
す
語
で
あ
ろ
う
。「
眞
空
」
は
「
自
然
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
安
定
性
を
缺
く

「
欲
界
」
に
住
む
者
の
「
情
」
と
對
比
さ
れ
て
い
る
。
從
っ
て
、「
眞
空
」
は
、
世
俗
的
次
元
を
超
え
た
者
の
境
地
を
示
す
語
と
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
、「
眞
實
の
空
の
光
は
太
陽
に
似
て
、
解
脫
は
全
て
心
に
基
づ
く
の
で
あ
る
（
眞
空
光
似
日
、
解
脫
本
由
心
）」
（
五
・
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三
／
三
、
四
。
九
七
二
頁
・
下
）
と
見
ら
れ
、「
眞
空
」
の
光
が
太
陽
の
樣
に
照
ら
す
と
は
、
太
陽
が
對
象
を
選
ぶ
こ
と
な
く
一
切
を
照

ら
す
樣
に
、
一
切
の
分
別
・
區
別
を
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
う
し
た
對
象
を
分
別
し
な
い
「
眞
空
」
の
在
り
方

が
「
解
脫
」
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
「
眞
空
」
で
あ
る
「
解
脫
」
は
「
心
」
に
基
づ
い
て
逹
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
卽
ち
、

「
眞
空
」「
解
脫
」
に
至
る
か
否
か
は
全
て
「
心
」
の
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

逍
遙
と
し
て
私
は
杳
冥
の
內
に
（
眞
實
の
敎
え
を
）
吟
詠
し
、（
そ
の
こ
と
で
）
萬
物
の
差
異
は
解
消
さ
れ
る
の
だ
。
／
精
緻
で

微
妙
（
な
道
の
境
地
）
を
明
ら
か
に
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
執
着
す
る
こ
と
は
な
く
、
先
ず
萬
物
の
在
り
方
に
從
い
な
が
ら

眞
實
の
空
に
到
逹
す
る
の
だ
。（
逍
遙
我
詠
杳
冥
中
、
萬
物
齊
歸
各
異
同
。
／
曉
解
精
微
無
所
着
、
先
從
含
識
踐
眞
空
）
（
六
・

一
三
／
一
―
四
。
九
七
七
頁
・
中
）

一
、
二
句
目
で
は
、
自
身
が
「
逍
遙
」
の
境
地
に
至
れ
ば
「
萬
物
」
を
齊
同
と
看
做
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
言
う
。
そ
れ
は
、
三
、

四
句
目
で
言
わ
れ
て
い
る
樣
に
、
微
妙
・
精
緻
な
道
理
に
至
る
も
の
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
に
執
着
し
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に

は
「

ば
ん
ぶ
つ

含
識
」
の
在
り
方
に
卽
し
つ
つ
「
眞
空
」
に
到
逹
す
る
必
要
が
有
る
の
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
萬
物
の
在
り
方
に
卽
し
つ
つ

「
眞
空
」
へ
と
至
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
「
眞
空
」
に
執
着
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。「
眞

空
」
自
體
は
、
個
別
の
差
異
を
超
越
し
た
境
地
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
こ
に
は
、
個
別
に
卽
し
つ
つ
至
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
眞
空
」
か
ら
「
造
化
」
へ
と
い
う
展
開
は
、
人
の
立
場
か
ら
は
、
萬
物
の
在
り
方
に
卽
し
て
「
眞
空
」
へ
と
歸
着
す
る
と
い
う
形
で

述
べ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
　
（
四
）「
因
緣
」
に
つ
い
て

　
『
逍
遙
詠
』
は
樣
々
な
文
脈
で
「
因
緣
」
に
言
及
し
て
い
る
。

人
の
本
性
は
誰
し
も
眞
實
の
「
理
」
と
等
し
い
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
因
緣
に
は
輕
重
の
違
い
が
有
る
の
だ
（
種
性
歸
眞
理
、
因
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緣
有
重
輕
）
（
一
・
一
三
／
七
、
八
。
九
六
二
頁
・
上
）

「
種
性
」
と
は
人
の
本
來
性
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
で
「
眞
理
」
で
あ
る
の
だ
が
、
個
々
の
人
々
が
修
め
て
來
た
行
爲
に

は
違
い
が
有
り
、
そ
れ
が
「
因
緣
」
の
「
重
輕
」
と
し
て
作
用
す
る
。
本
來
「
眞
理
」
で
あ
る
本
來
性
が
「
因
緣
」
に
よ
っ
て
ど
の
樣

に
顯
現
す
る
の
か
、
そ
こ
に
個
人
差
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
從
っ
て
、
修
道
も
含
め
て
衆
生
は
常
に
「
因
緣
」
の
枠
の
中
に
在
る
こ

と
に
な
り
、

（
道
に
）
出
會
う
こ
と
が
出
來
る
の
は
、
全
て
因
緣
の
結
果
で
あ
り
、（
因
緣
が
無
け
れ
ば
）
幾
ら
力
を
費
や
し
て
も
逹
成
す
る
こ

と
は
で
き
ず
、
徒
に
あ
く
せ
く
す
る
だ
け
だ
（
遭
逢
秖
是
因
緣
感
、
費
力
無
成
枉
用
忙
）
（
七
・
一
〇
／
五
、
六
。
九
八
〇
頁
・
下
）

修
道
の
際
の
何
よ
り
も
關
鍵
と
な
る
「
道
」
と
の
遭
遇
も
、「
因
緣
」
の
積
み
重
ね
の
結
果
に
他
な
ら
ず
、
逆
に
言
え
ば
、「
因
緣
」
の

積
み
重
ね
の
無
い
場
合
、
あ
ら
ゆ
る
行
爲
は
徒
勞
に
終
わ
る
こ
と
に
な
る
。

天
界
の
優
れ
た
理
は
凡
庸
の
者
逹
で
は
理
解
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
／
（
現
狀
を
生
み
出
し
て
い
る
）
遙
か
昔
の
因
を
知
る

者
は
な
く
、
淺
く
身
近
な
現
象
に
拘
る
見
識
し
か
備
え
て
い
な
い
者
逹
は
、（
劫
因
に
對
し
て
）
疑
い
を
抱
く
の
だ
。
／
（
枝
末

を
去
り
）
確
實
な
根
本
を
求
め
れ
ば
眞
性
へ
と
復
歸
す
る
こ
と
に
な
り
、
取
る
に
足
り
な
い
邪
な
も
の
は
無
く
な
り
、（
道
を
）

正
し
く
維
持
す
る
境
地
へ
と
入
る
の
だ
。
／
愉
快
な
こ
と
で
は
な
い
か
、
大
道
に
親
し
み
、（
道
に
親
し
め
ば
、
そ
の
）
報
應
は

自
然
と
至
る
の
だ
（
天
界
殊
勝
理
、
凡
愚
不
易
知
。
／
曩
因
誰
可
究
、
淺
近
故
懷
疑
。
／
的
實
歸
眞
性
、
區
邪
入
正
持
。
／
樂

耶
親
大
道
、
報
應
自
然
之
）
（
二
・
九
／
一
―
八
。
九
六
四
頁
・
中
）

「
天
界
殊
勝
の
理
」
は
、
凡
庸
の
者
に
は
理
解
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
何
故
、
理
解
出
來
な
い
の
か
。
そ
れ
は
凡
庸
の
者
逹
が
長

い
時
閒
に
亘
っ
て
積
み
重
ね
て
き
た
因
緣
（
＝
「
曩
因
」）
に
原
因
が
有
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
凡
庸
の
者
は
正
に
凡
庸
で
あ
る
そ
の

た
め
に
、
こ
う
し
た
因
緣
の
道
理
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
正
し
く
因
緣
を
積
み
重
ね
た
な
ら
ば
、

「
眞
性
」
へ
と
歸
着
す
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
道
」
と
の
感
應
が
有
る
の
で
あ
る
。
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道
を
得
た
な
ら
ば
凡
人
・
聖
人
の
違
い
を
超
え
、
逍
遙
の
境
地
に
至
る
の
は
因
緣
に
よ
る
（
得
道
超
凡
聖
、
逍
遙
本
是
緣
）（
四
・

六
／
一
、
二
。
九
七
〇
頁
・
上
）

「
得
道
」
の
境
地
は
一
切
の
分
別
・
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
凡
人
・
聖
人
の
違
い
す
ら
存
在
し
な
い
。
そ
の
境
地
は

「
逍
遙
」
の
境
地
に
他
な
ら
ず
、
そ
う
し
た
「
逍
遙
」
の
境
地
に
至
る
の
も
「
緣
」
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。「
逍
遙
」
が
一
切
の
分
別
・

束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
「
道
」
と
同
じ
境
地
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
又
因
緣
の
枠
組
み
か
ら
も
解
放
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
卽
ち
、
因
緣
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
そ
の
因
緣
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
修
道
と
は
、

因
緣
に
從
い
、
本
來
性
（
＝
「
種
性
」「
眞
性
」）
を
顯
現
さ
せ
る
こ
と
で
「
逍
遙
」
の
境
地
に
到
逹
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
　
（
五
）「
鍊
丹
」
に
つ
い
て

　
以
上
の
「
眞
空
」「
因
緣
」
が
佛
敎
思
想
に
淵
源
す
る
思
想
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
鍊
丹
は
『
逍
遙
詠
』
の
道
敎
的
側
面
を
窺
う

事
柄
で
あ
る
。
太
宗
の
他
の
著
述
に
比
べ
れ
ば
『
逍
遙
詠
』
に
占
め
る
鍊
丹
の
比
重
は
高
く
、
鍊
丹
が
『
逍
遙
詠
』
の
重
要
な
テ
ー

マ
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
閒
違
い
無
い
。

　
本
論
冒
頭
で
太
宗
が
金
丹
黃
白
の
術
に
關
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
で
は
、『
逍
遙
詠
』
に
見
ら
れ
る
鍊
丹
は
外

丹
と
內
丹
の
何
れ
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
外
丹
と
內
丹
と
で
は
用
語
を
共
通
に
す
る
場
合
が
多
い
た
め
兩
者
の
判
別
が
困
難

な
場
合
が
多
い
。『
逍
遙
詠
』
で
も
そ
の
區
別
が
明
確
で
は
な
い
も
の
が
多
く
、
む
し
ろ
、
內
・
外
丹
の
雙
方
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
內
・
外
丹
の
判
別
が
比
較
的
明
白
と
思
わ
れ
る
事
例
を
幾
つ
か
確
認
し
て
お
き
た
い
。

先
ず
は
外
丹
で
あ
る
。

仙
經
は
無
限
の
敎
え
を
含
み
、
龍
虎
に
よ
っ
て
丹
が
完
成
す
る
。
／
陰
陽
の
理
を
採
り
集
め
、
永
遠
の
壽
命
を
願
う
の
だ
（
仙

經
無
限
意
、
龍
虎
返
丹
砂
。
／
採
綴
陰
陽
理
、
終
期
歲
月
賖
）
（
一
・
一
四
／
一
―
四
。
九
六
二
頁
・
上
）
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　　宋・太宗『逍遙詠』に就いて

「
返
丹
砂
」
は
所
謂
「
七
返
丹
砂
」
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
八
世
紀
前
半
の
陳
少
微
「
七
返
靈
砂
論
幷
序
」
に
は
「
返
丹
砂
」
と
有
り（

20
）、

又
『
雲
笈
七
籤
』
卷
七
十
一
「
金
丹
」
に
も
「
七
返
丹
砂
法
」
（
道
藏
六
九
二
册
、
十
九
表
）
と
有
り
、
こ
れ
ら
は
何
れ
も
外
丹
を
指
す
。

こ
う
し
た
「
返
丹
砂
」
は
、
陰
陽
の
道
理
を
蹈
ま
え
て
い
れ
ば
認
め
ら
れ
る
と
す
る
の
が
『
逍
遙
詠
』
の
立
場
な
の
で
あ
る
。
又
、

こ
の
世
界
は
無
限
で
あ
り
、
論
じ
よ
う
と
す
れ
ば
更
に
遠
く
か
つ
深
く
な
る
。
／
陰
陽
（
の
道
理
に
通
じ
た
）
な
ら
ば
、
白
黑

を
區
別
す
る
樣
に
こ
の
世
界
の
こ
と
が
分
か
り
、（
鍊
丹
の
敎
え
に
通
じ
た
な
ら
ば
、）
瓦
礫
を
黃
金
に
變
え
る
こ
と
も
出
來
る

の
だ
。（
世
界
無
窮
盡
、
論
之
遠
更
深
。
／
陰
陽
分
皀
白
、
瓦
礫
變
黃
金
）
（
一
・
一
八
／
一
―
四
。
九
六
二
頁
・
下
）

「
瓦
礫
變
黃
金
」
の
語
は
象
徵
的
意
味
で
は
な
く
、
陰
陽
の
理
に
通
じ
る
こ
と
で
、
文
字
通
り
「
瓦
礫
」
を
「
黃
金
」
へ
と
變
え
る
こ

と
が
可
能
と
な
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
重
要
な
の
は
そ
の
根
底
に
在
る
陰
陽
の
道
理
な
の
で
あ
る
。

　
次
に
內
丹
だ
が
、

（
聖
人
は
敎
え
を
）
述
作
し
て
、
世
閒
の
人
が
そ
れ
を
理
解
す
る
樣
に
し
た
の
で
あ
り
、
凡
俗
の
者
逹
は
自
分
の
內
丹
が
本
物

で
あ
る
と
出
鱈
目
な
事
を
言
う
の
は
止
め
よ
（
述
作
比
啚
人
世
解
、
凡
情
謾
說
內
丹
眞
）
（
七
・
一
八
／
三
、
四
。
九
八
二
頁
・
上
）

こ
こ
に
は
文
字
通
り
「
內
丹
眞
」
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
自
體
が
外
丹
の
槪
念
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
。
又
、

靈
妙
な
る
胎
が
完
成
し
（
假
の
）
肉
體
か
ら
離
脫
す
る
こ
と
で
よ
う
や
く
聖
な
る
も
の
を
知
り
、
鈆
汞
に
は
名
前
だ
け
で
は
な

く
實
體
が
有
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
の
だ
。（
靈
胎
脫
體
方
知
聖
、
鈆
汞
梯
媒
不
是
名
）
（
一
〇
・
一
〇
／
五
、
六
。
九
九

一
頁
・
中
）

「
靈
胎
脫
體
」
は
內
丹
の
最
終
段
階
で
あ
る
「
脫
胎
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
內
丹
と
外
丹
が
併
記
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
事
例
も
有
る
。

五
石
と
八
石
、
こ
れ
ら
は
一
つ
一
つ
仙
經
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
／
（
こ
れ
ら
の
敎
え
を
行
う
者
に
は
）
常
に
深
い
仁
の
行
い
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が
伴
い
、
そ
れ
は
決
し
て
止
む
こ
と
は
な
い
。
／
太
陽
の
精
華
で
汞
を
精
鍊
す
る
方
法
、
月
魄
で
丹
砂
の
靈
を
精
鍊
す
る
方
法
。

／
聖
人
の
境
地
に
入
り
、
凡
庸
の
肉
體
か
ら
離
脫
し
、
本
來
の
眞
實
の
姿
形
へ
と
變
わ
っ
て
い
く
の
だ
（
五
金
幷
八
石
、
一
一

注
仙
經
。
／
雅
有
深
仁
行
、
無
非
不
暫
停
。
／
日
華
精
汞
法
、
月
魄
鍊
砂
靈
。
／
入
聖
超
凡
骨
、
變
化
本
眞
形
）
（
二
・
二
〇
／

一
―
八
。
九
六
六
頁
・
上
）

「
五
金
幷
八
石
」
は
具
體
的
な
鑛
物
を
指
し
、
黃
白
の
術
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
日
華
精
汞
法
、
月
魄
鍊
砂
靈
、
入
聖
超
凡
骨
、

變
化
本
眞
形
」
の
部
分
は
內
丹
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
例
に
窺
え
る
樣
に
、『
逍
遙
詠
』
は
內
・
外
丹
の
雙
方
を
そ
の
思
想
の
中
に
矛
盾
な
く
位
置
付
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
內
・
外
丹
の
區
別
は
大
き
な
問
題
と
は
看
做
さ
れ
て
い
な
い
と
も
言
え
る
。
そ
の
點
を
蹈

ま
え
て
、『
逍
遙
詠
』
の
鍊
丹
の
基
本
的
性
格
を
窺
え
る
事
例
を
見
る
な
ら
ば
、

道
を
學
ぶ
と
い
う
こ
と
が
も
と
も
と
（
人
々
が
本
來
具
有
す
る
）
眞
で
あ
る
こ
と
を
誰
が
知
ろ
う
か
、
鈆
と
汞
と
が
一
體
と
な

る
こ
と
が
最
も
好
ま
し
い
調
和
な
の
だ
。
／
（
人
々
が
敎
え
を
き
ち
ん
と
理
解
出
來
な
い
の
は
）
虛
し
く
（
古
の
敎
え
が
）
歲

月
を
經
て
傳
わ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
自
ら
の
因
緣
の
た
め
、
龍
津
を
探
る
だ
け
の
知
識
に
缺
け
て
い
る
か
ら
な
の
だ
（
誰
知

學
道
本
來
眞
、
鈆
汞
爲
媒
最
好
親
。
／
非
是
虛
傳
經
歲
月
、
自
緣
無
識
探
龍
津
）
（
六
・
一
五
／
一
―
四
。
九
七
七
頁
・
下
）

「
學
道
」
は
本
來
性
へ
と
到
る
橋
渡
し
で
あ
り
、
そ
れ
は
鍊
丹
に
於
い
て
も
同
樣
で
あ
る
。
鍊
丹
と
い
う
行
爲
は
、
人
が
本
來
備
え

る
「
眞
」
と
乖
離
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
理
解
出
來
な
い
者
が
い
る
の
は
、
そ
の
者
の
因
緣
の
積
み
重
ね

が
不
十
分
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
卽
ち
、
鍊
丹
は
「
眞
」
を
求
め
る
行
爲
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
逹
成
の
た
め
に
は
、
因
緣
の
蓄
積
が

必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
鍊
丹
と
い
う
方
途
も
ま
た
、
因
緣
の
蓄
積
に
よ
っ
て
本
來
性
を
顯
現
さ
せ
る
も
の
と
し
て

理
解
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
旣
に
見
た
「
逍
遙
」
の
境
地
に
在
る
者
が
萬
物
に
對
し
て
作
用
を
起
こ
す
と
い
う
立
場
、

或
い
は
「
理
」
は
現
象
を
越
え
つ
つ
も
具
體
性
の
レ
ベ
ル
に
通
じ
る
と
い
う
立
場
は
、
鍊
丹
に
も
當
て
は
ま
り
、
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　　宋・太宗『逍遙詠』に就いて

先
ず
庚
辛
の
理
を
祕
し
、
續
い
て
戊
己
の
名
を
傳
え
る
。
／
眞
實
の
鈆
は
（
道
と
）
一
體
と
な
り
、（
そ
れ
は
道
と
）
互
い
に
感

應
し
あ
い
、
そ
う
な
れ
ば
自
ず
と
長
生
と
な
る
の
で
あ
る
（
先
祕
庚
辛
理
、
後
傳
戊
己
名
。
／
眞
鈆
歸
一
體
、
交
感
自
長
生
）

（
二
・
八
／
五
―
八
。
九
六
四
頁
・
中
）

西
方
の
「
庚
辛
」
と
東
方
の
「
甲
乙
」
が
、
中
央
の
「
戊
己
」
で
一
體
と
な
り
丹
が
完
成
す
る
と
い
う
の
が
鍊
丹
書
に
多
く
見
ら
れ
る

納
甲
說
に
基
づ
く
理
論
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
庚
辛
」
も
「
戊
己
」
も
同
樣
に
煉
丹
の
完
成
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る（

21
）。

そ
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
に
「
理
」
と
「
名
」
が
配
さ
れ
て
い
る
が
、「
庚
辛
」
と
「
戊
己
」
の
雙
方
が
「
理
」
と
「
名
」
に
關
わ
る
と
い
う
意
味
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
本
質
を
示
す
「
理
」
と
、
現
象
を
意
味
す
る
「
名
」
の
雙
方
が
鍊
丹
と
關
わ
り
、
そ
し
て
、
本
質
的
な
「
理
」
を

先
ず
蹈
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

不
可
思
議
な
丹
藥
は
今
ま
で
聖
人
の
機
微
（
に
逹
し
た
者
）
に
し
か
分
か
ら
ず
、
そ
の
玄
妙
な
機
微
に
至
る
も
の
が
ど
れ
だ
け

い
た
で
あ
ろ
う
か
。
／
眞
實
の
空
を
蹈
ま
え
た
現
象
は
す
べ
て
眞
實
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、（
こ
う
し
た
道
の
）
巡
り
や
働
き

に
到
逹
で
き
る
者
は
稀
で
あ
る
（
靈
藥
從
來
隱
聖
機
、
何
人
得
逹
到
玄
微
。
／
眞
空
入
有
皆
知
實
、
運
化
功
能
到
者
稀
）
（
六
・

五
／
一
―
四
。
九
七
六
頁
・
上
）

一
、
二
句
目
で
は
鍊
丹
が
言
わ
れ
、
そ
れ
は
具
體
的
事
柄
で
あ
り
な
が
ら
「
玄
微
」
と
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
受
け
て
三
、
四
句

目
で
は
「
眞
空
」
で
あ
れ
ば
、「
有
」
の
世
界
も
ま
た
「
實
」
と
な
り
得
る
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
眞
空
入
有
」
と
い
う
、
本
質

的
な
も
の
と
具
體
的
な
も
の
の
相
卽
と
い
う
立
場
と
鍊
丹
と
が
結
び
付
け
ら
れ
、
鍊
丹
と
い
う
事
柄
も
又
「
眞
空
」
の
裏
づ
け
を
得

て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
下
、『
逍
遙
詠
』
で
多
用
さ
れ
る
「
龍
虎
」「
鈆
汞
」「
華
池
」
の
語
に
就
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
①
「
龍
虎
」

そ
も
そ
も
道
が
不
可
思
議
で
あ
る
こ
と
は
、（
そ
の
道
に
基
づ
い
て
）
五
行
が
巡
り
、
三
才
が
變
化
し
萬
物
に
通
じ
る
こ
と
が
出
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來
る
の
だ
。
虎
が
嘯
き
龍
が
吟
い
、
陽
が
唱
え
て
陰
が
そ
れ
に
調
和
す
る
（
こ
れ
ら
は
全
て
道
に
基
づ
い
て
い
る
の
だ
）（
夫
道

之
妙
也
五
行
能
之
運
化
、
三
才
可
以
變
通
。
虎
嘯
龍
吟
、
陽
唱
陰
和
）
（「
序
」、
九
五
九
頁
・
上
）

玄
妙
な
「
道
」
に
基
づ
い
て
「
五
行
」「
三
才
」
が
展
開
す
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
が
、「
虎
嘯
龍
吟
、
陽
唱
陰
和
」
と
は
陰
陽
の
調

和
を
意
味
し
、
そ
れ
が
玄
妙
な
る
「
道
」
の
展
開
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
又
、
旣
に
引
用
し
た
樣
に
、「
仙
經
無
限
意
、
龍
虎
返

丹
砂
。
／
採
綴
陰
陽
理
、
終
期
歲
月
賖
」
（
一
・
一
四
／
一
―
四
。
九
六
二
頁
・
上
）
と
、「
龍
虎
」「
陰
陽
」
の
語
で
表
現
さ
れ
る
具
體

的
現
象
に
、「
陰
陽
の
理
」
と
「
理
」
の
語
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
點
は
重
く
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
卽
ち
、「
陰
陽
」
は
形
而
下

の
作
用
で
は
あ
る
も
の
の
、
本
體
と
し
て
の
「
理
」
と
一
體
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
樣
に
、「
龍
虎
」
が
示
す
鍊
丹
は
あ
く
ま
で
も
具
體
的
な
鍊
丹
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
自
體
が
特
に
抽
象
化
さ
れ
て
い
る
譯
で
は

な
い
。
そ
し
て
、

（
道
を
求
め
る
の
は
）
全
て
宿
世
に
そ
の
礎
が
有
る
の
で
あ
り
、（
そ
の
礎
と
し
て
の
）
緣
が
無
い
の
で
あ
れ
ば
、
無
理
强
い
を

し
よ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
／
眞
實
の
鈆
は
至
道
に
他
な
ら
ず
、
龍
虎
は
華
池
に
於
い
て
微
笑
む
の
で
あ
る
（
宿
世
終
皆
有
、

無
緣
勿
强
爲
。
／
眞
鈆
歸
至
道
、
龍
虎
笑
華
池
）
（
二
・
一
二
／
五
―
八
。
九
六
五
頁
・
上
）

修
道
に
は
「
宿
世
」
か
ら
の
因
緣
の
蓄
積
が
必
要
で
あ
り
、
因
緣
の
蓄
積
無
く
し
て
は
「
道
」
に
至
る
の
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
因

緣
の
積
み
重
ね
が
有
れ
ば
、「
眞
鈆
」
は
「
至
道
」
と
な
り
、「
龍
虎
」
は
調
和
す
る
の
で
あ
る
。「
龍
虎
」
が
意
味
す
る
鍊
丹
は
『
逍

遙
詠
』
の
因
緣
理
論
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
②
「
鈆
汞
」

乾
坤
の
不
可
思
議
な
道
理
に
カ
ラ
リ
と
到
逹
し
、
逍
遙
と
し
て
鈆
と
汞
と
が
互
い
に
依
據
し
合
う
の
だ
（
豁
逹
乾
坤
神
妙
理
、
逍

遙
鈆
汞
共
相
依
）
（
九
・
一
／
七
、
八
。
九
八
六
頁
・
中
）

先
ず
、「
理
」
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
し
て
鍊
丹
を
意
味
す
る
「
鈆
汞
」
と
「
逍
遙
」
が
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。「
乾
坤
の
妙
理
」
と
さ
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　　宋・太宗『逍遙詠』に就いて

れ
る
陰
陽
の
道
理
に
通
じ
る
こ
と
と
、「
逍
遙
」
の
境
地
で
「
鈆
汞
」
が
調
和
す
る
こ
と
と
が
併
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

眞
實
の
空
を
修
め
れ
ば
壽
命
は
永
遠
と
な
り
、（
こ
の
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
）
還
丹
が
目
の
前
に
在
っ
て
も
氣
付
く
こ
と
は

な
い
。
／
（
道
の
）
淸
き
を
得
る
こ
と
で
宇
宙
に
輝
き
、
每
日
每
日
缺
か
す
こ
と
な
く
還
丹
を
煉
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

／
人
閒
世
界
の
事
柄
は
天
上
世
界
に
於
い
て
明
ら
か
に
記
錄
さ
れ
て
お
り
、
鈆
汞
の
花
が
開
く
の
は
偶
然
で
は
な
い
の
だ
。
／

ひ
た
す
ら
敎
え
の
み
を
學
び
理
の
道
に
依
據
し
、
世
俗
の
利
益
を
貪
る
こ
と
で
、
道
の
敎
え
に
遍
く
通
じ
る
こ
と
を
見
失
っ
て

は
な
ら
な
い
（
眞
空
修
鍊
永
長
年
、
不
識
還
丹
在
眼
前
。
／
一
得
淸
來
光
宇
宙
、
千
朝
須
是
用
烹
煎
。
／
人
閒
天
上
分
明
錄
、
汞

裏
花
開
豈
偶
然
。
／
逹
取
但
敎
依
理
路
、
勿
貪
世
利
悞
周
旋
）
（
一
〇
・
一
七
／
一
―
八
。
九
九
二
頁
・
下
）

「
眞
空
」
を
修
め
た
な
ら
ば
長
生
の
逹
成
が
可
能
と
な
り
、
そ
れ
は
又
、「
還
丹
」
が
目
の
前
に
在
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
卽
ち
、

鍊
丹
を
實
踐
す
る
に
は
「
眞
空
」
の
境
地
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
前
提
が
無
け
れ
ば
眞
實
の
鍊
丹
を
見
失
う
と
い

う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
汞
裏
に
花
開
く
」
と
は
鍊
丹
の
完
成
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
は
「
偶
然
」
で
は
な
く
、「
天
上
」
世
界
に

記
錄
さ
れ
て
い
る
有
資
格
者
の
み
が
鍊
丹
を
完
成
す
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
天
界
に
個
々
人
の
記
錄
が
保
管
さ
れ

て
い
る
と
い
う
傳
統
的
發
想
に
基
づ
く
も
の
だ
が
、『
逍
遙
詠
』
の
立
場
と
し
て
は
因
緣
の
蓄
積
を
意
味
し
、
そ
の
蓄
積
の
有
る
者
は

天
上
世
界
に
名
前
が
記
載
さ
れ
、
彼
ら
は
自
ず
と
「
眞
空
」
の
境
地
に
到
逹
し
て
お
り
、
鍊
丹
を
實
踐
す
る
こ
と
が
出
來
る
と
い
う

の
で
あ
る
。

　
さ
て
、「
鈆
汞
」
に
就
い
て
一
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
佛
敎
と
の
關
わ
り
で
あ
る
。「
礦
石
は
鍊
ら
れ
れ
ば
金
色
と
な
り
、
菩

提
は
道
果
が
完
成
し
た
者
で
あ
る
（
礦
鍊
眞
金
色
、
菩
提
道
果
成
）」
（
四
・
一
三
／
一
、
二
。
九
七
一
頁
・
上
）
と
見
ら
れ
る
も
の
は
、

原
石
と
し
て
の
「
礦
石
」
を
精
鍊
し
「
金
色
」
と
す
る
こ
と
と
、「
道
果
」
を
完
成
し
て
「
菩
提
」
と
な
る
こ
と
が
竝
置
さ
れ
て
い
る
。

卽
ち
、
本
來
性
を
磨
く
こ
と
で
修
道
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
、「
菩
提
」
の
逹
成
と
黃
白
の
術
と
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
卽

ち
、
鍊
丹
の
完
成
は
人
の
本
來
性
の
顯
現
と
し
て
の
佛
性
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
又
、
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如
來
の
祕
法
は
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
に
も
例
え
ら
れ
、
そ
れ
が
正
し
く
鈆
が
汞
の
花
を
開
く
と
い
う
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
／
鍊

丹
は
、
血
脈
を
損
な
っ
て
は
な
ら
ず
、
凡
庸
な
る
者
の
氣
持
ち
が
亂
れ
れ
ば
、
黃
牙
を
損
な
う
の
だ
。
／
离
男
が
（
坎
女
と
）
一

體
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
に
說
か
れ
て
い
る
が
、
坎
女
が
（
离
男
と
）
一
體
と
な
っ
て
も
（
丹
の
完
成
を
）
誇
る
必
要
は
無
い
の

だ
。
／
何
と
偉
大
な
こ
と
か
、
日
中
に
九
轉
丹
を
完
成
し
、
紅
漿
を
一
度
飮
め
ば
仙
人
と
な
る
の
だ
（
如
來
祕
法
諭
恆
沙
、
須

是
鈆
開
汞
上
花
。
／
燒
鍊
勿
令
傷
血
脈
、
凡
情
散
亂
損
黃
牙
。
／
离
男
合
度
分
明
說
、
坎
女
和
同
不
用
誇
。
／
大
矣
日
中
成
九

轉
、
紅
漿
一
飮
到
仙
家
）
（
八
・
一
九
／
一
―
八
。
九
八
五
頁
・
下
）

「
如
來
の
祕
法
」
卽
ち
佛
敎
の
偉
大
さ
を
ガ
ン
ジ
ス
川
に
譬
え
た
上
で
、「
鈆
の
汞
上
に
花
を
開
く
べ
し
」
と
、
鈆
と
汞
の
一
體
化
、

卽
ち
鍊
丹
の
完
成
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
續
く
句
に
見
ら
れ
る
「
离
男
」
と
「
坎
女
」
の
一
體
化
も
丹
の
完
成
を
意
味
す
る
。
こ

の
「
离
男
」「
坎
女
」
に
就
い
て
は
、
最
後
に
も
う
一
度
考
え
て
み
た
い
。
又
、「
凡
情
」
の
者
の
場
合
と
し
て
、「
散
亂
」
し
た
精
神

狀
態
で
「
血
脈
を
傷
」
つ
け
、「
黃
牙
」
を
損
な
う
類
の
鍊
丹
術
が
有
る
と
さ
れ
て
い
る
。
佛
敎
と
同
一
視
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
丹

法
は
、
精
神
を
散
亂
さ
せ
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
鍊
丹
の
基
盤
と
し
て
「
眞
空
」
が
位
置
付
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
相
當
す
る
と
言
え
よ
う
。

　
③
「
華
池
」

　
最
後
に
、「
華
池
」
に
就
い
て
見
て
お
く
。

靑
龍
は
（
五
行
で
は
）
本
來
（
東
方
で
あ
る
）
木
に
屬
し
て
い
る
。（
西
方
で
あ
る
）
白
虎
と
合
わ
さ
り
華
池
と
な
る
。
／
水
火

は
常
に
そ
の
軸
と
な
り
、
陰
陽
に
よ
る
生
成
は
ゆ
っ
く
り
と
進
む
（
靑
龍
本
屬
木
、
白
虎
作
華
池
。
／
水
火
恆
爲
則
、
陰
陽
造

化
遲
）
（
三
・
一
一
／
一
―
四
。
九
六
七
頁
・
下
）

「
靑
龍
」
は
五
行
で
は
東
方
、「
木
」
に
相
當
し
、「
白
虎
」
は
西
方
に
相
當
す
る
。
こ
の
「
靑
龍
・
白
虎
」
が
「
水
・
火
」
を
軸
と
し

て
調
和
す
る
こ
と
で
鍊
丹
が
完
成
し
、
そ
れ
が
「
華
池
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。「
華
池
」
の
語
自
體
も
一
般
的
鍊
丹
の
枠
內
で
述
べ
ら
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　　宋・太宗『逍遙詠』に就いて

れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
や
は
り
『
逍
遙
詠
』
の
他
の
思
想
と
密
接
に
關
っ
て
い
る
の
で
あ
る（

22
）。

金
丹
の
鼎
で
、（
元
始
の
）
精
を
精
鍊
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
華
池
の
水
は
燃
え
る
樣
な
赤
色
で
あ
る
。
／
坎
と
离
と
が
互
い
に

配
し
あ
い
、
男
女
が
自
然
と
互
い
に
逢
う
。
／
（
現
世
に
修
道
を
行
っ
て
い
る
者
逹
は
）
遙
か
過
去
劫
の
因
果
を
知
っ
て
い
る

の
で
あ
り
、
生
前
に
修
め
た
そ
の
道
は
後
世
も
窮
ま
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
／
も
し
修
道
す
れ
ば
そ
の
心
は
正
し
く
、
發

意
す
れ
ば
萬
物
に
遍
く
通
じ
る
こ
と
に
な
る
（
金
鼎
精
須
鍊
、
華
池
水
火
紅
。
／
坎
离
能
匹
配
、
男
女
自
相
逢
。
／
曩
劫
知
因

果
、
生
前
道
不
窮
。
／
若
修
方
寸
是
、
發
意
便
周
通
）
（
三
・
三
／
一
―
八
。
九
六
六
頁
・
中
）

第
一
、
二
句
目
で
は
鍊
丹
が
言
わ
れ
、「
金
鼎
」
で
「
精
鍊
」
し
た
結
果
、「
華
池
の
水
」
は
「
火
紅
」
と
燃
え
上
が
る
。
こ
の
「
華
池
」

は
鍊
丹
の
完
成
を
象
徵
し
て
い
る
。
そ
の
丹
が
、
後
半
の
第
五
―
八
句
で
因
緣
の
蓄
積
の
重
要
性
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
鍊
丹
を
行
え
る
か
ど
う
か
は
因
緣
の
蓄
積
如
何
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
又
、
旣
に
見
た
樣
に
、
修
道
は
本
來

性
の
顯
現
に
他
な
ら
な
か
っ
た
が
、

龍
と
虎
、
剛
と
柔
（
と
い
う
陰
陽
）
は
聖
な
る
方
法
に
潛
み
、
も
し
こ
れ
ら
を
和
合
す
れ
ば
陰
陽
が
巡
る
の
で
あ
る
。
／
物
事
の

正
し
い
組
み
合
わ
せ
を
周
知
し
疎
か
に
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
物
事
の
本
性
に
從
う
こ
と
に
な
り
、
道
理
は
自
ず
と
完
全
な

も
の
と
な
る
。
／
（
丹
が
成
れ
ば
）
鼎
の
中
に
花
が
開
き
五
色
が
揃
い
、
火
候
を
理
解
す
れ
ば
、
三
黃
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

こ
と
が
出
來
る
。
／
更
に
華
池
の
妙
に
通
じ
る
こ
と
が
出
來
れ
ば
、
東
西
南
北
の
全
て
が
邪
魔
と
な
る
こ
と
は
な
い
の
だ
（
龍

虎
剛
柔
隱
聖
方
、
一
時
和
合
運
陰
陽
。
／
周
知
配
類
無
踈
失
、
物
性
從
來
理
自
長
。
／
鼎
裏
花
開
裝
五
彩
、
心
明
火
候
制
三
黃
。

／
更
能
通
得
華
池
妙
、
南
北
東
西
不
可
當
）
（
八
・
一
一
／
一
―
八
。
九
八
四
頁
・
中
）

第
三
、
四
句
で
は
、
鍊
丹
は
本
性
に
從
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
、
そ
う
し
た
鍊
丹
に
於
い
て
初
め
て
「
道
理
」
は

完
全
な
も
の
と
な
り
、「
華
池
の
妙
」
へ
と
通
じ
る
と
さ
れ
て
い
る
。「
華
池
の
妙
」
は
鍊
丹
プ
ロ
セ
ス
全
體
の
完
成
を
象
徵
す
る
語

で
あ
ろ
う
。
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以
上
を
要
す
る
に
、『
逍
遙
詠
』
に
見
ら
れ
る
鍊
丹
自
體
は
特
段
抽
象
化
さ
れ
て
い
る
譯
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
因
緣
の
蓄

積
、
本
來
性
の
顯
現
等
の
他
の
問
題
等
と
結
び
付
け
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　　
　
　
三
　
太
宗
の
其
の
他
の
著
述
に
就
い
て

　　
爲
政
の
場
で
有
用
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
太
宗
の
視
座
と
相
反
し
、『
逍
遙
詠
』
は
衆
生
の
救
濟
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
し
な
い（

23
）。『

逍

遙
詠
』
で
は
、
そ
の
先
に
在
る
は
ず
の
境
地
こ
そ
が
主
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
多
く
の
衆
生
に
對
す
る
こ
う
し
た
配
慮
は
太

宗
の
他
の
著
述
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
樣
で
あ
る
。
そ
の
點
を
押
さ
え
つ
つ
、
太
宗
の
他
の
著
述
を
億
單
に
眺
め
て
お
き
た
い
。

　
　
（
一
）『
祕
藏
詮
』

　
『
祕
藏
詮
』
は
「
玄
機
默
授
、
化
導
無
知
之
俗
」
（『
祕
藏
詮
』「
序
」、
八
二
二
頁
・
上
）
、「
願
發
有
情
之
相
、
破
重
昬
之
境
」
（『
同
』

「
序
」、
八
二
三
頁
・
下
）
等
、
迷
え
る
衆
生
を
救
い
、「
道
」
を
悟
ら
せ
る
た
め
に
、
佛
敎
を
稱
揚
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ

り
、
そ
の
た
め
「
德
廣
徧
羣
生
、
慈
悲
懷
節
操
」
（『
同
』
一
・
二
四
／
一
―
二
。
八
二
六
頁
・
中
）
、「
大
悲
慈
忍
力
、
萬
劫
接
迷
群
」

（『
同
』
三
・
一
一
／
三
―
四
。
八
三
四
頁
・
中
）
等
、
隨
所
で
衆
生
救
濟
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
題
目
に
見
ら
れ
る
「
祕
藏
詮
」

の
語
自
體
が
、「
粤
聞
詮
源
祕
旨
、
隨
機
立
敎
以
興
言
」
（『
同
』「
序
」、
八
二
一
頁
・
上
）
と
、
衆
生
の
機
根
に
應
じ
て
言
語
に
よ
る

敎
え
を
起
こ
し
、
そ
の
こ
と
で
「
祕
旨
」
を
「

と詮
きた

ず
ね源る

」
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
樣
な
姿
勢
を
基
本
と
す
る
た
め
、

『
祕
藏
詮
』
は
鍊
丹
に
は
あ
ま
り
言
及
せ
ず
、
逆
に
、
佛
敎
思
想
を
前
提
と
し
た
「
佛
理
」
等
の
語
を
用
い
る
な
ど
、
よ
り
佛
敎
的
性

格
の
濃
い
內
容
と
な
っ
て
い
る（

24
）。

し
か
し
、
そ
の
基
盤
と
な
る
思
想
に
就
い
て
は
、『
逍
遙
詠
』
と
基
本
的
に
共
通
し
て
い
る
。

　
『
祕
藏
詮
』
も
「
逍
遙
」
の
語
に
多
く
言
及
す
る
が
、「
玄
妙
な
知
惠
は
靈
妙
な
境
地
に
存
在
し
、
逍
遙
と
し
て
時
閒
を
超
え
て
自
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在
で
あ
る
。
迷
え
る
人
々
は
無
暗
と
執
着
し
、
眞
實
の
聖
人
は
一
切
の
分
別
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
智
妙
棲
靈
境
、
逍

遙
自
在
時
。
迷
情
皆
妄
執
、
眞
聖
坦
平
爲
）」
（『
同
』
一
三
・
四
七
／
一
―
四
。
八
八
四
頁
・
上
）
と
、「
智
」
の
「
妙
」
な
る
在
り
方
と

し
て
、
常
に
「
逍
遙
」
で
「
自
在
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。「
逍
遙
」
は
「
迷
情
」「
妄
執
」
と
對
置
す
る
、
あ
ら
ゆ
る
分
別
・
執
着

か
ら
解
放
さ
れ
た
境
地
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、「
逍
遙
と
し
て
自
在
で
あ
れ
ば
、
大
道
と
ど
の
樣
な
違
い
が
有
ろ
う
か
（
逍
遙
能
自

在
、
大
道
亦
何
殊
）」
（『
同
』
二
五
・
一
一
／
一
―
二
。
九
四
三
頁
・
上
）
と
、「
逍
遙
」
の
境
地
は
「
大
道
」
と
何
ら
異
な
ら
な
い
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
祕
藏
詮
』
に
見
ら
れ
る
「
理
」
の
語
は
、「
究
極
の
理
は
長
短
と
い
う
具
體
像
で
は
表
現
で
き
な
い
（
理
逹
非
長
短
）」
（『
同
』
一

一
・
二
一
／
一
。
八
七
二
頁
・
中
）
と
、
具
體
的
次
元
を
超
越
し
た
も
の
と
さ
れ
、「
理
は
目
の
前
に
有
る
が
、
凡
人
の
心
は
そ
れ
か
ら

遠
く
離
れ
て
お
り
、
道
は
す
ぐ
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
の
に
、
そ
の
道
理
に
通
じ
る
こ
と
が
出
來
な
い
の
だ
（
理
近
凡
心
遠
、
道
存

理
不
通
）」
（『
同
』
一
二
・
二
四
／
一
―
二
。
八
七
七
頁
・
中
）
と
、
そ
の
「
理
」
は
常
に
目
前
に
存
在
し
て
い
る
も
の
の
、
し
か
し
、
迷

い
の
殘
る
「
凡
心
」
で
は
そ
れ
に
至
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。『
祕
藏
詮
』
の
「
理
」
の
基
本
的
理
解
は
、
こ
の
樣

に
『
逍
遙
詠
』
と
共
通
す
る
も
の
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、『
逍
遙
詠
』
に
は
見
ら
れ
な
い
佛
敎
思
想
を
蹈
ま
え
た
「
高
低
の
違
い
（
が

無
い
）
だ
け
で
は
な
く
、
佛
理
の
智
慧
は
完
全
（
に
平
等
）
な
の
で
あ
る
（
不
惟
高
與
下
、
佛
理
智
圓
通
）」
（『
同
』
一
二
・
一
二
／
三

―
四
。
八
七
六
頁
・
中
）
等
の
、
よ
り
佛
敎
に
引
き
付
け
ら
れ
た
表
現
が
見
ら
れ
る
。

　
最
後
に
鍊
丹
だ
が
、「
太
陽
の
烏
と
月
の
兔
に
よ
り
、
無
明
に
覆
わ
れ
た
迷
い
を
取
り
拂
う
の
だ
（
日
烏
將
月
兔
、
照
破
無
明
處
）」

（『
同
』
五
・
一
六
／
三
―
四
。
八
四
四
頁
・
中
）
と
、
衆
生
の
迷
い
を
取
り
拂
う
方
法
と
し
て
、
鍊
丹
の
完
成
を
意
味
す
る
「
太
陽
の

烏
」「
月
の
兔
」
が
言
わ
れ
、
又
、「
燒
金
と
鍊
礦
と
で
、
大
匠
は
眞
如
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
（
燒
金
兼
鍊
礦
、
大
匠
顯
眞
如
）」

（『
同
』
四
・
二
五
／
三
―
四
。
八
四
〇
頁
・
中
）
と
、「
燒
金
」「
鍊
礦
」
に
よ
っ
て
「
眞
如
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。

卽
ち
、
鍊
丹
に
よ
り
迷
い
は
消
滅
し
、
本
性
で
あ
る
「
眞
如
」
が
顯
現
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
樣
な
鍊
丹
と
佛
敎
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の
一
體
化
は
『
逍
遙
詠
』
と
一
貫
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
（
二
）『
緣
識
』

　
『
緣
識
』
の
「
序
」
は
「
私
が
聞
く
所
で
は
、
法
門
は
唯
一
絕
對
の
も
の
で
は
な
く
、
賢
聖
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
に
通
じ
る
こ
と
は

出
來
な
い
。
…
…
私
は
無
爲
の
大
い
な
る
敎
え
を
興
し
、
人
々
の
幸
せ
を
助
け
る
こ
と
に
日
々
努
め
た
い
と
思
う
（
朕
聞
、
法
門
不

一
、
非
賢
聖
無
以
皆
通
。
…
…
予
將
興
无
爲
之
大
敎
、
力
救
蒼
生
之
福
業
、
以
日
繼
時
）」
（『
緣
識
』「
序
」、
九
九
八
頁
・
上
）
と
、『
緣

識
』
の
意
圖
す
る
所
は
佛
敎
思
想
の
稱
揚
と
衆
生
救
濟
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
「
序
」
と
呼
應
し
、「
躬
躬
勤
政
理
、
化
被
遍

恩
流
」
（『
同
』
卷
三
、
一
〇
〇
八
頁
・
上（
25
））、「
祇
願
蒼
生
添
景
福
、
康
寧
常
得
遇
豐
年
」
（『
同
』
卷
三
、
一
〇
一
〇
頁
・
上
）
等
と
、
衆
生

救
濟
と
社
會
の
安
寧
を
謳
う
內
容
が
多
く
見
ら
れ
、
又
、
特
に
卷
四
に
集
中
し
て
、「
靜
非
山
裏
住
、
鬧
卽
擬
何
之
。
緣
識
歸
空
寂
、

生
前
舊
亦
知
」
（『
同
』
卷
四
、
一
〇
一
二
頁
・
中
）
等
と
、「
緣
識
」
の
語
が
多
く
見
ら
れ
、
文
字
通
り
「
緣
識
」
が
『
緣
識
』
の
主
要

テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る（

26
）。

卽
ち
、『
逍
遙
詠
』
以
後
の
撰
で
あ
る
『
緣
識
』
は
再
び
佛
敎
思
想
を
全
面
に
出
す
こ
と
を

基
本
姿
勢
と
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　
『
緣
識
』
に
見
ら
れ
る
「
逍
遙
」
の
語
は
、「
逍
遙
の
本
來
の
在
り
方
は
世
俗
か
ら
離
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い

愚
か
な
者
逹
を
見
る
に
つ
け
、
憐
れ
む
べ
き
で
あ
る
（
逍
遙
本
意
離
塵
埃
、
日
見
愚
癡
足
可
哀
）」
（『
同
』
卷
三
、
一
〇
〇
九
頁
・
上
）

と
、「
逍
遙
」
の
境
地
は
世
俗
レ
ベ
ル
と
は
隔
絕
し
た
も
の
と
さ
れ
、
こ
の
點
は
、
旣
に
檢
討
し
た
『
逍
遙
詠
』
（
四
・
六
）
を
そ
の
ま

ま
用
い
る
形
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
（『
同
』
卷
一
、
一
〇
〇
一
頁
・
上
）
。
卽
ち
、『
緣
識
』
の
「
逍
遙
」
の
思
想
は
『
逍
遙
詠
』
を
基

盤
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
緣
識
』
に
於
い
て
も
「
逍
遙
」
の
語
は
鍊
丹
と
結
び
付
い
て
い
る
が
、
鍊
丹
に
關
す
る
記
述
は
卷
二
に
多
く
み
ら
れ
、
そ
の
多
く

が
『
逍
遙
詠
』
に
基
づ
い
て
い
る
。
例
え
ば
、「
根
源
へ
と
戾
れ
ば
密
か
に
（「
道
」
と
）
一
體
と
な
り
、（
そ
う
で
あ
れ
ば
）
羽
化
昇
仙
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と
言
っ
た
事
柄
も
出
鱈
目
で
は
な
い
の
だ
。（
こ
の
境
地
を
）
大
い
に
獲
得
し
た
な
ら
ば
そ
れ
を
無
闇
と
用
い
て
は
な
ら
ず
、
精
進
修

道
し
た
な
ら
ば
カ
ラ
リ
と
執
着
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
だ
。
物
事
の
移
り
變
わ
り
に
安
ん
じ
龍
宮
の
內
に
密
か
に
入
り
、（
事
物
と
一
緖

に
）
變
化
し
つ
つ
最
後
ま
で
虎
鼎
の
威
力
を
祕
藏
す
る
の
だ
。
乾
坤
の
不
可
思
議
な
道
理
に
カ
ラ
リ
と
逹
し
、
逍
遙
の
境
地
で
鈆
汞

と
一
體
と
な
る
の
だ
（
還
元
到
卽
見
冥
歸
、
不
是
虛
傳
羽
化
飛
、
大
護
勿
將
閑
設
用
、
精
修
別
得
便
忘
機
。
安
排
穩
入
龍
宮
內
、
變

易
終
藏
虎
鼎
威
、
豁
逹
乾
坤
神
妙
理
、
逍
遙
鈆
汞
共
相
依
）」
（『
同
』
卷
二
、
一
〇
〇
三
頁
・
中
）
と
、「
逍
遙
」
の
境
地
は
、「
羽
化
飛
」

と
言
わ
れ
る
事
柄
と
何
の
違
い
も
無
い
が
、
そ
れ
は
無
闇
と
誇
示
・
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
事
物
の
變
化
に
任
せ
つ
つ
も
、「
虎
鼎

の
威
」
を
決
し
て
誇
示
し
て
は
な
ら
な
い
點
で
も
同
樣
で
あ
る
。
そ
の
樣
で
あ
れ
ば
、「
逍
遙
」
と
「
鈆
汞
」
と
は
一
體
と
な
る
と
さ

れ
、
鍊
丹
と
い
う
事
柄
が
「
逍
遙
」
と
矛
盾
し
な
い
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
句
は
『
逍
遙
詠
』
（
九
・
一
）
に
基

づ
い
て
い
る
。
但
し
、「
天
門
地
戶
祕
機
深
、
誰
測
玄
微
妙
理
心
」
（『
同
』
卷
四
、
一
〇
一
五
頁
・
上
）
と
、「
玄
微
妙
理
の
心
」
は
奧
深

く
、
そ
の
た
め
、「
道
在
希
夷
不
易
尋
、
忘
言
息
慮
便
知
深
。
黃
金
白
玉
將
何
用
、
爭
比
靈
源
一
寸
心
」
（『
同
』
卷
四
、
一
〇
一
五
頁
・

上
）
と
、「
黃
金
白
玉
」
の
黃
白
の
術
は
「
靈
源
」
で
あ
る
「
心
」
の
重
要
性
に
は
及
ば
な
い
と
も
有
る
。
こ
の
點
は
『
逍
遙
詠
』
よ

り
も
よ
り
强
く
主
張
さ
れ
て
い
る
樣
で
あ
り
、
そ
れ
は
『
緣
識
』
が
「
緣
」「
識
」
と
い
う
槪
念
を
主
題
と
す
る
こ
と
と
關
わ
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
鍊
丹
の
否
定
に
繫
が
る
譯
で
は
な
く
、「
黃
芽
藥
就
成
金
丹
、
理
與
參
同
契
一
般
。
切
是
先
求
功

行
力
、
紅
塵
內
見
識
應
難
」
（『
同
』
卷
五
、
一
〇
二
二
頁
・
上
）
と
、「
紅
塵
」
と
い
う
俗
世
に
あ
り
な
が
ら
も
「
識
」
に
通
じ
る
在
り

方
で
の
「
黃
芽
藥
」
等
は
認
め
ら
れ
、
そ
の
點
は
『
逍
遙
詠
』
と
も
一
貫
し
て
い
る
。

　
以
上
の
樣
に
、『
祕
藏
詮
』『
緣
識
』
の
「
逍
遙
」
の
思
想
、
そ
の
上
に
立
つ
佛
敎
と
鍊
丹
の
關
わ
り
等
に
就
い
て
は
、『
逍
遙
詠
』

の
立
場
と
一
貫
し
て
い
る
と
言
え
る（

27
）。

最
初
に
著
さ
れ
た
『
祕
藏
詮
』
で
は
佛
敎
色
が
全
面
に
出
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
『
祕
藏
詮
』

と
共
通
す
る
立
場
を
維
持
し
つ
つ
、
到
逹
境
地
で
あ
る
「
逍
遙
」
の
說
明
と
鍊
丹
に
就
い
て
よ
り
多
く
の
言
說
を
費
や
し
た
の
が
『
逍

遙
詠
』
で
あ
り
、
こ
の
兩
者
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
『
緣
識
』
は
前
二
著
と
基
本
的
思
想
を
共
通
と
し
つ
つ
も
、
再
び
佛
敎
色
を
强
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め
、「
緣
識
」
の
槪
念
を
主
題
の
一
つ
と
す
る
こ
と
で
「
心
」
の
面
を
よ
り
重
視
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
太
宗
が
こ
れ
ら
の
著
述

を
一
連
の
も
の
と
し
て
扱
っ
た
の
は
、
共
通
す
る
思
想
を
含
み
つ
つ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
主
題
と
す
る
點
が
異
な
っ
て
も
い
た
か
ら
な

の
で
あ
ろ
う
。

　　
　
　
結
語

　　
晉
の
郭
象
は
『
莊
子
』
の
「
逍
遙
」
に
就
い
て
、「
夫
小
大
雖
殊
、
而
放
於
自
得
之
場
、
則
物
任
其
性
、
事
稱
其
能
、
各
當
其
分
、

逍
遙
一
也
、
豈
容
勝
負
於
其
閒
哉
」
（
新
編
諸
子
集
成
『
莊
子
集
釋
』
一
頁
）
と
述
べ
、
個
々
の
存
在
の
差
異
を
前
提
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が

そ
の
「
性
、
能
、
分
」
に
於
い
て
「
自
得
」
し
て
い
る
狀
態
を
「
逍
遙
」
と
表
現
し
て
い
る
。
從
っ
て
、「
苟
足
於
其
性
、
則
雖
大
鵬

無
以
自
貴
於
小
鳥
、
小
鳥
無
羡
於
天
池
、
而
榮
願
有
餘
矣
。
故
小
大
雖
殊
、
逍
遙
一
也
」
（『
同
』
九
頁
）
と
、
個
々
の
在
り
方
に
違
い

が
有
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
自
體
が
何
ら
取
り
沙
汰
さ
れ
な
い
狀
態
が
「
逍
遙
」
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
立
場
は
『
逍
遙
詠
』
と

は
全
く
異
な
る
が
、
そ
れ
は
、
個
々
の
存
在
物
を
個
々
と
し
て
在
ら
し
め
て
い
る
も
の
と
理
解
さ
れ
た
、
郭
象
の
「
理
」
の
思
想
と

關
わ
る
も
の
で
あ
る（

28
）。『

逍
遙
詠
』
の
個
別
具
體
相
を
超
え
た
槪
念
と
し
て
の
「
理
」
は
、
む
し
ろ
佛
敎
の
空
の
思
想
を
蹈
ま
え
た
成

玄
英
の
『
莊
子
』
疏
に
見
ら
れ
る
も
の
に
近
い
。「
夫
理
無
是
非
、
而
物
有
違
順
」
（『
同
』
七
〇
頁
）
と
、「
物
」
の
世
界
と
は
異
な

り
、「
理
」
に
は
「
是
非
」
の
別
が
無
く
、
そ
の
た
め
「
是
非
息
而
妙
理
全
矣
」
（『
同
』
七
五
頁
）
と
「
是
非
」
の
分
別
を
止
め
れ
ば

「
妙
理
」
が
完
全
と
な
る
と
さ
れ
、「
內
篇
明
於
理
本
、
外
篇
語
其
事
迹
、
雜
篇
雜
明
於
理
事
。
內
篇
雖
明
理
本
、
不
无
事
迹
、
外
篇

雖
明
事
迹
、
甚
有
妙
理
。
但
立
敎
分
篇
、
據
多
論
耳
」
（『
同
』「
序
」
七
頁
）
と
、「
理
」
と
「
事
」
と
は
對
置
さ
れ
、「
茫
然
、
無
心
之

貎
也
。
彷
徨
是
縱
放
之
名
、
逍
遙
是
任
適
之
稱
。
而
處
染
不
染
、
縱
放
於
囂
塵
之
表
。
涉
事
無
事
、
任
適
於
物
務
之
中
也
」
（『
同
』

六
六
四
頁
）
と
、
事
物
と
關
わ
り
つ
つ
も
、
そ
の
事
物
に
對
し
て
執
着
す
る
こ
と
が
無
い
狀
態
を
「
逍
遙
」
と
す
る
等
は
、『
逍
遙
詠
』
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の
「
理
」
の
立
場
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
支
遁
「
逍
遙
論
」
や
白
居
易
の
「
逍
遙
詠
」
等
を
持
ち
だ
す
ま
で

も
な
く（

29
）、「

逍
遙
」
の
語
は
早
く
か
ら
佛
敎
思
想
と
深
く
關
わ
る
も
の
で
あ
り
、『
逍
遙
詠
』
も
又
そ
の
流
れ
の
上
に
在
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、『
逍
遙
詠
』
の
主
題
と
目
さ
れ
る
こ
と
の
有
っ
た
內
丹
思
想
は
、
確
か
に
他
の
二
著
よ
り
も
重
い
比
重
が
與
え
ら
れ
て
お
り
、

主
要
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
は
閒
違
い
無
く
、
そ
こ
に
は
旣
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
樣
に
、
唐
末
〜
宋
の
內
丹
思
想
で
重
視
さ
れ
て
い
た

「
坎
離
」
の
槪
念
が
見
ら
れ
る
の
も
事
實
で
あ
る（

30
）。

し
か
し
、
こ
の
「
坎
離
」
に
就
い
て
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
旣
に

見
た
樣
に
、『
逍
遙
詠
』
に
「
离
男
・
坎
女
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
點
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
周
易
』「
說
卦
傳
」
に
基
づ
く
「
坎

男
・
离
（
離
）
女
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
が
內
丹
書
に
一
般
的
で
あ
る
の
と
異
な
る
が
、
太
宗
の
場
合
は
他
に
も
『
逍
遙
詠
』
で
は
、

「
离
男
坎
女
甚
淸
廉
」
（
八
・
八
／
一
。
九
八
三
頁
・
下
）
、「
坎
女
离
男
共
一
家
」
（
九
・
十
三
／
二
。
九
八
八
頁
・
中
）
、「
离
男
坎
女
皆

相
類
」
（
十
・
十
一
／
五
。
九
九
一
頁
・
下
）
と
見
ら
れ
、『
緣
識
』
に
も
「
离
男
坎
女
難
匹
配
」
（
卷
三
、
一
〇
〇
七
頁
・
下
）
と
見
ら
れ
、

そ
の
立
場
は
一
貫
し
て
い
る
。
こ
の
組
み
合
わ
せ
の
事
例
は
多
く
は
な
い
も
の
の
、
近
世
以
降
の
一
部
の
內
丹
書
に
見
ら
れ
る
も
の

で
あ
る（

31
）。

そ
の
一
つ
で
あ
る
北
宋
撰
述
と
目
さ
れ
る
『
洞
元
子
內
丹
訣
』
に
は
「
坎
女
別
立
、
离
男
獲
之
、
非
聚
以
合
、
獲
於
中
道
、

故
喪
其
茀
也
」
（『
洞
元
子
內
丹
訣
』「
旣
濟
篇
第
四
」、
道
藏
七
四
三
册
、
七
裏
）
と
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
同
書
は
同
時
に
「
近
代
迷
謬
之

徒
、
纔
逹
小
乘
、
便
云
得
道
、
惟
求
想
脫
、
稱
是
神
仙
。
殊
不
知
想
脫
之
塗
、
悉
爲
神
亂
、
未
若
神
仙
、
鍊
神
爲
仙
也
」
（「
序
」
一

裏
）
と
、
撰
者
と
同
時
代
の
「
迷
謬
之
徒
」
が
實
踐
す
る
「
神
」
を
亂
す
だ
け
の
養
成
術
に
對
す
る
批
判
も
述
べ
て
い
る
。『
洞
元
子

內
丹
訣
』
は
『
周
易
』
の
理
論
に
基
づ
く
內
丹
を
正
統
と
す
る
立
場
に
立
ち
つ
つ
、「
脫
胎
」
に
對
し
て
も
批
判
的
な
態
度
を
取
っ
て

い
る
の
に
對
し（

32
）、

一
方
の
『
逍
遙
詠
』
の
鍊
丹
は
內
丹
に
限
ら
れ
ず
外
丹
を
も
含
み
、
そ
れ
ら
が
『
逍
遙
詠
』
全
體
の
思
想
と
一
貫

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、「
脫
胎
」
に
關
し
て
も
異
な
る
立
場
を
取
っ
て
い
た
な
ど
、
兩
者
の
立
場
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な

い（
33
）。

し
か
し
、「
坎
離
」
と
い
う
鍊
丹
の
重
要
槪
念
を
繼
承
し
つ
つ
も
、「
离
男
・
坎
女
」
と
い
う
立
場
を
取
り
、
邪
道
に
對
す
る
批

判
を
行
っ
て
い
る
點
等
に
同
時
代
性
を
窺
う
こ
と
も
出
來
よ
う
。
近
世
以
降
の
「
坎
離
」
を
軸
と
す
る
鍊
丹
說
の
一
つ
の
潮
流
の
上

317



に
『
逍
遙
詠
』
が
在
る
こ
と
は
閒
違
い
無
い
の
で
あ
る
。

注

（
１
）
『
高
麗
大
藏
經
』
三
十
五
卷
「
新
集
藏
經
音
義
Ⅱ
、
外
一
〇
四
部
」
所
收
（
東
國
大
學
校
、
一
九
七
六
年
）。
以
下
の
頁
數
も
こ
れ
に
依
る
。

（
２
）
『
天
理
圖
書
館
善
本
叢
書
漢
籍
之
部
第
七
卷
　
御
製
逍
遙
詠
　
玄
風
慶
會
圖
』（
天
理
大
學
出
版
部
、
一
九
八
一
年
）。

（
３
）
吾
妻
重
二
『
朱
子
學
の
新
硏
究
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
四
年
）
四
九
頁
、
注
（
30
）。

（
４
）
竺
沙
雅
章
『
宋
元
佛
敎
文
化
史
硏
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）
三
八
〇
頁
、
三
八
三
頁
。
又
、
黃
啓
江
『
北
宋
佛
敎
史
論
稿
』（
臺
灣

商
務
印
書
館
、
一
九
九
七
年
）
も
、『
逍
遙
詠
』
に
就
い
て
は
「
讚
揚
道
敎
之
作
如
『
逍
遙
咏
』
等
」（
四
六
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
５
）
『
宋
藏
遺
珍
』
所
收
（
新
文
豐
出
版
、
一
九
七
八
年
）。
尙
、『
大
中
祥
符
法
寶
錄
』
に
就
い
て
は
、
塚
本
善
隆
「
佛
敎
史
料
と
し
て
の
金
刻
大

藏
經
―
特
に
北
宋
釋
敎
目
と
唐
・
遼
の
唯
識
宗
關
係
章
疏
に
つ
い
て
―
」（
塚
本
善
隆
著
作
集
第
五
卷
『
中
國
近
世
佛
敎
史
の
諸
問
題
』
所

收
。
大
東
出
版
社
、
一
九
七
五
年
）
を
參
照
。

（
６
）
『
佛
祖
統
紀
』
で
は
「
至
道
二
年
」
の
こ
と
と
さ
れ
る
（
大
正
四
九
、
四
〇
一
中
）。

（
７
）
『
緣
識
』
卷
一
の
全
て
が
『
祕
藏
詮
』
或
い
は
『
逍
遙
詠
』
に
基
づ
い
て
い
る
。
卷
二
は
第
一
首
〜
第
六
首
、
第
四
十
首
〜
第
五
十
首
以
外

は
全
て
『
逍
遙
詠
』
に
基
づ
い
て
い
る
。

（
８
）
福
永
氏
「
解
題
」
が
言
及
し
て
い
る
樣
に
、
天
理
本
卷
末
の
識
語
に
は
「
而
注
則
其
廷
臣
某
所
釋
、
聖
敎
序
注
署
其
姓
名
、
今
忘
之
」
と
、

『
逍
遙
詠
』
の
注
釋
者
の
名
は
「
聖
敎
序
注
」
に
見
ら
れ
た
が
失
念
し
た
と
有
る
。「
聖
敎
序
」
と
は
、『
大
中
祥
符
法
寶
錄
』
卷
二
十
が
「
箋

註
御
製
聖
敎
序
一
部
三
卷
〔
右
天
台
僧
淸
逹
注
。
以
大
中
祥
符
六
年
詣
闕
上
之
〕」（
三
九
六
八
頁
・
上
）
と
記
す
も
の
、
或
い
は
、『
天
聖
釋

敎
總
錄
』
下
册
が
「
眞
宗
皇
帝
御
製
箋
注
聖
敎
序
一
部
三
卷
」（
四
〇
〇
四
頁
・
下
）
と
記
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、「
淸
逹
注
」
の
內
容
を
確

認
出
來
な
い
た
め
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
た
「
廷
臣
某
」
が
誰
で
あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。「
箋
註
聖
敎
序
」
を
巡
る
狀
況
に
就
い
て
は
、

佐
藤
成
順
「
北
宋
眞
宗
の
御
製
佛
書
と
そ
の
成
立
に
攜
っ
た
沙
門
と
官
人
―
皇
帝
を
め
ぐ
る
佛
敎
の
動
向
―
」（『
三
康
文
化
硏
究
所
年
報
』
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四
〇
號
、
二
〇
〇
九
年
）
を
參
照
。
一
方
、『
大
中
祥
符
法
寶
錄
』
が
端
拱
二
年
と
す
る
記
述
は
、『
釋
氏
稽
古
略
』
で
は
至
道
元
年
（
九
九

五
）
に
兩
街
僧
に
命
じ
て
「
箋
註
」
を
作
ら
せ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
大
正
四
九
、
八
六
二
上
）。
十
年
に
も
滿
た
な
い
閒
に
二
度
に
亘
っ
て

同
樣
の
注
釋
が
施
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
た
め
、
年
次
に
就
い
て
は
何
れ
か
の
資
料
に
誤
記
が
有
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
注
釋
者
の

實
態
に
就
い
て
は
、『
大
中
祥
符
法
寶
錄
』
が
述
べ
る
樣
な
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
９
）
注
（
4
）
黃
氏
著
は
、『
祕
藏
詮
』『
緣
識
』『
逍
遙
詠
』
の
三
著
は
眞
宗
の
時
に
『
妙
覺
集
』
と
し
て
一
書
に
纏
め
ら
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る

（
四
六
頁
）。『
天
聖
釋
敎
總
錄
』
に
は
「
逍
遙
詠
一
部
一
十
一
卷
、
緣
識
一
部
五
卷
。
上
二
部
一
十
六
卷
、
同
帙
、
虢
字
號
」（『
宋
藏
遺
珍
』、

四
〇
〇
四
頁
・
下
）
と
見
ら
れ
、『
逍
遙
詠
』
と
『
緣
識
』
が
セ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
出
來
る
が
、『
妙
覺
集
』
は
別
に
「
一
部

五
卷
」（『
同
』、
四
〇
〇
四
・
下
）
と
さ
れ
て
い
る
。
尙
、
汪
聖
鐸
『
宋
代
政
敎
關
係
硏
究
』（
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
は
、『
宋
會
要

輯
稿
』「
崇
儒
六
之
五
〜
六
」
の
記
述
に
基
づ
き
、
太
宗
の
死
後
、
そ
の
著
述
の
多
く
が
『
宋
太
宗
御
集
』『
御
集
書
法
帖
』
と
し
て
ま
と
め

ら
れ
、
そ
の
中
に
『
祕
藏
詮
』『
緣
識
』『
逍
遙
詠
』
も
含
ま
れ
る
と
す
る
（
十
二
頁
）。

（
10
）
譯
經
院
に
就
い
て
は
、『
長
編
』
卷
二
十
三
（
五
二
三
頁
）、『
宋
會
要
』
卷
一
六
六
九
七
「
道
釋
二
　
傳
法
院
」
等
を
參
照
。
こ
の
時
期
の
翻

譯
作
業
に
就
い
て
は
『
大
中
祥
符
法
寶
錄
』
が
第
一
資
料
と
な
る
が
、
牧
田
諦
亮
『
ア
ジ
ア
佛
敎
史
・
中
國
編
　
民
衆
の
佛
敎
―
宋
代
か
ら

現
代
ま
で
―
』（
佼
成
出
版
社
、
一
九
七
六
年
）、
松
本
文
三
郞
「
趙
宋
時
代
の
譯
經
事
業
」（『
佛
敎
硏
究
』
一
（
三
）、
一
九
三
七
年
）、
中

村
菊
之
進
「
宋
傳
法
院
譯
經
三
藏
惟
淨
の
傳
記
及
び
年
譜
」（『
文
化
』
四
十
一
（
一
・
二
）、
一
九
七
七
年
）、
前
揭
黃
氏
著
、
汪
氏
著
等
を

參
照
さ
れ
た
い
。
松
本
論
文
は
太
宗
の
翻
譯
事
業
の
契
機
を
法
天
の
譯
經
と
關
連
付
け
、
中
村
論
文
に
は
惟
淨
關
連
の
年
譜
を
載
せ
て
い
て

便
利
で
あ
る
。

（
11
）
太
宗
の
文
化
事
業
に
就
い
て
は
、
王
雲
海
「
宋
太
宗
的
『
右
文
』
政
策
」（『
河
南
大
學
學
報
（
社
會
科
學
版
）』
一
九
八
六
年
第
一
期
）、
王

瑞
來
「
略
論
宋
太
宗
」（『
社
會
科
學
戰
綫
』
一
九
八
七
年
四
期
歷
史
人
物
）、
鹽
卓
悟
「
宋
太
宗
の
文
化
事
業
―
『
太
平
廣
記
』
を
中
心
に

―
」（『
比
較
文
化
史
硏
究
』
第
五
號
、
二
〇
〇
三
年
）、
竺
沙
雅
章
『
獨
裁
君
主
の
登
場
　
宋
の
太
祖
と
太
宗
』（
淸
水
書
院
、
一
九
八
四
年
）

等
を
參
照
。

（
12
）
『
宋
史
』
卷
四
百
六
十
一
「
方
技
上
　
丁
少
微
傳
」（
一
三
五
一
二
頁
）、『
同
』
卷
四
「
本
紀
第
四
　
太
宗
一
」（
五
八
頁
）
も
參
照
。
尙
、

「
丁
少
微
眞
一
服
元
氣
法
一
卷
」（『
宋
史
』
卷
二
百
五
「
志
　
藝
文
四
　
神
仙
」
五
一
九
五
頁
）
と
有
る
。
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（
13
）
太
宗
・
眞
宗
期
に
於
い
て
、
金
丹
黃
白
の
術
が
隆
盛
し
て
い
た
こ
と
に
就
い
て
は
、
卿
希
泰
『
中
國
道
敎
史
（
修
訂
本
）
　
第
二
卷
』「
第
七

章
第
七
節
　
北
宋
外
丹
、
黃
白
術
在
社
會
上
的
影
響
及
其
著
作
介
紹
」（
四
川
人
民
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、
七
六
三
頁
以
下
）
に
指
摘
が

有
る
。

（
14
）
愛
宕
元
「
宋
太
祖
弑
害
說
と
上
淸
太
平
宮
」（『
史
林
』
六
十
七
卷
二
號
、
一
九
八
四
年
）
を
參
照
。
又
、
太
宗
と
道
敎
と
の
關
わ
り
に
就
い

て
は
注
（
9
）
汪
氏
著
が
詳
し
い
（
十
八
頁
以
下
）。

（
15
）
「
新
釋
經
五
卷
」
と
は
、『
大
中
祥
符
法
寶
錄
』
卷
三
に
依
れ
ば
、「
守
護
大
千
國
土
經
一
部
三
卷
、
大
力
明
王
經
一
部
二
卷
」（
三
八
〇
二

頁
・
下
）
と
さ
れ
て
い
る
。

（
16
）
こ
の
點
に
就
い
て
は
、
注
（
4
）
黃
氏
著
が
指
摘
し
て
い
る
（
四
四
頁
以
下
）。
又
、
注
（
9
）
汪
氏
著
も
太
宗
と
佛
敎
と
の
關
わ
り
に
就

い
て
論
じ
て
い
る
（
八
頁
以
下
）。

（
17
）
黃
宗
羲
『
四
明
山
志
』
卷
二
「
伽
藍
　
雪
竇
資
聖
寺
」（
中
華
叢
書
『
四
明
山
志
』、
臺
灣
書
店
、
一
九
五
六
年
）。

（
18
）
北
宋
期
の
著
述
に
は
、
理
想
的
な
統
治
思
想
の
在
り
方
と
し
て
「
黃
老
」「
淸
淨
」
に
言
及
す
る
こ
と
が
多
い
。
一
例
を
示
せ
ば
、
蘇
軾
は

「
臣
謹
按
道
家
者
流
、
本
出
於
黃
帝
・
老
子
。
其
道
以
淸
淨
無
爲
爲
宗
、
以
虛
明
應
物
爲
用
、
以
慈
儉
不
爭
爲
行
、
合
於
周
易
何
思
何
慮
、
論

語
仁
者
靜
壽
之
說
、
如
是
而
已
」（「
上
淸
儲
祥
宮
碑
」。
中
國
古
典
文
學
基
本
叢
書
『
蘇
軾
文
集
』〔
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
〕
五
〇
三
頁
）

と
述
べ
る
。
尙
、
王
瑞
來
『
宋
代
の
皇
帝
權
力
と
士
大
夫
政
治
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）
は
、
宋
代
の
皇
帝
の
在
り
方
に
就
い
て
言

及
さ
れ
る
「
無
爲
」
を
、「
傳
統
社
會
で
は
君
主
を
英
明
に
さ
せ
な
い
こ
と
が
歷
代
の
士
大
夫
た
ち
の
共
通
の
識
見
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」

（
五
九
頁
）
と
消
極
的
に
評
價
し
て
い
る
が
、
こ
の
立
場
は
こ
こ
で
は
取
ら
な
い
。

（
19
）
『
逍
遙
詠
』『
祕
藏
詮
』
は
『
高
麗
大
藏
經
』
所
收
本
を
用
い
、「
卷
第
一
、
第
一
首
、
第
一
・
二
句
」
を
（
一
・
一
／
一
、
二
）
等
と
示
す
。

（
20
）
『
雲
笈
七
籤
』（
道
藏
六
九
一
册
）
卷
六
十
九
。
同
文
は
『
道
藏
』
所
收
『
大
洞
鍊
眞
寶
經
修
伏
靈
砂
妙
訣
』（
道
藏
五
八
六
册
）
に
も
見
ら

れ
る
。

（
21
）
「
乾
甲
壬
」「
坤
乙
癸
」
を
東
方
、「
震
庚
」「
巽
辛
」
を
西
方
、「
坎
戊
」「
離
己
」
を
中
央
と
す
る
の
が
、
京
房
に
よ
っ
て
集
大
成
さ
れ
た
と

さ
れ
る
納
甲
說
で
あ
り
、『
周
易
參
同
契
』
は
こ
の
立
場
に
立
つ
と
さ
れ
る
。
こ
の
點
に
就
い
て
は
、
鈴
木
由
次
郞
『
漢
易
硏
究
』（
明
德
出

版
社
、
一
九
六
三
年
）「
第
四
部
　
周
易
參
同
契
の
硏
究
」、
及
び
今
井
宇
三
郞
『
宋
代
易
學
の
硏
究
』（
明
治
圖
書
出
版
株
式
會
社
、
一
九
五

320



　　宋・太宗『逍遙詠』に就いて

八
年
）「
第
三
章
　
太
極
圖
考
（
一
）」「
第
四
章
　
太
極
圖
考
（
二
）」
等
を
參
照
。
こ
れ
に
對
し
、
若
干
時
代
が
下
る
が
、
例
え
ば
、
元
の
陳

沖
素
『
陳
虛
白
䂓
中
指
南
』
卷
下
「
內
丹
三
要
」
は
「
玄
牝
、
復
命
關
、
戊
己
、
庚
辛
室
、
甲
乙
戶
、
龍
虎
穴
、
黃
婆
舍
、
神
水
華
池
」
等
を

「
皆
一
處
也
」（
道
藏
一
一
四
、
二
裏
）
と
述
べ
、
元
末
明
初
の
王
玠
『
還
眞
集
』
卷
上
「
內
丹
三
要
」
は
、「
天
心
、
玄
關
、
土
釜
、
黃
庭
、
玄

牝
、
戊
已
門
、
復
命
關
、
庚
辛
室
、
甲
乙
戶
、
黃
婆
舍
」（
道
藏
七
三
九
册
、
十
二
表
）
等
を
同
一
の
特
定
部
位
を
示
す
異
稱
と
し
て
い
る
。

（
22
）
「
東
・
靑
龍
」「
西
・
白
虎
」
と
「
水
・
火
」
の
關
わ
り
に
就
い
て
、「
火
・
水
」
卽
ち
「
离
・
坎
」
を
そ
の
ま
ま
「
東
・
西
」
に
相
當
す
る
と

す
れ
ば
、「
离
・
坎
」
を
東
西
に
配
す
る
先
天
易
の
立
場
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
、「
离
・
坎
」
を
南
北
の
軸
と
し
、
そ
れ
を
東
西
を
統
合

す
る
「
則
」
と
讀
む
な
ら
ば
、
後
天
易
の
立
場
と
な
る
。
旣
に
見
た
納
甲
說
の
存
在
や
、
先
天
易
を
唱
え
た
邵
雍(

一
〇
一
一
―
一
〇
七
七)

の
出
現
時
期
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
こ
は
後
天
易
の
立
場
と
讀
む
の
が
妥
當
と
思
わ
れ
る
。

（
23
）
僅
か
に
「（
丹
藥
が
完
成
す
れ
ば
、）
火
の
沸
騰
を
止
め
、（
丹
の
基
礎
と
し
て
の
）
炎
山
を
治
め
、
九
轉
の
丹
藥
が
完
成
し
て
初
め
て
世
閒

を
救
う
こ
と
が
出
來
る
の
だ
（
停
騰
火
候
詰
炎
山
、
九
轉
方
能
濟
世
閒
）」（
九
・
三
／
一
―
二
。
九
八
六
頁
・
下
）
と
見
ら
れ
る
。

（
24
）
『
祕
藏
詮
』
の
佛
敎
的
側
面
に
就
い
て
は
、
前
揭
黃
氏
著
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
四
六
頁
以
下
）。

（
25
）
『
緣
識
』
は
『
高
麗
大
藏
經
』
所
收
本
を
用
い
、
頁
數
と
段
の
み
を
表
示
し
た
。

（
26
）
「
緣
識
」
の
語
は
『
祕
藏
詮
』
と
『
逍
遙
詠
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。

（
27
）
『
迴
文
偈
頌
』
に
も
「
詮
」「
理
」「
逍
遙
」
な
ど
の
重
要
槪
念
が
見
ら
れ
る
が
、
本
文
獻
は
佛
敎
思
想
を
テ
ー
マ
に
「
迴
文
」
と
い
う
、
あ

る
種
の
言
葉
遊
び
を
著
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
回
は
考
察
の
對
象
か
ら
除
外
し
た
。

（
28
）
中
嶋
隆
藏
先
生
「
郭
象
の
思
想
に
つ
い
て
」（『
集
刊
東
洋
學
』
第
二
四
號
、
一
九
七
〇
年
）
等
を
參
照
。

（
29
）
福
永
光
司
「
支
遁
と
そ
の
周
圍
―
東
晉
の
老
莊
思
想
―
」（『
佛
敎
史
學
』
第
五
卷
第
二
號
、
一
九
五
六
年
。
後
に
『
魏
晉
思
想
史
硏
究
』
所

收
。
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）、
蜂
屋
邦
夫
「
莊
子
逍
遙
遊
篇
を
め
ぐ
る
郭
象
と
支
遁
の
解
釋
―
併
せ
て
支
遁
の
佛
敎
理
解
に
つ
い
て
―
」

（『
比
較
文
化
硏
究
』
八
輯
、
一
九
六
八
年
。
後
に
『
中
國
の
思
惟
』〔
法
藏
館
、
一
九
八
五
年
〕
所
收
）、
中
嶋
隆
藏
先
生
『
六
朝
思
想
の
硏

究
―
士
大
夫
と
佛
敎
思
想
―
』「
下
篇
第
二
章
第
二
節
　
支
遁
の
生
活
と
そ
の
佛
敎
理
解
」（
平
樂
寺
書
店
、
一
九
八
五
年
）。

（
30
）
吾
妻
重
二
『
朱
子
學
の
新
硏
究
』（
三
九
頁
以
下
）。

（
31
）
例
え
ば
、
一
一
八
七
年
の
「
序
」
の
有
る
譚
處
端
『
水
雲
集
』
卷
上
「
繼
丹
陽
師
叔
丫
髻
吟
韻
」
に
は
「
提
离
男
、
挈
坎
女
、
將
領
黃
婆
遊
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淨
土
」（
道
藏
七
九
八
册
、
二
十
表
）
と
見
ら
れ
、
南
宋
の
翁
葆
光
の
『
悟
眞
篇
』
注
に
は
「
是
以
男
子
修
仙
曰
鍊
氣
、
女
人
修
仙
曰
鍊
形
。

坎
女
修
鍊
、
先
積
氣
於
乳
房
、
然
後
安
爐
立
鼎
、
行
太
陰
鍊
形
之
法
、
其
道
易
成
者
、
良
有
旨
」（『
紫
陽
眞
人
悟
眞
篇
注
疏
』
道
藏
六
一
册
、

十
一
表
）
と
有
り
、
金
〜
元
の
成
立
と
推
測
さ
れ
る
『
自
然
集
』「
倘
秀
才
」
に
も
「
驀
見
坎
女
離
男
打
乖
」（
道
藏
七
八
七
册
、
七
表
）
と

見
ら
れ
る
。

（
32
）
『
洞
元
子
內
丹
訣
』
に
就
い
て
は
、
拙
稿
「『
洞
元
子
內
丹
訣
』
淺
析
」（
二
〇
一
〇
年
九
月
成
都
で
開
催
さ
れ
た
「
道
敎
文
化
與
當
代
世
界

國
際
學
術
硏
討
會
」
論
集
に
揭
載
豫
定
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
33
）
『
逍
遙
詠
』
も
「
坎
・
离
」
の
語
を
用
い
て
い
る
以
上
、『
易
』
理
を
全
く
蹈
ま
え
て
い
な
い
譯
で
は
無
論
な
い
。
例
え
ば
、「
水
火
相
逢
不

要
乾
」（
七
・
十
五
／
六
。
九
八
一
頁
・
中
）
と
見
ら
れ
る
も
の
は
、「
水
・
火
」
卽
ち
「
坎
・
离
」
の
二
卦
の
一
體
化
が
逹
成
さ
れ
れ
ば
、

「
乾
」
卦
は
不
要
と
な
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
や
は
り
『
易
』
理
が
『
逍
遙
詠
』
の
中
核
思
想
と
な
っ
て
い
る
と
は
言
え

な
い
で
あ
ろ
う
。
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王
安
石
の
思
想
に
於
け
る
莊
子
　

　
　
　
藤
　
井
　
　
京
　
美
　
　

　　　　
　
　
は
じ
め
に

　　
北
宋
の
王
安
石
（
一
〇
二
一
―
一
〇
八
六
）
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
從
來
、
そ
の
政
治
思
想
、
儒
敎
思
想
、
晚
年
に
お
け
る
奉
佛
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
の
面
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
散
佚
し
た
安
石
の
著
作
―
『
周
官
新
義
』『
字
說
』『
老
子
注
』
な
ど
―
に

つ
い
て
も
、
輯
佚
本
を
も
と
に
、
硏
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
王
安
石
と
莊
子
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
こ

と
は
、
殆
ど
無
い
。
安
石
の
著
述
に
お
い
て
、
莊
子
を
主
題
に
取
り
上
げ
た
立
論
が
數
少
な
い
の
が
、
そ
の
一
因
で
あ
ろ
う
。
王
安

石
に
は
、
莊
子
に
關
す
る
專
著
は
無
い（

１
）。

ま
た
、
そ
の
文
集
に
お
い
て
は
、
莊
子
を
主
題
と
す
る
作
品
は
、「
莊
周
」
（
上
下
二
篇
か
ら

成
る
。『
臨
川
先
生
文
集（
２
）』

卷
六
八
。
以
下
、
こ
の
文
集
を
『
臨
川
集
』
と
略
す
）
な
ど
、
わ
ず
か
に
過
ぎ
ず（

３
）、

他
に
は
、
あ
ち
こ
ち
に
莊
子

に
關
す
る
斷
片
的
な
言
及
が
散
見
す
る
の
み
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
莊
子
を
主
題
と
す
る
「
莊
周
」
と
、
文
集
中
に
散
見
す
る
斷
片
的
な
言
及
と
は
、
內
容
に
お
い
て
、
一
致
を
見

な
い
。
後
者
に
お
い
て
は
、
莊
子
は
單
に
諸
子
百
家
の
一
員
、
儒
家
に
非
ざ
る
思
想
の
一
つ
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
お
り
、
時
に
は
、
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こ
の
古
人
に
對
す
る
批
判
の
語
も
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
前
者
「
莊
周
」
を
讀
む
と
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
莊
子
像
は
が
ら
り
と
變

わ
る
。
安
石
は
こ
の
中
で
、「
莊
子
　
其
の
心
を
用
う
る
は
、
亦
た
二
聖
人
の
徒
な
り
」
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
莊
子
を
、
そ
の
心
の

は
た
ら
き
に
お
い
て
は
、
聖
人
の
と
も
が
ら
で
あ
る
、
と
評
し
た
の
で
あ
る
。

　
王
安
石
は
儒
者
を
以
て
自
任
し
て
お
り
、
彼
が
「
聖
人
」
と
認
定
し
た
人
物
は
、
莊
子
を
除
い
て
、
儒
家
の
い
う
聖
賢
、
お
よ
び
孔

子
・
孟
子
か
ら
稱
贊
・
評
價
を
得
た
人
物
の
中
に
限
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
王
安
石
が
、
儒
家
か
ら
は
異
端
と
さ
れ
た
莊
子
を
「
そ
の

心
を
用
う
る
は
」
と
限
定
し
な
が
ら
も
、「
聖
人
」
の
語
を
用
い
て
評
し
た
の
は
、
異
例
に
屬
す
る
。
ま
た
、
儒
者
と
し
て
の
み
な
ら

ず
、
王
安
石
一
個
人
の
思
想
か
ら
見
て
も
特
異
で
あ
る
。
莊
子
の
思
想
と
王
安
石
の
思
想
と
は
、
根
本
か
ら
相
容
れ
な
い
要
素
を
有

す
る
か
ら
で
あ
る
。
莊
子
は
、「
天
に

お
お蔽

わ
れ
て
、
人
を
知
ら
ず
（『
荀
子
』
解
蔽
篇
）
」
と
さ
れ
、
一
方
、
王
安
石
に
つ
い
て
は
、
天

と
人
と
を
分
か
ち
、
天
（
自
然
）
に
對
す
る
人
（
人
爲
）
の
働
き
を
重
ん
じ
た
こ
と
が
、
特
徵
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る（

４
）。

王
安
石
が

莊
子
を
「
聖
人
」
と
す
る
の
は
、
矛
盾
と
さ
え
見
え
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
小
論
で
は
、
上
記
の
點
を
解
明
す
る
た
め
に
、
王
安
石
の
「
莊
周
」
を
中
心
に
据
え
て
、
安
石
の
思
想
に
お
い
て
、
莊
子

と
そ
の
言
說
が
い
か
な
る
位
置
を
占
め
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
か
つ
そ
れ
を
通
じ
て
、
安
石
の
思
想
構
造
を
照
射
せ
ん
こ
と

を
試
み
る
。

　
な
お
、
論
に
入
る
に
先
立
っ
て
、
以
下
の
數
點
を
指
摘
し
て
お
く
。

　
王
安
石
が
見
た
『
莊
子
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
現
行
本
と
同
じ
く
、
郭
象
注
『
莊
子
』
で
あ
る
。
他
の
テ
キ
ス
ト
は
、
五
代
の
こ
ろ

ま
で
に
は
全
て
亡
ん
だ
。
安
石
の
文
集
中
に
お
け
る
『
莊
子
』
か
ら
の
引
用
文
を
見
て
も
、
現
行
本
と
の
閒
に
、
問
題
と
な
る
異
同

は
無
い
。

　
王
安
石
は
注
疏
に
は
關
心
を
示
さ
ず
、『
莊
子
』
の
本
文
に
の
み
關
心
を
向
け
る
。
郭
象
注
に
加
え
て
、
唐
初
に
は
成
玄
英
の
疏
が

『
莊
子
』
に
施
さ
れ
た
が
、
安
石
は
こ
れ
ら
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
王
安
石
は
、
經
に
お
い
て
、
從
來
の
傳
注
に
と
ら
わ
れ
な
い
解
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釋
を
お
こ
な
っ
た
が
、
か
か
る
態
度
は
、『
莊
子
』
を
解
釋
す
る
時
に
も
、
共
通
し
て
見
ら
れ
る
。

　
後
世
、
道
敎
に
お
い
て
、
莊
子
は
神
仙
の
一
人
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
王
安
石
の
論
に
お
い
て
、
こ
の
古
人
に
は
道
敎
的
要
素
は

無
い
。

　　
　
　
一
　
「
莊
周
」
上
下

　　
ま
ず
、
王
安
石
の
「
莊
周
」
論
を
揭
げ
る
。
こ
の
作
品
は
上
下
二
篇
か
ら
成
る
（
以
下
、「
莊
周
」
論
と
記
す
場
合
は
、
こ
の
王
安
石
の

「
莊
周
」
上
下
二
篇
を
指
す
。
ま
た
「
莊
周
」
上
、「
莊
周
」
下
と
記
す
場
合
は
、
王
安
石
の
「
莊
周
」
上
・
下
各
篇
を
言
う
）
。
論
の
中
心
は
上
篇

に
在
る
。
は
じ
め
に
、「
莊
周
」
上
を
八
段
に
分
け
、
譯
文
を
揭
げ
る（

５
）（

原
文
お
よ
び
語
句
の
出
典
は
、
注
に
記
す（
６
））。
つ
づ
い
て
、「
莊

周
」
下
の
要
約
を
述
べ
る
。

（
第
一
段
）
世
の
莊
子
を
論
ず
る
者
の
意
見
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
儒
を
學
ぶ
者
は
い
う
、「
莊
子
の
書
は
、
孔
子
を

そ
し詆

る
こ
と

に
力
を
つ
く
し
、
お
の
れ
の
邪
說
をま

こ
と信で

あ
る
と
す
る
。
要
は
そ
の
書
を

や焚
き
、
そ
の
徒
を
消
滅
さ
せ
る
に
限
る
。
そ
の
是
非

な
ど
も
と
よ
り
論
ず
る
に
足
り
ぬ
」
と
。
儒
を
學
ぶ
者
の
意
見
は
、
か
く
の
如
く
で
あ
る
。

（
第
二
段
）
一
方
、
莊
子
の
道
を
好
む
者
は
い
う
、「
莊
子
の
德
は
、
萬
物
の
た
め
に
自
ら
の
心
慮
を
亂
す
こ
と
な
く
、
よ
く
そ

の
道
を
信
じ
ゆ
く
者
で
あ
る
。
莊
子
は
仁
義
を
理
解
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
仁
義
な
ど
は
小
さ
く
て
、
實
踐
す
る
に
は
不

足
で
あ
る
と
考
え
た
の
だ
。
莊
子
は
禮
樂
を
理
解
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
禮
樂
な
る
も
の
は
薄
っ
ぺ
ら
で
、
天
下
を
化
す

る
に
は
不
足
で
あ
る
と
考
え
た
の
だ
。
だ
か
ら
老
子
は
言
う
、『
道
失
わ
れ
て
後
、
德
あ
り
、
德
失
わ
れ
て
後
、
仁
あ
り
、
仁
失

わ
れ
て
後
、
義
あ
り
、
義
失
わ
れ
て
後
、
禮
あ
り
』
と
。
こ
こ
か
ら
、
莊
子
は
仁
義
禮
樂
の
意
に
逹
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

彼
は
仁
義
禮
樂
な
ど
は
、
道
の
末
で
あ
る
と
考
え
た
の
だ
。
だ
か
ら
こ
れ
ら
を
輕
視
し
た
の
だ
」
と
。
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（
第
三
段
）
は
て
さ
て
、
儒
者
の
意
見
は
善
い
。
し
か
し
、
い
ま
だ
か
つ
て
莊
子
の
意
を
求
め
て
は
お
ら
ぬ
。
莊
子
の
言
說
を

好
む
者
は
、
も
と
よ
り
莊
子
の
書
を
讀
む
こ
と
は
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ま
た
、
い
ま
だ
か
つ
て
莊
子
の
意
を
求
め

て
は
お
ら
ぬ
。

（
第
四
段
）
昔
、
先
王
の
恩
澤
は
、
莊
子
の
時
代
に
至
っ
て
盡
き
果
て
た
。
世
俗
の
あ
り
さ
ま
は
と
い
え
ば
、
い
つ
わ
り
や
あ

ざ
む
き
が
橫
行
し
、
質
實
素
朴
さ
は
す
べ
て
散
亡
し
て
い
た
。
世
の
學
士
大
夫
と
い
え
ど
も
、
己
れ
を
貴
び
外
物
を
賤
し
む
道

を
知
る
者
は
、
い
ま
だ
い
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
人
々
は
、
禮
義
の

い
と緖

を
絕
ち
き
り
、
利
害
を
め
ぐ
っ
て
盜
み
奪
い
、
利

を
追
い
求
め
て
そ
れ
を

は
じ辱

と
せ
ず
、
命
を
落
と
し
て
も
そ
れ
を
怨
み
と
せ
ず
、
か
か
る
風
潮
に
、
し
だ
い
し
だ
い
に
に
陷
り
溺

れ
込
ん
で
、
救
濟
不
能
の
事
態
に
ま
で
至
っ
た
。
莊
子
は
こ
れ
を
憂
え
て
、
言
說
に
よ
っ
て
天
下
の
弊
害
を
矯
正
し
、
正
し
い

狀
態
に
戾
そ
う
と
し
た
。
彼
は
心
の
中
で
、
あ
れ
こ
れ
取
り
越
し
苦
勞
を
し
て
、
仁
義
禮
樂
は
皆
、
天
下
を
矯
正
す
る
に
は
不

足
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
是
非
の
別
、
彼
我
の
分
、
利
害
の
區
分
な
ど
の
辨
別
を
無
く
し
（『
莊
子
』
に
見
え
る
萬
物
齊

同
の
說
を
指
す
）
、
心
の
充
足
を
も
っ
て
、
こ
れ
で
よ
し
、
と
し
た
。
こ
れ
が
天
下
の
弊
害
を
矯
正
す
る
た
め
に
莊
子
が
用
い
た

や
り
方
で
あ
っ
た
。

（
第
五
段
）
莊
子
は
そ
の
言
說
を
も
っ
て
弊
害
を
矯
正
し
た
上
に
、
さ
ら
に
、
後
世
の
人
々
が
、
莊
子
自
身
が
爲
し
た
言
說
を

そ
の
ま
ま
眞
實
で
あ
る
と
誤
解
し
て（

７
）、

天
地
の
純
粹
な
姿
と
古
人
の
大
全
と
を
見
な
く
な
る
こ
と
を
懼
れ
た
。
そ
こ
で
ま
た
心

を
痛
め
て
、
最
後
の
篇
に
お
い
て
、
自
ら
解
き
明
か
し
た
。
ゆ
え
に
、
そ
の
篇
（『
莊
子
』
天
下
篇
）
に
い
う
、「
詩
は
以
て
志
を

い道
い
、
書
は
以
て
事
を
道
い
、
禮
は
以
て
行
い
を
道
い
、
樂
は
以
て
和
を
道
い
、
易
は
以
て
陰
陽
を
道
い
、
春
秋
は
以
て
名
分

を
道
う
」
と
。
こ
こ
か
ら
見
れ
ば
、
莊
子
は
、
聖
人
を
理
解
す
る
者
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
莊
子
は
い
う
、「
譬
え
ば
、
耳
目
鼻

口
の
皆
明
ら
か
に
す
る
所
有
り
て
、
相
通
ず
る
能
わ
ざ
る
が
如
く
、

な猶
お
百
家
衆
技
の
皆
長
ず
る
所
有
り
て
、
時
に
用
う
る
所

有
る
が
ご
と
し
」
と
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
聖
人
の
道
の
、
そ
の
全
き
も
の
は
詩
書
禮
樂
易
春
秋
に
在
っ
て
、
百
家
衆
技
に
在
る
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の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
自
ら
そ
の
書
を
宋
鈃
・
愼
到
・
墨
翟
・
老
聃
の
徒
の
中
に
竝
べ
列

ね
、
と
も
に
「

か該
ね
ずあ

ま
ね徧か

ら
ず
、
一
曲
の
士
」
で
あ
る
と
し
た
。
思
う
に
莊
子
は
、
自
ら
の
言
說
は
、
理
由
・
目
的
が
あ
っ

て
そ
の
た
め
に
爲
し
た
の
で
あ
り
、
大
道
の
全
き
姿
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
、
か
く
言
っ

た
の
だ
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
莊
子
は
、
天
下
の
弊
害
に
心
を
碎
き
、
聖
人
の
道
を
存
續
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
。

（
第
六
段
）
伯
夷
の
「
淸
」
の
德
、
柳
下
惠
の
「
和（

８
）」

の
德
は
皆
、
天
下
の
弊
害
を
矯
正
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
莊
子

も
ま
た
、
そ
の
心
の
は
た
ら
き
に
お
い
て
は
、
こ
の
二
聖
人
の
と
も
が
ら
で
あ
っ
た（

９
）。

し
か
し
な
が
ら
、
莊
子
の
言
說
を
、
邪

說
の
類
と
見
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
思
う
に
、
彼
が
爲
し
た
矯
正
が
、
度
を
越
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
曲
が
っ

た
も
の
を
矯
正
す
る
の
は
、
ま
っ
す
ぐ
に
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
矯
正
が
度
を
越
す
と
、
ま
た
曲
が
っ
た
狀
態
に
戾
っ
て
し
ま

う
の
だ
。

（
第
七
段
）
莊
子
も
ま
た
言
っ
て
い
る
、「
墨
子
の
心
は
則
ち

ぜ是
な
り
。
墨
子
の
行
い
は
則
ち
非
な
り
」
と
。
莊
子
の
心
か
ら
推

し
て
、
莊
子
の
行
い
を
求
め
る
と
、
彼
も
墨
子
の
場
合
と
同
樣
だ
。
後
世
、
莊
子
の
書
を
讀
む
者
は
、
莊
子
が
書
を
作
っ
た
そ

の
心
を
善
し
と
し
て
、
そ
の
書
に
述
べ
て
い
る
言
說
を
非
と
す
れ
ば
、
よ
く
讀
み
理
解
し
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
―
そ
の
心
を

善
し
と
し
て
、
そ
の
說
を
非
と
す
る
―
も
ま
た
、
莊
子
自
身
が
、
後
世
お
け
る
自
分
の
書
の
讀
者
に
對
し
て
、
願
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

（
第
八
段
）
現
今
の
讀
者
は
、
莊
子
の
言
說
を
恃
ん
で
、
わ
が
儒
をあ

な
ど謾り

て
い
う
、「
莊
子
の
道
は
、
大
い
な
る
か
な
。
儒
の
理

解
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
」
と
。
彼
ら
は
莊
子
の
意
を
求
め
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
、
彼
の
言
說
の
儒
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
を

も
っ
て
、
貴
し
と
す
る
。
悲
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　
「
莊
周
」
下
で
は
、
王
安
石
は
、
莊
子
の
言
說
・
處
世
に
つ
い
て
、『
論
語
』『
孟
子
』
の
語
を
引
用
し
て
、
擁
護
論
を
展
開
す
る
。

要
約
を
か
か
げ
、
カ
ッ
コ
內
に
解
說
を
附
す
。
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・
學
者
は
、
莊
周
が
堯
舜
孔
子
を

そ
し詆

る
こ
と
を
非
難
す
る
が
、
私
が
莊
周
の
書
を
見
る
と
こ
ろ
、
か
か
る
堯
舜
孔
子
に
對
す
る
罵

倒
の
こ
と
ば
は
、
寓
言
に
過
ぎ
な
い
。
（『
莊
子
』
盜
跖
篇
な
ど
に
は
、
堯
舜
孔
子
を
罵
倒
す
る
こ
と
ば
が
あ
る
。
ま
た
『
莊
子
』
寓
言
篇

で
は
、
莊
子
自
身
、
吾
が
こ
と
ば
に
は
寓
言
が
多
い
と
述
べ
て
い
る
。）

・
莊
周
は
、
暗
君
や
で
た
ら
め
な
大
臣
が
の
さ
ば
る
中
に
い
た
た
め
、
自
分
の
才
能
・
能
力
を
發
揮
す
る
こ
と
な
く
、
貧
窮
の
中

に
居
た
。「
莊
周
は
有
爲
の
人
材
で
は
な
く
、
彼
の
出
處
進
退
は
常
人
の
そ
れ
で
あ
る
」
と
い
う
批
判
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
誤
り

で
あ
る
。
莊
周
ほ
ど
の
才
能
あ
る
人
物
が
、
出
處
進
退
に
迷
う
は
ず
が
な
い
。
彼
の
處
世
は
、
孔
子
の
い
う
「
隱
居
放
言
」
に

殆
ど
合
致
す
る
。
（
莊
子
が
出
仕
せ
ず
に
、
貧
窮
の
う
ち
に
居
た
こ
と
は
、『
莊
子
』
山
木
篇
に
見
え
る
。「
隱
居
放
言
」
は
、
孔
子
が
逸
民

を
評
し
た
こ
と
ば
。『
論
語
』
微
子
篇
に
見
え
る
。
世
か
ら
隱
れ
棲
み
、
自
由
氣
ま
ま
に
言
論
を
な
す
、
の
意
。）

・
し
か
し
な
が
ら
、
莊
周
の
言
說
が
、
道
に

そ
む反

い
て
し
ま
い
、
聖
人
の
徒
に
罪
を
得
た
の
も
無
理
は
な
い
。
そ
も
そ
も
〔
天
下
の

壓
倒
的
大
多
數
を
占
め
る
〕「
中
人
」
に
對
す
る
說
明
の
仕
方
に
、
過
不
足
が
あ
り
、
誤
り
が
あ
っ
た
の
だ
。
か
か
る
過
不
足
や

誤
り
は
弊
害
を
生
む
。
惜
し
い
か
な
、
莊
周
は
言
說
に
は
優
れ
て
い
た
の
に
、
こ
の
點
に
は
通
じ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
（
王

安
石
は
「
中
人
」
に
つ
い
て
、「
計
天
下
之
士
、
出
中
人
之
上
下
者
、
千
百
而
無
十
一
、
窮
而
爲
小
人
、
泰
而
爲
君
子
者
、
則
天
下
皆
是
也
」
―

『
臨
川
集
』
卷
三
九
「
上
仁
宗
皇
帝
言
事
書
」
―
と
述
べ
て
お
り
、
天
下
の
大
多
數
は
「
中
人
」
で
あ
り
、
環
境
に
よ
っ
て
變
わ
る
と

す
る（

10
）。）

　　
　
　
二
　
王
安
石
に
お
け
る
聖
人

　　
こ
の
章
で
は
、「
莊
周
」
論
に
お
い
て
、
王
安
石
が
「
莊
子
も
ま
た
、
そ
の
心
の
は
た
ら
き
に
お
い
て
は
、
こ
の
二
聖
人
（
伯
夷
・
柳

下
惠
）
の
と
も
が
ら
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
安
石
に
お
け
る
聖
人
像
を
考
察
し
つ
つ
、
解
明
を
試
み
る
。
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ま
ず
、
王
安
石
が
「
聖
人
」
と
す
る
人
物
の
具
體
名
を
擧
げ
る
。
一
、
孔
子
。
二
、
先
王
（
堯
舜
禹
文
王
武
王
お
よ
び
周
公
）
。
そ

の
他
に
、『
易
』
の
制
作
者
伏
羲
を
聖
人
に
數
え
入
れ
る
。
す
べ
て
儒
家
に
お
い
て
聖
賢
と
見
な
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
三
、
儒
家
の

徒
、
孔
子
に
學
ぶ
者
と
し
て
は
、
唯
一
、
孟
子
の
み
を
聖
人
と
す
る（

11
）。

安
石
は
孟
子
を
尊
崇
し
、
孔
子
に

つ亞
ぐ
と
し
た
。
一
方
、
諸

子
百
家
の
中
で
、
同
じ
く
儒
家
に
屬
す
る
荀
子
は
聖
人
に
數
え
ず
、
嚴
し
く
批
判
し
て
い
る（

12
）。

ま
た
、
孔
子
の
門
弟
に
對
し
て
は
、

「
賢
」「
仁
」
と
評
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、「
聖
人
」
と
は
し
な
い
。
弟
子
の
中
で
、
孔
子
か
ら
最
も
稱
揚
さ
れ
た
顏
回
さ
え
も
「
聖

人
」
の
域
に
は
入
れ
な
い
。
そ
し
て
、
安
石
に
お
い
て
は
、
聖
人
と
賢
人
と
の
閒
の
隔
た
り
は
大
き
い
。

　
　
聖
人
之
名
、
非
大
賢
人
之
所
得
擬
也
、
（『
臨
川
集
』
卷
六
四
「
三
聖
人
」）

　
な
お
、
王
安
石
が
聖
人
と
す
る
の
は
、
先
秦
の
人
物
に
限
る
。
秦
漢
以
降
で
は
、
揚
雄
を
最
も
高
く
評
價
す
る
が
（『
臨
川
集
』
卷
七

二
「
答
龔
深
父
書
」）
、
聖
人
と
は
見
な
さ
な
い
。

　
伏
羲
・
先
王
・
孔
子
・
孟
子
の
他
に
、
王
安
石
が
「
聖
人
」
に
數
え
る
の
は
、
伯
夷
・
伊
尹
・
柳
下
惠
で
あ
る
。

昔
者
道
發
乎
伏
羲
、
而
成
乎
堯
舜
、
繼
而
大
之
於
禹
湯
文
武
、
此
數
人
者
、
皆
居
天
子
之
位
、
而
使
天
下
之
道
寖
明
寖
備
者
也
、

而
又
有
在
下
而
繼
之
者
焉
、
伊
尹
伯
夷
柳
下
惠
孔
子
是
也
、
（『
臨
川
集
』
卷
六
七
「
夫
子
賢
於
堯
舜
」）

　
伏
羲
に
よ
っ
て

ひ
ら發

か
れ
た
「
道
」
が
、
各
時
代
の
「
聖
人
」
の
手
で
繼
承
さ
れ
て
、
明
ら
か
に
さ
れ
、
備
わ
っ
て
い
っ
た
と
す
る
。

伯
夷
・
柳
下
惠
は
古
の
逸
民
、
伊
尹
は
殷
の
湯
王
の
補
弼
で
あ
る
。
彼
ら
に
つ
い
て
は
、『
論
語
』『
孟
子
』
に
言
及
が
あ
り
、
孟
子

は
三
者
を
「
聖
人
」
と
稱
す
る
が（

13
）、

孔
子
は
彼
ら
を
評
價
し
つ
つ
も
、「
聖
人
」
と
は
し
な
い
。
王
安
石
が
こ
の
三
者
を
聖
人
と
し
た

こ
と
は
、
や
や
異
色
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
批
判
も
爲
さ
れ
た（

14
）。

し
か
し
安
石
の
特
徵
は
、
三
者
を
も
「
聖
人
」
の
中
に
組
み
入

れ
た
そ
の
思
考
に
在
る
。

　
王
安
石
の
思
考
を
觀
察
す
る
と
、
ま
ず
彼
は
、
唯
一
の
「
道
」
へ
の
統
一
を
强
く
志
向
し
た
。
例
え
ば
、
安
石
は
、「
致
一
論
」（『
臨

川
集
』
卷
六
六
）
に
お
い
て
、
萬
物
が
有
す
る
「
至
理
」
を
詳
し
く
窮
め
る
方
法
は
「
其
の
一
を
致
す
に
在
る
の
み
」
と
論
じ
て
い
る
。
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ま
た
、
し
ば
し
ば
、
現
今
の
人
々
が
「
道
」「
德
」
を
異
に
す
る
こ
と
を
嘆
く
。

古
者
一
道
德
以
同
天
下
之
俗
、
士
之
有
爲
於
世
也
、
人
無
異
論
、
今
家
異
道
、
人
殊
德
、
（『
臨
川
集
』
卷
七
二
「
答
王
深
甫
書
」
二
）

古
者
一
道
德
以
同
俗
、
故
士
有
揆
古
人
之
所
爲
以
自
守
、
則
人
無
異
論
、
今
家
異
道
、
人
殊
德
、
（『
臨
川
集
』
卷
七
五
「
與
丁
元

珍
書
」）

　
次
に
、
王
安
石
の
思
想
を
構
成
す
る
重
要
な
柱
の
一
つ
と
し
て
、「
權
」
の
槪
念
が
擧
げ
ら
れ
る
。

　
「
權
」
と
は
、
常
道
で
あ
る
「
經
」
に
は
反
す
る
が
、
義
に
合
し
、
變
化
に
卽
應
し
て
よ
い
結
果
を
得
る
、
非
常
の
處
置
を
い
う
。

「
權
」
に
つ
い
て
も
、『
論
語
』『
孟
子
』
に
言
及
が
あ
る
。
安
石
は
、
こ
の
「
權
」
を
極
め
て
重
視
し
、
こ
れ
を
時
代
の
變
化
に
對
應

す
る
處
置
と
し
て
採
り
、
自
ら
の
思
想
に
組
み
込
み
活
用
し
た（

15
）。

夫
天
下
之
事
、
其
爲
變
豈
一
乎
哉
、
固
有
迹
同
而
實
異
者
矣
、
今
之
人
諰
諰
然
求
合
於
其
迹
、
而
不
知

•　權
•　時
•　之
•　變
、
是
則
所
同

者
古
人
之
迹
、
而
所
異
者
其
實
也
、
事
同
於
古
人
之
迹
而
異
於
其
實
、
則
其
爲
天
下
之
害
莫
大
矣
、
此
聖
人
所
以
貴
乎

•　權
•　時
•　之

•　變
者
也
、
孟
子
曰
、
非
禮
之
禮
、
非
義
之
義
、
大
人
不
爲
（『
孟
子
』
離
婁
下
篇
に
據
る
）
、
蓋
所
謂
迹
同
而
實
異
者
也
、
（『
臨
川

集
』
卷
六
七
「
非
禮
之
禮
」）

　
ま
た
君
子
に
對
し
て
は
、
時
の
變
を

は
か權

（
度
）
る
こ
と
を
要
請
す
る
。

雖
能
久
其
德
、
而
天
下
事
物
之
變
、
相
代
乎
吾
之
前
、
如
吾
知
恆
而
已
、
則
吾
之
行
有

•　時
而
不
可
通
矣
、
是
必

•　度
•　其
•　變
而
時
有

損
益
而
後
可
、
故
君
子
不
可
以
不
知
損
益
、
（『
臨
川
集
』
卷
六
六
「
九
卦
論
」）

　
時
の
推
移
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
變
化
す
る
社
會
情
況
に
對
應
す
る
た
め
、
王
安
石
は
、「
權
」
―
時
の
變
を

は
か權

る
こ
と
―
を
重

視
し
た
の
で
あ
る
。
一
面
か
ら
い
え
ば
、「
權
」
の
槪
念
を
用
い
れ
ば
、「
道
」
の
統
一
性
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
異
な
る
言
行
も
容

認
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

如
聖
賢
之
道
、
皆
出
於
一
、
而
無
權
時
之
變
、
則
又
何
聖
賢
之
足
稱
乎
、
聖
者
、
知
權
之
大
者
也
、
賢
者
、
知
權
之
小
者
也
、
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　　王安石の思想に於ける莊子

（『
臨
川
集
』
卷
六
九
「
祿
隱
」）

　
君
臣
の
義
に
反
す
る
と
さ
れ
る
放
伐
さ
え
も
、「
權
」
を
用
い
れ
ば
容
認
し
う
る
。
王
安
石
は
、
湯
王
・
武
王
の
放
伐
行
爲
に
つ
い

て
、「
湯
武
を
し
て
君
臣
の
常
義
に
暗
く
し
て
、
時
事
の
權
變
に
逹
せ
ざ
ら
し
め
ば
、
則
ち
豈
に
い
わ
ゆ
る
湯
武
な
ら
ん
や
」
（「
非
禮

之
禮
」）
と
論
じ
、
こ
れ
を
是
認
し
て
い
る
。

　
以
上
、
王
安
石
の
思
考
を
觀
て
き
た
が
、
安
石
に
お
い
て
、
聖
人
と
は
、
上
揭
「
祿
隱
」
か
ら
の
引
用
に
あ
る
ご
と
く
、
一
な
る

「
道
」
を
ふ
ま
え
、「
權
」
の
大
を
知
る
者
で
あ
り
、
さ
ら
に
加
え
て
、
身
を
以
て
天
下
を
救
濟
す
る
者
で
あ
っ
た
。

聖
人
之
所
以
能
大
過
人
者
、
蓋
能
以
身
救
弊
於
天
下
耳（

16
）、

（「
三
聖
人
」）

　
王
安
石
は
、「
三
聖
人
」
に
お
い
て
、
伯
夷
・
伊
尹
・
柳
下
惠
三
者
を
聖
人
と
稱
し
、
彼
ら
は
、
時
が
も
た
ら
す
變
化
に
對
應
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て
、
異
な
っ
た
出
處
進
退
を
と
っ
て
天
下
を
矯
正
・
救
濟
し
た
と
論
じ
て
い
る
。
そ
の
要
約
を
揭
げ
る
。

伊
尹
は
君
主
の
善
し
惡
し
や
世
の
治
亂
に
關
わ
り
な
く
、
出
仕
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
態
度
を
取
っ
た
。
後
世
の
士
は
、
伊
尹

の
ま
ね
を
し
て
、
出
仕
せ
ん
と
す
る
者
ば
か
り
が
多
く
な
り
、
こ
れ
が
弊
害
を
も
た
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
伯
夷
が

現
れ
て
こ
れ
を
矯
正
し
、
治
世
に
は
出
仕
し
、
亂
世
に
は
退
く
と
い
う
態
度
を
と
っ
た
。
後
世
の
士
は
伯
夷
の
ま
ね
を
し
て
、

退
く
者
が
多
く
な
り
、
か
つ
淸
廉
に
過
ぎ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
も
弊
害
を
生
じ
た
。
そ
こ
で
柳
下
惠
が
現
れ
て
、
こ
れ
を
矯

正
し
、
惡
し
き
君
主
に
も
仕
え
、
小
官
も
辭
せ
ず
と
い
う
態
度
を
取
っ
た
。
後
世
の
士
は
柳
下
惠
を
ま
ね
て
、
淸
廉
さ
は
減
じ
、

異
な
る
こ
と
を

に
く惡

み
、
同
ず
る
こ
と
を
尊
ぶ
よ
う
に
な
り
、
こ
こ
に
、
ま
た
し
て
も
弊
害
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
三

者
の
行
爲
は
、
時
の
偏
向
に
應
じ
て
こ
れ
を
矯
正
・
救
濟
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
天
下
の
中
道
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え

久
し
く
時
が
經
つ
と
、
弊
害
を
生
む
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
「
莊
周
」
論
に
描
き
出
さ
れ
た
莊
子
像
に
お
い
て
も
、
右
の
論
に
見
え
る
も
の
と
同
樣
の
思
考
が
見
出
さ
れ
る
。
安
石
が

「
莊
周
」
上
・
第
四
段
で
語
る
莊
子
は
、
こ
こ
で
述
べ
る
伯
夷
・
伊
尹
・
柳
下
惠
と
同
じ
く
、
時
の
弊
害
に
對
應
し
て
、
こ
れ
を
矯
正

331



す
る
た
め
に
行
動
し
た
人
物
で
あ
る（

17
）。『

莊
子
』
に
見
え
る
、「
是
非
の
別
、
彼
我
の
分
、
利
害
の
區
分
な
ど
の
辨
別
を
無
く
」
す
る

萬
物
齊
同
の
說
は
、
王
安
石
に
よ
れ
ば
、
時
代
の
弊
害
を
矯
正
す
る
た
め
に
、
莊
子
が
爲
し
た
言
說
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
三
者
の

場
合
と
同
じ
く
、
天
下
の
中
道
で
は
な
く
、
久
し
く
時
が
經
過
す
れ
ば
、
弊
害
を
生
む
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
王
安
石
は
、「
三
聖
人
」
に
お
い
て
、
孔
子
を
、
伯
夷
・
伊
尹
・
柳
下
惠
の
三
聖
人
の
行
い
を
集
め
て
、「
聖
人
の
道
」
を
完
成

し
た
者
と
位
置
づ
け
て
い
る（

18
）。

そ
の
上
で
、
三
聖
人
が
孔
子
の
時
代
に
生
ま
れ
て
い
れ
ば
、
孔
子
に
な
り
得
た
と
述
べ
る
。

至
孔
子
之
時
、
三
聖
人
之
弊
、
各
極
於
天
下
矣
、
故
孔
子
集
其
行
、
而
制
成
法
於
天
下
曰
、
可
以
速
則
速
、
可
以
久
則
久
、
可

以
仕
則
仕
、
可
以
處
則
處
（『
孟
子
』
公
孫
丑
上
篇
・
萬
章
下
篇
に
據
る
）
、
然
後
聖
人
之
道
大
具
、
而
無
一
偏
之
弊
矣
、
其
所
以
大

具
而
無
弊
者
、
豈
孔
子
一
人
之
力
哉
、
四
人
者
相
爲
終
始
也
、
…
…
使
三
人
者
、
當
孔
子
之
時
、
則
皆
足
以
爲
孔
子
也
、
然
其

所
以
爲
之
淸
、
爲
之
任
、
爲
之
和
者
、
時
耳（

19
）、

　
王
安
石
は
「
莊
周
」
上
・
第
六
段
で
、
莊
子
は
、
心
の
は
た
ら
き
に
お
い
て
、
二
聖
人
（
伯
夷
・
柳
下
惠
）
の
と
も
が
ら
で
あ
っ
た

の
に
、
矯
正
の
度
が
過
ぎ
た
た
め
、
そ
の
言
說
は
か
え
っ
て
邪
說
の
類
と
な
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
右
に
揭
げ
た
「
三
聖
人
」
の
論

を
推
し
進
め
て
い
く
と
、
も
し
、
莊
子
が
矯
正
を
適
度
に
爲
す
こ
と
が
で
き
、
か
つ
孔
子
の
時
代
に
生
ま
れ
て
い
れ
ば
、
彼
は
孔
子

に
な
り
得
た
こ
と
に
な
る
。

　
さ
ら
に
王
安
石
は
、
孟
子
に
つ
い
て
、「
孟
子
の
時
代
狀
況
は
、
伊
尹
の
弊
害
が
起
こ
っ
た
時
代
に
似
て
い
た
の
で
、
孟
子
は
伯
夷

を
ま
ず
論
じ
て
天
下
を
矯
正
・
救
濟
し
よ
う
と
し
た
」
と
い
う
（「
三
聖
人
」）
。
安
石
に
と
っ
て
、
孟
子
も
ま
た
、
時
の
偏
向
に
應
じ

て
對
處
し
、
天
下
を
矯
正
し
よ
う
と
し
た
聖
人
で
あ
っ
た
。
莊
子
と
孟
子
と
の
違
い
、
ひ
い
て
は
他
の
聖
人
と
の
違
い
は
、
天
下
の

弊
害
を
矯
正
す
る
に
當
た
っ
て
、
そ
れ
が
適
度
に
爲
さ
れ
た
か
否
か
に
あ
っ
た
。
そ
の
他
の
點
に
つ
い
て
は
、
天
下
の
矯
正
・
救
濟

の
意
に
お
い
て
も
、
時
の
變
化
に
對
應
し
た
そ
の
處
置
（
權
）
に
お
い
て
も
、
莊
子
は
聖
人
の
徒
で
あ
っ
た
。

　
客
觀
的
に
見
れ
ば
、『
莊
子
』
に
述
べ
ら
れ
た
內
容
と
儒
家
の
說
く
思
想
と
の
閒
に
は
、
あ
ま
り
に
も
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。
し
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　　王安石の思想に於ける莊子

か
し
、
上
述
の
如
く
、
王
安
石
は
莊
子
の
「
意
」
に
お
い
て
は
、
か
か
る
乖
離
を
認
め
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
王
安
石
は
、「
莊
周
」
上
に
お
い
て
、
莊
子
の
「
意
」
を
求
め
よ
、
と
く
り
か
え
し
主
張
す
る
。
安
石
に
と
っ
て
、
莊
子

の
「
心
」
の
は
た
ら
き
は
、
聖
人
の
そ
れ
で
あ
る
。「
三
聖
人
」
に
お
い
て
も
、
安
石
は
、
後
世
の
士
が
伯
夷
以
下
三
聖
人
の
「
心
」

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
弊
害
を
生
ん
だ
と
す
る
。
ま
た
他
の
作
品
で
も
、
安
石
は
聖
人
の
「
意
」「
心
」
を
し
ば

し
ば
揭
げ
る
。
例
え
ば
、「
養
生
は
君
子
の
事
に
非
ず
」
と
す
る
世
俗
の
言
に
つ
い
て
、「

こ是
れ
未
だ
先
王
の
禮
樂
を
建
つ
る
の

•　意
を

知
ら
ざ
る
な
り
」
と
批
判
し
（『
臨
川
集
』
卷
六
六
「
禮
樂
論
」）
、
性
善
說
を
主
張
す
る
論
者
に
つ
い
て
は
、「

こ是
れ
嘗
て
孟
子
の
書
を

讀
む
、
而
れ
ど
も
未
だ
嘗
て
孟
子
の

•　意
を
求
め
ざ
る
の
み
」
と
論
ず
る
（
同
上
卷
六
七
「
性
情
」）
。

　
こ
の
〈
聖
人
の
「
意
」「
心
」〉
は
、
精
神
、
こ
の
世
の
眞
理
―
道
―
を
體
し
た
精
神
、
と
も
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
王
安
石
が
〈
聖

人
の
「
意
」「
心
」〉
を
揭
げ
る
時
、
そ
れ
は
彼
に
お
い
て
は
、〈の

つ
と法る

べ
き
も
の
〉
を
意
味
す
る
。

然
臣
以
謂
今
之
失
、
患
在
不
法
先
王
之
政
者
、
以
謂
當

•　法
•　其
•　意
而
已
、
…
…

•　法
•　其
•　意
、
則
吾
所
改
易
更
革
、
不
至
乎
傾
駭
天
下

之
耳
目
、
囂
天
下
之
口
、
而
固
已
合
乎
先
王
之
政
矣
、
（『
臨
川
集
』
卷
三
九
「
上
仁
宗
皇
帝
言
事
書
」）

　
で
は
、
王
安
石
は
、
莊
子
の
何
處
に
〈
聖
人
の
「
意
」「
心
」〉
＝
〈
法
る
べ
き
者
〉
を
求
め
た
の
か
。

　
周
知
の
如
く
、『
莊
子
』
の
中
核
を
成
す
思
想
は
、
萬
物
齊
同
の
說
で
あ
る
が
、
王
安
石
は
、
こ
の
說
を
認
め
て
い
な
い
。
矯
正
が

度
を
越
し
て
、
邪
說
の
類
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る（

20
）（「

莊
周
」
上
・
第
四
段
、
お
よ
び
第
六
段
）
。
ま
た
、『
莊
子
』
の
中
の
、
堯
舜
孔
子

を
そ
し詆
っ
た
こ
と
ば
は
、「
寓
言
」
と
し
て
處
理
し
て
い
る
（「
莊
周
」
下
）
。

　
王
安
石
が
〈
聖
人
の
「
意
」「
心
」〉
＝
〈
法
る
べ
き
も
の
〉
を
求
め
た
の
は
、「
莊
周
」
上
・
第
五
段
に
見
え
る
『
莊
子
』
天
下
篇

か
ら
の
引
用
部
分
で
あ
る
。
王
安
石
は
、
こ
の
引
用
に
も
と
づ
い
て
、
莊
子
を
「
聖
人
を
理
解
す
る
者
」「
聖
人
の
道
を
存
續
さ
せ
よ

う
と
し
た
」
と
、
く
り
か
え
し
「
聖
人
」
の
語
を
持
ち
出
し
て
稱
贊
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
次
章
で
は
、
こ
の
天
下
篇
か
ら
の
引
用
部
分
に
焦
點
を
あ
て
て
、
王
安
石
の
思
想
を
考
察
す
る
。
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三
　
『
莊
子
』
天
下
篇

諸
思
想
統
一
の
構
想

　　
『
莊
子
』
の
掉
尾
を
飾
る
天
下
篇
は
、
諸
子
百
家
に
對
し
て
、
批
判
・
論
評
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
で
名
高
い
。
こ
の
篇
は
、
內

容
か
ら
見
る
と
、
二
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。
前
半
で
は
、
諸
子
百
家
出
現
の
經
緯
を
述
べ
て
お
り
、
序
論
に
あ
た
る
。
後
半
で
は
、
諸

子
の
思
想
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
批
判
・
論
評
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。「
莊
周
」
上
・
第
五
段
に
お
け
る
、
天
下
篇
か
ら
の
引
用
は
、

殆
ど
が
前
半
・
序
論
に
含
ま
れ
る
。「
自
ら
そ
の
書
を
宋
鈃
・
愼
到
・
墨
翟
・
老
聃
の
中
に
竝
べ
列
ね
云
々
」
の
語
の
み
、
後
半
・
諸

子
百
家
各
論
に
も
と
づ
く
。

　
ま
ず
、
天
下
篇
を
槪
觀
す
る
。
前
半
・
序
論
を
、
王
安
石
の
引
用
部
分
を
中
心
に
し
て
揭
げ
、
要
約
を
附
す
。
つ
づ
い
て
後
半
・

諸
子
百
家
各
論
の
槪
略
を
示
す
（
傍
線
部
分
は
、「
莊
周
」
上
に
お
い
て
王
安
石
が
引
用
し
た
語
）
。

天
下
之
治
方
術
者
多
矣
、
皆
以
其
有
爲
不
可
加
矣
、
古
之
所
謂
道
術
者
、
果
惡
乎
在
、
曰
、
无
乎
不
在
、
曰
、
神
何
由
降
、
明
何

由
出
、
聖
有
所
生
、
王
有
所
成
、
皆
原
於
一
、
…
…
古
之
人
其
備
乎
、
配
神
明
、
醇
天
地
、
育
萬
物
、
和
天
下
、
澤
及
百
姓
、
明

於
本
數
、
係
於
末
度
、
六
通
四
辟
、
小
大
精
粗
、
其
運
无
乎
不
在
、
其
明
而
在
數
度
者
、
舊
法
世
傳
之
史
尙
多
有
之
、
其
在
於
詩

書
禮
樂
者
、
鄒
魯
之
士
搢
紳
先
生
多
能
明
之
、
詩
以
道
志
、
書
以
道
事
、
禮
以
道
行
、
樂
以
道
和
、
易
以
道
陰
陽
、
春
秋
以
道

名
分
、
其
數
散
於
天
下
而
設
於
中
國
者
、
百
家
之
學
時
或
稱
而
道
之
、
天
下
大
亂
、
聖
賢
不
明
、
道
德
不
一
、
天
下
多
得
一
察

焉
以
自
好
、
譬
如
耳
目
鼻
口
、
皆
有
所
明
、
不
能
相
通
、猶
百
家
衆
技
也
、
皆
有
所
長
、
時
有
所
用
、
雖
然
、
不
該
不
徧
、
一
曲

之
士
也
、
判
天
地
之
美
、
析
萬
物
之
理
、
察
古
人
之
全
、
寡
能
備
於
天
地
之
美
、
稱
神
明
之
容
、
是
故
內
聖
外
王
之
道
、
闇
而

不
明
、
鬱
而
不
發
、
天
下
之
人
各
爲
其
所
欲
焉
以
自
爲
方
、
悲
夫
、
百
家
往
而
不
反
、
必
不
合
矣
、
後
世
之
學
者
、
不
幸
不
見

天
地
之
純
、
古
人
之
大
體
、
道
術
將
爲
天
下
裂
、
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（
前
半
・
序
文
の
要
約
）
古
の
い
わ
ゆ
る
道
術
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
。
…
…
古
の
人
は
完
全
そ
の
も
の
で
あ
り
、
生

育
と
惠
み
を
す
み
ず
み
ま
で
ゆ
き
わ
た
ら
せ
、
調
和
と
統
一
性
を
有
す
る
世
界
を
出
現
さ
せ
て
い
た
。
し
か
し
天
下
が
大
い
に

亂
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
聖
賢
は
姿
を
隱
し
、
道
德
は
統
一
性
を
失
い
、
天
下
の
人
々
は
一
部
分
を
得
て
滿
足
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
百
家
の
學
問
は
、
一
藝
一
長
所
は
有
す
る
が
、
全
體
を
把
握
す
る
こ
と
は
な
い
。
彼
ら
は
各
々
目
指
す
方
向
に
進
み
、
も

は
や
一
致
す
る
こ
と
も
な
い
。
か
く
て
、
學
者
た
ち
は
、
不
幸
に
も
「
天
地
之
純
、
古
人
之
大
體（

21
）」

を
見
る
こ
と
な
く
、
道
術

は
ま
さ
に
分
裂
の
危
機
に
あ
る
。

（
な
お
、
こ
の
序
文
の
は
じ
め
の
段
落
に
「
皆
原
於
一
」
と
あ
り
、
根
源
の
「
一
」
の
存
在
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
附
言
し

て
お
く
。）

　
つ
づ
い
て
後
半
・
諸
子
百
家
各
論
で
は
、「
墨
翟
・
禽
滑
釐
」「
宋
鈃
・
尹
文
」「
彭
蒙
・
田
騈
・
愼
到
」「
關
尹
・
老
聃
」「
莊
周
」

「
惠
施
」
の
六
組
の
思
想
家
た
ち
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
長
所
短
所
を
取
り
上
げ
て
論
評
す
る
。
關
尹
・
老
聃
を
除
く

諸
子
に
つ
い
て
は
、
そ
の
思
想
に
一
部
分
の
長
所
は
有
る
と
認
め
つ
つ
も
、
短
所
を
擧
げ
て
、
き
び
し
い
批
判
を
展
開
す
る
。
莊
子

も
自
ら
を
こ
こ
に
列
し
て
、「
其
の
理
は

つ竭
く
さ
ず
、
其
の
來
た
る
や
蛻
せ
ず
、
芒
乎
昧
乎
と
し
て
、
未
だ
こ
れ
を
盡
く
さ
ざ
る
者
な

り
」
と
低
く
評
價
し
、
自
ら
を
相
對
化
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
關
尹
・
老
子
に
つ
い
て
は
、
短
所
を
擧
げ
ず
、
最
も
高
い
評
價
を
下

し
て
い
る
。
な
お
、「
莊
周
」
上
・
第
五
段
の
「
自
ら
そ
の
書
を
宋
鈃
・
愼
到
・
墨
翟
・
老
聃
の
徒
の
中
に
竝
べ
列
ね
云
々
」
は
、
こ

の
後
半
・
諸
子
百
家
各
論
、
と
り
わ
け
、
莊
子
が
自
ら
を
論
評
し
た
部
分
に
も
と
づ
く
。

　
天
下
篇
に
は
、
諸
思
想
統
一
の
構
想
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る（

22
）。

こ
の
篇
は
莊
子
の
自
著
に
非
ず

と
さ
れ
、
成
立
時
期
は
、『
莊
子
』
諸
篇
の
中
で
も
遲
く
、
前
漢
の
は
じ
め
か
ら
、
武
帝
の
こ
ろ
あ
た
り
ま
で
と
さ
れ
る（

23
）。

こ
の
時
期
、

天
下
統
一
を
果
た
し
た
漢
王
朝
に
あ
っ
て
は
、
一
帝
王
に
權
力
が
集
中
し
て
ゆ
く
過
程
に
當
た
り
、
こ
れ
を
反
映
し
て
、
思
想
に
お

い
て
も
、
戰
國
の
諸
子
思
想
を
統
一
す
る
氣
運
が
生
ま
れ
た
。
天
下
篇
の
成
立
も
こ
の
情
況
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

335



　
天
下
篇
に
お
け
る
諸
思
想
統
一
の
構
想
に
つ
い
て
、
池
田
知
久
氏
は
、
天
下
篇
の
前
半
・
序
論
に
見
え
る
「
道
術
」
は
、
窮
極
的

根
源
的
な
實
在
「
道
」
の
言
い
換
え
で
あ
る
と
指
摘
し（

24
）、

そ
の
上
で
、
後
半
部
分
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

こ
の
諸
子
百
家
各
論
の
目
的
は
、
上
の
序
論
の
內
容
か
ら
す
る
に
、「
道
術
」
の
分
裂
が
こ
れ
以
上
進
行
す
る
を
く
い
止
め
、
そ

の
統
一
を
回
復
す
る
こ
と
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
作
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
一
察
」「
一
曲
」
を
把
握
し
て
い
る

「
百
家
」
の
思
想
を
統
一
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
あ
の
「
古
之
人
」
の
統
一
的
な
「
道
術
」
を
回
復
し
よ
う
と
目
論
ん
で
い
る
わ

け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
の
中
心
の
位
置
に
す
え
ら
れ
た
の
は
關
尹
・
老
聃
の
「
道
」
で
あ
っ
た
。

關
尹
・
老
聃

論
に
、「
關
尹
老
聃
乎
、
古
之
博
大
眞
人
哉
」
と
あ
っ
て
、
二
人
が
こ
の
各
論
中
、
最
も
高
く
評
價
さ
れ
て
い
る
事
實
を
見
逃
し

て
は
な
ら
な
い（

25
）。

　
天
下
篇
に
提
示
し
て
い
る
の
は
、
一
つ
の
思
想
に
、
高
い
評
價
・
絕
對
的
評
價
を
與
え
て
、（
價
値
的
に
）
上
位
に
お
き
、
そ
の
他

の
思
想
は
、
こ
の
一
つ
の
思
想
の
一
片
一
部
分
を
得
る
者
と
し
て
、
低
い
評
價
・
相
對
的
評
價
を
與
え
て
、（
價
値
的
に
）
下
位
に
位

置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
天
下
篇
の
提
示
か
ら
、
一
つ
の
上
位
思
想
と
そ
の
他
の
下
位
思
想
と
の
閒
に
、
全
體
と
一
部
分
の
關

係
が
導
き
出
さ
れ
、
さ
ら
に
、
分
裂
し
た
思
想
を
統
一
す
る
た
め
に
、
こ
の
一
つ
の
上
位
思
想
の
中
に
、
他
の
下
位
思
想
を
包
攝
す

る
と
い
う
方
法
が
導
き
出
さ
れ
る
。

　
「
莊
周
」
上
・
第
五
段
に
お
い
て
、
天
下
篇
か
ら
引
用
し
た
部
分
（
傍
線
部
分
）
は
、
ま
さ
に
こ
の
思
想
統
一
の
方
法
論
を
提
示
し

た
部
分
を
含
む
。
こ
こ
に
王
安
石
は
、〈
聖
人
の
「
意
」「
心
」〉
を
求
め
、
自
ら
が
〈の

つ
と法る

べ
き
も
の
〉
を
見
出
し
た
。
王
安
石
は
、

こ
の
方
法
論
を
欲
し
た
の
で
あ
る
。

　
天
下
篇
に
つ
い
て
は
、
關
尹
・
老
聃
に
最
高
の
評
價
を
與
え
て
い
る
、
と
す
る
見
解
が
通
常
で
あ
る
。
し
か
し
、
安
石
が
法
る
た
め

に
は
、
天
下
篇
が
（
儒
家
的
な
）〈
聖
人
の
「
意
」「
心
」〉
に
因
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
安
石
か
ら
見
て
異
端
で
あ

る
關
尹
・
老
聃
の
思
想
を
、
中
心
に
（
價
値
的
に
上
位
に
）
据
え
る
こ
と
は
容
認
で
き
ず
、
中
心
に
は
、
儒
家
の
思
想
を
置
か
ね
ば
な
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ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
王
安
石
は
從
來
の
見
解
を
排
し
、
自
ら
解
釋
を
施
す
。「
莊
周
」
上
・
第
四
段
、
お
よ
び
第
六
段
に
見
え
る
、

「
權
」
を
用
い
て
の
、
莊
子
の
「
心
」
の
聖
人
化
は
、
そ
の
一
環
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
五
段
に
お
い
て
、
安
石
は
、
莊
子
の
「
心
」

の
聖
人
化
と
と
も
に
、「
關
尹
・
老
聃
」
に
代
え
て
、
儒
家
的
な
「
道
」
を
首
座
に
（
＝
價
値
的
に
上
位
に
）
据
え
る
操
作
を
行
う（

26
）。

以

下
、
第
五
段
に
お
け
る
王
安
石
の
莊
子
解
釋
を
分
析
す
る
。

　
分
析
に
入
る
前
に
、
次
の
①
②
の
點
を
指
摘
し
て
お
く
。

　
①
天
下
篇
の
構
成
を
み
る
と
、「
鄒
魯
之
士
・
搢
紳
先
生
（
＝
儒
家
）
」、
お
よ
び
彼
ら
が
說
く
詩
書
禮
樂
易
春
秋
は
、
前
半
・
序
論

に
在
っ
て
、
後
半
・
諸
子
百
家
各
論
に
は
無
い
。
か
つ
、
莊
子
は
自
ら
他
の
諸
子
と
竝
ん
で
、
後
半
・
諸
子
百
家
各
論
に
列
し
、
自

分
を
低
く
評
價
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
莊
子
は
儒
家
・
詩
書
禮
樂
易
春
秋
と
諸
子
と
を
分
か
ち
、
前
者
を
尊
ぶ
者
で
あ
る
、
と

す
る
考
え
が
生
ず
る
。
例
え
ば
、
王
安
石
の
同
時
代
人
で
あ
る
蘇
軾
は
、
こ
の
考
え
に
據
り
、「
莊
子
は
、
自
ら
を
百
家
に
列
し
て
い

る
が
、
孔
子
を
こ
こ
に
列
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
孔
子
を
非
常
に
尊
ん
だ
た
め
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
（『
東
坡
集
』
卷
三
二
「
莊
子

堂
祀
記（
27
）」）
。
王
安
石
も
ま
た
、
こ
の
考
え
に
據
っ
た
。
安
石
の
論
に
は
、「
鄒
魯
之
士
、
搢
紳
先
生
」
の
語
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、

莊
子
の
中
に
、〈
詩
書
禮
樂
易
春
秋
と
諸
子
の
辨
別
〉
及
び
〈
詩
書
禮
樂
易
春
秋
を
尊
ぶ
態
度
〉
を
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

28
）。

　
②
前
半
・
序
論
に
お
け
る
詩
書
禮
樂
易
春
秋
の
旨
を
述
べ
る
部
分
に
は
、
こ
れ
ら
を
尊
ん
で
い
る
お
も
む
き
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
指
摘
が
あ
り
、
例
え
ば
、
津
田
左
右
吉
氏
は
、「
鄒
魯
之
士
、
搢
紳
先
生
の
說
く
と
い
う
詩
書
禮
樂
易
春
秋
を
ば
、

寧
ろ
道
の
本
原
に
近
い
も
の
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
」
と
評
す
る（

29
）。

た
だ
し
、
津
田
氏
の
言
う
如
く
「
見
え
る
」
だ
け
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
尊
ん
で
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
判
然
と
し
な
い（

30
）。

王
安
石
は
、
こ
こ
に
「
聖
人
の
道
」
の
全
き
も
の
が
あ

る
と
す
る
。

　
上
記
①
②
の
二
點
を
ふ
ま
え
て
、「
莊
周
」
上
・
第
五
段
の
分
析
に
移
る
（
引
用
は
、
原
文
を
揭
げ
る
。
傍
線
は
、
王
安
石
が
天
下
篇
よ

り
引
用
し
た
部
分
。
な
お
、
天
下
篇
か
ら
の
引
用
中
、「
詩
以
道
意
…
…
春
秋
以
道
名
分
」
と
詩
書
禮
樂
易
春
秋
の
旨
を
述
べ
る
部
分
は
、
分
析
に
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お
い
て
は
〈
詩
書
禮
樂
易
春
秋
の
旨
〉
と
略
す
）
。

　
第
五
段
で
は
、
安
石
は
、
ま
ず
、
莊
子
の
言
說
を
後
世
の
者
が
眞
實
で
あ
る
と
誤
解
す
る
こ
と
を
、
莊
子
本
人
が
懼
れ
て
い
る
と

し
、
か
つ
莊
子
の
言
說
と
「
天
地
之
純
、
古
人
之
大
體
」
（
＝
聖
人
の
總
體（
31
））
と
を
切
り
離
す
。
ま
た
、
天
下
篇
に
は
莊
子
の
本
心
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
と
規
定
す
る
。
こ
こ
に
、
天
下
篇
と
、
莊
子
の
言
說
を
述
べ
た
他
の
諸
篇
と
は
、
辨
別
さ
れ
て
い
る
。

〔
莊
子
〕
旣
以
其
說
矯
弊
矣
、
又
懼
來
世
之
遂
實
吾
說
、
而
不
見
天
地
之
純
、
古
人
之
大
體
也
、
於
是
又
傷
其
心
、
於
卒
篇
以

自
解
、

　
次
に
安
石
は
、
上
の
「
天
地
之
純
、
古
人
之
大
體
」
（
＝
聖
人
の
總
體
）
と
、
莊
子
の
述
べ
る
〈
詩
書
禮
樂
易
春
秋
の
旨
〉
と
を
結

び
つ
け
る
。
ま
た
、〈
詩
書
禮
樂
易
春
秋
の
旨
〉
を
述
べ
た
莊
子
は
、「
知
聖
人
者
」
で
あ
る
と
す
る
。
た
だ
し
こ
こ
に
は
、
王
安
石

の
解
釋
の
根
本
的
弱
點
が
存
在
す
る
。
天
下
篇
の
中
に
は
、「
天
地
之
純
、
古
人
之
大
體
」
と
〈
詩
書
禮
樂
易
春
秋
の
旨
〉
と
を
結
ぶ

根
據
は
、
示
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

故
其
篇
曰
、「
詩
以
道
志
、
書
以
道
事
、
禮
以
道
行
、
樂
以
道
和
、
易
以
道
陰
陽
、
春
秋
以
道
名
分
」、
由
此
而
觀
之
、
莊
子
豈

不
知
聖
人
者
哉
、

　
つ
づ
い
て
安
石
は
、「
譬
如
耳
目
鼻
口
…
…
時
有
所
用
」
の
語
を
引
用
し
、
こ
の
莊
子
の
語
に
も
と
づ
い
て
、〈
百
家
衆
技
〉
に
は

一
片
の
長
所
、
一
部
分
の
は
た
ら
き
は
あ
る
が
、
全
體
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
ま
た
、「
聖
人
之
道
」
の
、
そ
の
全

き
も
の
は
〈
詩
書
禮
樂
易
春
秋
の
旨
〉
（
＝

•　彼
）
に
在
り
、〈
百
家
衆
技
〉
（
＝

•　此
）
に
は
無
い
と
主
張
す
る
。

又
曰
、「
譬
如
耳
目
鼻
口
、
皆
有
所
明
、
不
能
相
通
、
猶
百
家
衆
技
、
皆
有
所
長
、
時
有
所
用
」、
用
是
以
明
聖
人
之
道
、
其
全

在
•　彼
而
不
在

•　此
、

　
さ
ら
に
王
安
石
は
、
莊
子
が
自
ら
を
諸
子
（
儒
家
は
含
ま
ず
）
に
列
ね
て
、
こ
れ
ら
を
「
不
該
不
徧
、
一
曲
之
士
」
と
評
し
た
こ
と
を

揭
げ
る
。
こ
こ
で
、
王
安
石
に
と
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
、
莊
子
の
扱
い
で
あ
る
。
莊
子
の
「
意
」
を
採
れ
ば
、
こ
の
古
人
は
、
そ
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　　王安石の思想に於ける莊子

の
「
意
」
に
お
い
て
は
聖
人
の
徒
で
あ
る
ゆ
え
に
、「
一
曲
之
士
」
で
あ
る
諸
子
に
は
入
ら
な
い
。「
言
說
」
を
採
れ
ば
、
諸
子
に
入

る
。
安
石
は
こ
の
二
つ
を
分
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
解
決
を
圖
る
。

而
亦
自
列
其

•　書
於
宋
鈃
愼
到
墨
翟
老
聃
之
徒
、
俱
爲
不
該
不
徧
、
一
曲
之
士
、
蓋
欲
明
吾
之
言
有
爲
而
作
、
非
大
道
之
全
云
耳
、

　
右
引
用
中
、
諸
子
に
列
し
た
の
は
「
其

•　書
」
す
な
わ
ち
莊
子
の

•　書
だ
け
で
あ
る
。
莊
子
の
名
は
揭
げ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
王
安

石
に
と
っ
て
、
莊
子
の
「
言
說
」
は
諸
子
に
入
り
、「
意
」
を
有
す
る
莊
周
と
い
う
名
の
人
物
は
、
諸
子
に
は
入
ら
な
い
。
そ
し
て
、

「
意
」
に
お
い
て
は
聖
人
の
徒
で
あ
る
莊
子
は
、
己
れ
の
言
說
を
「
大
道
之
全
」
で
は
な
い
と
否
定
し
て
お
り
、
か
つ
、
自
ら
の
書
を

諸
子
に
列
す
る
こ
と
を
手
段
に
し
て
、
こ
れ
が
「
大
道
之
全
」
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
末
尾
に
當
た
っ
て
、
王
安
石
は
、
莊
子
は
「
聖
人
之
道
」
を
存
續
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
結
論
づ
け
る
。

　
　
然
則
莊
子
豈
非
有
意
於
天
下
之
弊
而
存
聖
人
之
道
乎
、

　
か
く
て
、
天
下
篇
は
、「
意
」
に
お
い
て
は
聖
人
の
徒
で
あ
る
莊
子
が
、
本
心
を
述
べ
た
篇
と
な
る
。「
天
地
之
純
、
古
人
之
大
體
」

（
＝
聖
人
の
總
體
）
を
見
る
に
は
、〈
詩
書
禮
樂
易
春
秋
の
旨
〉
に
由
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、「
聖
人
之
道
」
の
、
そ
の
全
體
は
、
儒

家
の
說
く
〈
詩
書
禮
樂
易
春
秋
の
旨
〉
に
在
っ
て
、
諸
子
は
そ
の
一
片
一
部
分
を
把
握
す
る
の
み
と
な
っ
た
。

　
以
上
、
王
安
石
の
解
釋
を
分
析
し
て
き
た
が
、
上
記
の
よ
う
な
操
作
を
經
た
莊
子
解
釋
が
、
他
者
に
說
得
力
を
持
つ
か
否
か
は
疑

問
で
あ
る
。
し
か
し
、
王
安
石
は
、
自
ら
が
解
釋
し
た
莊
子
の
「
意
」
にの

っ
と法り

、
天
下
篇
に
提
示
さ
れ
た
思
想
統
一
の
方
法
論
―
一

つ
の
思
想
に
、
絕
對
的
評
價
を
與
え
て
上
位
に
置
き
、
そ
の
他
の
思
想
に
は
、
こ
の
一
つ
の
思
想
の
一
片
一
部
分
を
得
る
者
と
し
て
、

相
對
的
評
價
を
與
え
て
下
位
に
位
置
づ
け
、
上
位
思
想
と
下
位
思
想
と
の
閒
に
全
體
と
一
部
分
の
關
係
を
設
定
し
て
、
上
位
思
想
の

中
に
下
位
思
想
を
包
攝
し
て
諸
思
想
を
統
一
す
る
と
い
う
方
法
（
本
章
前
述
部
分
參
照
）
―
を
用
い
て
、
儒
家
の
立
場
に
立
っ
て
、
諸

思
想
を
「
聖
人
の
道
」
に
統
一
し
て
い
く
。
こ
の
試
み
は
、
安
石
の
文
集
の
そ
こ
か
し
こ
に
見
出
さ
れ
る
。
數
例
を
揭
げ
る
。

　
王
安
石
は
「
漣
水
軍
淳
化
院
經
藏
記
」
（『
臨
川
集
』
卷
八
三
）
で
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

339



道
之
不
一
久
矣
、
人
善
其
所
見
、
以
爲
敎
於
天
下
、
而
傳
之
後
世
、

•　後
•　世
•　學
•　者

或
徇
乎
身
之
所
然
、
或
誘
乎
世
之
所
趨
、
或
得

乎
心
之
所
好
、
於
是

•　聖
•　人
•　之
•　大
•　體
、

•　分
•　裂
•　而
•　爲
•　八
•　九
、
博
聞
該
見
有
志
之
士
、
補
苴
調
胹
、
冀
以
就
完
而
力
不
足
、
又
無
可
爲

之
地
、
故
終
不
得
、
蓋
有
見
於
無
思
無
爲
、
退
藏
於
密
寂
然
不
動
者
、
中
國
之
老
莊
、
西
域
之
佛
也
、

　
右
の
記
に
見
ら
れ
る
思
考
は
、『
莊
子
』
天
下
篇
に
働
く
思
考
と
骨
格
を
同
じ
く
す
る
。
ま
た
、
語
句
に
お
い
て
も
、
莊
子
の
名
こ

そ
擧
げ
な
い
け
れ
ど
も
、
傍
點
部
分
「
後
世
學
者
、
…
…
聖
人
之
大
體
、
分
裂
而
爲
八
九
」
は
、
天
下
篇
の
前
半
・
序
論
の
末
尾
の

句
「
後
世
之
學
者
、
不
幸
不
見
天
地
之
純
、
古
人
之
大
體
、
道
術
將
爲
天
下
裂
」
を
腦
裏
に
ふ
ま
え
る
で
あ
ろ
う
（
王
安
石
に
お
い
て

は
、「
天
地
之
純
、
古
人
之
大
體
」
＝
〈
聖
人
の
總
體
〉
で
あ
り
、
右
引
用
中
の
「
聖
人
之
大
體
」
と
同
義
と
み
て
よ
い
）
。
こ
こ
で
は
、
莊
子
は

老
子
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
お
り
、
安
石
は
老
莊
や
佛
敎
は
、「
無
思
無
爲
」
や
「
寂
然
不
動
」
に
長
所
が
あ
り
、「
聖
人
之
大
體
」
の

一
片
一
部
分
を
得
て
い
る
と
す
る
。

　
諸
子
百
家
の
代
表
格
で
あ
る
楊
朱
と
墨
子
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

楊
墨
之
道
、
得
聖
人
之
一
而
廢
其
百
者
是
也
、
聖
人
之
道
、
兼
楊
墨
而
無
可
無
不
可
者
是
也（

32
）、

（『
臨
川
集
』
卷
六
八
「
楊
墨
」）

　
「
無
可
無
不
可
」
は
、『
論
語
』
微
子
篇
に
見
え
る
孔
子
の
語
。
孔
子
は
、
伯
夷
・
柳
下
惠
・
虞
仲
な
ど
の
逸
民
を
論
評
し
た
上
で
、

自
ら
に
つ
い
て
、「
我
則
異
於
是
、
無
可
無
不
可
」
と
述
べ
た
。
王
安
石
は
こ
れ
を
、
孔
子
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
「
道
」
を
表
す
語

と
し
て
用
い
て
い
る（

33
）。

　
「
三
不
欺
」
（『
臨
川
集
』
卷
六
七
）
で
は
、
爲
政
者
が
「
德
」
を
用
い
た
場
合
、「
察
」
を
用
い
た
場
合
、「
刑
」
を
用
い
た
場
合
の

三
者
に
つ
い
て
、
次
の
如
く
論
ず
る
。

此
三
人
者
之
爲
政
、
皆
足
以
有
取
於
聖
人
矣
、
然
未
聞
聖
人
爲
政
之
道
也
、
夫
未
聞
聖
人
爲
政
之
道
而
足
以
有
取
於
聖
人
者
、
蓋

人
得
聖
人
之

•　一
•　端

耳
、
…
…
然
聖
人
之
道
有
出
此
三
者
乎
、
亦
兼
用
之
而
已
、

　
「
一
端
」
は
『
禮
記
』
祭
義
に
見
え
る
孔
子
の
こ
と
ば
「
夫
言
豈
一
端
而
已
、
夫
各
有
所
當
也
」
に
も
と
づ
く
。
安
石
は
『
莊
子
』
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　　王安石の思想に於ける莊子

天
下
篇
の
「
一
察
」「
一
曲
」
に
代
え
て
、
こ
の
「
一
端
」
を
し
ば
し
ば
用
い
る（

34
）。「

德
」「
察
」「
刑
」
も
同
じ
く
聖
人
の
爲
政
の
道
の

「
一
端
」
な
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、「
揚
孟
」
（『
臨
川
集
』
卷
六
四
）
で
は
、
性
命
の
說
に
お
い
て
、
統
合
を
試
み
る
。
孟
子
は
性
善
說
、
揚
雄
は
性
善
惡
混

淆
說
を
唱
え
、
命
に
つ
い
て
は
、
孟
子
は
「
命
に
非
ざ
る
は
莫
き
な
り
」
と
い
い
、
揚
雄
は
「
人
爲
は
命

た爲
ら
ざ
る
な
り
」
と
主
張

す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
王
安
石
は
「
一
端
」
を
用
い
て
い
う
、

孟
揚
之
道
、
未
嘗
不
同
、
二
子
之
說
、
非
有
異
也
、
此
孔
子
所
謂
言
豈

•　一
•　端
而
已
、
各
有
所
當
者
也
、

　
以
上
、
王
安
石
の
諸
思
想
統
一
の
試
み
を
見
て
き
た
が
、
注
意
を
要
す
る
の
は
、
王
安
石
は
孟
子
を
尊
崇
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

諸
子
百
家
に
對
す
る
考
え
に
お
い
て
は
、
孟
子
に
據
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
孟
子
は
、
以
下
の
如
く
異
端
を
排
擊
す
る
。

聖
王
不
作
、
諸
侯
放
恣
、
處
士
橫
議
、
楊
朱
墨
翟
之
言
盈
天
下
、
天
下
之
言
、
不
歸
楊
、
則
歸
墨
、
…
…
楊
墨
之
道
不
息
、
孔
子

之
道
不
著
、
…
…
〔
吾
〕
閑
先
聖
之
道
、
距
楊
墨
、
放
淫
辭
、
邪
說
者
不
得
作
、
…
…
我
亦
欲
正
人
心
、
息
邪
說
、
距
詖
行
、
放
淫

辭
、
以
承
三
聖
（
禹
・
周
公
・
孔
子
）
者
、
豈
好
辯
哉
、
予
不
得
已
也
、
能
言
距
楊
墨
者
、
聖
人
之
徒
也
、
（『
孟
子
』
滕
文
公
下
篇
）

　
右
の
孟
子
の
論
と
、
楊
墨
を
始
め
、
老
佛
、
あ
る
い
は
「
察
」「
刑
」
さ
え
も
、
聖
人
の
一
片
一
部
分
を
得
て
い
る
と
し
た
安
石
と

の
違
い
は
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
王
安
石
に
と
っ
て
、『
莊
子
』
天
下
篇
に
提
示
さ
れ
た
思
想
統
一
の
方
法
論
は
、
缺
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
諸
思
想
を
統

一
す
る
に
は
、
孔
子
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
一
な
る
「
道
」、
お
よ
び
時
の
變
を
「

は
か權

」
る
だ
け
で
は
、
不
足
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
權
」
は
時
閒
の
變
化
に
對
應
す
る
た
め
に
用
い
る
も
の
で
あ
り
、
同
一
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
基
本
的
に
無
力
で
あ
り
、
働
か
な
い
。

ゆ
え
に
同
時
代
に
在
る
君
子
は
似
る
。
安
石
は
、
自
ら
が
友
と
す
る
曾
鞏
・
孫
侔
の
二
人
が
、
そ
の
言
行
に
お
い
て
似
る
こ
と
に
つ

い
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
、

予
考
其
（
曾
鞏
・
孫
侔
を
指
す
）
言
行
、
其
不
相
似
者
、
何
其
少
也
、
曰
、
學
聖
人
而
已
矣
、
…
…
聖
人
之
言
行
、
豈
有
二
哉
、
其
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相
似
也
適
然
、
（『
臨
川
集
』
卷
七
一
「
同
學
一
首
別
子
固
」）

　
右
は
、
聖
人
の
言
行
が
い
つ
で
も
同
じ
と
言
う
の
で
は
な
い
。
次
の
文
と
照
合
す
れ
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
な
る
。

聖
賢
之
言
行
、
有
所
同
、
而
有
所
不
必
同
、
不
可
以
一
端
求
也
、
同
者
、
道
也
、
不
同
者
、
迹
也
、
…
…
水
因
地
而
曲
直
、
故
能

宗
於
海
、
聖
賢
因
時
而
屈
伸
、
故
能
宗
於
道
、
…
…
如
聖
賢
之
道
、
皆
出
於
一
、
而
無
權
時
之
變
、
則
又
何
聖
賢
之
足
稱
乎
、

（「
祿
隱
」）

　
時
の
變
を
「

は
か權

」
っ
た
場
合
に
は
、
聖
人
・
賢
人
の
言
行
は
異
な
る
。
一
方
、
同
一
時
代
に
は
「
權
」
は
働
か
ず
、
一
な
る
「
道
」

を
踐
み
行
う
君
子
は
似
る
。

　
し
か
し
、
現
實
に
お
い
て
、
王
安
石
の
時
代
に
は
、
儒
者
た
ち
は
、「
性
」
や
「
命
」
な
ど
の
共
通
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
論
爭
し
、

儒
家
の
內
部
の
相
違
に
惱
ん
で
い
た
。
儒
家
內
部
・
儒
者
同
士
の
、
同
一
時
代
、
同
一
の
場
に
お
け
る
對
立
は
、「
權
」
で
は
解
決
で

き
な
い
。
こ
れ
を
ど
う
解
決
し
、
統
一
し
て
ゆ
く
の
か（

35
）。

　
ま
た
、
現
實
世
界
に
お
い
て
は
、
儒
家
か
ら
見
て
異
端
・
邪
說
と
さ
れ
る
思
想
は
、
い
つ
の
時
代
で
も
存
在
す
る
。
王
安
石
の
時

代
で
あ
れ
ば
、
道
・
佛
二
敎
、
こ
と
に
佛
敎
と
い
か
に
關
わ
る
か
が
問
題
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
歷
史
を
振
り
返
る
な
ら
ば
、
そ
こ

に
は
各
時
代
の
異
端
・
邪
說
が
集
積
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
、
一
な
る
「
道
」
と
の
關
係
に
お
い
て
、
ど
う
位
置
づ
け
る
の
か
。

　
孟
子
の
よ
う
に
他
思
想
を
排
斥
し
て
い
て
は
、
儒
家
・
異
端
に
か
か
わ
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
の
、
そ
の
多
樣
性
を
包
括
で
き

な
い
。
こ
こ
に
王
安
石
は
、
孟
子
に
據
ら
ず
、
特
異
な
莊
子
解
釋
を
爲
し
て
、『
莊
子
』
天
下
篇
に
提
示
さ
れ
た
思
想
統
一
の
方
法
論

を
採
り
、
こ
れ
を
自
ら
の
思
想
を
支
え
る
柱
の
一
つ
と
し
て
、
諸
思
想
の
統
一
を
圖
っ
た
の
で
あ
る
。
上
揭
の
い
く
つ
か
の
安
石
の

立
論
―
天
下
篇
に
提
示
さ
れ
た
方
法
論
にの

つ
と法っ

た
思
想
統
一
の
試
み
―
は
、
現
實
か
ら
の
要
請
に
應
え
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
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四
　
王
安
石
と
種
々
の
思
想
統
一
の
論

　　
諸
子
百
家
の
時
代
か
ら
王
安
石
の
時
代
に
至
る
ま
で
、
思
想
統
一
を
目
指
し
た
立
論
は
、『
莊
子
』
天
下
篇
以
外
に
も
多
く
存
在

す
る
。
し
か
し
、
全
て
王
安
石
の
採
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
本
章
で
は
、
こ
の
點
に
焦
點
を
あ
て
て
、
王
安
石
の
思
想
を
考
察

す
る
。

　
思
想
統
一
を
圖
る
論
と
し
て
は
、
ま
ず
、
前
章
に
揭
げ
た
『
孟
子
』
滕
文
公
下
篇
の
如
く
、
自
ら
の
思
想
を
是
と
し
、
他
の
思
想

を
非
と
し
て
排
斥
を
唱
え
る
論
が
あ
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
諸
子
百
家
で
は
、『
孟
子
』
の
他
に
、『
荀
子
』
非
十
二
子
篇
、

『
韓
非
子
』
顯
學
篇
な
ど
が
あ
り
、
漢
代
で
は
、
董
仲
舒
の
賢
良
對
策（

36
）な

ど
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
第
三
章
に
述
べ
た
如
く
、

他
の
思
想
を
包
括
で
き
ず
、
王
安
石
の
採
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

　
思
想
統
一
の
論
と
し
て
は
、
さ
ら
に
、『
易
』
繫
辭
傳
の
こ
と
ば
「
天
下
同
歸
而
殊
塗
、
一
致
而
百
慮
」
の
語
に
も
と
づ
く
論
、
い

わ
ゆ
る
殊
塗
同
歸
論
も
あ
る
。
こ
の
語
は
『
史
記
』
太
史
公
自
序
の
中
の
、
司
馬
談
の
六
家
要
指
に
揭
げ
ら
れ
、
以
後
も
諸
思
想
を
め

ぐ
る
論
議
に
用
い
ら
れ
た
。
こ
と
に
儒
佛
道
三
敎
が
竝
び
立
っ
た
時
代
に
は
、「
殊
塗
同
歸
」「
殊
塗
一
致
」
を
う
た
う
論
が
多
く
爲

さ
れ
た
。
し
か
し
、
王
安
石
は
殊
塗
同
歸
論
は
立
て
な
か
っ
た
。
こ
の
論
の
內
容
は
各
論
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
歸
着
を
同
じ
く
す

る
こ
と
と
、
根
源
を
一
に
す
る
こ
と
と
は
、
等
號
で
結
ぶ
關
係
に
は
な
い
。
殊
塗
同
歸
論
は
、
一
な
る
根
源
の
存
在
を
保
證
し
な
い
。

ゆ
え
に
、
一
な
る
「
聖
人
の
道
」
を
根
底
に
据
え
る
安
石
の
採
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
ま
た
、
三
敎
論
爭
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る

が
、「
殊
塗
同
歸
」
を
揭
げ
る
場
合
、
一
般
に
、
同
一
平
面
上
に
各
敎
各
思
想
を
置
き
、
そ
の
中
で
の
序
列
を
競
う
こ
と
に
な
り
が
ち
で

あ
る
。
か
か
る
論
で
は
、
諸
思
想
を
包
括
し
統
一
す
る
こ
と
は
望
め
な
い
。
こ
の
點
に
お
い
て
も
王
安
石
の
採
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

　
さ
ら
に
ま
た
、『
莊
子
』
天
下
篇
に
提
示
さ
れ
た
方
法
論
と
同
樣
の
方
法
論
を
用
い
て
、
思
想
統
一
を
圖
る
立
論
も
あ
る
。
漢
代
で

は
、『
淮
南
子
』
要
略
篇
、『
史
記
』
太
史
公
自
序
に
見
え
る
司
馬
談
の
六
家
要
指（

37
）、『

漢
書
』
藝
文
志
に
見
え
る
、
劉
向
・
劉
歆
父
子
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の
諸
思
想
統
一
の
構
想（

38
）な

ど
が
あ
る
。
時
代
が
降
る
と
、
佛
敎
や
道
敎
に
も
か
か
る
論
が
現
れ
る（

39
）。

萬
卷
の
書
を
讀
破
し
た
王
安
石

が
、
こ
れ
ら
の
論
に
目
を
通
さ
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
し
か
し
、
全
て
王
安
石
の
採
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
上
揭
の
『
淮
南

子
』
要
略
篇
以
下
の
立
論
は
、
天
下
篇
に
提
示
さ
れ
た
も
の
と
同
樣
の
方
法
論
を
骨
格
と
し
て
、
こ
れ
に
肉
付
け
し
て
成
立
し
た
論

で
あ
る
。
王
安
石
が
欲
し
た
の
は
端
的
に
い
え
ば
、
方
法
論
だ
け
で
あ
り
、
か
つ
、
彼
の
目
的
は
、
新
た
な
、
體
系
を
も
っ
た
思
想

を
構
築
す
る
こ
と
に
あ
る
。
す
で
に
肉
付
け
が
終
わ
っ
て
完
成
し
た
思
想
統
一
の
論
は
必
要
と
し
な
い
。
こ
の
點
は
、『
漢
書
』
藝
文

志
に
見
え
る
諸
思
想
統
一
の
構
想
さ
え
も
、
安
石
が
採
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。『
淮
南
子
』
要
略
篇
以
下
の
各

論
の
う
ち
、
要
略
篇
は
、『
淮
南
子
』
自
體
に
絕
對
的
な
價
値
を
付
與
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
書
は
道
家
色
の
濃
い
著
述
で
あ
る
。

『
史
記
』
太
史
公
自
序
の
六
家
要
指
で
は
、
道
家
に
對
し
て
最
も
高
い
評
價
を
與
え
て
い
る
。
儒
者
た
る
王
安
石
は
、
か
か
る
論
は
採

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
佛
敎
側
・
道
敎
側
の
立
論
も
む
ろ
ん
採
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
以
上
の
論
に
對
し
、『
漢
書
』
藝
文
志
の

諸
思
想
統
一
の
構
想
は
、
儒
家
の
立
場
に
立
っ
て
、
も
ろ
も
ろ
の
思
想
を
統
合
す
る（

40
）。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
王
安
石
は
採
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
藝
文
志
の
諸
思
想
統
一
の
構
想
と
王
安
石
の
論
と
を
比
較
す
る
と
、
安
石
が
こ
の
構
想
を
採
ら
な
か
っ

た
理
由
が
明
ら
か
に
な
る
と
と
も
に
、
彼
の
思
想
の
特
徵
が
さ
ら
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
以
下
、
こ
の
兩
者
を
比
較
檢
討
す
る
。

　
『
漢
書
』
藝
文
志
で
は
、
六
藝
略
の
總
序
に
お
い
て
、
樂
詩
禮
書
春
秋
の
五
經
に
言
及
し
た
あ
と
、
六
經
の
中
で
、『
易
』
に
最
高

の
價
値
を
認
め
る
。

六
藝
之
文
、
…
…
五
者
（
樂
詩
禮
書
春
秋
）
、
蓋
五
常
之
道
、
相
須
而
備
、
而
易
爲
之
原
、
故
曰
、
易
不
可
見
、
則
乾
坤
或
幾
乎

息
矣
、
言
與
天
地
爲
終
始
也
、

　
さ
ら
に
諸
子
略
の
總
序
で
は
、
諸
子
の
說
は
王
道
が
衰
え
た
と
き
に
出
現
し
た
と
述
べ
て
、
學
問
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。

九
家
（
諸
子
）
之
術
、
蠭
出
竝
作
、
各
引

•　一
•　端
、
崇
其
所
善
、
以
此
馳
說
、
取
合
諸
侯
、
…
…
今
異
家
者
、
各
推
所
長
、
窮
知
究

慮
、
以
明
其
指
、
雖
有
蔽
短
、
合
其
要
歸
、
亦
六
經
之
支
與
流
裔
、
…
…
仲
尼
有
言
、
禮
失
而
求
諸
野
、
方
今
去
聖
久
遠
、
道
術
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缺
廢
、
無
所
更
索
、
彼
九
家
者
、
不
猶
瘉
於
野
乎
、
若
能
修
六
藝
之
術
、
而
觀
此
九
家
之
言
、
舍
短
取
長
、
則
可
以
通
萬
方
之

略
矣
、

　
諸
子
を
六
經
の
支
流
で
あ
り
、
補
助
的
存
在
と
す
る
。
文
中
の
「
道
術
」
と
は
、
こ
こ
で
は
眞
理
に
至
る
學
問
で
あ
ろ
う
。
儒
家

以
外
の
諸
子
思
想
の
長
所
を
稱
す
る
に
あ
た
っ
て
、『
莊
子
』
天
下
篇
の
「
一
察
」「
一
曲
」
で
は
な
く
、『
禮
記
』
祭
義
の
「
一
端
」

を
、
王
安
石
に
先
立
っ
て
用
い
て
い
る
點
が
目
を
引
く
。
安
石
は
こ
れ
を

み閱
て
、
自
ら
の
立
論
に
お
い
て
「
一
端
」
の
語
を
用
い
た

可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
王
安
石
は
『
漢
書
』
藝
文
志
に
言
及
し
な
い
。
か
つ
、
彼
は
學
問
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

然
世
之
不
見
全
經
久
矣
、
讀
經
而
已
、
則
不
足
以
知
經
、
故
某
自
百
家
諸
子
之
書
、
至
於
難
經
素
問
本
草
諸
小
說
、
無
所
不
讀
、

農
夫
女
工
、
無
所
不
問
、
然
後
於
經
爲
能
知
其
大
體
而
無
疑
、
蓋
後
世
學
者
、
與
先
王
之
時
異
矣
、
不
如
是
、
不
足
以
盡
聖
人

故
也
、
揚
雄
雖
爲
不
好
非
聖
人
之
書
、
然
於
墨
晏
鄒
莊
申
韓
、
亦
何
所
不
讀
、
彼
致
其
知
而
後
讀
、
以
有
所
去
取
、
故
異
學
不

能
亂
也
、
惟
其
不
能
亂
、
故
能
有
所
去
取
者
、
所
以
明
吾
道
而
已
、
（『
臨
川
集
』
卷
七
三
「
答
曾
子
固
書
」）

　
王
安
石
と
『
漢
書
』
藝
文
志
の
相
違
點
を
あ
げ
れ
ば
、
一
つ
は
、
王
安
石
に
は
、
時
の
變
化
に
對
す
る
視
點
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
彼
が
「
權
」
を
用
い
て
こ
れ
に
對
應
し
た
こ
と
は
、
旣
に
述
べ
た
。
も
う
一
つ
は
、『
漢
書
』
藝
文
志
の
構
想
が
、
六
經
、

な
か
で
も
『
易
』
を
中
心
に
据
え
て
諸
思
想
統
一
を
圖
る
の
に
對
し
、
王
安
石
は
、
經
書
に
お
い
て
、
か
か
る
絕
對
性
を
見
て
い
な

い
こ
と
で
あ
る
。

　
右
の
引
用
に
見
え
る
よ
う
に
、
王
安
石
は
、
聖
人
の
殘
し
た
迹
と
し
て
、
一
應
は
經
書
を
尊
ぶ
態
度
を
見
せ
る
。
し
か
し
、
安
石

に
と
っ
て
、
經
書
は
依
據
し
固
守
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
彼
は
、
經
の
文
で
は
な
く
、
そ
の
制
作
の
「
心
」「
意
」
を
取
れ
と
主
張

す
る（

41
）。夫

禮
雖
發
乎
其

•　心
、
而
其

•　文
著
乎
外
者
也
、
君
子
知
禮
而
已
、
則
溺
乎
其

•　文
而
失
乎
其
實
、
忘
性
命
之
本
、
而
莫
能
自
復
矣
、

（「
九
卦
論
」）
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使
孔
子
蔽
於
制
禮
之

•　文
、
而
不
逹
於
制
禮
之

•　意
、
則
豈
所
謂
孔
子
哉
、
（「
非
禮
之
禮
」）

知
禮
者
、
貴
乎
知
禮
之

•　意
、
（『
臨
川
集
』
卷
六
六
「
禮
論
」）

　
王
安
石
が
、「
莊
周
」
上
・
第
五
段
に
お
い
て
、
天
下
篇
の
前
半
・
序
論
の
詩
書
禮
樂
易
春
秋
を
述
べ
る
部
分
を
引
用
し
て
稱
揚
す

る
の
は
、
彼
が
六
經
の
文
を
尊
ん
で
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
こ
の
部
分
が
、
六
經
制
作
の

•　旨
を
論
じ
て
い
る
こ
と
を
稱
え
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
漢
唐
の
儒
者
た
ち
は
、
經
書
を
絕
對
と
し
て
根
底
に
据
え
、
そ
の
上
に
傳
注
を
重
ね
て
い
っ
た
。
王
安
石
の
時
代
、
士
大
夫
た
ち

は
、
從
來
の
傳
注
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
經
を
解
釋
す
る
よ
う
に
な
る
。
王
安
石
も
む
ろ
ん
傳
注
に
と
ら
わ
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
上

さ
ら
に
、
安
石
は
、
經
書
そ
の
も
の
を
も
絕
對
と
し
な
い
。
そ
し
て
、
經
の
文
で
は
な
く
、
そ
の
制
作
の
「
心
」「
意
」
を
と
る
な
ら

ば
、
單
に
過
去
の
傳
注
に
と
ら
わ
れ
な
い
と
き
に
比
べ
て
、「
經
」
解
釋
の
裁
量
の
幅
は
は
る
か
に
大
き
く
な
る
。
ま
さ
し
く
、「
心
」

「
意
」
は
、
形
有
る
も
の
と
し
て
目
に
見
え
な
い
故
に
、
ど
の
よ
う
な
解
釋
も
可
能
で
あ
る（

42
）。

安
石
が
自
ら
の
思
想
を
構
築
す
る
に
當

た
っ
て
の
自
由
度
が
增
す
の
で
あ
る
。
か
か
る
王
安
石
に
お
い
て
は
、『
漢
書
』
藝
文
志
に
見
え
る
諸
思
想
統
一
の
構
想
の
よ
う
に
、

經
書
に
絕
對
的
權
威
を
付
與
す
る
思
想
は
、
桎
梏
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
『
莊
子
』
天
下
篇
に
提
示
さ
れ
た
方
法
論
は
、
こ
の
種
の
方
法
論
の
原
型
と
も
言
え
、
ま
た
、
提
示
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と

言
い
得
る
。
天
下
篇
で
は
、
諸
思
想
統
一
の
方
法
論
を
提
示
し
て
は
い
る
が
、
一
つ
の
思
想
を
中
心
に
据
え
た
統
一
論
そ
の
も
の
は
、

明
確
に
は
爲
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
中
心
に
据
え
る
一
つ
の
思
想
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
も
、
異
論
を
生
み
出
す
餘
地

を
殘
し
て
い
る
（
第
三
章
、「
莊
周
」
上
・
第
五
段
の
分
析
、
指
摘
①
②
參
照
）
。
天
下
篇
の
中
に
、
自
ら
の
欲
す
る
方
法
論
を
見
た
王
安
石

は
、「
莊
周
」
論
を
立
て
て
こ
の
篇
を
採
り
、
そ
こ
に
操
作
を
施
し
て
、
儒
家
的
な
「
聖
人
の
道
」
を
中
心
に
据
え
た
。
か
つ
、
莊
子

の
「
心
」
の
聖
人
化
を
行
い
、
こ
れ
に
よ
り
、
天
下
篇
の
方
法
論
を
手
中
に
收
め
て
、
諸
思
想
の
統
一
を
進
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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『
莊
子
』
天
下
篇
に
提
示
さ
れ
た
思
想
統
一
の
方
法
論
は
、
後
世
に
大
き
な
影
響
を
與
え
、
こ
れ
と
同
じ
方
法
論
を
用
い
た
立
論

が
、
儒
佛
道
な
ど
異
な
る
思
想
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
爲
さ
れ
て
ゆ
く
。
王
安
石
も
ま
た
、
か
か
る
論
を
爲
し
た
一
人
で
あ
る
。
し

か
し
、
安
石
の
諸
思
想
統
一
は
、
そ
れ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
の
思
想
に
は
、
時
の
變
化
に
卽
應
し
能
動
性
を
も
つ
「
權
」

が
あ
り
、
聖
人
の
「
意
」
にの

っ
と法っ

て
經
を
自
由
に
解
釋
す
る
方
法
も
あ
る
。
王
安
石
は
、
こ
れ
ら
に
さ
ら
に
『
莊
子
』
天
下
篇
の
提

示
し
た
方
法
論
を
組
み
込
ん
で
、
新
た
な
る
思
想
を
構
築
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

注

（
１
）
王
安
石
の
著
述
は
、
文
集
を
除
い
て
殆
ど
散
佚
し
た
が
、
佚
書
に
も
、
莊
子
に
關
す
る
專
著
は
見
ら
れ
な
い
。
な
お
、
王
安
石
の
子
、
王
雱

は
、『
莊
子
』
の
注
で
あ
る
『
南
華
眞
經
新
傳
』
を
著
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
、
安
石
の
論
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

（
２
）
王
安
石
の
文
集
の
底
本
に
は
、『
四
部
叢
刊
』
所
收
『
臨
川
先
生
文
集
』
を
用
い
た
。

（
３
）
文
集
中
、
莊
子
を
主
題
と
す
る
作
品
は
、
小
論
で
檢
討
す
る
「
莊
周
」
上
下
二
篇
の
他
に
、「
九
變
而
賞
罰
可
言
」（『
臨
川
集
』
卷
六
七
）
が

あ
る
。
こ
れ
は
『
莊
子
』
天
道
篇
の
一
節
を
取
り
上
げ
た
論
で
あ
る
。

（
４
）
王
安
石
に
お
け
る
天
・
人
の
區
分
、
お
よ
び
人
爲
を
重
ん
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
內
山
俊
彥
「
王
安
石
思
想
初
探
」（『
日
本
中
國
學
會
報
』

第
一
九
集
所
收
、
一
九
六
七
年
）
參
照
。

（
５
）
譯
出
に
當
た
っ
て
は
、『
唐
宋
八
家
文
讀
本
』
卷
三
〇
（『
漢
文
大
系
』
第
四
卷
所
收
、
冨
山
房
、
一
九
一
一
年
）
に
收
め
ら
れ
た
「
莊
周
」

上
の
三
島
毅
の
評
を
參
考
に
し
た
。

（
６
）
「
莊
周
」
上
の
原
文
は
以
下
の
通
り
（
段
數
を
除
き
、
カ
ッ
コ
內
は
語
句
の
出
典
）。
　
（
第
一
段
）
世
之
論
莊
子
者
不
一
、
而
學
儒
者
曰
、

莊
子
之
書
、
務
詆
孔
子
以
信
其
邪
說
、
要
焚
其
書
廢
其
徒
而
後
可
、
其
曲
直
固
不
足
論
也
、
學
儒
者
之
言
如
此
、
　
（
第
二
段
）
而
好
莊
子

之
道
者
曰
、
莊
子
之
德
、
不
以
萬
物
干
其
慮
、
而
能
信
其
道
者
也
、
彼
非
不
知
仁
義
也
、
以
爲
仁
義
小
而
不
足
行
已
、
彼
非
不
知
禮
樂
也
、

以
爲
禮
樂
薄
而
不
足
化
天
下
、
故
老
子
曰
、「
道
失
後
德
、
德
失
後
仁
、
仁
失
後
義
、
義
失
後
禮
」（『
老
子
』
三
十
八
章
に
據
る
）、
是
知
莊
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子
非
不
逹
於
仁
義
禮
樂
之
意
也
、
彼
以
爲
仁
義
禮
樂
者
、
道
之
末
也
（『
莊
子
』
天
道
篇
に
據
る
）、
故
薄
之
云
耳
、
　
（
第
三
段
）
夫
儒
者

之
言
善
也
、
然
未
嘗
求
莊
子
之
意
也
、
好
莊
子
之
言
者
、
固
知
讀
莊
子
之
書
也
、
然
亦
未
嘗
求
莊
子
之
意
也
、
　
（
第
四
段
）
昔
先
王
之
澤
、

至
莊
子
之
時
竭
矣
、
天
下
之
俗
、
譎
詐
大
作
、
質
朴
竝
散
、
雖
世
之
學
士
大
夫
、
未
有
知
貴
己
賤
物
之
道
者
也
、
於
是
棄
絕
乎
禮
義
之
緖
、

奪
攘
乎
利
害
之
際
、
趍
利
而
不
以
爲
辱
、
殞
身
而
不
以
爲
怨
、
漸
漬
陷
溺
、
以
至
乎
不
可
救
已
、
莊
子
病
之
、
思
其
說
以
矯
天
下
之
弊
而
歸

之
於
正
也
、
其
心
過
慮
以
爲
仁
義
禮
樂
皆
不
足
以
正
之
、
故
同
是
非
、
齊
彼
我
、
一
利
害
、
則
以
足
乎
心
爲
得
、
此
其
所
以
矯
天
下
之
弊
者

也
、
　
（
第
五
段
）
旣
以
其
說
矯
弊
矣
、
又
懼
來
世
之
遂
實
吾
說
、
而
不
見
天
地
之
純
、
古
人
之
大
體
也
（『
莊
子
』
天
下
篇
に
據
る
）、
於

是
又
傷
其
心
、
於
卒
篇
以
自
解
、
故
其
篇
曰
、「
詩
以
道
志
、
書
以
道
事
、
禮
以
道
行
、
樂
以
道
和
、
易
以
道
陰
陽
、
春
秋
以
道
名
分
」（
同

上
）、
由
此
而
觀
之
、
莊
子
豈
不
知
聖
人
者
哉
、
又
曰
、「
譬
如
耳
目
鼻
口
、
皆
有
所
明
、
不
能
相
通
、
猶
百
家
衆
技
、
皆
有
所
長
、
時
有
所

用
」（『
莊
子
』
天
下
篇
に
據
る
。
な
お
天
下
篇
の
原
文
で
は
、「
百
家
衆
技
」
の
下
に
「
也
」
の
字
が
あ
る
）、
用
是
以
明
聖
人
之
道
、
其
全

在
彼
而
不
在
此
、
而
亦
自
列
其
書
於
宋
鈃
愼
到
墨
翟
老
聃
之
徒
（『
莊
子
』
天
下
篇
に
據
る
）、
俱
爲
不
該
不
徧
、
一
曲
之
士
（
同
上
）、
蓋
欲

明
吾
之
言
有
爲
而
作
、
非
大
道
之
全
云
耳
、
然
則
莊
子
豈
非
有
意
於
天
下
之
弊
而
存
聖
人
之
道
乎
、
　
（
第
六
段
）
伯
夷
之
淸
、
柳
下
惠
之

和
（『
孟
子
』
萬
章
下
篇
に
據
る
。
下
注
（
8
）
參
照
）、
皆
矯
於
天
下
者
也
、
莊
子
用
其
心
、
亦
二
聖
人
之
徒
矣
、
然
而
莊
子
之
言
不
得
不

爲
邪
說
比
者
、
蓋
其
矯
之
過
矣
、
夫
矯
枉
者
欲
其
直
也
、
矯
之
過
則
歸
於
枉
矣
、
　
（
第
七
段
）
莊
子
亦
曰
、「
墨
子
之
心
則
是
也
、
墨
子
之

行
則
非
也
」（『
莊
子
』
天
下
篇
に
據
る
）、
推
莊
子
之
心
以
求
其
行
、
則
獨
何
異
於
墨
子
哉
、
後
之
讀
莊
子
者
、
善
其
爲
書
之
心
、
非
其
爲
書

之
說
、
則
可
謂
善
讀
矣
、
此
亦
莊
子
之
所
願
於
後
世
之
讀
其
書
者
也
、
　
（
第
八
段
）
今
之
讀
者
、
挾
莊
以
謾
吾
儒
曰
、
莊
子
之
道
大
哉
、

非
儒
之
所
能
及
知
也
、
不
知
求
其
意
而
以
異
於
儒
者
爲
貴
、
悲
夫
、

（
７
）
こ
の
部
分
の
原
文
は
、「
來
世
之
遂
實
吾
說
」。
こ
の
文
に
お
け
る
「
實
吾
說
」
三
字
の
意
味
は
、
詳
し
く
言
え
ば
、「
眞
實
と
す
べ
き
で
な

い
吾
が
說
を
、
眞
實
と
す
る
」
で
あ
る
。
文
意
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、「
眞
實
で
あ
る
と
誤
解
し
て
」
と
譯
し
た
。

（
８
）
こ
の
語
は
、『
孟
子
』
萬
章
下
篇
「
孟
子
曰
、
伯
夷
聖
之
淸
者
也
、
伊
尹
聖
之
任
者
也
、
柳
下
惠
聖
之
和
者
也
、
孔
子
、
聖
之
時
者
也
、
孔
子

之
謂
集
大
成
」
に
も
と
づ
く
。

（
９
）
原
文
「
莊
子
用
其
心
、
亦
二
聖
人
之
徒
矣
」。
王
安
石
の
文
集
に
お
け
る
〈
聖
人
の
「
用
心
」〉
の
語
例
と
し
て
は
、
仁
宗
皇
帝
の
政
を
稱
え

た
こ
と
ば
「
此
雖
二
帝
三
王
之
用
心
、
不
過
如
此
而
已
」（『
臨
川
集
』
卷
三
九
「
上
仁
宗
皇
帝
言
事
書
」）
が
あ
る
。
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（
10
）
王
安
石
に
お
け
る
「
中
人
」
に
つ
い
て
は
、
上
揭
內
山
論
文
參
照
。

（
11
）
王
安
石
の
時
代
に
お
い
て
、
二
お
よ
び
三
に
揭
げ
た
人
物
も
、
必
ず
し
も
聖
人
と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
蘇
軾
は
、
武
王
は
聖

人
で
は
な
い
と
言
い
（『
東
坡
志
林
』
卷
五
「
武
王
非
聖
人
」）、
司
馬
光
は
、
孟
子
を
批
判
し
て
い
る
（『
疑
孟
』）。

（
12
）
荀
子
に
對
す
る
批
判
は
、『
臨
川
集
』
卷
六
四
「
周
公
」、
同
卷
六
六
「
禮
論
」、
同
卷
六
八
「
荀
卿
」
な
ど
に
見
え
る
。

（
13
）
『
孟
子
』
萬
章
下
篇
。
上
注
（
8
）
參
照
。

（
14
）
伯
夷
・
伊
尹
・
柳
下
惠
三
者
を
、
王
安
石
が
聖
人
に
數
え
た
こ
と
に
對
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
山
下
龍
二
「
王
安
石
と
司
馬
光
」（『
東
京

支
那
學
報
』
第
一
三
號
、
一
九
六
七
年
）
參
照
。
山
下
氏
は
、
南
宋
・
陳
善
『
捫
蝨
新
話
』
卷
一
〇
の
記
述
を
引
用
し
て
、
安
石
の
同
時
代

人
の
蘇
轍
が
批
判
し
た
こ
と
、
お
よ
び
、
蘇
轍
を
ふ
ま
え
て
、
陳
善
が
批
判
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
15
）
王
安
石
が
、
時
代
の
變
化
、
お
よ
び
變
化
へ
の
對
應
を
重
視
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
上
揭
山
下
論
文
參
照
。

（
16
）
王
安
石
が
顏
回
を
聖
人
に
數
え
入
れ
な
か
っ
た
理
由
も
、
こ
こ
に
求
め
ら
れ
る
。
我
が
身
の
德
行
に
努
め
勵
む
顏
回
は
、
か
か
る
天
下
救

濟
の
面
は
持
た
ず
、
聖
人
の
域
に
は
入
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
吾
妻
重
二
「
道
學
の
聖
人
槪
念
―
そ
の
歷
史
的
位
相
」（
關
西
大
學

『
文
學
論
集
』
第
五
〇
卷
第
二
號
、
二
〇
〇
〇
年
）
第
一
章
參
照
。
吾
妻
氏
は
、「
三
聖
人
」
を
引
用
し
て
、「
王
安
石
は
、
聖
人
の
聖
人
た
る

ゆ
え
ん
を
…
…
社
會
變
革
者
と
し
て
の
面
に
求
め
、
…
…
德
行
に
と
り
く
む
賢
人
顏
回
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
偉
大
さ
を
聖
人
は
も
つ
と
い

う
」
と
論
ず
る
。

（
17
）
王
安
石
は
莊
子
に
つ
い
て
、「
隱
居
放
言
」
に
殆
ど
合
致
す
る
と
評
し
た
（「
莊
周
」
下
）。
こ
の
評
は
『
論
語
』
微
子
篇
の
逸
民
評
「〔
孔
子
〕

謂
虞
仲
夷
逸
、
隱
居
放
言
、
身
中
淸
、
廢
中

•　權
」
に
も
と
づ
く
。
安
石
が
莊
子
と
「
權
」
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

（
18
）
王
安
石
は
「
夫
子
賢
於
堯
舜
」
に
お
い
て
も
、「
三
聖
人
」
と
軌
を
同
じ
く
す
る
論
を
立
て
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
伊
尹
・
伯
夷
・
柳
下
惠
三

者
だ
け
で
な
く
、
堯
舜
な
ど
先
王
を
も
含
め
て
、「
蓋
聖
人
之
心
、
不
求
有
爲
於
天
下
、
待
天
下
之
變
至
焉
、
然
後
吾
因
其
變
而
制
之
法
耳
」

と
述
べ
、
各
聖
人
が
時
の
變
を
は
か權
っ
た
と
す
る
。
か
つ
、「
至
孔
子
之
時
、
天
下
之
變
備
矣
、
故
聖
人
之
法
亦
自
是
而
後
備
也
、
…
…
孟
子

曰
、
孔
子
集
大
成
者
（『
孟
子
』
萬
章
下
篇
）、
蓋
言
集
諸
聖
人
之
事
而
大
成
萬
世
之
法
耳
」
と
論
じ
、
孔
子
は
集
大
成
者
と
し
て
萬
世
の
法

を
完
成
し
た
と
い
う
。

（
19
）
「
爲
之
淸
、
爲
之
任
、
爲
之
和
、
時
耳
」
は
、『
孟
子
』
萬
章
下
篇
に
も
と
づ
く
。
上
注
（
8
）
參
照
。
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（
20
）
王
安
石
は
、「
季
子
」（『
臨
川
集
』
卷
六
八
）
に
お
い
て
も
、「
昔
莊
周
喪
其
妻
、
鼓
盆
而
歌
（『
莊
子
』
至
樂
篇
に
據
る
）、
…
…
此
棄
人
齊

物
之
道
、
吾
儒
之
罪
人
也
」
と
、
齊
同
の
說
を
退
け
て
い
る
。

（
21
）
「
天
地
之
純
、
古
人
之
大
體
」
が
具
體
的
に
何
を
指
し
示
し
て
い
る
か
は
、
見
解
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
王
安
石
に
お
い
て
は
、

道
を
も
含
む
聖
人
の
總
體
で
あ
る
。
彼
は
「
大
人
論
」（『
臨
川
集
』
卷
六
六
）
で
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
孟
子
曰
、
充
實
而
有
光

輝
之
謂
大
、
大
而
化
之
之
謂
聖
、
聖
而
不
可
知
之
之
謂
神
（『
孟
子
』
盡
心
下
篇
に
據
る
）、
夫
此
三
者
、
皆
聖
人
之
名
、
而
所
以
稱
之
之
不

同
者
、
所
指
異
也
、
由
其
道
而
言
謂
之
神
、
由
其
德
而
言
謂
之
聖
、
由
其
事
業
而
言
謂
之
大
人
、
…
…
神
非
聖
則
不
顯
、
聖
非
大
則
不
形
、

此
天
地
之
全
、
古
人
之
大
體
也
」。
こ
の
「
天
地
之
全
、
古
人
之
大
體
」
は
、
天
下
篇
の
前
半
・
序
論
の
「
天
地
之
純
、
古
人
之
大
體
」
に
、

同
じ
段
に
見
え
る
「
古
人
之
全
」
を
加
え
て
組
み
合
わ
せ
た
こ
と
ば
で
あ
ろ
う
。「
大
人
論
」
か
ら
見
て
、「
天
地
之
全
、
古
人
之
大
體
」
は
、

道
（
神
）・
德
（
聖
）・
事
業
（
大
人
）
の
あ
ら
ゆ
る
面
か
ら
見
た
聖
人
の
總
體
を
表
す
。
天
下
篇
・
序
論
の
「
天
地
之
純
、
古
人
之
大
體
」

も
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
義
に
解
し
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
22
）
津
田
左
右
吉
『
道
家
の
思
想
と
其
の
展
開
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
九
年
）
第
四
篇
第
七
章
參
照
。

（
23
）
上
揭
津
田
論
文
で
は
、
武
帝
の
こ
ろ
の
制
作
と
推
測
し
て
い
る
。
ま
た
、
池
田
知
久
『
道
家
思
想
の
新
硏
究
―
「
莊
子
」
を
中
心
と
し
て
』

（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
第
一
四
章
第
四
節
で
は
、
文
帝
か
ら
景
帝
の
こ
ろ
の
制
作
と
す
る
。

（
24
）
天
下
篇
の
「
道
術
」
の
語
に
つ
い
て
は
、
解
釋
が
分
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
上
揭
池
田
論
文
で
は
、
こ
こ
に
揭
げ
た
よ
う
に
、
根
源
的
實

在
「
道
」
の
い
い
か
え
と
す
る
。
一
方
、「
眞
實
の
道
を
追
求
す
る
學
問
」「
眞
理
を
窮
め
る
た
め
の
道
」
と
す
る
解
釋
も
あ
る
。

（
25
）
上
揭
池
田
論
文
第
一
四
章
第
四
節
。
な
お
、『
莊
子
』
天
下
篇
が
「
道
術
」
の
回
復
を
目
論
ん
で
い
た
否
か
、
あ
る
い
は
、
目
論
ん
で
い
た
と

し
て
も
、
ど
こ
ま
で
そ
れ
を
明
確
に
意
識
し
て
い
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
議
論
の
有
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
天

下
篇
を
讀
め
ば
、
讀
者
の
側
に
、
自
然
に
か
か
る
思
想
統
一
の
構
想
が
浮
か
ぶ
で
あ
ろ
う
。

（
26
）
　
王
安
石
が
こ
の
よ
う
な
「
莊
周
」
論
を
爲
し
た
背
後
に
は
、
彼
の
世
界
觀
、
お
よ
び
整
合
性
へ
の
追
求
が
擧
げ
ら
れ
る
。
安
石
は
（
儒
家

的
な
）「
聖
人
の
道
」
を
根
底
に
据
え
、「
權
」
を
用
い
、
論
理
的
思
考
に
よ
っ
て
、
體
系
を
も
っ
た
世
界
觀
を
築
き
上
げ
た
。
こ
の
思
念
の

世
界
に
お
い
て
、
矛
盾
が
あ
る
と
、
王
安
石
は
こ
れ
を
認
め
ず
、
解
消
を
圖
る
。
彼
の
整
合
性
の
追
求
は
執
拗
で
あ
り
、
文
集
の
そ
こ
か
し

こ
に
見
出
さ
れ
る
。
こ
と
に
、
史
實
と
自
ら
の
論
理
に
よ
っ
て
立
て
た
世
界
觀
と
が
抵
觸
す
る
場
合
に
は
、
史
實
の
方
を
否
定
す
る
こ
と
さ
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え
あ
る
。
例
え
ば
、『
史
記
』
仲
尼
弟
子
列
傳
中
の
子
貢
の
記
事
に
つ
い
て
、
孔
子
の
賢
弟
子
で
あ
る
子
貢
が
、
縱
橫
家
の
ご
と
き
言
動
を

と
っ
て
い
る
の
は
お
か
し
い
と
疑
問
を
呈
し
、
そ
の
記
事
を
「
傳
者
之
妄
」
で
あ
る
と
し
て
、
事
實
と
認
め
な
い
（『
臨
川
集
』
卷
六
四
「
子

貢
」）。
ま
た
、『
史
記
』
伯
夷
列
傳
の
中
の
、
放
伐
を
め
ぐ
る
伯
夷
・
武
王
二
聖
人
の
閒
の
對
立
に
つ
い
て
は
、
史
實
に
非
ず
と
否
定
す
る

（『
臨
川
集
』
卷
六
三
「
伯
夷
」）。
共
に
聖
人
で
あ
り
、「
道
」
を
體
し
、
時
の
變
を
「
は
か權
」
る
者
で
あ
る
こ
の
二
者
が
、
同
時
に
、
同
一
の
場

に
あ
っ
て
對
立
し
た
こ
と
を
認
め
る
と
、
王
安
石
の
世
界
觀
に
お
い
て
、
矛
盾
を
生
じ
、
整
合
性
を
損
ね
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
天
下
篇
を

從
來
の
見
解
の
如
く
關
尹
・
老
聃
を
最
も
高
く
評
價
す
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
王
安
石
は
、
道
家
の
思
想
にの
っ
と法る
こ
と
に
な
り
、（
儒
家

的
な
）「
聖
人
の
道
」
を
根
底
に
据
え
る
己
れ
の
世
界
觀
に
お
い
て
齟
齬
を
き
た
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
安
石
は
「
莊
周
」
論
を
立
て
て
、
從
來
の

見
解
を
排
除
し
た
の
で
あ
る
。「
莊
周
」
論
も
ま
た
、
自
ら
の
世
界
觀
に
お
け
る
、
王
安
石
の
整
合
性
追
求
の
試
み
の
一
つ
で
あ
る
。
同
時

に
、
こ
の
論
に
よ
っ
て
、
己
れ
が
天
下
篇
に
提
示
さ
れ
た
方
法
論
を
用
い
る
こ
と
を
、
正
當
化
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
土
田
健
次
郞
『
道

學
の
形
成
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
二
年
）
第
六
章
第
一
節
「
王
安
石
に
於
け
る
學
の
構
造
」
で
は
、
王
安
石
は
『
字
說
』
に
お
い
て
、
假
設
と

檢
證
を
繰
り
返
し
て
、
不
整
合
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
『
周
禮
義
』（『
周
官
新
義
』）
に
お
い
て

も
同
樣
の
方
法
で
、
矛
盾
の
解
消
を
圖
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
ら
も
、
王
安
石
に
お
け
る
整
合
性
の
追
求
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

（
27
）
蘇
軾
は
、「
莊
子
堂
祀
記
」
に
お
い
て
、「
余
以
爲
莊
子
蓋
助
孔
子
者
」
と
述
べ
、
か
つ
盜
跖
・
漁
父
・
讓
王
・
說
劍
四
篇
を
莊
子
の
自
著
に

非
ず
と
疑
っ
て
い
る
。
盜
跖
・
漁
父
・
讓
王
篇
に
は
、
孔
子
・
先
王
・
儒
家
へ
の
罵
倒
や
詆
訾
の
語
が
あ
る
。
蘇
軾
の
論
は
、
こ
れ
ら
各
篇

の
中
の
、
孔
子
に
關
わ
る
部
分
を
多
く
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
莊
子
と
孔
子
と
の
閒
の
乖
離
を
解
消
し
、
莊
子
の
（
儒
家
か
ら
見
て
の
）

異
端
の
面
を
打
ち
消
そ
う
し
て
い
る
。
王
安
石
の
「
莊
周
」
論
は
、
莊
子
の
自
著
か
否
か
と
い
う
疑
問
は
呈
し
て
い
な
い
が
、
孔
子
と
莊
子

の
乖
離
の
解
消
・
莊
子
の
異
端
面
の
消
去
と
い
う
點
に
お
い
て
は
、
蘇
軾
と
共
通
す
る
。

（
28
）
歸
有
光
・
文
震
孟
『
南
華
眞
經
評
註
』
の
評
語
の
中
に
、
王
安
石
の
評
が
見
え
て
お
り
、
天
下
篇
の
「
其
在
於
詩
書
禮
樂
者
、
鄒
魯
之
士
搢

紳
先
生
多
能
明
之
云
々
」
の
部
分
に
つ
い
て
は
、「
王
荊
公
（
安
石
）
曰
、
先
六
經
而
後
各
家
、
莊
子
豈
鄙
儒
哉
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
29
）
上
揭
津
田
論
文
參
照
。
た
だ
し
津
田
氏
も
、
天
下
篇
で
は
關
尹
・
老
聃
を
最
も
高
く
評
價
す
る
、
と
し
て
い
る
。

（
30
）
森
三
樹
三
郞
氏
は
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
「
作
者
が
儒
學
を
高
く
評
價
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
（
森
三
樹
三
郞
譯
注

『
莊
子
』
雜
篇
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
年
）。
金
谷
治
氏
は
、
こ
の
部
分
に
は
直
接
に
は
言
及
し
な
い
が
、
そ
の
直
前
の
「
其
在
於
詩
書
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禮
樂
者
、
鄒
魯
之
士
搢
紳
先
生
多
能
明
之
」
の
語
を
含
む
部
分
に
つ
い
て
、「
み
な
末
梢
的
な
こ
と
だ
」
と
補
っ
て
譯
し
て
い
る
。（
金
谷
治

譯
注
『
莊
子
』
第
四
册
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）。

（
31
）
上
注
（
21
）
參
照
。

（
32
）
楊
墨
に
つ
い
て
は
、
王
安
石
は
「
權
」
に
よ
る
解
釋
も
爲
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
子
貢
」
に
見
え
る
。

（
33
）
王
安
石
は
、「
三
聖
人
」
に
お
い
て
は
、『
孟
子
』
公
孫
丑
上
篇
・
萬
章
下
篇
に
據
っ
て
、「〔
孔
子
〕
曰
、
可
以
速
則
速
、
可
以
久
則
久
、
可

以
仕
則
仕
、
可
以
處
則
處
」
と
述
べ
、
孔
子
に
よ
っ
て
「
聖
人
の
道
」
が
大
い
に
具
わ
っ
た
と
す
る
（
第
二
章
參
照
）。

（
34
）
「
一
端
」
に
つ
い
て
、
上
揭
山
下
論
文
で
は
、
王
安
石
は
こ
の
こ
と
ば
を
利
用
し
て
、
各
人
各
樣
の
言
說
に
對
し
そ
れ
ぞ
れ
の
相
對
的
な
價

値
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
35
）
上
揭
土
田
論
文
「
王
安
石
に
於
け
る
學
の
構
造
」
參
照
。
王
安
石
の
時
代
に
つ
い
て
、
土
田
氏
は
、
慶
曆
年
閒
以
降
、
士
大
夫
た
ち
は
、
新

し
い
時
代
に
適
合
す
る
儒
敎
を
提
唱
し
、「
道
德
」
を
强
調
し
て
、
こ
れ
に
よ
り
連
帶
感
を
有
し
た
が
、
こ
の
氣
運
が
主
流
に
な
る
に
つ
れ

て
、
こ
ん
ど
は
內
部
の
意
見
の
違
い
が
露
わ
に
な
り
、「
道
德
を
一
に
す
る
」
こ
と
が
が
要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

（
36
）
董
仲
舒
の
賢
良
對
策
は
、
儒
敎
國
敎
化
の
契
機
と
な
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
、
儒
敎
思
想
の
み
を
高
く
揭
げ
、
他
の
思
想
を
根
絕
す
る
こ
と
を

唱
え
て
い
る
。
王
安
石
の
採
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

（
37
）
『
莊
子
』
天
下
篇
は
、『
淮
南
子
』
要
略
篇
や
『
史
記
』
太
史
公
自
序
の
六
家
要
指
と
は
、
時
期
を
相
前
後
し
て
成
立
し
て
お
り
、
ど
ち
ら
が

早
く
成
立
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
方
法
論
と
し
て
は
共
通
す
る
。
ま
た
、
六
家
要
指
は
、
上
述
の
如
く
、
冒
頭
に
『
易
』
繫
辭

傳
の
こ
と
ば
を
揭
げ
、
後
に
殊
塗
同
歸
論
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
ば
が
盛
ん
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
38
）
劉
向
『
別
錄
』、
お
よ
び
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
劉
歆
が
作
っ
た
『
七
略
』
は
失
わ
れ
た
。
し
か
し
、
班
固
が
『
漢
書
』
藝
文
志
の
中
に
、『
七

略
』
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
取
り
入
れ
て
い
る
た
め
、『
七
略
』
と
『
別
錄
』
の
大
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
中
に
、
諸
思
想
統
一
の
構
想
が

示
さ
れ
て
い
る
。

（
39
）
立
論
の
一
例
と
し
て
、
佛
敎
側
で
は
『
南
齊
書
』
高
逸
傳
・
贊
、
道
敎
側
で
は
『
道
敎
義
樞
』
序
が
擧
げ
ら
れ
る
。
　

（
40
）
『
漢
書
』
に
見
え
る
諸
子
思
想
統
一
の
構
想
が
、『
莊
子
』
天
下
篇
と
同
樣
の
方
法
論
を
用
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
上
揭
津
田
論
文
第
四

篇
第
七
章
、
お
よ
び
上
揭
池
田
論
文
第
一
四
章
第
五
節
參
照
。
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（
41
）
王
安
石
に
と
っ
て
經
書
が
絕
對
性
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
、
安
石
が
經
制
作
の
「
意
」「
心
」
を
取
れ
と
主
張
し
た
こ
と
に
つ
い

て
は
、
上
揭
山
下
論
文
參
照
。

（
42
）
こ
の
點
に
つ
い
て
は
、
上
揭
山
下
論
文
の
指
摘
に
據
る
。
山
下
氏
は
、
王
安
石
が
そ
の
政
治
論
に
お
い
て
、
先
王
の
意
にの
っ
と法れ
と
主
張
し
た

こ
と
に
つ
い
て
、「
意
は
形
あ
る
も
の
と
し
て
目
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
無
形
の
も
の
にの
っ
と法っ
て
今
の
具
體
策
を
考
え
る
と
い
う
の
は
、

實
際
に
は
過
去
に
規
範
を
求
め
な
い
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
新
政
策
も
、〈
先
王
の
意
〉
と
い
う
こ
と
に
な
り
得
る
で
あ

ろ
う
」
と
述
べ
る
。
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天
賜
夫
人
考

風
で
飛
ん
で
來
た
花
嫁
の
話

　

　
　
　
金
　
　
文
　
京
　
　

　　　　
　
　
一
　
ふ
た
つ
の
報
恩
譚

　　
敦
煌
か
ら
發
見
さ
れ
た
句
道
興
撰
と
稱
す
る
『
搜
神
記
』
一
卷
は
、『
敦
煌
變
文
』
の
整
理
に
よ
る
と
、
す
べ
て
三
十
四
條
の
話
を

收
め
る
が（

１
）、

う
ち
第
十
條
は
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。
原
文
の
（
　
）
は
校
訂
し
た
字
、〔
　
〕
は
補
っ
た
字
、
ま
た
記
號
、
傍
線
は

私
に
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
Ａ
）
昔
、
侯
霍
と
い
う
者
が
い
た
。
田
で
働
い
て
い
る
と
、
だ
れ
か
の
哭
き
聲
が
聞
こ
え
て
き
た
が
、
そ
の
姿
は
見
え
な
い
。

六
十
日
餘
り
後
、
秋
に
な
り
田
の
中
を
行
こ
う
と
し
た
が
、
露
で
衣
服
が
濕
る
の
で
入
り
ず
ら
い
。
そ
こ
で
畔
道
か
ら
衣
を
か

ら
げ
て
入
っ
て
行
く
と
、
畦
の
近
く
に
死
人
の
髑
髏
が
、
半
ば
地
中
に
埋
も
れ
て
い
た
が
、
目
の
穴
か
ら
一
本
の
稻
が
生
え
て
、

早
や
穗
を
結
ぼ
う
と
し
て
い
た
。
霍
は
憐
れ
に
思
っ
て
そ
れ
を
拔
い
て
や
り
、
髑
髏
に
土
を
か
ぶ
せ
、
小
さ
な
墓
を
作
っ
て
や
っ

た
。
そ
れ
か
ら
哭
き
聲
は
し
な
く
な
っ
た
。
や
が
て
八
月
に
な
り
、
侯
霍
は
田
で
稻
を
刈
り
取
り
、
夕
方
家
に
歸
ろ
う
と
す
る

と
、
だ
れ
か
が
後
か
ら
つ
い
て
來
る
の
に
氣
が
つ
い
た
。
霍
が
急
い
で
行
く
と
、
そ
の
者
も
ま
た
急
ぎ
足
に
な
る
。
霍
が
ゆ
っ
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く
り
行
く
と
、
そ
の
者
も
ま
た
步
み
を
ゆ
る
め
る
。
霍
は
怪
し
ん
で
、「
お
ま
え
は
だ
れ
だ
？
な
ぜ
後
を
つ
け
る
？
」
と
問
う

と
、
そ
の
者
は
、「
私
は
死
ん
だ
幽
靈
で
す
」
と
答
え
た
。
霍
が
、「
私
は
生
き
た
人
、
お
ま
え
は
死
ん
だ
幽
靈
、
お
ま
え
と
は

行
く
道
も
住
む
世
界
も
ち
が
う
、
な
の
に
ど
う
し
て
後
を
つ
け
て
來
る
？
」
と
言
う
と
、
幽
靈
は
、「
私
は
あ
な
た
が
稻
刈
り
を

す
る
時
に
厚
い
ご
恩
を
蒙
り
ま
し
た
が
、
な
に
も
報
い
る
物
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
あ
な
た
に
は
ま
だ
妻
が
い
な
い
と
知
り
ま
し

た
の
で
、
明
年
十
一
月
一
日
に
、
き
っ
と
あ
な
た
の
た
め
に
妻
を
娶
っ
て
さ
し
あ
げ
ま
し
ょ
う
。
ど
う
か
生
き
た
人
へ
の
禮
を

も
っ
て
接
し
て
や
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
た
。

（
Ｂ
）
霍
は
そ
の
こ
と
を
、
我
慢
し
て
だ
れ
に
も
話
さ
な
か
っ
た
。
や
が
て
十
一
月
一
日
に
な
る
と
、
親
戚
一
同
を
集
め
て
、

牛
を
屠
り
酒
を
釀
し
、
み
な
に
は
た
だ
妻
を
娶
る
と
の
み
言
っ
た
が
、
ど
こ
か
ら
來
る
の
か
は
分
か
ら
な
か
っ
た
。
父
母
兄
弟

親
戚
も
不
思
議
に
思
っ
て
尋
ね
た
が
、
や
は
り
子
細
は
言
わ
ず
、
ず
っ
と
村
の
南
で
待
ち
わ
び
て
い
る
と
、
や
が
て
夕
暮
れ
時
、

西
方
か
ら
黃
塵
を
お
び
た
風
雲
そ
し
て
俄
雨
が
來
て
、
霍
の
家
の
門
前
は
雲
霧
で
眞
っ
暗
に
な
り
、
な
に
も
見
え
な
く
な
っ
た
。

霍
が
部
屋
に
入
る
と
、
中
に
年
の
こ
ろ
十
八
九
ば
か
り
の
女
が
い
た
。
し
か
も
え
も
い
わ
れ
ぬ
立
派
な
蒲
團
や
身
の
回
り
の
調

度
品
も
い
っ
し
ょ
で
あ
る
。
女
は
霍
を
見
る
と
、「
あ
な
た
は
だ
れ
で
す
？
な
ぜ
私
の
部
屋
に
入
っ
て
く
る
の
で
す
？
」
と
言
っ

た
。
霍
は
女
に
、「
お
孃
さ
ん
は
ど
な
た
で
す
？
な
ぜ
私
の
部
屋
に
い
る
の
で
す
？
」
と
聞
い
た
。
女
が
ま
た
霍
に
言
う
に
は
、

「
私
は
遼
西
太
守
、
梁
合
龍
の
娘
で
、
遼
東
太
守
、
毛
伯
逹
の
息
子
に
嫁
ぎ
妻
と
な
る
身
、
今
日
は
迎
え
の
車
が
門
前
に
來
ま
し

た
が
、
大
風
が
吹
く
の
で
風
を
見
に
出
て
、
す
ぐ
部
屋
に
も
ど
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
部
屋
は
あ
な
た
の
部
屋
で
は
あ
り
ま

せ
ん
」。
霍
は
、「
遼
西
か
ら
こ
こ
ま
で
は
五
千
里
餘
り
も
あ
り
ま
す
、
お
孃
さ
ん
は
ど
う
し
て
私
の
部
屋
を
取
ろ
う
と
さ
れ
る

の
で
す
か
？
も
し
疑
わ
れ
る
の
な
ら
、
門
の
外
に
出
て
ご
ら
ん
な
さ
い
」
と
答
え
た
。
女
が
門
外
に
出
て
見
る
と
、
な
ん
と
自

分
の
家
で
は
な
い
。
そ
こ
で
ベ
ッ
ド
の
後
の
九
重
の
箱
を
出
し
て
開
け
て
み
る
と
、
上
に
玉
版
が
あ
り
、
金
文
字
で
は
っ
き
り

と
、「
天
が
侯
霍
に
あ
た
え
て
妻
と
な
す
」
と
書
い
て
あ
っ
た
。
こ
れ
よ
り
人
々
は
こ
れ
を
眞
似
て
迎
親
版
を
作
っ
た
の
で
あ

356



　　天賜夫人考

る
。
通
婚
の
書
を
出
す
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
こ
れ
が
起
こ
り
で
あ
る
。
死
ん
だ
幽
靈
で
さ
え
な
お
恩
に
報
い
る
の
に
、
ま
し

て
生
き
て
い
る
人
は
當
然
で
あ
る
。
　
事
は
「
史
記
」
に
出
ず
。
　
　
　
　

（
Ａ
）
昔
有
侯
霍（

２
）、

在
田
營
作
。
聞
有
哭
聲
、
不
見
其
刑
（
形
）。
經
餘
六
十
日
（
六
十
餘
日
）、
秋
閒
因
行
田
、
露
濕
難
入
。

乃
從
畔
上
、
褰
衣
而
入
。
至
地
中
、
遂
近
畔
邊
有
一
死
人
髑
髏
、
在
地
入
土（

３
）、

當
眼
匡
裏
一
枝
禾
生
、
早
以
欲
秀
。
霍
愍
之
拔

卻
、
其
髑
髏
與
土
擁
之
、
遂
成
小
墳
。
從
此
已
後
、
哭
聲
遂
卽
絕
矣
。
後
至
八
月
、
侯
霍
在
田
刈
禾
、
至
暮
還
家
、
覺
有
一
人

從
霍
後
行
。
霍
急
行
、
人
亦
急
行
。
霍
遲
行
、
人
亦
遲
行
。
霍
怪
之
、
問
曰
：「
君
是
何
人
、
從
我
而
行
？
」
答
曰
：
「
我
是
死

鬼
也
。
」
霍
曰
：
「
我
是
生
人
、
你
是
死
鬼
、
共
你
異
路
別
郷
、
因
何
從
我
而
行
？
」
鬼
曰
：「
我
蒙
君
鋤
禾
之
時
恩
之
厚
重
。

無
物
相
報
、
知
君
未
取
妻
室
、
所
以
我
明
年
十
一
月
一
日
、
剋
定
爲
君
取
妻
。
君
宜
以
生
人
禮
待
之
。」

（
Ｂ
）
霍
得
此
語
、
卽
忍
而
不
言
。
遂
至
十
一
月
一
日
、
聚
集
親
情
眷
屬
、
槌
牛
釀
酒
、
只
道
娶
妻
、
本
不
知
迎
處
。
父
母
兄

弟
親
情
怪
之
借
問
、
亦
不
言
委
由
、
常
在
村
南
候
望
不
住
。
欲
至
晡
時
、
從
西
方
黃
塵
風
雲
及
卒
雨
來
、
直
至
霍
門
前
、
雲
霧

闇
黑
、
不
相
賭
見
。
霍
遂
入
房
中
、
有
一
女
子
、
年
可
十
八
九
矣
。
幷
床
褥
氈
被
、
隨
身
資
妝
、
不
可
稱
說
。
見
霍
入
來
、
女

郞
語
霍
曰
：「
你
是
何
人
、
入
我
房
中
？
」
霍
語
女
郞
曰
：「
娘
子
是
何
人
、
入
我
房
中
？
」
女
郞
復
語
霍
曰
：「
我
是
遼
西
太
守

梁
合
龍
女
、
今
嫁
與
遼
東
太
守
毛
伯
逹
兒
爲
婦
。
今
日
迎
車
在
門
前
、
因
大
風
蹔
出
門
看
之
、
其
房
此
是
君
房（

４
）。」

霍
曰
：「
遼

西
去
此
五
千
餘
里
、
女
郞
因
何
共
我
爭
房
？
如
其
不
信
、
請
出
門
看
之
。」
女
郞
出
門
看
之
、
全
非
己
之
舍
宅
。
遂
於
床
後
取
九

子
鹿
（
簏
）
開
看
、
遂
有
一
玉
版
、
上
有
金
字
分
明
云
：「
天
付
應
合
與
侯
霍
爲
妻
。」
因
爾
已
來
、
後
人
學
之
、
作
迎
親
版
、
通

婚
書
出
、
因
此
而
起
。
死
鬼
尙
自
報
恩
、
何
況
生
人
？

　
事
出
史
記
。
　
　
　
　
　
　

　
こ
れ
に
つ
づ
く
第
十
一
話
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

（
Ａ
）
昔
、
侯
光
、
侯
周
と
い
う
同
じ
親
か
ら
生
ま
れ
た
兄
弟
二
人
が
い
た
。
二
人
連
れ
だ
っ
て
、
多
く
の
財
物
を
持
っ
て
、
遠

方
に
商
賣
に
出
か
け
た
が
、
侯
光
は
多
く
の
利
益
を
あ
げ
た
の
に
對
し
、
侯
周
の
方
は
損
を
し
た
。
そ
こ
で
侯
周
は
惡
心
を
起
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こ
し
、
郭
歡
所
有
の
土
地
で
兄
を
殺
し
、
林
の
中
に
屍
體
を
捨
て
、
先
に
家
に
歸
っ
た
。
光
の
父
母
は
周
に
、「
お
ま
え
は
早
く

歸
っ
た
が
、
兄
は
ど
こ
に
い
る
？
」
と
尋
ね
た
。
周
は
答
え
て
、「
兄
は
さ
ら
に
二
十
年
た
っ
て
か
ら
歸
る
で
し
ょ
う
」
と
言
っ

た
。
郭
歡
が
田
で
働
い
て
い
る
と
、
そ
の
地
の
林
の
中
で
鳥
や
鵲
が
騷
が
し
く
鳴
い
て
い
る
。
郭
歡
が
不
思
議
に
思
っ
て
行
っ

て
見
る
と
、
屍
體
が
あ
っ
た
の
で
、
憐
れ
を
催
し
、
家
に
歸
っ
て
、
鍬
を
持
っ
て
き
て
埋
葬
し
て
や
っ
た
。
仕
事
の
休
み
時
閒
に

は
、
每
日
家
人
が
⻝
べ
物
を
送
っ
て
く
る
が
、
そ
れ
で
死
人
を
供
養
し
た
。
九
十
日
餘
り
後
、
收
穫
が
終
わ
る
と
、
家
に
歸
る
こ

と
に
な
り
、
死
人
に
別
れ
を
吿
げ
、「
私
は
あ
な
た
の
屍
體
を
こ
こ
に
埋
め
、
每
日
供
養
を
し
て
、
三
箇
月
が
經
ち
ま
し
た
。
あ

な
た
の
名
前
も
だ
れ
な
の
か
も
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
か
ら
は
供
養
は
で
き
な
い
の
で
、
ど
う
か
自
分
で
氣
を
つ
け
て
く
だ

さ
い
」
と
祈
っ
て
別
れ
た
。
翌
年
の
四
月
、
歡
が
田
を
鍬
で
耕
し
て
い
る
と
、
一
人
の
人
が
忽
然
と
現
れ
て
前
に
立
っ
た
。
郭

歡
が
、「
お
ま
え
は
誰
だ
？
な
ぜ
私
の
前
に
立
っ
て
い
る
？
」
と
尋
ね
る
と
、
そ
の
人
は
答
え
て
、「
私
は
幽
靈
で
す
」
と
言
っ

た
。
歡
が
、「
私
は
生
き
た
人
、
お
ま
え
は
死
ん
だ
幽
靈
、
お
ま
え
と
は
行
く
道
も
住
む
世
界
も
ち
が
う
、
な
の
に
ど
う
し
て
來

た
の
だ
？
」
と
聞
く
と
、
幽
靈
は
、「
先
に
あ
な
た
の
厚
い
ご
恩
を
蒙
り
ま
し
た
が
、
報
い
る
物
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
今
日
は
私

の
家
に
ご
馳
走
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
で
あ
な
た
を
迎
え
に
來
た
の
で
す
。
兼
ね
て
お
禮
の
品
も
ご
ざ
い
ま
す
。
決
し
て
噓

は
申
し
ま
せ
ん
」
と
言
っ
た
。

（
Ｂ
）
歡
は
半
信
半
疑
で
あ
っ
た
が
、
と
も
か
く
い
っ
し
ょ
に
つ
い
て
行
っ
た
。
神
靈
が
歡
の
體
を
覆
っ
て
い
る
た
め
、
生
き

て
い
る
人
に
は
、
そ
の
姿
が
見
え
な
い
。
や
が
て
祭
壇
の
上
に
案
內
さ
れ
、
そ
こ
に
坐
っ
た
。
そ
の
祭
盤
の
上
に
は
⻝
べ
物
が

供
え
て
あ
っ
た
の
で
、
侯
光
と
歡
は
す
ぐ
に
平
ら
げ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
見
た
家
族
は
驚
き
不
思
議
に
思
っ
て
、
み
な
こ
れ

は
神
異
で
あ
る
と
言
っ
た
。
や
が
て
弟
の
周
が
入
っ
て
來
て
、
兄
の
家
を
調
べ
た
。
兄
は
突
然
に
弟
を
見
る
と
、
歡
に
、「
私
を

殺
し
た
の
は
こ
い
つ
で
す
。
生
き
て
い
る
時
に
殺
さ
れ
た
の
で
、
死
ん
で
も
や
は
り
怖
い
」
と
言
っ
て
、
す
ぐ
に
畏
れ
て
逃
げ

出
し
た
。
郭
歡
は
神
靈
の
覆
い
が
な
く
な
り
、
そ
の
姿
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
祭
壇
か
ら
起
き
上
が
り
、
侯
光
の
父
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　　天賜夫人考

母
兄
弟
に
こ
れ
ま
で
の
子
細
を
說
明
し
た
。
そ
こ
で
家
族
は
侯
周
を
縣
に
連
れ
て
行
き
、
尋
問
す
る
と
す
ぐ
に
白
狀
し
、
法
に

依
っ
て
處
罰
さ
れ
た
（
？
）。
侯
光
の
父
母
は
歡
に
お
金
と
車
馬
、
召
使
い
を
贈
り
、
い
っ
し
ょ
に
行
っ
て
息
子
の
屍
體
を
引
き

取
り
、
歸
っ
て
埋
葬
し
た
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、「
侯
光
は
幽
靈
に
な
っ
て
も
、
な
お
恩
を
報
じ
た
。
い
わ
ん
や
生
き
て
い
る
人

は
當
然
で
あ
ろ
う
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
事
は
「
史
記
」
に
出
ず
。

（
Ａ
）
昔
有
侯
光
、
侯
周
兄
第
（
弟
）
二
人
、
親
是
同
堂
。
相
隨
多
將
財
物
、
遠
方
興
易
。
侯
光
貨
易
多
利
、
侯
周
遂
乃
損
折（

５
）。

卽
生
惡
心
、
在
於
郭
歡
地
邊
煞
兄
、
抛
着
藂
林
之
中
、
遂
先
還
家
。
光
父
母
借
問
周
：「
汝
早
到
來
、
兄
在
何
處
？
」
周
答
曰
：

「
兄
更
廿
年
方
可
到
來
。」
郭
歡
在
田
營
作
、
此
地
頭
林
中
鳥
鵲
遼
亂
而
鳴
。
郭
歡
怪
之
往
看
、
乃
見
一
死
人
、
心
生
哀
愍
。
遂

卽
歸
家
、
將
鍬
鏙
則
爲
埋
葬
。
營
作
休
罷
中
閒
、
每
日
家
人
送
⻝
飯
來
祭
之
。
經
九
十
餘
日
、
粟
麥
收
了
、
欲
擬
歸
家
。
遂
辭

死
人
、
呪
願
曰
：「
我
乃
埋
你
死
屍
靈
在
此
。
每
日
祭
祀
、
經
三
箇
月
。
不
知
汝
姓
何
字
誰
。
從
今
已
後
、〔
不
〕（

６
）祭

汝
。
汝
自

恕
（
努
）
力
。」
卽
相
分
別
。
後
年
四
月
、
歡
在
田
鋤
禾
、
乃
有
一
人
、
忽
然
在
前
頭
而
立
。
問
曰
：「
君
是
何
人
、
乃
在
我
前

而
立
？
」
此
人
答
曰
：
「
我
是
鬼
。」
歡
曰
：
「
我
是
生
人
、
你
是
死
鬼
、
共
你
異
路
別
郷
、
何
由
來
也
？
」
鬼
曰
：「
蒙
君
前

時
恩
情
厚
重
。
無
物
相
報
。
今
日
我
家
大
有
飮
⻝
、
故
迎
君
來
、
兼
有
報
上
之
物
、
終
不
相
違
。」

（
Ｂ
）
歡
疑
、
遂
共
相
隨
而
去
。
神
鬼
覆
蔭
、
生
人
不
見
。
須
臾
之
閒
、
引
入
靈
床
上
坐
。
其
祭
盤
上
具
有
飮
⻝
、
侯
光
共
歡

卽
喫
、
直
諍
（
淨
）
盡
。
諸
親
驚
怪
、
皆
道
神
異
。
須
臾
之
閒
、
第
（
弟
）
侯
周
入
來
、
向
兄
家
檢
校
。
兄
忽
然
見
第
（
弟
）、

語
歡
曰
：「
然
（
煞
）
我
者
此
人
也
。
生
時
被
煞
、
死
亦
怕
他
。」
便
卽
畏
懼
走
出
。
郭
歡
無
神
靈
覆
蔭
、
遂
卽
見
身
。
從
靈
床

上
起
來
、
具
說
委
由
、
向
侯
光
父
母
兄
第
（
弟
）。
遂
卽
〔
將
〕（

７
）侯

周
送
縣
、
一
問
卽
口
承
、
如
依（

８
）法

。
侯
光
父
母
賜
歡
錢
物
車

馬
侍
從
、
相
隨
取
兒
神
、
歸
來
葬
之
。
故
曰
：「
侯
光
作
鬼
、
尙
自
報
恩
。
何
況
生
人
。」
事
出
史
記
。

　
さ
て
こ
の
ふ
た
つ
の
話
の
前
半
（
Ａ
）
の
部
分
は
、
第
十
一
話
が
冒
頭
で
弟
に
よ
る
兄
殺
し
を
述
べ
る
と
こ
ろ
が
第
十
話
に
は
な

い
が
、
あ
と
は
そ
の
屍
體
を
農
夫
が
埋
め
て
供
養
し
た
た
め
、
死
者
の
幽
靈
（
鬼
）
が
現
れ
恩
返
し
を
申
し
出
る
內
容
が
共
通
し
て
お
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り
、
幽
靈
と
の
問
答
で
あ
る
傍
線
部
分
は
字
句
に
い
た
る
ま
で
兩
者
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
。

　
た
だ
し
報
恩
の
方
法
は
兩
者
で
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
後
半
（
Ｂ
）
の
部
分
は
、
第
十
話
で
は
、
妻
と
な
る
女
性
が
遠
方
よ
り
飛

來
す
る
話
、
お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て
婚
姻
時
に
迎
親
版
と
通
婚
書
を
用
い
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
由
來
譚
と
な
っ
て
い
る
の
に
對

し
、
第
十
一
話
の
方
は
、
恩
人
を
家
の
祭
祀
に
連
れ
て
行
っ
て
ご
馳
走
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
機
會
を
利
用
し
て
、
自
分
を
殺
し
た

弟
の
罪
狀
を
暴
く
復
讐
譚
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
の
「
鬼
さ
え
も
な
お
恩
に
報
じ
る
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
生
き
て
い
る
人
は

當
然
だ
」
と
い
う
部
分
に
至
っ
て
、
兩
者
は
ま
た
一
致
を
示
す
。
最
後
は
と
も
に
「
史
記
に
出
ず
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
「
史

記
」
が
司
馬
遷
の
『
史
記
』
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
お
そ
ら
く
單
な
る
史
書
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
こ
の
ふ
た
つ
の
よ
く
似
た
報
恩
譚
の
う
ち
、
ど
ち
ら
が
よ
り
古
い
形
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
參
考

に
な
る
の
は
、
第
十
一
話
と
全
く
同
じ
構
成
の
話
が
、『
日
本
靈
異
記
』
に
見
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
『
日
本
靈
異
記
』
上

卷
の
「
人
畜
所
履
髑
髏
救
收
示
靈
表
而
現
報
緣
（
人
畜
ニ
履
ま
る
るヒ
ト
ガ
シ
ラ

髑
髏
救
ひ
收
め
ら
れ
、め
ず
ら靈し
き
を
示
し
て
現
に
報
ず
る
緣
）
　
第
十
二
」、

お
よ
び
下
卷
の
「
髑
髏
目
穴
笋
獨
（
揭
）
脫
以
祈
之
示
靈
表
之
緣
（
髑
髏
の
目
の
穴
のタ
カ
ン
ナ
笋
を
ヌ揭
キ
ハ
ナ脫
チ
テ
、
ね
が祈
ひ
て
靈
し
き
表
を
示
す
緣
）

　
第
廿
七
」
が
そ
れ
で
あ
る（

９
）。

前
者
は
、
元
興
寺
の
高
麗
學
生
、
道
登
が
、
道
端
の
髑
髏
が
人
に
蹈
ま
れ
る
の
を
憐
れ
ん
で
、
從
者

の
萬
呂
を
し
て
木
の
上
に
置
か
し
め
た
と
こ
ろ
、
そ
の
亡
靈
が
恩
返
し
の
た
め
、
萬
呂
を
自
分
の
家
に
連
れ
て
行
っ
て
飮
⻝
を
も
て

な
し
、
か
ね
て
自
分
を
殺
し
た
兄
に
復
讐
す
る
話
、
後
者
は
、
白
壁
の
天
皇
（
光
仁
天
皇
）
の
寶
龜
九
年
（
七
七
八
）
、
備
後
の
國
の

ほ
む品
ち知
ま
き
ひ
と

牧
人
が
、
巿
場
に
行
く
途
中
、
髑
髏
の
目
に
刺
さ
っ
た
竹
の
子
を
拔
い
て
や
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
亡
靈
が
や
は
り
報
恩
の
た
め
、

牧
人
を
家
に
招
待
し
、
自
分
を
殺
し
た
伯
父
に
復
讐
す
る
話
で
、
設
定
は
日
本
だ
が
、
先
の
敦
煌
『
搜
神
記
』
第
十
一
話
と
同
じ
話
で

あ
る
。
し
か
も
『
日
本
靈
異
記
』
の
兩
話
の
結
末
部
分
は
、「
夫
死
靈
白
骨
尙
猶
如
此
、
何
況
生
人
豈
忘
恩
哉
」、「
夫
日
曝
髑
髏
尙
故

如
是
、
…
…
何
況
現
人
豈
忘
恩
乎
」
と
字
句
は
異
な
る
も
の
の
、『
搜
神
記
』
と
同
趣
旨
で
あ
る
。
こ
れ
は
偶
然
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
『
日
本
靈
異
記
』
は
、
八
二
二
年
頃
、
僧
景
戒
の
編
と
言
わ
れ
る
。
一
方
、
敦
煌
『
搜
神
記
』
は
、
五
代
頃
の
書
寫
と
さ
れ
る
が
、
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內
容
的
に
は
唐
以
前
に
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る（

10
）。

む
ろ
ん
『
搜
神
記
』
と
は
限
ら
な
い
が
、
こ
の
話
が
奈
良
、
平
安
時
代
初

期
の
日
本
に
書
物
の
形
で
傳
わ
り
、
舞
臺
を
日
本
に
移
し
て
翻
案
さ
れ
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
確
實
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
こ
の
話
が
中

國
で
す
で
に
廣
く
流
布
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
第
十
一
話
は
、
冒
頭
の
殺
人
か
ら
結
末
の
復
讐
ま
で
、
筋
立
て
が
前
後
一
貫
し
て
い
る
の
に
對
し
て
、
第
十
話
で
は
、
殺

さ
れ
た
報
恩
者
の
身
分
が
明
か
さ
れ
ず
、
ま
た
迎
親
版
な
ど
の
由
來
を
語
っ
た
直
後
に
、
ま
た
報
恩
の
敎
訓
を
說
く
の
も
不
自
然
で

あ
る
。
第
十
一
話
は
、
實
は
昔
話
の
類
型
の
中
で
、「
歌
う
骸
骨
」
と
稱
さ
れ
る
タ
イ
プ
に
屬
す
る
も
の
で
、
そ
の
類
話
は
中
國
だ
け

で
な
く
世
界
中
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
點
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
話
の
本
來
の
形
は
第
十
一
話
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
第
十

話
の
後
半
は
、
な
ん
ら
か
の
理
由
で
報
恩
の
方
法
が
す
り
替
え
ら
れ
た
と
見
る
の
が
妥
當
で
あ
ろ
う
。
說
話
に
お
い
て
、
複
數
の
モ

チ
ー
フ
が
入
れ
替
わ
る
こ
と
は
、
よ
く
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。

　
第
十
一
話
に
つ
い
て
、
筆
者
は
以
前
、
元
代
の
雜
劇
「
盆
兒
鬼
」
と
の
關
係
を
中
心
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る（

11
）。

こ
こ
で
は
第
十
話

の
後
半
、
妻
が
遠
く
か
ら
風
に
乘
っ
て
飛
ん
で
く
る
と
い
う
話
に
つ
い
て
、
以
下
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
メ
リ
ー
ポ
ピ
ン
ズ
を
彷
彿

さ
せ
る
話
は
、
し
か
し
說
話
硏
究
で
廣
く
用
い
ら
れ
る
ト
ン
プ
ソ
ン
の
民
閒
文
藝
の
モ
チ
ー
フ
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
、
ま
た
そ
の
中
國
版

で
あ
る
丁
乃
通
『
中
國
民
閒
故
事
類
型
索
引
』
（
中
國
民
閒
文
藝
出
版
社
　
一
九
八
六
年
）
な
ど
に
は
見
え
な
い
特
異
な
も
の
だ
が
、
中

國
で
は
こ
れ
以
降
も
興
味
深
い
展
開
を
遂
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　　
　
　
二
　
金
元
代
の
天
賜
夫
人
故
事

科
擧
と
の
結
合

　　
金
の
元
好
問
（
一
一
九
〇
―
一
二
五
七
）
『
續
夷
堅
志
』
卷
二
「
天
賜
夫
人（

12
）」

は
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。

　
廣
寧
の
閭
山
公
廟
は
、
靈
驗
あ
ら
た
か
で
あ
っ
た
が
、
ま
た
そ
の
神
像
は
恐
ろ
し
い
姿
で
、
し
か
も
林
に
覆
わ
れ
て
い
た
た
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め
、
白
晝
で
も
そ
の
中
に
入
っ
た
者
は
恐
怖
で
毛
が
逆
立
つ
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
近
く
の
者
は
、
靜
か
な
夜
に
は
拷
問
の
聲
が
聞

こ
え
る
と
言
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
通
る
者
は
わ
ざ
と
遠
回
り
を
し
て
避
け
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
參
知
政
事
の
梁
肅
公
は
、
家

が
こ
の
地
方
の
牽
馬
嶺
に
あ
っ
た
。
受
驗
勉
强
を
し
て
い
た
時
、
他
の
受
驗
生
と
夏
の
合
宿
を
し
た
が
、
話
が
鬼
神
の
事
に
及

ん
だ
。
み
な
が
當
時
の
肝
の
据
わ
っ
た
人
を
列
擧
し
た
が
、
梁
公
は
す
べ
て
認
め
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
自
ら
、「
私
は
夕
暮
れ
ま

た
は
暗
い
時
に
、
閭
山
廟
に
入
っ
て
廊
下
を
一
周
し
て
や
ろ
う
」
と
言
っ
た
。
み
な
は
、「
行
け
る
と
い
っ
て
も
、
で
は
な
に
を

證
據
と
す
る
？
」
と
そ
そ
の
か
す
。
梁
公
は
、「
ぐ
る
っ
と
回
り
な
が
ら
、
印
し
を
つ
け
て
お
く
か
ら
、
そ
れ
を
證
據
と
し
た
ら

よ
か
ろ
う
」
と
答
え
た
。
翌
日
の
夜
、
み
な
と
一
緖
に
廟
に
行
き
、
み
な
は
廟
門
の
外
で
待
っ
て
い
た
。
梁
公
は
袖
を
奮
っ
て

入
っ
て
行
き
、
印
し
を
つ
け
な
が
ら
廟
の
東
隅
ま
で
行
き
手
探
り
す
る
と
、
だ
れ
か
が
壁
に
寄
り
か
か
っ
て
立
っ
て
い
る
。
梁

公
は
幽
靈
だ
と
思
い
、
そ
れ
を
背
負
っ
て
外
に
出
た
。
み
な
が
、「
何
を
見
た
？
」
と
聞
く
と
、
梁
公
は
笑
っ
て
、「
幽
靈
を
背

負
っ
て
來
た
ぞ
、
火
で
照
ら
し
て
み
よ
う
」
と
言
っ
た
。
火
で
照
ら
し
て
見
る
と
、
そ
れ
は
美
し
い
婦
人
で
、
衣
服
は
世
俗
の
も

の
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
た
。
詰
問
し
よ
う
と
し
た
が
、
氣
息
奄
奄
と
し
て
、
ま
る
で
醉
っ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
み
な
は
本
當

に
幽
靈
だ
と
思
い
、
周
り
を
圍
ん
で
見
守
っ
て
い
る
と
、
し
ば
ら
く
し
て
目
を
開
き
、
人
が
取
り
圍
ん
で
い
る
の
を
見
て
、
驚

い
た
樣
子
で
、「
こ
こ
は
ど
こ
で
す
か
？
」
と
聞
い
た
。
み
な
は
場
所
の
名
前
と
廟
の
中
に
い
た
こ
と
を
吿
げ
、
さ
ら
に
人
閒
か

幽
靈
か
、
ど
こ
か
ら
來
た
の
か
を
尋
ね
た
。
女
は
、「
私
は
揚
州
の
大
族
某
氏
の
娘
で
、
吉
日
に
迎
え
ら
れ
て
嫁
入
り
す
る
と
こ

ろ
、
輿
の
中
で
突
然
大
風
に
飛
ば
さ
れ
、
意
識
が
朦
朧
と
な
っ
た
の
で
、
ど
う
し
て
こ
こ
に
來
た
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
」
と
言
っ

た
。
み
な
は
喜
ん
で
、「
梁
さ
ん
は
未
婚
な
の
で
、
神
樣
が
揚
州
か
ら
妻
を
送
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
だ
。
ま
っ
た
く
神
樣
の
お
取

り
は
か
ら
い
だ
か
ら
、
結
婚
し
て
し
ま
え
ば
い
い
」
と
言
っ
た
。
梁
公
は
そ
こ
で
女
を
連
れ
て
歸
っ
た
が
、
閒
も
な
く
試
驗
に

受
か
り
、
十
數
年
經
つ
か
經
た
ぬ
か
の
閒
に
大
い
に
出
世
し
た
。
女
は
數
人
の
子
を
產
ん
だ
。
そ
こ
で
當
時
の
人
々
は
彼
女
を

天
賜
夫
人
と
見
な
し
、
朝
廷
に
ま
で
そ
の
話
が
傳
わ
っ
た
。
梁
公
は
大
定
二
十
年
（
一
一
八
〇
）
に
、
彰
德
節
度
使
と
な
っ
た
。
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都
の
老
人
た
ち
の
中
に
は
、
そ
の
姿
を
見
た
者
が
今
で
も
い
る
、
兵
亂
の
後
、
梁
氏
は
な
お
大
勢
い
る
が
、
そ
の
家
世
を
問
う

と
、
多
く
は
天
賜
夫
人
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
。

　
廣
寧
閭
山
公
廟
、
靈
應
甚
著
。
又
其
象
設
獰
惡
、
林
木
蔽
映
。
人
白
晝
入
其
中
、
皆
恐
怖
毛
豎
。
傍
近
言
、
靜
夜
時
聞
訊
掠

聲
。
故
過
者
或
迂
路
避
之
。
參
知
政
事
梁
公
肅
、
家
此
郷
之
牽
馬
嶺
。
作
擧
子
時
、
與
諸
生
結
夏
課
、
談
及
鬼
神
事
。
歷
數
時

人
之
膽
勇
者
、
梁
公
都
不
之
許
。
因
自
言
：「
我
能
以
昏
暮
或
隂
晦
之
際
、
入
閭
山
廟
、
巡
廊
廡
一
周
。」
諸
生
從
叟
之
曰
：「
能

往
何
以
取
信
？
」
梁
公
曰
：「
我
當
就
周
行
處
、
以
物
畫
之
、
用
是
爲
驗
。」
明
日
晚
約
偕
往
。
諸
生
待
於
廟
門
外
。
奮
袖
徑
去
、

畫
至
廟
之
東
隅
摸
索
、
有
一
人
倚
壁
而
立
。
梁
公
意
其
爲
鬼
、
負
之
出
。
諸
生
迎
問
：「
何
所
見
？
」
梁
公
咲
曰
：「
我
負
一
鬼

至
矣
。
可
取
火
照
之
。」
及
火
至
、
見
是
一
美
婦
、
衣
裝
絕
與
世
俗
不
同
。
欲
問
詰
之
、
則
氣
息
奄
奄
、
狀
若
昬
醉
。
諸
生
眞
謂

鬼
物
、
環
立
守
之
、
良
久
開
目
、
見
人
環
繞
、
驚
怖
不
自
禁
。
問
：「
此
爲
何
地
？
」
諸
生
爲
言
其
處
、
及
廟
中
得
之
者
、
且
詰

其
爲
人
爲
鬼
、
何
所
從
來
？
婦
言
：「
我
揚
州
大
族
某
氏
女
。
以
吉
日
迎
往
壻
家
、
在
輿
中
忽
爲
大
風
所
飄
、
神
識
散
亂
、
不
知

何
以
至
此
。」
諸
生
喜
曰
：「
梁
生
未
受
室
、
神
物
乃
從
揚
州
送
一
妻
至
。
誠
有
冥
數
存
乎
其
閒
。
可
因
而
成
之
。」
梁
公
乃
攜
婦

歸
。
尋
擢
第
、
不
十
數
年
致
身
通
顯
。
婦
擧
數
子
。
故
時
人
有
天
賜
夫
人
之
目
、
至
於
傳
逹
宮
禁
。
梁
公
以
大
定
二
十
年
、
節

度
彰
德
。
相
（
都
）
下
耆
舊
仍
有
及
見
之
者
。
兵
亂
後
、
梁
氏
尙
多
、
問
其
家
世
、
多
天
賜
諸
孫
行
云
。

　
梁
肅
は
實
在
の
人
物
で
、『
金
史
』
卷
八
九
の
そ
の
傳
に
よ
る
と
、
奉
聖
州
（
河
北
省
涿
鹿
巿
）
の
人
、
天
眷
二
年
（
一
一
三
九
）
の

進
士
で
、
彰
德
節
度
使
、
參
知
政
事
と
な
っ
た
の
も
事
實
で
あ
る
。
傳
に
は
、「
幼
き
よ
り
學
に
勤
め
、
夏
の
夜
讀
書
し
て
往
々
旦
に

逹
す
、
母
の
葛
氏
常
に
燭
を
滅
し
て
之
を
止
む
」
と
あ
る
が
、
む
ろ
ん
右
の
天
賜
夫
人
の
こ
と
は
書
い
て
な
い
。
廣
寧
（
遼
寧
省
北
鎭

縣
）
の
閭
山
公
廟
と
は
、
古
來
、
幽
州
の
鎭
と
し
て
有
名
な
醫
巫
閭
山
の
神
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
話
で
は
、
女
性
が
結
婚
式
の
當
日
に
風
で
遠
方
に
飛
ば
さ
れ
、
別
の
男
と
結
婚
す
る
と
い
う
點
が
、
敦
煌
の
『
搜
神
記
』
と

共
通
す
る
。
ま
た
『
搜
神
記
』
で
は
、
飛
來
し
た
女
性
は
、
遼
西
太
守
梁
合
龍
の
娘
（
す
な
わ
ち
梁
氏
）
で
、
遼
東
太
守
毛
伯
逹
の
子
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の
妻
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
注
（
２
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ス
タ
イ
ン
本
で
は
主
人
公
の
侯
霍
は
、
白
馬
縣
の
人
と
あ
る

が
、
白
馬
縣
と
は
河
南
省
東
北
の
滑
縣
の
地
で
あ
る（

13
）。

一
方
、『
續
夷
堅
志
』
で
は
、
男
の
姓
が
梁
（
梁
肅
）
で
、
女
性
の
出
身
地
は

揚
州
で
あ
る
が
、
舞
臺
と
な
っ
た
廣
寧
は
遼
東
の
領
域
で
あ
り
、
兩
者
の
姓
と
お
よ
そ
の
地
域
が
一
致
す
る
。
こ
れ
は
偶
然
で
は
な

く
、
兩
者
の
閒
に
な
ん
ら
か
の
傳
承
關
係
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
し
『
續
夷
堅
志
』
の
話
は
報
恩
譚
の
形
式
を
取
ら
ず
、
な
ぜ
女
性
が
飛
來
し
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
た
だ
梁
肅
が
肝
試

し
の
た
め
に
閭
山
公
廟
に
入
り
、
そ
こ
で
飛
來
し
た
女
性
に
會
い
、
そ
の
女
性
と
結
婚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
科
擧
に
合
格
、
出
世

し
た
と
述
べ
る
の
み
で
、
話
の
重
點
は
明
ら
か
に
天
賜
夫
人
が
夫
の
科
擧
合
格
と
出
世
と
い
う
幸
運
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
結
末
に

あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
話
に
は
、
報
恩
で
は
な
く
、
科
擧
が
新
た
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
、
近
世
中
國
社
會
に
お
け
る
人
々
、
特
に
知
識
人
の
最
大
の
關
心
事
は
科
擧
に
よ
る
榮
逹
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
の

昔
話
に
は
科
擧
說
話
と
で
も
稱
す
べ
き
話
が
多
數
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が（

14
）、

中
國
に
は
そ
れ
に
類
す
る
民
話
は
見
當
た
ら

な
い
も
の
の
、
近
世
の
白
話
小
說
、
戲
曲
で
科
擧
が
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
實
で
あ
る
。
こ
の
天
賜
夫
人

の
話
も
、
そ
れ
以
前
の
說
話
が
近
世
の
科
擧
社
會
の
中
で
變
化
を
遂
げ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
結
末
の
科
擧
合
格
と
榮

逹
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
受
驗
生
た
ち
が
夜
の
勉
强
の
合
閒
に
怪
談
を
し
て
、
肝
試
し
に
出
か
け
る
と
い
う
冒
頭
の
設
定
も
、
近
世
の

受
驗
社
會
で
は
い
か
に
も
あ
り
そ
う
な
話
で
あ
る
。
淸
代
の
『
聊
齋
志
異
』
卷
一
「
狐
嫁
女
」
は
、
仲
閒
と
賭
け
を
し
て
幽
靈
屋
敷

に
行
っ
た
男
が
、
狐
の
婚
禮
を
見
て
、
後
に
進
士
に
合
格
す
る
と
い
う
話
だ
が
、
こ
れ
も
同
工
異
曲
と
言
え
よ
う
。
た
だ
し
人
の
恐

れ
る
幽
靈
屋
敷
な
ど
に
行
っ
て
、
か
え
っ
て
幸
運
を
得
る
と
い
う
の
は
、
元
來
は
い
わ
ゆ
る
「
凶
宅
」
に
ま
つ
わ
る
話
で
、
早
く
は

唐
の
谷
神
子
『
博
異
志
』
の
「
蘇
遏
」
な
ど
に
見
え
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
よ
う
な
「
凶
宅
」
說
話
が
や
は
り
科
擧
社
會
に
取
り
こ

ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
近
世
に
な
り
科
擧
の
受
驗
競
爭
が
激
化
す
る
と
、
人
々
は
實
力
よ
り
も
僥
倖
を
賴
む
よ
う
に
な
る
。
い
わ
ば
運
任
せ
で
、
こ
の
た
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　　天賜夫人考

め
風
水
や
夢
の
善
し
惡
し
に
よ
っ
て
合
格
を
望
む
風
が
生
じ
た
。
宋
の
洪
邁
『
夷
堅
志
』
に
は
、
そ
の
種
の
話
が
い
く
つ
か
見
え
て

い
る（

15
）。

天
賜
夫
人
の
話
も
そ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
た
め
か
、
こ
の
話
は
當
時
、
廣
く
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
い
く
つ
か
の
異
傳
が
傳
わ
る
。
ま
ず
元
の
郝
經
（
一
二
二
三
―
一

二
七
五
）
に
次
の
「
天
賜
夫
人
詞
」
（『
陵
川
集
』
卷
八（
16
））
が
あ
る
。

八
月
十
五
雙
星
會
、
佳
婦
佳
兒
好
婚
對
。
　
　
八
月
十
五
雙
星
會
し
、
佳
婦
と
佳
兒
は
好
き
婚
對
。

玉
波
冷
浸
芙
蓉
城
、
花
月
搖
光
照
金
翠
。
　
　
玉
波
冷
た
く
浸
す
芙
蓉
城
、
花
月
光
を
搖
ら
し
金
翠
を
照
ら
す
。

黑
風
當
筵
滅
紅
燭
、
一
朶
仙
桃
降
天
外
。
　
　
黑
風
筵
に
當
り
て
紅
燭
を
滅
し
、
一
朶
の
仙
桃
天
外
に
降
る
。

梁
家
有
子
是
新
郞
、
芊
氏
忽
從
鍾
建
背
。
　
　
梁
家
子
有
り
是
れ
新
郞
、
芊
氏
忽
ち
鍾
建
の
背
に
從
う（

17
）。

負
來
燈
下
驚
鬼
物
、
雲
鬢
欹
斜
倒
冠
佩
。
　
　
負
い
來
り
て
燈
下
鬼
物
に
驚
き
、
雲
鬢
欹
斜
し
て
冠
佩
倒
さ
な
り
。

四
肢
紅
玉
軟
無
力
、
夢
斷
春
閨
半
酣
醉
。
　
　
四
肢
は
紅
玉
の
ご
と
く
軟
く
力
無
し
、
夢
は
春
閨
に
斷
た
れ
半
ば
酣
醉
す
。

須
臾
擧
目
視
傍
人
、
衣
服
不
同
言
語
異
。
　
　
須
臾
に
し
て
目
を
擧
げ
傍
人
を
視
れ
ば
、
衣
服
同
じ
か
ら
ず
言
語
異
な
る
。

自
說
成
都
五
千
里
、
恍
惚
不
知
來
此
際
。
　
　
自
ら
說
く
成
都
五
千
里
、
恍
惚
と
し
て
此
の
際
に
來
た
る
を
知
ら
ず
と
。

玉
容
寂
寞
小
山
顰
、
俛
首
無
言
兩
行
淚
。
　
　
玉
容
寂
寞
と
し
て
小
山
を
顰
め
、
首
を
俛
し
て
無
言
兩
行
の
淚
。

甘
心
與
作
梁
家
婦
、
詔
起
高
門
牓
天
賜
。
　
　
甘
心
し
て
た
め
に
作
る
梁
家
の
婦
、
詔
も
て
高
門
を
起
こ
し
天
賜
と
牓
せ
り
。

幾
年
夫
壻
作
相
公
、
滿
眼
兒
孫
盡
朝
貴
。
　
　
幾
年
夫
壻
は
相
公
と
作
り
、
滿
眼
の
兒
孫
は
盡
く
朝
貴
。

　
　
　
　
（
以
下
省
略
）

　
郝
經
の
祖
父
、
郝
天
挺
は
元
好
問
の
師
で
あ
り
、
郝
經
自
身
も
元
好
問
の
弟
子
筋
に
當
る
の
で
、
こ
の
「
天
賜
夫
人
詞
」
と
『
續

夷
堅
志
』
は
同
じ
來
源
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
こ
ち
ら
は
女
性
の
出
身
地
を
成
都
と
し
て
お
り
、
や
は
り
異
傳
の
よ
う
で
あ

る
。
そ
れ
以
外
は
、
詩
で
あ
る
か
ら
詳
し
く
は
述
べ
て
い
な
い
が
、
夫
の
姓
が
梁
で
、
後
に
相
公
に
出
世
し
、
自
身
も
天
賜
の
稱
號
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を
得
た
こ
と
な
ど
、『
續
夷
堅
志
』
と
等
し
い
。

　
も
う
ひ
と
つ
は
後
の
資
料
で
は
あ
る
が
、
民
國
十
三
年
（
一
九
二
四
）
刊
『
良
郷
縣
志
』
卷
五
「
人
物
志
・
郷
賢
」
に
見
え
る
金
の

梁
斗
南
に
關
す
る
次
の
記
述
で
あ
る
。

　
梁
斗
南
、
字
は
拱
宸
、
良
郷
の
人
で
あ
る
。
生
ま
れ
つ
き
賢
く
、
詩
に
巧
み
で
あ
っ
た
。
閭
山
で
勉
强
し
て
い
る
時
、
同
じ

宿
舍
の
學
生
と
鬼
神
の
話
に
な
っ
た
が
、
斗
南
は
畏
れ
る
に
足
り
な
い
と
言
っ
た
。
同
宿
の
者
が
、「
閭
山
の
廣
寧
廟
に
夜
行
け

る
か
？
」
と
聞
く
と
、
斗
南
は
、「
よ
し
、
壁
に
印
し
を
つ
け
て
證
據
と
し
よ
う
」
と
答
え
た
。
行
っ
て
み
る
と
、
は
る
か
殿
上

に
燈
火
が
輝
き
、「
丞
相
が
い
ら
し
た
」
と
い
う
聲
が
聞
こ
え
、
燈
火
は
消
え
て
し
ま
っ
た
。
斗
南
は
筆
で
壁
に
印
し
を
つ
け
、

門
か
ら
北
東
の
隅
に
至
る
と
、
暗
い
中
に
な
に
か
觸
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
、
な
で
て
み
る
と
人
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
連
れ

て
も
ど
っ
た
が
、
そ
れ
は
な
ん
と
き
れ
い
な
女
で
あ
っ
た
。
女
に
譯
を
聞
く
と
、「
私
は
蘇
州
の
者
で
、
淸
明
節
に
蹴
鞠
の
見
物

を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
突
然
怪
し
い
風
で
邊
り
が
暗
く
な
り
、
眞
っ
暗
で
わ
か
ら
な
い
う
ち
に
こ
こ
に
來
た
の
で
す
が
、
あ
な

た
に
助
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
」
と
答
え
た
。
み
な
は
驚
い
た
が
、
そ
れ
が
朝
廷
に
も
聞
こ
え
て
、
詔
を
も
っ
て
女
を
斗
南
に

め
あ
わ
せ
、
や
が
て
二
人
の
子
が
生
ま
れ
た
の
で
、
天
賜
夫
人
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
。
斗
南
は
進
士
に
首
席
で
合
格
し
、
官
は

河
南
都
運
に
至
っ
た
が
、
有
能
で
吏
事
に
長
じ
、
激
務
を
よ
く
こ
な
し
た
の
で
、
時
の
人
々
は
そ
の
て
き
ぱ
き
し
た
働
き
ぶ
り

に
感
服
し
た
。
二
子
は
敬
と
恭
で
、
敬
は
左
司
郞
と
な
り
、
恭
は
元
の
世
祖
フ
ビ
ラ
イ
に
仕
え
、
性
質
が
端
正
で
行
い
淸
潔
で

あ
っ
た
の
で
、
重
用
さ
れ
、
官
は
金
紫
光
祿
大
夫
、
中
書
平
章
事
（
宰
相
）
に
ま
で
な
っ
た
。

　
梁
斗
南
、
字
拱
宸
、
良
郷
人
。
性
穎
悟
、
工
詩
。
讀
書
閭
山
、
與
同
舍
生
論
及
鬼
神
。
斗
南
以
爲
不
足
畏
。
同
舍
生
曰
：「
閭

山
廣
寧
廟
、
汝
能
夜
往
乎
？
」
斗
南
曰
：「
諾
。
當
堊
其
壁
爲
驗
。」
往
則
遙
見
殿
上
燈
燭
照
耀
、
聞
曰
：「
丞
相
來
。」
燈
燭
盡

滅
。
斗
南
以
筆
堊
殿
壁
閒
、
由
門
至
北
東
隅
、
暗
中
觸
一
物
、
捫
之
則
人
也
。
攜
以
歸
、
乃
一
女
子
、
有
殊
色
。
問
其
故
、
曰
：

「
妾
蘇
州
人
、
因
淸
明
觀
擊
毬
、
忽
怪
風
晦
昏
、
暗
中
不
省
至
此
、
而
爲
公
所
救
。」
人
皆
驚
異
。
事
聞
、
詔
以
女
配
斗
南
、
生
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　　天賜夫人考

二
子
、
謂
之
天
賜
夫
人
云
。
斗
南
登
進
士
第
一
、
累
官
至
河
南
都
運
、
有
幹
局
、
長
於
吏
事
、
能
剖
繁
治
劇
、
時
輩
服
其
通
敏
。

二
子
敬
、
恭
。
敬
左
司
郞
、
恭
仕
元
世
祖
、
性
行
端
潔
、
寵
遇
甚
厚
。
官
至
金
紫
光
祿
大
夫
、
中
書
平
章
事
。

　
こ
の
話
は
明
ら
か
に
先
の
『
續
夷
堅
志
』
を
蹈
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
女
の
出
身
地
が
揚
州
で
は
な
く
蘇
州
と
な
っ
て
い

る
ほ
か
、
主
人
公
の
梁
斗
南
が
閭
山
廟
に
至
っ
た
時
す
で
に
、「
丞
相
が
い
ら
し
た
」
と
、
そ
の
將
來
が
豫
言
さ
れ
て
い
る
點
、
ま
た

女
性
が
飛
來
し
た
の
が
、
結
婚
式
の
時
で
は
な
く
、
淸
明
節
の
蹴
鞠
見
物
の
時
で
あ
っ
た
と
す
る
點
は
、
す
で
に
原
話
か
ら
離
れ
て

い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
後
者
は
他
人
と
結
婚
す
る
は
ず
の
女
性
を
妻
と
す
る
と
い
う
禮
敎
に
悖
る
行
爲
を
避
け
る
た
め
の

儒
敎
的
配
慮
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
進
士
第
一
、
つ
ま
り
狀
元
と
す
る
の
は
、
科
擧
の
要
素
の
さ
ら
な
る
强
調
で
あ
る
。

た
だ
し
榮
逹
し
た
の
は
本
人
よ
り
も
む
し
ろ
子
供
の
代
で
あ
っ
て
、
丞
相
の
豫
言
は
子
供
に
よ
っ
て
實
現
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
梁
斗
南
は
、
元
の
世
祖
に
仕
え
て
參
知
政
事
、
成
宗
の
大
德
二
年
（
一
二
九
八
）
に
平
章
政
事
と
な
っ
た
梁
德
珪
（『
元
史
』
卷
一
七
〇

に
傳
が
あ
る
）
の
高
祖
、
梁
陟
の
こ
と
で
、
斗
南
が
そ
の
號
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
袁
桷
が
書
い
た
梁
德
珪
の
行
狀
に
見
え
て
い
る（

18
）。

そ

れ
に
よ
る
と
、
梁
陟
は
金
の
明
昌
年
閒
（
一
一
九
〇
―
一
一
九
五
）
の
進
士
、
官
は
同
知
南
京
路
都
轉
運
司
事
に
至
っ
た
。『
良
郷
縣
志
』

に
言
う
息
子
の
恭
が
梁
德
珪
を
指
す
と
す
れ
ば
、
若
干
の
誤
り
は
あ
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
事
實
を
反
映
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
良
郷

は
北
京
の
南
で
あ
り
、
梁
肅
の
出
身
地
、
廣
寧
と
も
近
い
。
お
そ
ら
く
元
來
は
梁
肅
の
話
で
あ
っ
た
の
が
、
同
姓
で
出
身
地
も
近
く
、

元
に
な
っ
て
そ
の
子
孫
が
顯
れ
た
梁
陟
に
置
き
換
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
こ
れ
ら
金
元
代
の
話
で
、
天
賜
夫
人
が
揚
州
、
蘇
州
、
成
都
な
ど
南
方
か
ら
飛
來
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
金
と
南

宋
が
分
立
し
た
當
時
の
政
治
狀
況
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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三
　
明
代
の
戲
曲
『
折
桂
記
』

新
道
敎
に
よ
る
潤
色

　　
さ
て
次
の
明
代
に
は
、
や
は
り
梁
氏
を
主
人
公
と
し
、
華
北
を
舞
臺
と
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
天
賜
夫
人
の
物
語
が
現
れ
る
。
そ
の

代
表
は
萬
曆
年
閒
、
南
京
の
廣
慶
堂
唐
振
吾
刊
の
『
折
桂
記
』
で
あ
る（

19
）。

以
下
に
そ
の
あ
ら
す
じ
を
記
す
。

　
五
代
の
末
、
山
東
の
東
平
の
人
、
梁
顥
は
、
早
く
に
父
を
亡
く
し
、
母
に
仕
え
て
勉
學
に
勵
ん
で
い
た
が
、
實
は
文
運
を
司

る
天
上
の
文
曲
星
の
生
ま
れ
か
わ
り
で
あ
っ
た
。
時
に
天
上
界
で
は
、
雷
神
に
追
わ
れ
た
仙
人
、
呂
洞
賓
が
、
ち
ょ
う
ど
望
仙

觀
で
讀
書
し
て
い
た
梁
顥
に
助
け
を
求
め
る
。
雷
神
は
、
呂
洞
賓
が
文
曲
星
の
化
身
で
あ
る
梁
顥
に
庇
護
さ
れ
て
い
る
の
を
見

て
追
跡
を
あ
き
ら
め
、
そ
の
お
禮
に
呂
洞
賓
は
觀
の
壁
に
自
分
の
畫
像
と
、
梁
顥
が
將
來
父
子
二
代
に
わ
た
っ
て
狀
元
と
な
る

べ
き
運
命
を
豫
言
す
る
詩
を
殘
し
て
立
ち
去
る
。
翌
日
梁
顥
は
、
同
學
の
仲
閒
に
昨
夜
の
奇
事
を
語
り
、
共
に
望
仙
觀
の
傍
ら

に
建
つ
望
仙
樓
で
酒
を
酌
み
交
わ
す
う
ち
に
、
夜
に
な
っ
た
。
樓
に
は
夜
幽
靈
が
出
る
と
の
評
判
で
、
餘
人
は
み
な
恐
れ
た
が
、

梁
顥
は
そ
れ
な
ら
自
分
が
一
晚
泊
ま
っ
て
や
ろ
う
と
言
い
、
何
事
も
な
く
一
夜
を
樓
上
で
過
ご
せ
る
か
、
仲
閒
と
銀
一
兩
を
賭

け
、
仲
閒
は
歸
っ
て
ゆ
く
。

　
一
方
、
四
川
成
都
の
人
、
薛
瓊
は
、
東
平
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
、
妻
と
娘
の
玉
梅
を
伴
い
任
地
に
赴
き
、
よ
う
や
く
東
平
の
近

く
ま
で
た
ど
り
つ
く
が
、
お
り
か
ら
の
强
風
を
避
け
て
舟
を
停
め
て
い
た
。
そ
こ
へ
呂
洞
賓
の
命
を
受
け
た
柳
樹
の
精
が
現
れ
、

眠
っ
て
い
る
玉
梅
に
、
狀
元
の
妻
、
狀
元
の
母
と
な
る
べ
き
運
命
を
吿
げ
る
と
、
風
と
共
に
彼
女
を
望
仙
樓
に
連
れ
去
る
。
突

如
と
し
て
空
中
か
ら
落
ち
て
き
た
女
に
驚
い
た
梁
顥
は
、
そ
の
素
性
を
尋
ね
知
る
と
、
翌
朝
玉
梅
を
背
負
っ
て
家
に
歸
り
、
母

親
に
事
の
次
第
を
說
明
し
た
。
母
と
同
學
の
仲
閒
は
、
こ
れ
ぞ
天
の
與
え
た
良
緣
と
よ
ろ
こ
び
、
仲
閒
の
一
人
が
早
速
、
娘
の

失
踪
に
仰
天
す
る
薛
瓊
の
も
と
に
驅
け
つ
け
、
事
情
を
話
し
、
梁
顥
の
た
め
に
求
婚
、
奇
緣
に
感
じ
入
っ
た
薛
瓊
も
結
婚
を
許

し
、
二
人
は
婚
禮
を
擧
げ
た
。
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の
ち
薛
瓊
は
廣
東
兵
憲
に
轉
任
と
な
り
、
梁
顥
夫
妻
と
別
れ
て
去
っ
て
ゆ
く
。
梁
顥
は
そ
の
後
、
郷
試
に
首
席
で
合
格
す
る

が
、
五
代
末
の
混
亂
の
た
め
都
で
の
會
試
に
は
應
じ
ず
、
母
を
養
い
子
の
梁
固
を
敎
え
て
い
た
。
や
が
て
宋
が
天
下
を
統
一
し
、

梁
固
が
成
長
す
る
に
及
び
、
父
子
と
も
に
都
へ
應
試
に
出
か
け
た
。
結
果
は
、
息
子
の
梁
固
は
狀
元
、
父
の
梁
顥
は
第
三
名
の

探
花
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
の
呂
洞
賓
の
豫
言
を
恃
み
、
か
つ
息
子
の
下
位
に
甘
ん
ず
る
こ
と
を
潔
し
と
し
な
い
梁
顥
は
、
あ
く

ま
で
も
狀
元
を
ね
ら
い
、
合
格
を
辭
退
し
て
、
そ
の
後
も
受
驗
を
繰
り
返
し
、
孫
の
梁
棟
が
探
花
で
合
格
し
た
の
に
も
お
く
れ
、

第
十
回
目
の
受
驗
、
八
十
二
歲
で
つ
い
に
念
願
の
狀
元
及
第
を
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
作
品
は
、
明
代
戲
曲
の
通
例
に
も
れ
ず
、
上
下
二
卷
、
全
三
十
一
齣
の
長
篇
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
趣
向
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る

が
、
主
人
公
の
梁
顥
が
肝
試
し
に
行
っ
て
、
風
で
飛
來
し
た
女
性
を
妻
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
科
擧
に
首
席
合
格
し
た
と
い
う
核
心

部
分
は
、
先
に
見
た
金
元
代
の
天
賜
夫
人
の
話
と
同
じ
、
特
に
女
性
が
飛
來
し
た
の
が
婚
姻
の
日
で
は
な
く
、
か
つ
主
人
公
が
首
席

に
な
る
點
は
、『
良
郷
縣
志
』
の
梁
斗
南
の
話
に
近
い
。
ま
た
女
性
が
成
都
か
ら
直
接
で
は
な
く
、
東
平
の
近
く
ま
で
來
て
か
ら
飛
來

し
、
父
親
の
薛
瓊
に
結
婚
の
許
可
を
も
ら
っ
て
い
る
點
は
、
合
理
化
と
儒
敎
的
配
慮
を
さ
ら
に
一
步
進
め
た
も
の
と
言
え
る
。

　
こ
の
作
品
の
背
景
、
特
に
梁
顥
に
始
ま
る
宋
元
代
の
東
平
（
山
東
省
東
平
巿
）
梁
氏
と
物
語
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
以
前
に
述
べ
た

こ
と
が
あ
る
の
で（

20
）、

今
そ
の
要
點
の
み
を
述
べ
れ
ば
、
梁
顥
（
九
六
三
―
一
〇
〇
四
）
、
梁
固
父
子
は
實
在
の
人
物
で
、『
宋
史
』
卷
二

九
六
に
傳
が
あ
る
。
ま
た
父
子
と
も
に
狀
元
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
實
で
あ
る
。
た
だ
し
梁
顥
が
狀
元
と
な
っ
た
の
は
雍
熙
二
年
（
九

八
五
）
、
二
十
三
歲
の
時
で
あ
っ
て
、
八
十
二
歲
で
は
な
い
が
、
彼
が
八
十
二
歲
で
及
第
し
た
と
す
る
說
は
宋
代
か
ら
す
で
に
あ
り
、

洪
邁
『
容
齋
隨
筆
』
の
「
梁
狀
元
八
十
二
歲
」
（
四
筆
卷
十
四
）
で
は
、『
遁
齋
閒
覽
』
を
引
い
て
、「
梁
顥
八
十
二
歲
、
雍
熙
二
年
狀

元
及
第
、
其
の
謝
啓
に
云
う
、
白
首
窮
經
、
伏
生
よ
り
少
き
こ
と
八
歲
、
靑
雲
得
路
、
太
公
に
多
き
こ
と
二
年
」
と
述
べ
、
そ
れ
は

事
實
で
は
な
い
と
反
駁
し
て
い
る
。

　
こ
の
「
白
首
窮
經
」
は
、『
折
桂
記
』
の
い
わ
ば
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
が
、
科
擧
の
受
驗
競
爭
が
ひ
と
つ
の
頂
點
に
逹
し
た
明
末
と
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い
う
時
代
に
あ
っ
て
、
こ
の
言
葉
は
多
く
の
受
驗
生
に
と
っ
て
實
際
、
骨
身
に
沁
み
る
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
現
に
文
震
孟

（
一
五
七
四
―
一
六
三
六
）
の
よ
う
に
、
會
試
受
驗
十
回
に
し
て
狀
元
の
榮
譽
を
勝
ち
取
っ
た
例
も
あ
り
、「
白
首
窮
經
」
は
ま
さ
に
受
驗

生
の
夢
と
苦
惱
を
體
現
し
た
言
葉
で
あ
っ
た
。『
折
桂
記
』
と
い
う
作
品
の
時
代
的
意
味
も
ま
た
そ
こ
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。『
折
桂

記
』
と
ま
っ
た
く
同
じ
內
容
で
た
だ
題
を
變
え
た
だ
け
の
『
靑
袍
記
』
（『
古
本
戲
曲
叢
刊
』
第
二
集
の
文
林
閣
刊
本
）
、
馮
惟
敏
作
『
梁

狀
元
不
伏
老
』
（『
盛
明
雜
劇
』
二
集
卷
二
十
一
）
、
ま
た
今
日
傳
わ
ら
な
い
が
『
題
塔
記（

21
）』

な
ど
、
梁
顥
の
話
を
仕
組
ん
だ
戲
曲
が
、

こ
の
時
代
大
い
に
流
行
し
た
ら
し
い
の
も
故
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
梁
顥
と
天
賜
夫
人
を
結
び
つ
け
る
資
料
は
元
以
前
に
見
え
な
い

が
、
す
で
に
述
べ
た
金
元
代
、
華
北
の
梁
氏
と
天
賜
夫
人
と
の
話
か
ら
す
れ
ば
、
主
人
公
を
梁
顥
と
す
る
說
も
、
あ
る
い
は
元
以
前

に
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
『
折
桂
記
』
の
も
う
ひ
と
つ
の
趣
向
は
、
梁
顥
を
文
曲
星
、
す
な
わ
ち
文
昌
帝
君
の
化
身
と
し
、
ま
た
夫
人
の
飛
來
を
は
じ
め
主
な

ス
ト
ー
リ
ー
の
狂
言
廻
し
と
し
て
仙
人
の
呂
洞
賓
を
登
場
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
明
代
の
演
劇
小
說
の
常
套
と
言
っ

て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
文
昌
帝
君
は
科
擧
の
神
樣
と
し
て
宋
代
の
四
川
よ
り
そ
の
信
仰
が
始
ま
り
、
元
代
に
至
っ
て
朝
廷

よ
り
帝
君
に
封
ぜ
ら
れ
て
よ
り
、
全
國
的
に
廣
ま
り
尊
崇
さ
れ
た
神
格
で
あ
り（

22
）、

ま
た
呂
洞
賓
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
金
元
代
の
新

道
敎
で
あ
る
全
眞
敎
で
重
ん
じ
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
八
仙
の
筆
頭
と
し
て
近
世
の
民
閒
で
も
っ
と
も
人
氣
の
高
い
仙
人
で
あ
っ
た
。
こ

こ
に
は
、
儒
敎
的
な
合
理
化
と
と
も
に
、
近
世
の
新
道
敎
に
よ
る
新
た
な
潤
色
が
施
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　　
　
　
四
　
『
萬
曆
野
獲
編
』
の
宗
族
傳
說

　　
ち
な
み
に
こ
の
時
代
、
天
賜
夫
人
の
話
は
戲
曲
に
よ
っ
て
文
藝
化
さ
れ
る
一
方
、
事
實
と
し
て
も
信
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
物
語
る
の
は
、
沈
德
符
『
萬
曆
野
獲
編
』
卷
二
十
八
「
大
風
吹
人
」
の
次
の
記
述
で
あ
る（

23
）。
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『
遼
史
』
に
聖
宗
開
泰
八
年
（
一
〇
一
九
）
五
月
の
こ
と
と
し
て
、
留
打
魯
瑰
節
度
使
の
哱
魯
里
が
鼻
洒
河
に
至
っ
た
時
、
天

地
晦
冥
に
し
て
、
大
風
が
四
十
二
人
を
吹
き
飛
ば
し
空
中
を
飛
旋
し
て
、
久
し
く
し
て
數
里
の
外
に
落
ち
た
が
、
地
面
に
あ
っ

た
酒
壺
は
微
動
も
し
な
か
っ
た
と
あ
る（

24
）。

こ
れ
は
世
界
の
極
め
て
異
常
な
出
來
事
で
、
絕
え
て
他
の
例
を
見
な
い
。
し
か
し
か

つ
て
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
新
城
の
王
象
乾
少
司
馬
（
字
は
霽
宇
）
の
始
祖
母
は
、
空
か
ら
風
で
飛
ん
で
そ
の
家
に
至
り
、
久
し

く
し
て
や
っ
と
目
が
醒
め
た
。
尋
ね
て
み
た
が
言
葉
が
通
じ
な
い
。
思
う
に
異
域
の
人
で
、
大
風
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
こ
で
王
家
の
妻
と
な
っ
て
、
子
を
生
み
育
て
た
。
今
王
氏
は
朝
廷
に
仕
え
る
者
が
相
次
ぎ
、
貴
盛
竝
ぶ
者
が
な
い
が
、

み
な
そ
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
。
私
は
當
初
そ
の
話
を
あ
ま
り
信
じ
な
か
っ
た
が
、
最
近
、
司
馬
（
王
象
乾
）
の
從
弟
の
王
象
巽

（
字
は
季
木
）
擧
人
に
會
っ
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
本
當
で
あ
る
と
言
う
。
あ
あ
、
な
ん
と
不
思
議
な
こ
と
だ
。

　
遼
史
記
其
國
聖
宗
開
泰
八
年
五
月
、
留
打
魯
瑰
節
度
使
哱
魯
里
至
鼻
洒
河
、
天
地
晦
冥
、
大
風
飄
四
十
二
人
飛
旋
空
中
、
良
久

墮
數
里
外
。
有
一
酒
壺
在
地
乃
不
移
、
此
宇
內
極
異
之
事
、
斷
無
再
見
者
。
曾
聞
新
城
王
霽
宇
象
乾
少
司
馬
之
始
祖
母
、
乃
從

空
飄
至
其
家
、
久
而
方
醒
。
問
之
言
語
不
通
、
蓋
異
域
人
、
爲
颶
風
吹
墮
、
因
爲
其
婦
、
生
育
諸
子
。
今
王
氏
蟬
冕
聯
翩
、
貴

盛
無
比
、
皆
其
苗
裔
也
。
余
初
不
甚
信
。
頃
晤
司
馬
從
弟
王
季
木
象
巽
孝
廉
訊
之
、
云
果
然
。
嗟
乎
亦
異
甚
矣
。

　
王
象
乾
、
字
霽
宇
は
、
新
城
（
山
東
省
淄
博
巿
）
の
人
、
隆
慶
五
年
（
一
五
七
一
）
の
進
士
で
、
官
は
兵
部
尙
書
に
至
っ
た
。
そ
の
弟
、

王
象
晉
は
萬
曆
三
十
二
年
（
一
六
〇
四
）
の
進
士
、
そ
の
ほ
か
新
城
王
氏
の
象
字
輩
の
人
物
だ
け
で
も
、
王
象
雲
（
天
啓
五
年
）
、
王
象

斗
（
萬
曆
二
十
三
年
）
、
王
象
蒙
（
萬
曆
八
年
）
、
王
象
坤
（
嘉
靖
四
十
四
年
）
、
王
象
春
（
萬
曆
三
十
八
年
）
、
王
象
節
（
萬
曆
二
十
年
）
、

王
象
恆
（
萬
曆
二
十
三
年
）
と
、
合
わ
せ
て
九
人
も
の
進
士
を
こ
の
時
代
に
出
し
た（

25
）。

こ
れ
で
は
沈
德
な
ら
ず
と
も
天
賜
夫
人
の
威
力

を
信
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
す
な
わ
ち
金
元
代
の
梁
氏
と
天
賜
夫
人
の
說
話
は
、
明
代
に
な
る
と
戲
曲
と
し
て
文
藝
化
さ
れ
る
一
方
、
山
東
の
新
城
王
氏
に
飛

び
移
っ
て
、
そ
の
宗
族
傳
說
と
し
て
生
き
殘
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
淸
初
の
大
詩
人
、
漁
洋
山
人
王
士
禛
は
、
王
象
晉
の
孫
で
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あ
る
。
沈
德
符
が
わ
ざ
わ
ざ
『
遼
史
』
の
記
事
を
引
い
て
き
た
の
は
、
人
が
風
に
よ
っ
て
遠
方
に
飛
ば
さ
れ
る
と
い
う
事
實
を
證
せ

ん
が
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
。
な
お
こ
の
新
城
王
氏
の
傳
說
は
、
萬
曆
三
十
九
年
（
一
六
一
一
）
刊
の
劉
仲
逹
編
『
劉
氏
鴻
書
』
卷
一
〇

三
に
も
見
え
て
い
る
。

　
　
　
五
　
天
賜
夫
人
の
原
型

　　
こ
れ
ま
で
天
賜
夫
人
と
科
擧
と
の
關
係
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
で
は
花
嫁
が
風
で
飛
ん
で
來
る
と
い
う
、
こ
の
世
に
も
不
思

議
な
話
の
正
體
は
な
ん
で
あ
ろ
う
。
敦
煌
『
搜
神
記
』
の
報
恩
譚
に
お
け
る
こ
の
モ
チ
ー
フ
が
、
報
恩
譚
本
來
の
も
の
で
は
な
か
っ

た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
科
擧
の
場
合
も
、
た
だ
時
代
の
推
移
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
た
ま
で
で
、
本
質
的
に
は

無
關
係
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
で
は
そ
の
原
型
は
ど
こ
か
ら
來
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
示
唆
を
あ
た
え
て
く
れ
る
の
は
、『
太
平
廣
記
』
に
見
え
る
「
劉
氏
子
妻
」
の
話
（
卷
三
八
六
）
で
あ
る
。

　
劉
氏
の
子
は
、
若
く
し
て
俠
氣
が
あ
り
膽
が
す
わ
っ
て
い
た
。
旅
に
出
て
楚
州
の
淮
陰
縣
に
住
ん
だ
が
、
付
き
合
う
の
は
た

い
て
い
巿
井
の
不
良
で
あ
る
。
鄰
り
の
王
氏
に
娘
が
あ
り
、
求
婚
し
た
が
、
王
氏
は
承
知
し
な
か
っ
た
。
數
年
後
、
饑
饉
の
た

め
兵
隊
に
な
っ
た
が
、
數
年
經
っ
て
役
目
が
す
む
と
、
ま
た
楚
州
に
來
て
、
舊
友
と
再
會
を
喜
ん
だ
。
そ
し
て
い
つ
も
勝
手
に

遊
び
ま
わ
り
、
晝
は
狩
、
夜
は
色
町
と
い
う
暮
ら
し
ぶ
り
。
あ
る
時
、
町
を
出
て
十
里
餘
り
の
と
こ
ろ
で
、
壞
れ
た
墓
を
見
た

が
、
棺
が
露
わ
に
出
て
い
る
。
も
ど
っ
て
仲
閒
と
酒
を
飮
ん
で
い
る
と
、
ち
ょ
う
ど
夏
の
夜
で
俄
雨
が
や
ん
だ
ば
か
り
、
み
な

は
ふ
ざ
け
て
、「
だ
れ
か
壞
れ
た
墓
の
上
に
物
を
置
い
て
來
れ
る
や
つ
は
い
る
か
？
」
と
言
う
。
劉
は
醉
っ
た
勢
い
で
、「
俺
が

や
っ
て
や
ろ
う
」
と
言
う
と
、
み
な
は
、「
も
し
本
當
に
で
き
る
な
ら
、
明
日
一
席
設
け
て
お
ご
っ
て
や
ろ
う
」
と
答
え
、
煉
瓦

を
ひ
と
つ
取
る
と
、
そ
の
上
に
み
な
の
名
前
を
書
き
、
劉
に
も
た
せ
、
飮
み
な
が
ら
待
つ
こ
と
に
し
た
。
劉
は
一
人
で
夜
半
に
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墓
に
來
た
が
、
ち
ょ
う
ど
月
が
出
て
、
棺
の
上
に
な
に
か
蹲
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
じ
っ
と
見
る
と
、
そ
れ
は
死
ん
だ
女
で

あ
っ
た
。
劉
は
煉
瓦
を
棺
の
中
に
捨
て
る
と
、
屍
體
を
背
負
っ
て
歸
っ
た
。
み
な
が
歡
談
し
て
い
る
と
、
突
然
、
劉
が
門
を
押

し
、
な
に
か
重
い
物
を
背
負
っ
て
い
る
よ
う
な
音
が
し
た
。
や
が
て
門
が
開
き
、
劉
が
入
っ
て
來
る
や
、
燈
前
の
床
に
屍
體
を

置
い
た
が
、
屍
體
は
立
っ
た
ま
ま
で
、
顏
に
は
化
粧
の
跡
、
そ
れ
を
髮
が
半
分
覆
っ
て
い
る
。
一
同
仰
天
し
て
、
中
に
は
逃
げ

て
隱
れ
る
者
も
い
た
。
劉
は
、「
こ
れ
は
俺
の
女
房
だ
」
と
言
っ
て
、
屍
體
を
抱
い
て
ベ
ッ
ド
で
と
も
に
寢
た
。
み
な
は
驚
き
恐

れ
た
が
、
夜
半
を
過
ぎ
る
と
、
口
鼻
の
邊
り
に
微
か
に
息
が
も
ど
り
、
じ
っ
と
見
て
い
る
と
、
や
が
て
蘇
生
し
た
。
そ
こ
で
譯

を
尋
ね
た
が
、
女
は
王
氏
の
娘
で
、
急
死
し
た
た
め
、
ど
う
し
て
こ
こ
に
來
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
と
言
う
。
明
け
方
、
劉
は

水
を
汲
ん
で
女
の
顏
と
手
を
洗
い
、
髮
を
整
え
て
や
る
と
、
す
っ
か
り
も
と
の
樣
子
に
も
ど
っ
た
。
そ
こ
で
近
所
に
知
ら
せ
る

と
、「
王
氏
の
娘
は
嫁
に
行
く
矢
先
に
急
死
し
て
、
ま
だ
弔
い
を
し
て
い
な
い
の
に
、
昨
夜
雷
で
屍
體
が
失
せ
た
」
と
言
う
。
劉

が
こ
と
の
次
第
を
王
氏
に
吿
げ
る
と
、
王
氏
は
悲
喜
こ
も
ご
も
、
娘
を
劉
に
嫁
が
せ
た
。
み
な
は
そ
の
因
緣
に
感
じ
入
り
、
ま

た
劉
の
膽
力
に
敬
服
し
た
。「
原
化
記
」
に
出
ず
。

　
劉
氏
子
者
、
少
任
俠
有
膽
氣
。
常
客
遊
楚
州
淮
隂
縣
、
交
遊
多
巿
井
惡
少
、
鄰
人
王
氏
有
女
、
求
聘
之
。
王
氏
不
許
。
後
數

歲
、
因
饑
遂
從
戎
。
數
年
後
役
罷
、
再
遊
楚
郷
、
與
舊
友
相
遇
甚
歡
。
常
恣
遊
騁
、
晝
事
弋
獵
、
夕
會
狹
邪
。
因
出
郭
十
餘
里
、

見
一
壞
墓
、
棺
柩
暴
露
。
歸
而
合
飮
酒
、
時
將
夏
夜
、
暴
雨
初
止
。
衆
人
戲
曰
：「
誰
能
以
物
送
至
壞
冢
棺
上
者
？
」
劉
乘
酒
恃

氣
曰
：「
我
能
之
。」
衆
曰
：「
若
審
能
之
、
明
日
衆
置
一
筵
、
以
賞
其
事
。」
乃
取
一
塼
、
同
會
人
列
名
於
上
、
令
生
持
去
。
餘
人

飮
而
待
之
。
生
獨
行
、
夜
半
至
墓
、
月
初
上
、
如
有
物
蹲
踞
棺
上
。
諦
視
之
、
乃
一
死
婦
人
也
。
生
捨
塼
於
棺
、
背
負
此
屍
而

歸
。
衆
方
歡
語
、
忽
聞
生
推
門
、
如
負
重
之
聲
、
門
開
直
入
、
燈
前
置
屍
於
地
。
卓
然
而
立
。
面
施
粉
黛
、
髻
髮
半
披
。
一
座

絕
倒
、
亦
有
奔
走
藏
伏
者
。
生
曰
：「
此
我
妻
也
。」
遂
擁
屍
至
牀
同
寢
。
衆
人
驚
懼
。
至
四
更
、
忽
覺
口
鼻
微
微
有
氣
、
診
視

之
、
卽
已
蘇
矣
。
問
所
以
、
乃
王
氏
之
女
、
因
暴
亡
、
不
知
何
由
至
此
。
未
明
生
取
水
與
之
洗
面
濯
手
、
整
釵
髻
。
疾
已
平
復
。
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乃
聞
鄰
里
、
相
謂
云
：「
王
氏
女
將
嫁
暴
卒
未
殮
、
昨
夜
因
雷
遂
失
其
屍
。」
生
乃
以
吿
王
氏
。
王
氏
悲
喜
、
乃
嫁
生
焉
。
衆
咸

歎
其
冥
契
、
亦
伏
生
之
不
懼
也
。
出
原
化
記
。

　
こ
の
話
は
科
擧
と
は
無
緣
の
巿
井
の
無
賴
が
主
人
公
だ
が
、
肝
試
し
で
出
會
っ
た
女
を
妻
と
す
る
こ
と
、
そ
の
女
が
婚
姻
の
時
に
失

踪
す
る
點
は
、
天
賜
夫
人
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
天
賜
夫
人
で
の
風
の
役
割
は
、
こ
こ
で
は
雷
が
は
た
し
て
い
る
。
そ
し
て
も
っ

と
も
大
き
な
違
い
は
、
女
が
死
者
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
こ
こ
で
是
非
思
い
出
し
て
ほ
し
い
の
は
、
敦
煌
の
『
搜
神
記
』
で
、
亡
靈
が
恩
返
し
の
た
め
、
妻
を
世
話
す
る
と
申
し
出

た
時
の
、「
君
宜
し
く
生
人
の
禮
を
以
て
こ
れ
を
待
つ
べ
し
」
と
い
う
せ
り
ふ
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
遼
西
太
守
の
娘
と

い
う
の
も
や
は
り
死
人
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
幽
明
を
異
に
す
る
異
界
の
死
者
と
の
婚
姻
が
、
な
ん
ら
か
の
理
由
で
遠
い
異
國
の

人
と
の
結
婚
に
變
化
し
た
と
す
れ
ば
、『
搜
神
記
』
に
は
そ
の
兩
者
が
竝
存
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に

考
え
る
な
ら
ば
、
遠
方
よ
り
風
に
乘
っ
て
花
嫁
が
飛
來
す
る
と
い
う
こ
の
天
賜
夫
人
の
話
は
、
說
話
の
世
界
で
わ
れ
わ
れ
に
よ
り
馴

染
み
の
深
い
死
者
と
の
冥
婚
譚
、
も
し
く
は
天
女
や
鳥
、
狐
な
ど
動
物
と
の
結
婚
を
テ
ー
マ
と
す
る
天
人
女
房
、
異
類
女
房
な
ど
の

一
變
型
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
天
賜
夫
人
の
原
型
は
、
お
そ
ら
く
こ
こ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
話
の
舞
臺
と
な
っ
た
遼
東
、
河
北
、
山
東
北
部
は
、
春
と
も
な
れ
ば
、
今
日
の
我
々
に
も
お
馴
染
み
の
黃
砂
を
と
も
な
う
强

風
が
吹
き
荒
れ
る
。
む
ろ
ん
そ
れ
が
人
ま
で
運
ん
で
く
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
が
、
一
方
で
空
か
ら
魚
や
蛙
が
降
っ
て
く
る
、
い
わ

ゆ
る
フ
ァ
フ
ロ
ッ
キ
ー
ズ
（fafrotskies,falls

from
the

skies
の
略
）
現
象
が
さ
ほ
ど
珍
し
く
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
人
々
の
想

像
力
が
人
の
飛
來
に
ま
で
及
ん
だ
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
沈
德
符
が
引
く
『
遼
史
』
の
記
述
は
、
は
た
し
て
實
際
に
ど
う
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
の
か
、
む
ろ
ん
知
る
由
も
な
い
が
、
な
に
か
の
變
異
を
當
時
の
人
々
が
風
に
よ
る
飛
來
で
說
明
し
よ
う
と
し
て
い
た

こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
話
が
、
中
國
の
他
の
地
方
、
あ
る
い
は
世
界
の
他
地
域
に
類
例
が
な
く
、
こ
の
地
方
獨
自
の
も

の
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
は
、
そ
れ
が
冥
婚
譚
や
異
類
婚
姻
譚
の
、
地
方
的
氣
候
風
土
に
よ
る
一
變
型
で
あ
る
と
い
う
假
說
を
成
り
立
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た
せ
る
に
十
分
で
あ
ろ
う
。

　　
　
　
六
　
結
び

古
代
信
仰
か
ら
近
世
の
文
藝
ま
で

　　
敦
煌
の
ふ
た
つ
の
報
恩
譚
に
、「
我
是
生
人
、
你
是
死
鬼
、
共
你
異
路
別
郷
」
（
我
は
生
人
、
你
は
死
鬼
、
你
と
路
を
異
に
し
郷
を
別
つ
）

と
い
う
せ
り
ふ
が
共
通
し
て
見
え
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
文
句
は
、
後
漢
代
の
北
方
墳
墓
か
ら
出
土
す
る
鎭

墓
甁
（
解
注
甁
）
に
書
か
れ
た
鎭
墓
文
の
常
套
句
に
き
わ
め
て
よ
く
似
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
洛
陽
西
花
壇
延
光
元
年
（
一
二
二
）
鎭

墓
甁
に
は
、「
生
自
屬
長
安
、
死
人
屬
丘
丞
墓
」、
陽
嘉
二
年
（
一
三
八
）
曹
伯
魯
鎭
墓
甁
に
は
、「
死
生
異
簿
、
千
秋
萬
歲
不
得
相
求

索
、
生
死
異
路
、
相
去
萬
里
」
な
ど
の
文
句
が
あ
る（

26
）。

こ
れ
ら
の
文
句
は
、
古
代
一
般
な
か
ん
ず
く
後
漢
代
の
初
期
道
敎
に
お
い
て
、

生
者
と
死
者
を
分
離
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
者
が
生
者
に
災
い
や
疫
病
を
も
た
ら
す
こ
と
を
防
ぎ
、
さ
ら
に
生
死
と
も
に
各
々
安

ん
じ
る
こ
と
が
、
死
者
が
生
者
に
幸
福
を
あ
た
え
る
前
提
に
な
る
と
い
う
生
死
觀
を
體
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
う（

27
）。

と
す
れ
ば
敦

煌
の
報
恩
譚
、
特
に
そ
の
古
型
と
考
え
ら
れ
る
『
搜
神
記
』
第
十
一
話
は
、
こ
の
よ
う
な
古
代
的
、
初
期
道
敎
的
生
死
觀
の
思
想
的

環
境
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
風
に
よ
っ
て
花
嫁
が
飛
來
す
る
天
賜
夫
人
の
話
は
、
說
話
の
中
で
も
も
っ
と
も
普
遍
的
な
冥
婚
譚
、
異
類
婚
姻
譚
の
一
地

方
的
變
型
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
前
記
報
恩
譚
の
古
型
に
取
り
い
れ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、
第
十
話
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら

に
日
本
の
『
日
本
靈
異
記
』
に
お
い
て
は
、
第
十
一
話
の
よ
う
な
話
が
佛
敎
的
報
恩
譚
に
利
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
そ
し
て
宋
代
以
降
の
近
世
社
會
に
な
る
と
、
天
賜
夫
人
の
話
は
、
上
層
の
知
識
人
圈
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
彼
ら
の
最
大
の
關
心
事

で
あ
る
科
擧
の
合
格
と
そ
れ
に
よ
る
一
族
の
榮
逹
へ
の
願
望
と
結
合
し
、
儒
敎
的
合
理
性
の
外
衣
を
ま
と
い
、
新
た
な
宗
族
傳
說
を

生
む
と
同
時
に
、
新
道
敎
の
潤
色
を
も
加
え
て
文
藝
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

375



　
時
代
の
推
移
と
地
域
の
特
色
に
よ
っ
て
變
化
し
な
が
ら
も
、
其
の
核
心
的
主
題
を
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
語
り
傳
え
る

說
話
の
生
命
力
の
强
さ
を
、
こ
の
一
例
か
ら
も
、
我
々
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

注

（
１
）
王
重
民
等
編
『
敦
煌
變
文
集
』（
人
民
文
學
出
版
社
、
一
九
五
二
年
）
第
八
編
に
收
め
る
。
底
本
は
中
村
不
折
舊
藏
本
、
ま
た
ス
タ
イ
ン
五
二

五
（
甲
卷
）
に
も
同
じ
條
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
磯
部
彰
編
『
臺
東
區
立
書
道
博
物
館
所
藏
中
村
不
折
舊
藏
禹
域
墨
書
集
成
』（
文
科
省
科
硏

特
定
領
域
〈
東
ア
ジ
ア
出
版
文
化
の
硏
究
〉
硏
究
成
果
・
東
ア
ジ
ア
善
本
叢
刊
第
二
集
、
二
〇
〇
五
年
）
卷
中
に
收
め
る
影
印
を
も
と
に
、

『
敦
煌
變
文
集
』
の
校
訂
を
適
宜
注
記
す
る
。
ま
た
句
讀
も
適
宜
改
め
た
。

（
２
）
甲
卷
は
こ
の
後
に
、「
白
馬
縣
人
也
」
が
あ
る
。

（
３
）
『
敦
煌
變
文
集
』
は
甲
卷
に
よ
り
、「
半
在
地
上
、
半
在
地
中
」
に
改
め
る
。

（
４
）
『
敦
煌
變
文
集
』
は
甲
卷
に
よ
り
、「
卽
還
家
入
房
中
。
其
房
不
是
君
房
。」
に
改
め
る
。
譯
は
そ
れ
に
依
っ
た
。

（
５
）
「
折
」
字
、『
敦
煌
變
文
集
』
は
「
抑
」
に
誤
る
。

（
６
）
「
不
」
字
、『
敦
煌
變
文
集
』
に
よ
っ
て
補
う
。

（
７
）
『
敦
煌
變
文
集
』
に
よ
っ
て
「
將
」
字
を
補
う
。

（
８
）
『
敦
煌
變
文
集
』
は
「
依
」
字
を
脫
す
。

（
９
）
『
日
本
古
典
文
學
大
系
』
七
〇
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
）
本
に
よ
る
。
な
お
前
者
は
ま
た
『
今
昔
物
語
集
』
卷
第
十
九
「
髑
髏
報
高
麗

僧
道
登
恩
語
第
三
十
一
」
に
も
見
え
る
。

（
10
）
注
（
1
）
所
揭
『
臺
東
區
立
書
道
博
物
館
所
藏
中
村
不
折
舊
藏
禹
域
墨
書
集
成
』
の
解
說
參
照
。

（
11
）
金
文
京
「
元
雜
劇
〈
盆
兒
鬼
〉
考
」（『
說
話
論
集
』
第
一
〇
集
、
淸
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
12
）
『
續
夷
堅
志
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
）
四
十
五
頁
。
ま
た
明
の
馮
夢
龍
『
情
史
類
略
』
卷
十
二
「
情
媒
類
」
に
も
「
梁
公
肅
」
と
し
て
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　　天賜夫人考

全
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。『
情
史
類
略
』（
岳
麓
書
社
、
一
九
八
四
年
）
三
三
一
頁
。

（
13
）
『
元
和
郡
縣
志
』
卷
九
「
河
南
道
・
滑
州
」
に
白
馬
縣
が
あ
る
。

（
14
）
崔
仁
鶴
『
韓
國
昔
話
の
硏
究
』（
弘
文
堂
、
一
九
七
六
年
）
一
三
七
頁
參
照
。

（
15
）
『
夷
堅
志
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
）
三
志
壬
卷
第
一
の
「
鄒
狀
元
書
夢
」、「
賴
山
人
水
城
」
な
ど
。

（
16
）
『
影
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』（
臺
灣
商
務
印
書
館
）
一
一
九
二
册
・
集
部
第
百
三
十
一
。
こ
の
詩
は
淸
の
顧
嗣
立
編
『
元
詩
選
』
初
集
卷
十
三

に
も
見
え
る
。

（
17
）
『
左
傳
』
定
公
五
年
、
楚
の
季
芊
が
鍾
建
に
背
負
わ
れ
た
た
め
、
そ
の
妻
と
な
っ
た
故
事
を
蹈
ま
え
る
。

（
18
）
『
淸
容
居
士
集
』（
四
部
叢
刊
本
）
卷
三
二
「
推
誠
保
德
功
臣
開
府
儀
同
三
司
太
傅
上
柱
國
追
封
薊
國
公
諡
忠
哲
梁
公
行
狀
」。

（
19
）
京
都
大
學
漢
籍
善
本
叢
書
第
十
七
卷
『
折
桂
記
』（
同
朋
舍
、
一
九
八
一
年
）。

（
20
）
注
（
19
）
所
揭
『
折
桂
記
』
の
金
文
京
解
說
。

（
21
）
『
曲
海
總
目
提
要
』
卷
三
十
六
。

（
22
）
森
田
憲
司
「
文
昌
帝
君
の
成
立
―
地
方
神
か
ら
科
擧
の
神
へ
」（
梅
原
郁
編
『
中
國
近
世
の
都
巿
と
文
化
』、
京
都
大
學
人
文
科
學
硏
究
所
、

一
九
八
四
年
）
參
照
。

（
23
）
『
萬
曆
野
獲
編
』（
中
華
書
局
、
一
九
五
九
年
）
下
册
七
二
四
頁
。

（
24
）
『
遼
史
』
卷
一
六
「
聖
宗
本
紀
七
」
の
開
泰
八
年
六
月
丙
申
の
條
に
見
え
る
。
た
だ
し
中
華
書
局
標
點
本
で
は
「
留
打
魯
瑰
」
を
「
品
打
魯

瑰
」
に
、「
哱
魯
里
」
を
「
勃
魯
里
」
に
作
る
。

（
25
）
『
明
淸
進
士
題
名
碑
錄
索
引
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
）
に
よ
る
。

（
26
）
池
澤
優
「
後
漢
時
代
の
鎭
墓
文
と
道
敎
の
上
章
文
の
文
書
構
成
―
『
中
國
道
敎
考
古
』
の
檢
討
を
中
心
に
」（
渡
邊
義
浩
編
『
兩
漢
儒
敎
の

新
硏
究
』、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）、
張
勳
燎
・
白
彬
『
中
國
道
敎
考
古
』（
線
裝
書
局
、
二
〇
〇
六
年
）
參
照
。

（
27
）
注
（
26
）
前
揭
池
澤
論
文
、
ま
た
坂
出
祥
伸
『
道
敎
と
は
な
に
か
』（
中
公
叢
書
、
二
〇
〇
五
年
）
第
四
章
「
呪
言
」
參
照
。
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全
眞
敎
の
性
命
說
に
見
え
る
機
根
の
問
題
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　

南
宗
と
の
比
較
を
中
心
に

　

松
　
下
　
　
道
　
信
　
　

　　　　
　
　
は
じ
め
に

　　
金
の
王
重
陽
（
一
一
一
二
―
一
一
七
〇
）
に
よ
り
開
か
れ
た
全
眞
敎
は
、
現
在
で
も
正
一
道
と
な
ら
び
、
道
敎
を
二
分
す
る
大
き
な

勢
力
を
誇
る
。

　
こ
の
全
眞
敎
を
は
じ
め
て
「
新
道
敎
」
と
呼
ん
だ
の
は
常
盤
大
定
で
あ
る（

１
）。

ま
た
日
中
戰
爭
の
さ
な
か
、
こ
れ
と
は
獨
立
し
て
陳

垣
も
全
眞
敎
を
「
新
道
敎
」
と
呼
び
、
戰
後
で
は
窪
德
忠
が
こ
れ
ら
を
受
け
て
『
中
國
の
宗
敎
改
革
』
（
法
藏
館
、
一
九
六
七
）
を
著
し

た（
２
）。

こ
れ
ら
の
中
で
は
、
全
眞
敎
は
舊
來
の
道
敎
諸
派
と
は
異
な
り
、
戰
火
に
苦
し
む
民
衆
を
救
濟
し
た
こ
と
や
、
ま
た
思
想
的
に

は
禪
宗
に
大
き
く
影
響
を
受
け
た
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
、
い
ず
れ
も
お
お
き
な
位
置
が
與
え
ら
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
全
眞
敎
に
先
行
す
る
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
一
派
が
あ
る
。
北
宋
の
張
伯
端
（
九
八
七
―
一
〇
八
二
）
に
始
ま
る
內
丹

道
の
一
派
で
あ
る
。
張
伯
端
の
『
悟
眞
篇
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
內
丹
と
合
わ
せ
て
頓
悟
を
修
め
る
必
要
を
說
い
て
い
た
。
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一
方
、
王
重
陽
や
七
眞
は
張
伯
端
の
『
悟
眞
篇
』
を
は
じ
め
と
す
る
文
獻
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
な
く
、
彼
ら
に
對
す
る
知
識
が
あ
っ

た
と
い
う
直
接
的
な
形
跡
は
な
い
。
す
な
わ
ち
兩
者
は
基
本
的
に
獨
立
し
て
成
立
、
展
開
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
南
宋
滅
亡
後
に

な
る
と
、
張
伯
端
以
下
の
內
丹
道
が
「
全
眞
」
を
名
の
る
形
で
兩
者
は
本
格
的
に
融
合
し
て
い
く
よ
う
に
な
り
、
後
世
、
張
伯
端
以

下
の
內
丹
道
は
南
宗
、
王
重
陽
の
全
眞
敎
は
そ
れ
に
對
し
て
北
宗
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る（

３
）。

　
こ
の
張
伯
端
以
下
の
內
丹
道
と
、
全
眞
敎
の
關
係
に
關
す
る
實
證
的
な
硏
究
は
ま
だ
本
格
的
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
王
重
陽
の

修
業
時
代
、
彼
が
ど
う
い
う
系
統
の
內
丹
道
に
從
事
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
り
、
全
眞
敎
と
張
伯
端
以
下
の
內
丹
道

の
關
係
に
つ
い
て
も
ま
だ
未
解
明
の
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
だ
が
と
も
に
性
功
を
重
視
し
、
ま
た
後
に
兩
者
が
融
合
す
る
以
上
、

そ
の
近
似
性
と
差
異
の
雙
方
に
つ
い
て
檢
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
全
眞
敎
と
南
宗
の
差
異
と
し
て
は
ま
ず
組
織
形
態
の
違
い
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
全
眞
敎
が
早
く
か
ら
三
敎
七
寶
會
を
は
じ

め
と
す
る
組
織
を
結
成
し
、
大
き
な
敎
勢
を
誇
っ
た
の
に
對
し
、
張
伯
端
以
下
の
內
丹
道
、
す
な
わ
ち
南
宗
は
當
初
、
師
弟
關
係
の
中

で
傳
授
さ
れ
る
と
い
っ
た
個
人
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
全
眞
敎
は
早
く
か
ら
政
治
權
力
と
の
結
び
つ
き
を
深
め
て
い
た
が
、
南

宗
は
政
治
權
力
と
卽
座
に
結
び
つ
く
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
こ
う
し
た
違
い
を
生
み
出
し
た
原
因
と
し
て
は
、
金
や
モ

ン
ゴ
ル
の
南
下
に
と
も
な
う
戰
亂
に
よ
る
北
中
國
の
社
會
情
勢
の
惡
化
が
大
き
く
あ
ず
か
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
思
想
的
に
は
全
眞
敎
と
南
宗
は
と
も
に
內
丹
道
の
傳
統
の
中
に
位
置
す
る
。
し
か
し
頓
悟
と
い
っ
た
性
功
の
重
視
と
い
う
點
で
は

共
通
す
る
も
の
の
、
命
功
、
す
な
わ
ち
內
丹
の
修
養
に
對
す
る
考
え
方
や
、
そ
の
關
係
に
つ
い
て
は
兩
者
の
閒
で
相
違
點
も
大
き
い
。

特
に
本
稿
で
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
兩
者
の
閒
に
は
、
修
行
者
た
ち
の
機
根
に
つ
い
て
の
深
刻
な
立
場
の
違
い
が
あ
り
、
そ
れ
ら

が
性
命
說
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
點
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
ま
ず
王
重
陽
と
七
眞
を
中
心
に
全
眞
敎
の

性
命
說
に
現
れ
る
機
根
の
問
題
を
檢
討
す
る
こ
と
に
し
た
い（

４
）。

ま
た
あ
わ
せ
て
南
宗
の
修
行
觀
に
つ
い
て
も
檢
討
し
、
兩
者
の
差
異

を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
こ
こ
に
は
ま
た
後
に
兩
派
が
接
觸
す
る
際
に
現
れ
る
議
論
の
背
景
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
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　　全眞敎の性命說に見える機根の問題について

う
と
い
う
狙
い
も
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
全
眞
敎
文
獻
を
取
り
扱
う
に
は
一
つ
の
困
難
が
常
に
つ
き
ま
と
う
。
王
重
陽
や
七
眞
に
は
大
量
の
資
料
が
殘
る
が
、
そ

の
大
部
分
は
詩
詞
の
形
式
を
と
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
道
と
い
う
語
れ
な
い
も
の
を
語
ろ
う
と
い
う
彼
ら
の
言
語
的
な
戰
略
の
ひ
と

つ
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
詩
詞
は
論
理
的
な
傳
逹
手
段
で
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
全
眞

敎
の
敎
說
に
つ
い
て
は
、
從
來
、『
重
陽
立
敎
十
五
論
』
（
道
藏
九
八
九
册
）
の
よ
う
な
周
邊
の
文
獻
を
中
心
に
行
わ
れ
、
そ
の
膨
大
な

詩
文
集
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

　
こ
う
し
た
中
、
近
年
、
王
重
陽
と
七
眞
の
事
跡
や
、
敎
說
の
差
異
に
つ
い
て
蜂
屋
邦
夫
『
金
代
道
敎
の
硏
究
―
王
重
陽
と
馬
丹
陽

―
』
（
汲
古
書
院
、
一
九
九
二
年
）
・『
金
元
時
代
の
道
敎
―
七
眞
硏
究
―
』
（
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
年
）
、
張
廣
保
『
金
元
全
眞
道
內
丹

心
性
學
』
（
生
活
讀
書
新
智
三
聯
書
店
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
に
よ
っ
て
か
な
り
の
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
殘
さ

れ
た
個
々
の
語
錄
や
詩
文
集
・
傳
記
か
ら
丹
念
に
彼
ら
の
敎
說
・
事
跡
に
つ
い
て
た
ど
り
、
比
較
・
檢
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
七
眞
は
そ
れ
ぞ
れ
基
本
的
に
王
重
陽
の
敎
說
を
正
し
く
傳
え
て
い
る
と
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
彼
ら
の
敎
說
の

閒
に
差
異
を
見
つ
け
出
す
の
は
時
に
困
難
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
王
重
陽
と
七
眞
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
的
特
徵
の
檢
討
は
重
要
な
問
題
で

は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
ま
ず
全
體
的
な
性
命
說
の
構
造
を
把
握
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。
な
お
こ
れ
に
當
た
っ
て
は
詩
詞
か
ら
敎

說
を
回
復
す
る
必
要
性
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
七
眞
の
語
錄
以
外
に
、
丘
處
機
（
一
一
四
八
―
一
二
二
七
）
に
つ
い
で
第
五
代
掌
敎
と

な
っ
た
尹
志
平
（
一
一
六
九
―
一
二
五
一
）
の
『
淸
和
眞
人
北
遊
語
錄
』
（
道
藏
一
〇
一
七
册
。
以
下
『
北
遊
語
錄
』
と
略
記
）
を
參
考
に
し

な
が
ら
彼
ら
の
敎
說
、
性
命
說
に
つ
い
て
追
い
か
け
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
『
北
遊
語
錄
』
に
は
張
伯
端
に
言
及
す
る
箇
所
が
あ
る

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
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一
　
全
眞
敎
の
性
命
說
に
見
え
る
機
根
に
つ
い
て

　　
　
（
一
）「
五
行
至
ら
ざ
る
處
、
父
母
未
生
の
時
」

　
以
下
、
全
眞
敎
の
性
命
說
に
焦
點
を
當
て
て
檢
討
し
て
い
く
に
當
た
り
、
ま
ず
王
重
陽
が
馬
丹
陽
（
一
一
二
三
―
八
三
）
と
初
め
て

出
逢
っ
た
時
の
い
き
さ
つ
か
ら
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
王
重
陽
が
馬
丹
陽
と
初
め
て
出
逢
っ
た
の
は
、
大
定
丁
亥
年
（
一
一
六
七
）
秋
、
中
元
節
の
翌
日
、
寧
海
州
の
范
明
叔
の
遇
仙
亭
で

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
王
重
陽
は
終
南
山
麓
の
劉
蔣
村
で
活
動
し
て
い
た
が
、
み
ず
か
ら
庵
に
火
を
放
ち
、
陝
西
か
ら
山
東
へ

と
向
か
う
。
そ
の
後
、
彼
が
現
れ
た
の
が
遇
仙
亭
で
開
か
れ
て
い
た
酒
宴
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
馬
丹
陽
か
ら
「
道
と
は
何
か
」
と
問

わ
れ
る
と
、
王
重
陽
は
「
五
行
到
ら
ざ
る
の
處
、
父
母
未
生
の
時
」
と
答
え
た
。
こ
の
後
、
馬
丹
陽
は
王
重
陽
を
家
に
招
き
、
や
が

て
妻
の
孫
不
二
（
一
一
一
九
―
八
三
）
と
と
も
に
師
事
し
た
。
こ
れ
が
王
重
陽
と
馬
丹
陽
邂
逅
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
こ
の
王
重
陽
と

馬
丹
陽
邂
逅
の
因
緣
は
諸
傳
記
に
收
め
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
に
は
微
妙
に
差
が
あ
る
も
の
の
、
こ
こ
に
見
え
る
馬
丹
陽
の

「
道
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
か
け
に
對
し
て
、
王
重
陽
が
「
五
行
到
ら
ざ
る
の
處
、
父
母
未
生
の
時
」
と
答
え
た
點
は
基
本
的
に
共

通
す
る（

５
）。

　
こ
の
王
重
陽
の
「
五
行
到
ら
ざ
る
の
處
、
父
母
未
生
の
時
」
と
い
う
言
葉
は
弟
子
た
ち
に
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
道

と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
對
す
る
全
眞
敎
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
代
表
的
な
考
え
方
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
王
重
陽

自
身
、
こ
の
句
を
詞
中
に
詠
っ
て
お
り（

６
）、

斷
片
的
な
が
ら
王
處
一
（
一
一
四
二
―
一
二
一
七
）
や
丘
處
機
も
詩
詞
の
中
で
觸
れ
て
い
る（

７
）。

そ
の
他
、
七
眞
以
外
に
も
尹
志
平
『
北
遊
語
錄
』
卷
二
（
二
二
裏
）
・
卷
三
（
四
表
）
、
牛
道
淳
『
析
疑
指
迷
論
』
（
道
藏
一
三
四
册（
８
））
、

ま
た
や
や
時
期
が
降
る
が
、
江
南
で
活
動
し
た
陳
致
虛
『
上
陽
子
金
丹
大
要
』
卷
四
「
精
氣
神
說
下
」
（
卷
二
「
精
氣
神
說
」
七
表
、
藏

外
道
書
九
册
、
一
九
頁
上
）
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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全
眞
敎
に
は
語
錄
が
あ
ま
り
殘
ら
な
い
が
、
七
眞
の
一
人
・
譚
處
端
（
一
一
二
三
―
八
五
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

９
）。

所
以
悟
人
修
行（

10
）、

割
情
帰
愛
、
摧
强
剉
銳
、
降
伏
除
滅
衆
生
不
善
心
。
要
見
父
母
未
生
時
眞
性
、
本
來
面
目
是
也
。
（『
水
雲
集
』

道
藏
七
九
八
册
、
卷
中
「
示
門
人
語
錄
」、
二
〇
裏
）

だ
か
ら
悟
っ
た
人
は
修
行
し
、
情
念
や
愛
情
を
捨
て
さ
り
、
强
欲
や
賢
し
ら
と
い
っ
た
も
の
を
打
ち
碎
き
、
わ
れ
わ
れ
衆
生
の

も
つ
よ
か
ら
ぬ
心
を
打
ち
負
か
し
、
取
り
去
る
の
だ
。
も
し
「
父
母
未
生
の
時
」
の
眞
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
が

「
本
來
の
面
目
」
な
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
「
父
母
未
生
の
時
」
は
、
唐
・
裴
休
『
黃
檗
山
斷
際
禪
師
傳
心
法
要
』
（
大
正
四
八
、
三
八
四
上
）
な
ど
禪
宗
の
文
獻
に
見
ら

れ
る
表
現
で
、
種
々
の
分
別
が
現
れ
る
以
前
の
絕
對
的
な
境
地
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
で
は
こ
う
し
た
禪
語
を
意
識
す
る

と
同
時
に
王
重
陽
の
文
言
を
意
識
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
譚
處
端
は
「
父
母
未
生
の
時
」
に
見
得
さ
れ
る
の
は
眞
性
で
あ
り
、

そ
れ
を
「
本
來
の
面
目
」
と
等
置
し
て
い
る
が
、「
本
來
の
面
目
」
は
や
は
り
も
と
も
と
『
六
祖
壇
經
』
行
由
に
見
え
る
語
で
（
大
正

四
八
、
三
四
九
中
）
、
人
々
に
そ
れ
ぞ
れ
備
わ
る
本
來
の
眞
實
の
姿
を
指
す
。
全
眞
敎
の
文
獻
に
は
「
本
來
の
面
目
」
の
他
に
も
「
亘

初
面
目
」
や
「
亘
初
容
顏
」
な
ど
の
類
似
の
表
現
が
頻
出
し
、
禪
宗
の
影
響
の
大
き
さ
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
方
、
王
重
陽
の
文
言
の
前
半
で
は
五
行
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
唯
心
的
な
立
場
に
立
腳
す
る
禪
宗
で
は
、
こ

う
し
た
言
及
は
あ
ま
り
多
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
點
に
つ
い
て
は
尹
志
平
の
次
の
言
葉
が
參
考
に
な
ろ
う
。
尹
志
平
は
上

の
王
重
陽
と
馬
丹
陽
の
邂
逅
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
王
重
陽
の
言
葉
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

師
曰
。
…
…
至
哉
此
言
。
吾
少
日
粗
學
陰
陽
、
故
知
人
皆
不
出
陰
陽
。
且
此
生
所
受
五
常
之
性
、
卽
前
生
所
好
、
旣
習
以
成
、
則

有
以
感
之
也
。
謂
如
前
生
好
仁
、
今
生
必
得
其
木
相
、
好
禮
必
得
火
相
、
好
義
好
智
必
得
金
水
相
之
類
。
所
好
不
一
、
則
必
得

五
行
不
純
駁
雜
之
相
。
此
之
謂
習
性
感
化
、
又
謂
之
因
果
。
今
之
福
業
貴
賤
、
皆
不
出
五
行
因
果
也
。
本
來
之
性
有
何
習
、
無

習
有
何
感
。
無
感
無
習
是
五
行
不
到
之
處
、
父
母
未
生
之
時
也
。
學
人
旣
知
今
之
所
愛
、
是
多
生
所
習
、
便
當
盡
除
去
。
當
從
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最
深
重
處
除
取
去
、
漸
至
諸
習
淨
盡
、
心
形
兩
忘
、
恍
然
入
於
仙
界
。
（
尹
志
平
『
北
遊
語
錄
』
卷
二
、
二
二
裏
）

師
（
尹
志
平
）
は
い
わ
れ
た
。「
…
…
こ
の
言
葉
は
な
ん
と
素
晴
ら
し
い
の
で
し
ょ
う
。
私
は
若
い
頃
、
す
こ
し
だ
け
易
學
を
か

じ
り
ま
し
た
の
で
、
人
は
だ
れ
も
が
陰
と
陽
に
縛
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
今
生
で
授
か
っ
た
五
常
の

性
と
は
、
前
世
で
好
き
だ
っ
た
も
の
が
習
慣
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
、
そ
れ
が
感
應
す
る
の
で
す
。
つ
ま
り
前
世
で
仁
を
好

め
ば
、
今
生
で
は
き
っ
と
木
の
相
を
獲
得
し
、
禮
を
好
め
ば
き
っ
と
火
の
相
を
獲
得
し
、
義
や
智
を
好
め
ば
き
っ
と
金
や
水
の

相
を
獲
得
す
る
と
い
っ
た
類
で
す
。
好
む
も
の
は
異
な
っ
て
も
、
か
な
ら
ず
や
五
行
に
よ
る
不
純
で
雜
駁
な
形
相
を
獲
得
す
る

こ
と
に
な
る
の
で
す
。
こ
れ
を
習
と
性
の
感
化
と
い
い
、
因
果
と
も
呼
び
ま
す
。
今
の
福
業
や
身
分
の
貴
賤
は
す
べ
て
五
行
と

い
う
因
果
に
縛
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
本
來
の
性
に
は
ど
ん
な
習
が
あ
り
ま
し
ょ
う
、
こ
の
習
が
な
け
れ
ば
ど
ん
な
感
應
が
あ

る
で
し
ょ
う
。
習
も
な
く
感
應
も
な
い
狀
態
が
「
五
行
到
ら
ざ
る
處
、
父
母
未
生
の
時
」
な
の
で
す
。
道
を
學
ぶ
者
は
、
い
ま

執
着
し
て
い
る
こ
と
が
何
世
も
の
習
慣
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
か
ら
に
は
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
取
り
除
か
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
深
層
の
と
こ
ろ
か
ら
こ
れ
を
取
り
除
い
て
し
ま
い
、
よ
う
や
く
も
ろ
も
ろ
の
習
が
淸
め
つ
く
さ
れ
、
心
と

身
體
を
と
も
に
離
れ
る
段
に
な
っ
て
、
氣
づ
か
ぬ
う
ち
に
仙
界
に
上
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
」。

こ
こ
に
見
え
る
「
習
」
と
は
も
と
も
と
佛
敎
語
で
、「
習
氣
」
と
も
よ
ば
れ
、
種
種
の
煩
惱
が
習
い
性
と
な
っ
た
煩
惱
の
餘
熏
を
指
す
。

た
だ
し
こ
こ
で
は
そ
れ
が
五
常
の
性
や
陰
陽
五
行
に
結
び
付
け
ら
れ
、
そ
れ
が
因
果
で
あ
る
と
說
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
人
は
こ

う
し
た
因
果
に
縛
ら
れ
、
幾
世
に
も
わ
た
っ
て
根
深
く
熏
習
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
修
行
者
が
そ
の
存
在
の
根
幹
か
ら
こ
の
熏
習
を

脫
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
王
重
陽
の
い
う
「
五
行
到
ら
ざ
る
處
、
父
母
未
生
の
時
」
に
到
逹
す
る
。
そ
こ
で
獲
得
さ
れ
る
の
は
、
習

い
性
と
な
っ
た
我
々
の
熏
習
さ
れ
た
現
在
の
あ
り
よ
う
に
染
ま
る
こ
と
の
な
い
「
本
來
の
性
」
な
の
で
あ
る
。「
本
來
の
性
」
は
眞
性

で
あ
り
、
ま
た
「
本
來
の
面
目
」
で
も
あ
ろ
う
。

　
ま
た
こ
う
し
た
習
や
習
氣
を
斷
滅
し
、「
本
來
の
性
」
を
摑
む
こ
と
が
全
眞
敎
の
敎
理
の
根
幹
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
や
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は
り
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
は
王
滋
（
登
州
黃
山
人
、
字
・
德
務
）
と
い
う
人
物
が
『
好
離
郷
集
』
（
佚
）
の
序
文
と
し
て
記

し
た
も
の
で
、
現
在
で
は
『
重
陽
敎
化
集
』
（
道
藏
七
九
五
―
六
册
。
以
下
『
敎
化
集
』
と
略
記
）
の
末
尾
に
收
め
ら
れ
る
。
王
滋
は
王

重
陽
や
馬
丹
陽
の
說
法
を
聞
い
た
り
、
馬
丹
陽
の
門
人
の
衞
信
道
（
芝
陽
人
、
號
・
靈
元
子
）
と
も
交
流
を
持
っ
て
い
た
り
す
る
な
ど
、

全
眞
敎
に
深
い
理
解
が
あ
っ
た
人
物
で
あ
る（

11
）。

大
率
皆
以
刳
心
遺
形
、
忘
情
割
愛
、
嗇
神
挫
銳
、
體
虛
觀
妙
爲
本
、
其
要
在
拯
拔
迷
徒
、
出
離
世
網
。
使
人
人
如
孤
雲
野
鶴
、
飄

然
長
往
、
擺
脫
種
種
習
氣
、
俾
多
生
歷
劫
、
攀
緣
愛
念
如
冰
消
瓦
解
、
離
一
切
染
著
、
無
一
絲
頭
許
凝
滯
、
則
本
來
面
目
自
然

出
現
。
此
全
眞
之
大
旨
也
。
（『
敎
化
集
』
後
序
、
三
表
）

（『
好
離
郷
集
』
の
內
容
は
）
お
お
よ
そ
俗
心
を
え
ぐ
り
と
っ
て
身
體
を
捨
て
、
情
愛
を
忘
れ
さ
り
、
神
を
大
切
に
し
て
賢
し
ら

を
く
じ
き
、
虛
を
體
得
し
て
そ
の
奧
妙
を
看
取
す
る
こ
と
を
根
本
と
し
て
お
り
、
そ
の
要
點
は
迷
え
る
人
々
を
救
い
、
世
俗
の

束
縛
か
ら
拔
け
出
る
こ
と
に
あ
る
。
人
々
に
孤
雲
や
野
鶴
の
よ
う
に
飄
然
と
し
て
俗
世
に
染
ま
る
こ
と
な
く
、
も
ろ
も
ろ
の
習

氣
を
投
げ
捨
て
さ
せ
、
ま
た
多
く
の
生
に
わ
た
る
何
劫
も
の
周
り
か
ら
の
惑
亂
や
愛
欲
の
念
を
、
あ
た
か
も
氷
が
溶
け
、
瓦
が

碎
け
る
よ
う
に
な
く
し
、
一
切
の
染
著
か
ら
離
れ
、
み
じ
ん
も
そ
こ
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

「
本
來
の
面
目
」
が
お
の
ず
と
出
現
す
る
。
こ
れ
が
全
眞
の
大
旨
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
何
劫
に
も
わ
た
る
輪
廻
の
中
で
身
に
染
み
つ
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
執
着
や
習
氣
を
完
全
に
取
り
拂
う
こ
と
に
よ
り
や
は
り
「
本

來
の
面
目
」
を
獲
得
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
こ
れ
が
全
眞
敎
の
根
本
敎
義
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
王
重
陽
の
說
い
た
「
五
行
到
ら
ざ
る
處
、
父
母
未
生
の
時
」
を
め
ぐ
っ
て
、
全
眞
敎
の
敎
理
の
一
端
を
追
っ
て
き
た
。
そ

こ
で
は
「
本
來
の
面
目
」
に
立
ち
返
り
、
眞
性
を
獲
得
す
る
こ
と
が
說
か
れ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
た
め
に
は
幾
世
に
も
わ
た
る
習

氣
を
滅
盡
す
る
こ
と
が
說
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
こ
で
疑
問
が
生
じ
る
。
こ
の
眞
性
の
獲
得
は
禪
宗
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い

る
と
思
わ
れ
る
が
、
王
重
陽
や
七
眞
の
文
集
を
ひ
も
と
け
ば
、
同
時
に
大
量
の
內
丹
の
術
語
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
な
れ
ば
全
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眞
敎
の
敎
理
の
中
で
こ
の
眞
性
の
獲
得
は
內
丹
の
修
養
と
ど
の
よ
う
に
關
係
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
王
重
陽
の
「
金
丹
」
と
題
さ
れ
た
有
名
な
次
の
詩
で
あ
る
。

本
來
眞
性
喚
金
丹
、
四
假
爲
鑪
鍊
作
團
。
不
染
不
思
除
妄
想
、
自
然
袞
出
入
仙
壇
。
（『
全
眞
集
』
卷
二
、
七
裏
）

本
來
の
眞
性
こ
そ
金
丹
、
こ
の
假
の
身
を
ば
爐
と
な
し
て
金
丹
を
鍊
り
上
げ
る
の
だ
。
煩
惱
や
思
い
に
染
ま
る
な
、
妄
想
を
取

り
除
け
、
さ
す
れ
ば
お
の
ず
と
仙
界
へ
と
飛
翔
せ
ん
。

こ
こ
で
王
重
陽
は
眞
性
を
金
丹
と
等
置
し
て
い
る
。
と
な
れ
ば
金
丹
は
單
に
眞
性
の
譬
喩
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
で
は

こ
の
眞
性
＝
金
丹
が
ど
の
よ
う
に
獲
得
さ
れ
る
の
か
、
彼
ら
の
修
養
論
の
方
か
ら
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
れ
は
言
い
換

え
れ
ば
性
功
と
命
功
の
關
係
を
考
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　
　
（
二
）
調
息
法
に
つ
い
て

「
龍
虎
を
問
ふ
な
か
れ
」
　

　
王
重
陽
に
は
「
問
龍
虎
交
媾
」
（『
全
眞
集
』
卷
一
、
八
表
）
と
い
う
詩
が
あ
る
。「
龍
虎
」
は
も
と
も
と
外
丹
で
用
い
ら
れ
た
鉛
と
水

銀
（
汞
）
の
譬
喩
で
あ
り
、
金
公
（
鈆
は
鉛
の
異
體
字
）
・
嬰
兒
、
姹
女
な
ど
と
も
呼
ば
れ
た
。
こ
れ
は
內
丹
で
は
心
火
・
腎
水
、
神
・

氣
な
ど
を
象
徵
す
る
。「
交
媾
」
と
は
、
そ
の
「
龍
虎
」
が
交
わ
る
こ
と
で
金
丹
が
完
成
す
る
こ
と
。
結
局
、
こ
の
詩
は
人
か
ら
內
丹

法
に
つ
い
て
訊
ね
ら
れ
、
王
重
陽
が
そ
れ
に
答
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
問
題
は
王
重
陽
が
こ
の
詩
の
中
で
「
莫
問
龍
兒
與
虎

兒
、
心
頭
一
點
是
明
師
」
と
詠
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
王
重
陽
は
內
丹
で
は
な
く
、
心
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
せ
よ
と
說
い
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
王
重
陽
は
こ
の
他
に
も
譚
處
端
に
贈
っ
た
詩
頌
の
中
で
「
休
覓
嬰
姹
、
莫
搜
龍
虎
」
（『
全
眞
集
』「
贈
弟
子
頌
」
卷
九
、
一
二
裏
）
と

詠
っ
て
お
り
、
譚
處
端
も
こ
れ
に
答
え
る
よ
う
に
「
休
覓
姹
和
嬰
」
（『
水
雲
集
』
卷
中
、
驀
山
溪
詞
、
一
八
表
）
、「
莫
覓
金
翁
、
休
搜
龍

虎
」（
卷
下
、
蹈
莎
行
詞
、
一
五
裏
）
と
詠
う
。
類
似
の
詩
句
は
、
馬
丹
陽
や
、
尹
志
平
な
ど
歷
代
の
掌
敎
を
擔
っ
た
人
物
ら
の
詩
文
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の
中
に
も
散
見
さ
れ
る（

12
）。

で
は
な
ぜ
「
龍
虎
を
問
ふ
」
て
は
い
け
な
い
の
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
は
「
龍
虎
」、
す
な
わ
ち
內

丹
術
が
陰
陽
五
行
に
基
づ
く
理
論
に
し
ば
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り（

13
）、

內
丹
は
王
重
陽
の
い
う
「
五
行
不
到
の
處
」
に
到
る
こ
と
が

で
き
な
い
か
ら
だ
。
こ
れ
は
、
內
丹
術
の
放
擲
と
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
な
れ
ば
彼
ら
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
修

養
を
行
っ
て
い
た
の
か
。
彼
ら
は
一
方
で
內
丹
の
術
語
に
滿
ち
た
詩
詞
を
詠
い
、
一
方
で
そ
れ
を
放
擲
す
る
か
の
よ
う
に
い
う
。
彼

ら
の
中
で
兩
者
は
ど
う
調
停
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
全
眞
敎
に
お
け
る
具
體
的
な
修
行
や
そ
の
傳
授
を
示
す
文
章
は
多
く
な
い
も
の
の
、
次
の
よ
う
な
文
章
が
殘
る
。
こ
れ
は
、
尹
志

平
が
師
の
丘
處
機
が
王
重
陽
の
下
で
修
行
を
は
じ
め
た
ば
か
り
の
頃
に
つ
い
て
述
べ
た
記
事
で
あ
る
。

師
曰
。
祖
師
在
崑
嵛
山
日
、
長
春
師
父
從
之
已
三
年
、
時
年
二
十
三
。
祖
師
以
丹
陽
師
父
宿
世
功
行
至
大
、
常
與
談
論
玄
妙
、
以

長
春
師
父
功
行
未
至
、
令
作
塵
勞
、
不
容
少
息
。
一
日
祖
師
閉
戶
、
與
丹
陽
論
調
息
法
。
師
父
竊
聽
於
外
、
少
閒
推
戶
入
、
卽

止
其
論
。
師
父
內
思
之
、
調
息
爲
妙
、
則
吾
之
塵
勞
事
、
與
此
正
相
反
。
自
此
之
後
、
有
暇
則
力
行
所
聞
之
法
。
（『
北
遊
語
錄
』

卷
二
、
九
表
）

師
は
言
わ
れ
た
。「
祖
師
（
王
重
陽
）
が
崑
嵛
山
に
お
ら
れ
た
時
、
長
春
師
父
（
丘
處
機
）
は
も
う
弟
子
入
り
さ
れ
て
三
年
、
お
歲

は
二
十
三
歲
で
し
た
。
祖
師
は
丹
陽
師
父
が
前
世
ま
で
に
積
ん
で
き
た
功
行
が
と
て
も
大
き
か
っ
た
た
め
、
つ
ね
づ
ね
玄
妙
な

こ
と
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
長
春
師
父
の
功
行
は
そ
こ
ま
で
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
雜
事
を
さ
せ
、
す
こ
し
も

休
ま
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
る
日
、
祖
師
は
戶
を
閉
め
て
、
馬
丹
陽
と
調
息
法
に
つ
い
て
論
じ
て
お
ら
れ
ま
し

た
。
師
父
（
丘
處
機
）
は
外
か
ら
盜
み
聞
き
し
、
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
戶
を
開
け
て
部
屋
に
入
る
と
、
二
人
は
そ
の
議
論
を
や
め

て
し
ま
い
ま
し
た
。
師
父
は
內
心
、「
調
息
と
い
う
も
の
は
玄
妙
な
も
の
だ
が
、
私
の
雜
事
は
そ
れ
と
正
反
對
だ
」
と
思
い
ま
し

た
。
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
師
父
は
暇
を
見
つ
け
て
は
つ
と
め
て
聞
き
か
じ
っ
た
方
法
に
勵
み
ま
し
た
」。

こ
れ
は
王
重
陽
が
さ
ま
ざ
ま
な
功
法
・
修
行
法
に
對
し
て
實
際
に
ど
う
い
う
知
識
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
弟
子
た
ち
に
そ
の
知
識
を
ど
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う
傳
授
し
て
い
た
か
と
い
う
點
で
極
め
て
興
味
深
い
資
料
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
王
重
陽
は
年
長
で
ま
た
す
で
に
工
夫
も
進
ん

で
い
た
馬
丹
陽
と
は
日
ご
ろ
か
ら
調
息
法
な
ど
功
法
に
關
す
る
具
體
的
な
話
を
談
じ
て
い
た
の
に
比
べ
、
丘
處
機
は
そ
う
し
た
話
に

あ
ず
か
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
功
法
の
傳
授
が
弟
子
た
ち
の
資
質
に
合
わ
せ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ

て
、
一
律
に
傳
授
さ
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
別
の
記
錄
で
は
、
こ
の
調
息
法
が
「
谷
神
不
死
調
息
之
法
」
で
あ
っ

た
こ
と
や
、
馬
丹
陽
は
何
世
に
も
渡
る
修
行
を
積
ん
で
き
て
い
る
の
で
二
年
半
で
效
果
が
現
れ
た
の
に
對
し
、
丘
處
機
は
十
八
九
年

經
っ
て
も
ま
っ
た
く
效
果
が
な
か
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る（

14
）。

　
こ
の
記
事
に
は
續
き
が
あ
る（

15
）。

遷
化
の
近
づ
い
た
王
重
陽
は
、
四
哲
と
呼
ば
れ
た
馬
丹
陽
・
譚
處
端
・
劉
處
玄
（
一
一
四
七
―
一
二

〇
三
）
・
丘
處
機
の
四
人
に
對
し
、
き
び
し
い
敎
導
を
行
っ
て
い
た
が
、
そ
う
し
た
中
、
日
頃
か
ら
丘
處
機
は
王
重
陽
に
對
し
て
「
凡

所
敎
者
、
皆
不
干
事
（
敎
わ
っ
た
こ
と
は
、
ど
れ
も
役
に
立
た
ぬ
こ
と
ば
か
り
だ
）」
と
考
え
て
い
た
。
そ
こ
で
そ
の
こ
と
に
つ
い
て

お
そ
る
お
そ
る
質
問
し
て
み
る
と
王
重
陽
は
「
性
上
に
有
り
」
と
述
べ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
ま
た
王
重
陽
の
遷
化
の
際
に
は
、
王
重

陽
は
じ
き
じ
き
に
丘
處
機
に
「
不
干
事
處
便
是
道
（
何
も
し
な
い
と
こ
ろ
に
こ
そ
道
が
あ
る
）」
と
諭
し
て
い
る
。
つ
ま
り
性
急
に
道

へ
の
手
段
を
も
と
め
よ
う
と
す
る
丘
處
機
に
對
し
て
、
王
重
陽
が
强
調
し
た
の
は
、
道
は
「
不
干
事
處
」
に
こ
そ
あ
る
の
で
あ
り
、
ま

た
「
性
上
に
有
」
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
で
は
こ
う
し
た
王
重
陽
の
敎
え
に
對
し
、
馬
丹
陽
の
行
っ
て
い
た
調
息
法
は
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
馬
丹
陽

が
行
っ
た
と
い
う
「
谷
神
不
死
調
息
之
法
」
に
つ
い
て
は
こ
こ
以
外
に
記
述
が
な
い
の
で
詳
細
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
が
、
調
息

が
他
の
諸
術
と
異
な
り
、
肯
定
的
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
注
目
さ
れ
て
い
る（

16
）。

例
え
ば
、
馬
丹
陽

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

師
言
。
學
道
人
行
住
坐
臥
、
不
得
少
頃
心
不
在
道
。
行
則
措
足
於
坦
途
、
住
則
凝
情
於
太
虛
、
坐
則
匀
鼻
端
之
息
、
睡
則
抱
臍

下
之
珠
。
久
而
調
息
、
無
有
閒
斷
、
而
終
日
如
愚
、
方
是
端
的
功
夫
、
非
干
造
作
行
持
也
。
（『
丹
陽
眞
人
語
錄
』
道
藏
七
二
八
册
、
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一
〇
裏
）

師
は
言
わ
れ
た
。「
道
を
學
ぶ
も
の
は
、
行
住
坐
臥
の
わ
ず
か
の
閒
で
あ
っ
て
も
心
が
道
か
ら
離
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
行
く
な
ら
ば
平
ら
か
な
道
を
進
み
、
と
ど
ま
る
な
ら
ば
太
虛
に
思
い
を
凝
ら
し
、
坐
す
る
な
ら
ば
鼻
先
の
息
を

調
え
、
眠
る
な
ら
ば
臍
下
の
珠
を
抱
く
の
で
す
。
長
ら
く
調
息
を
お
こ
な
っ
て
絕
え
る
こ
と
が
な
く
、
終
日
愚
か
者
の
よ
う
で

あ
っ
て
、
は
じ
め
て
適
切
な
修
行
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
な
に
か
作
爲
の
あ
る
行
い
を
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
」。

こ
こ
で
は
日
常
生
活
の
す
べ
て
の
行
動
は
道
か
ら
離
れ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
中
で
も
「
坐
」
と
い
う
の
は
靜

坐
の
よ
う
な
修
行
を
さ
す
と
思
わ
れ
、
こ
れ
は
直
後
の
調
息
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る（

17
）。

注
意
す
べ
き
は
、
調
息
が
「
造

作
行
持
（
作
爲
の
あ
る
行
い
）
」
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　
ま
た
初
期
の
全
眞
敎
の
敎
說
の
一
端
を
傳
え
る
と
思
わ
れ
る
『
晉
眞
人
語
錄
』
（
道
藏
七
二
八
册
）
所
收
「
答
馬
師
父
十
四
問
」
の
第

八
問
に
も
「
如
何
是
調
息
（
調
息
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
）」
（
七
裏
）
と
い
う
問
い
が
見
え
る（

18
）。

こ
れ
に
對
し
て
、「
非
有
作

也
。
若
得
心
中
無
事
、
炁
息
自
調
、
但
知
調
息
、
便
是
有
著
。
調
息
者
、
只
可
不
知
見
、
不
可
著
於
口
鼻
。（
そ
れ
は
何
か
を
す
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
の
だ
。
も
し
心
中
無
事
の
境
地
を
得
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
炁
息
は
自
然
と
調
う
の
だ
が
、
調
息
を
知
ろ
う
と

す
れ
ば
執
着
が
生
ま
れ
る
。
調
息
と
は
、
知
見
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
だ
け
な
の
で
あ
っ
て
、
口
や
鼻
に
執
着
し
て
は
な
ら
な
い
）」

（
七
裏
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
上
で
は
王
重
陽
は
丘
處
機
に
對
し
て
特
定
の
功
法
を
授
け
る
こ
と
な
く
、
道
は
「
性
上
に
有
」
る
と
い
い
、
ま
た
「
不
干
事
處
」
に

あ
る
と
敎
え
て
い
た
。
こ
れ
に
呼
應
す
る
よ
う
に
調
息
も
ま
た
「
造
作
」「
有
作
」
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
實
踐
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
で
は
具
體
的
に
修
行
を
行
う
こ
と
と
「
造
作
」「
有
作
」
と
の
關
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
調
息
法

以
外
の
功
法
を
取
り
上
げ
、
こ
の
點
に
つ
い
て
更
に
檢
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

389



　
　
（
三
）
功
法
に
お
け
る
有
爲
と
無
爲

　
馬
丹
陽
や
丘
處
機
ら
が
實
踐
し
て
い
た
調
息
法
以
外
の
功
法
に
つ
い
て
、
全
眞
敎
で
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
馬
丹
陽
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

師
曰
。
三
十
六
道
引
、
二
十
四
還
丹
、
此
乃
入
道
之
漸
門
、
不
可
便
爲
大
道
。
若
窮
於
爐
竃
、
取
象
於
龜
蛇
、
乃
無
事
生
事
、
於

性
上
添
僞
也
。
此
皆
悞
人
之
甚
矣
。
故
道
家
留
丹
經
子
書
、
千
經
萬
論
、
可
一
言
以
蔽
之
曰
淸
淨
。
（『
丹
陽
眞
人
語
錄
』
八
表
）

師
は
い
わ
れ
た
。「
三
十
六
種
の
導
引
や
、
二
十
四
種
の
還
丹
と
い
っ
た
も
の
は
入
道
の
漸
門
な
の
で
あ
り
、
大
道
と
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
も
し
爐
や
竃
に
と
ら
わ
れ
、
龜
や
蛇
と
い
っ
た
象
徵
を
取
り
上
げ
た
り
す
る
な
ら
ば
、
な
に
も
な
い
と
こ
ろ

に
も
の
ご
と
を
こ
し
ら
え
、
性
上
に
僞
り
を
添
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
人
を
誤
ら
せ
る
こ
と
も
甚
だ
し
い
。

で
す
か
ら
道
家
に
つ
た
わ
る
丹
經
や
書
物
、
何
千
何
萬
も
の
經
典
や
議
論
は
、
一
言
で
い
え
ば
淸
淨
に
つ
き
る
の
で
す
」。

こ
こ
で
言
及
さ
れ
る
「
三
十
六
道
引
、
二
十
四
還
丹
」
の
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が（

19
）、

お
そ
ら
く
下
で
見
る
よ
う
な
諸
術
と
同
樣

の
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
功
法
は
「
性
上
に
僞
り
を
添
え
る
」
も
の
で
あ
り
、
淸
淨
と
相
反
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
ら
は
「
入
道
の
漸
門
」、
す
な
わ
ち
漸
次
的
な
向
上
を
說
く
も
の
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
も
さ
れ
る
。

　
ま
た
馬
丹
陽
は
別
の
箇
所
で
、
淸
淨
と
は
「
心
源
」
お
よ
び
「
炁
海
」
を
淸
淨
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
い
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る（

20
）。

若
行
有
心
有
爲
之
功
、
則
有
盡
之
術
法
也
。
若
行
無
心
無
爲
之
理
、
乃
無
盡
之
淸
虛
也
。
（『
丹
陽
眞
人
語
錄
』
八
表
）

も
し
有
心
有
爲
の
功
を
行
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
有
限
の
術
法
で
す
。
も
し
無
心
無
爲
の
理
を
行
う
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
盡
き
る

こ
と
な
い
淸
虛
な
の
で
す
。

こ
こ
で
は
「
有
心
有
爲
之
功
」
と
「
無
心
無
爲
之
理
」
が
對
比
さ
れ
る
。
こ
こ
で
整
理
し
て
お
け
ば
、
上
で
見
た
「
三
十
六
道
引
、
二

十
四
還
丹
」
と
い
っ
た
も
の
は
前
者
の
「
有
限
の
術
法
」
に
相
當
し
、
前
節
で
批
判
さ
れ
て
い
た
「
造
作
」「
有
作
」
で
あ
り
、
一
方
、

こ
こ
で
い
う
「
心
源
」
お
よ
び
「
炁
海
」
を
淸
淨
に
す
る
こ
と
や
調
息
法
は
後
者
の
「
盡
き
る
こ
と
な
い
淸
虛
」
に
相
當
す
る
の
だ
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ろ
う
。

　
ま
た
尹
志
平
の
『
北
遊
語
錄
』
の
中
に
は
丘
處
機
が
修
行
法
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
窺
わ
せ
る
箇
所
が
あ
る（

21
）。

嘗
記
師
父
大
定
閒
宣
見
時
、
論
及
諸
功
法
、
惟
存
想
下
丹
田
爲
最
。
然
止
一
法
耳
、
於
道
則
未
也
。
近
年
隰
州
王
道
人
以
此
爲

至
極
、
以
授
諸
人
、
曾
不
知
有
爲
之
僞
法
、
終
不
可
入
於
眞
道
。
（『
北
遊
語
錄
』
卷
三
、
四
裏
）

か
つ
て
師
父
（
丘
處
機
）
が
大
定
年
閒
に
（
金
の
世
宗
に
）
拜
謁
し
た
時
、
さ
ま
ざ
ま
な
修
行
法
に
論
及
し
、
下
丹
田
を
存
想
す

る
法
を
最
上
と
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
一
つ
の
方
法
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
道
に
は
ま
だ
ま
だ
遠
い
の
で
す
。
近

年
、
隰
州
の
王
道
人
は
こ
れ
以
上
の
も
の
は
な
い
と
し
て
人
々
に
授
け
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
が
有
爲
に
よ
る
僞
り
の
法
で
あ

る
こ
と
を
知
ら
ず
、
つ
い
に
眞
の
道
に
到
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

丘
處
機
は
金
・
大
定
二
十
八
年
（
一
一
八
八
）
に
世
宗
に
謁
見
し
て
い
る
。
丘
處
機
が
述
べ
た
と
い
う
樣
々
な
修
行
法
に
つ
い
て
は
よ

く
分
か
ら
な
い
が
、
こ
の
時
、
世
宗
か
ら
「
延
生
の
理
」
に
つ
い
て
訊
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
、
あ
る
い
は
こ
の
時
に
そ
う
し
た
功
法

に
つ
い
て
言
及
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
下
丹
田
の
存
想
は
「
有
爲
之
僞
法
」
で
あ
り
、
そ

う
し
た
功
法
を
實
踐
し
て
い
た
王
道
人
に
つ
い
て
も
批
判
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
尹
志
平
は
師
の
丘
處
機
に
從
っ
て
獻
州
に
行
っ
た
時
の
丘
處
機
の
言
葉
を
記
し
て
い
る
。

今
之
學
人
、
或
有
存
想
吐
納
以
爲
事
者
。
善
則
善
矣
、
終
不
見
其
成
功
。
正
如
入
於
冬
時
、
能
開
諸
花
卉
於
覆
陰
中
、
非
不
奇

也
、
然
終
不
能
成
其
實
。
惟
無
爲
淸
靜
、
是
爲
至
極
、
無
漏
爲
驗
也
。
三
年
不
漏
、
則
下
丹
結
。
六
年
則
中
丹
結
、
其
事
已
有

不
可
具
言
者
。
九
年
上
丹
結
、
轉
入
泥
丸
、
三
宮
升
降
、
變
化
無
窮
、
雖
千
百
億
化
身
、
亦
自
此
出
。
何
以
能
致
此
。
曰
必
心

地
平
常
。
以
爲
本
心
平
則
神
定
、
神
定
則
精
凝
、
精
凝
則
氣
和
、
睟
然
見
於
面
、
發
於
四
肢
、
無
非
自
然
。
（『
北
遊
語
錄
』
卷

二
、
一
三
表
）

今
の
道
を
學
ぶ
者
た
ち
の
中
に
は
、
存
想
し
た
り
、
吐
納
し
た
り
す
る
も
の
が
お
る
。
そ
れ
も
そ
れ
で
よ
い
が
、
結
局
の
と
こ
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ろ
成
就
は
お
ぼ
つ
か
ぬ
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
冬
に
な
っ
て
す
っ
か
り
寒
い
さ
な
か
、
い
ろ
ん
な
花
々
が
咲
く
よ
う
な
も
の
で
、

珍
し
い
と
は
い
え
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
實
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
ん
の
だ
。
た
だ
無
爲
淸
淨
以
上
の
も
の
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、

無
漏
が
そ
の
驗
と
な
る
。
三
年
閒
、
漏
が
な
け
れ
ば
下
丹
田
が
結
ぼ
れ
、
六
年
閒
で
中
丹
田
が
結
ぼ
れ
、
そ
れ
は
も
う
言
い
つ

く
す
こ
と
が
で
き
ん
。
九
年
た
つ
と
上
丹
田
が
結
ぼ
れ
、
泥
丸
へ
と
轉
が
り
込
ん
で
、
三
丹
田
を
驅
け
の
ぼ
っ
た
り
降
っ
た
り

と
、
變
幻
自
在
と
な
る
。
千
百
億
も
の
化
身
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
こ
こ
か
ら
現
れ
る
の
だ
。
で
は
ど
う
や
っ
て
こ
う
な
る
こ

と
が
で
き
る
か
と
い
え
ば
、
心
地
を
平
常
に
保
つ
こ
と
だ
。
自
分
の
心
を
平
ら
か
に
す
れ
ば
神
は
定
ま
り
、
神
が
定
ま
れ
ば
精

が
凝
固
し
、
精
が
凝
固
す
れ
ば
氣
が
和
し
、
あ
り
あ
り
と
顏
に
現
れ
、
手
足
に
ま
で
も
あ
ま
ね
く
行
き
渡
り
、
自
然
そ
の
も
の

と
な
る
の
だ
。

こ
こ
で
は
淸
淨
無
爲
に
よ
り
「
無
漏
」
の
狀
態
に
い
た
る
と
、
三
年
で
下
丹
田
が
、
六
年
で
中
丹
田
が
、
そ
し
て
九
年
た
つ
と
上
丹

田
が
結
ぼ
れ
、
そ
こ
で
鍊
成
さ
れ
た
丹
が
泥
丸
に
轉
が
り
込
み
、
三
丹
田
を
自
在
に
昇
降
す
る
と
い
う
。「
無
漏
」
は
一
切
の
煩
惱
が

な
く
な
っ
た
狀
態
の
こ
と（

22
）。

こ
れ
は
ま
た
上
述
の
習
や
習
氣
が
な
く
な
っ
た
狀
態
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。「
化
身
」
と
は
佛
敎
で
い

う
三
身
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
陽
神
の
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る（

23
）。

丘
處
機
は
、
ま
た
心
地
を
「
平
常
」
に
す
る
こ
と
に
よ

り
や
が
て
神
が
安
定
し
、
そ
れ
が
精
の
凝
固
を
も
た
ら
し
、
氣
が
和
す
る
狀
態
に
到
り
、
自
然
に
な
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で

い
う
自
然
と
は
道
を
體
現
し
た
狀
態
で
あ
ろ
う
。
な
お
尹
志
平
は
別
の
箇
所
で
「
平
常
卽
眞
常
也
」
（『
北
遊
語
錄
』
卷
一
、
三
裏
）
と

述
べ
て
い
る
。

　
淸
淨
無
爲
の
境
地
に
逹
す
る
こ
と
に
よ
り
九
年
閒
で
三
丹
田
が
順
に
結
ぼ
れ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
馬
丹
陽
『
丹
陽
眞
人
語
錄
』
に

も
見
え
、
彼
ら
に
共
通
し
た
考
え
方
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

種
種
名
相
、
皆
不
可
著
。
止
是
神
炁
二
字
而
已
。
欲
要
養
爲
全
神
、
須
當
屛
盡
萬
緣
、
表
裏
淸
淨
、
久
久
精
專
、
神
凝
爲
沖
。
三

年
不
漏
、
下
丹
結
、
六
年
不
漏
、
中
丹
結
、
九
年
不
漏
、
上
丹
結
。
是
名
三
丹
圓
備
。
（『
丹
陽
眞
人
語
錄
』
一
五
裏
）
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も
ろ
も
ろ
の
名
相
は
ど
れ
も
執
着
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
そ
れ
ら
は
神
炁
の
二
文
字
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。
も
し
鍊
養
し
て
神

を
完
全
な
る
も
の
に
し
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
緣
を
退
け
、
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
淸
淨
と
な
り
、
な
が
き
に
わ
た
っ

て
た
ゆ
む
こ
と
な
け
れ
ば
、
神
は
凝
固
し
沖
虛
と
な
ろ
う
。
三
年
閒
漏
ら
す
こ
と
な
け
れ
ば
、
下
丹
田
が
結
ぼ
れ
、
六
年
閒
漏

ら
さ
な
け
れ
ば
、
中
丹
田
が
結
ぼ
れ
、
九
年
閒
漏
ら
さ
な
け
れ
ば
、
上
丹
田
が
結
ぼ
れ
る
。
こ
れ
を
三
丹
田
が
圓
滿
に
な
っ
た

狀
態
と
い
う
。

こ
こ
で
は
や
は
り
淸
淨
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
三
丹
田
が
順
番
に
結
ぼ
れ
て
い
く
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
馬
丹
陽
は
こ
れ

を
「
九
轉
の
功
」
と
呼
び
、
い
つ
か
は
終
わ
り
を
迎
え
る
「
有
相
」
で
は
な
く
、
道
と
合
一
し
、「
永
劫
無
壞
」
の
存
在
と
な
る
と
い

う
。
こ
の
他
に
も
斷
片
的
な
記
述
な
が
ら
三
丹
田
に
つ
い
て
詠
っ
た
全
眞
敎
の
詩
詞
は
多
い
。
全
眞
敎
の
丹
法
に
つ
い
て
は
、
詩
詞

の
中
で
斷
片
的
に
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
實
態
は
き
わ
め
て
把
握
し
づ
ら
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
以
上
か
ら
、
彼
ら

は
有
爲
有
作
の
術
法
を
徹
底
的
に
排
し
、
性
功
を
つ
き
つ
め
、
無
爲
無
作
の
功
法
に
よ
る
無
漏
の
狀
態
の
中
で
自
然
と
三
丹
田
が
結

ぼ
れ
、
命
功
が
完
成
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

　
ま
た
無
漏
の
狀
態
に
よ
り
自
然
と
命
功
が
完
成
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
詩
詞
の
中
に
も
散
見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
『
敎
化
集
』
卷

一
に
は
、「
傳
得
無
爲
無
漏
果
、
何
愁
無
分
不
昇
天
。
三
田
淸
淨
三
丹
結
、
出
自
風
仙
決
做
仙
。（
無
爲
無
漏
と
い
う
果
實
を
傳
授
さ

れ
れ
ば
、
ど
う
し
て
昇
天
す
る
能
力
が
な
い
と
心
配
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
。
三
丹
田
は
淸
淨
に
な
っ
て
三
つ
の
丹
が
結
ぼ
れ
、
風
仙

（
＝
王
重
陽
）
の
お
か
げ
で
か
な
ら
ず
や
仙
人
に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
）」
（
七
裏
）
、『
洞
玄
金
玉
集
』
卷
十
「
寄
譚
劉
郝
三
師
友
」
で
は
、

「
常
淸
常
淨
常
無
漏
、
便
覺
虎
龍
交
媾
。（
常
に
淸
淨
で
あ
り
、
ま
た
無
漏
の
境
地
で
あ
る
な
ら
ば
、
龍
虎
が
交
媾
す
る
の
に
氣
づ
く

だ
ろ
う
）」
（
五
表
）
と
あ
る
。
ま
た
『
漸
悟
集
』
（
道
藏
七
八
六
册
）
卷
下
「
五
更
寄
趙
居
士
」
（
九
裏
）
は
、
修
行
を
一
更
か
ら
五
更

ま
で
深
ま
り
ゆ
く
夜
に
喩
え
た
一
連
の
詞
で
、
無
漏
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
無
漏
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、「
坎
虎
と
離
龍

の
交
媾
」
（
第
一
鼓
）
、「
龍
虵
の
戰
鬥
」
（
第
二
鼓
）
、「
姹
女
と
嬰
兒
が
攜
手
」
（
第
三
鼓
）
し
、「
一
點
の
靈
光
が
結
就
」
（
第
四
鼓
）
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し
、
最
終
的
に
「
胎
仙
が
顯
現
」
（
第
五
鼓
）
す
る
こ
と
が
詠
わ
れ
る
。
こ
の
他
に
も
無
漏
を
逹
成
す
る
こ
と
で
命
功
が
成
し
遂
げ
ら

れ
る
こ
と
を
詠
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
王
處
一
『
雲
光
集
』
卷
一
「
贈
衆
道
友
」
（
七
表
）
・
卷
二
「
贈
膠
水
孫
哥
」
（
四
裏
）
が
あ
る
。

　
結
局
、
全
眞
敎
で
は
ひ
た
す
ら
淸
淨
無
爲
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
無
漏
の
狀
態
が
目
指
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
命
功
の
成
就
が
も
た
ら

さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
ま
た
こ
の
た
め
性
命
は
不
可
分
と
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
尹
志
平
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

師
曰
。
初
學
之
人
不
知
性
命
、
只
認
每
日
語
言
動
作
者
是
性
、
口
鼻
出
入
之
氣
爲
命
、
非
也
。
性
命
豈
爲
二
端
。
先
須
盡
心
認

得
父
母
未
生
前
眞
性
、
則
識
天
之
所
賦
之
命
。
易
曰
、
窮
理
盡
性
以
至
於
命
。
（『
北
遊
語
錄
』
卷
一
、
九
表
）

師
は
い
わ
れ
た
。「
學
び
始
め
た
ば
か
り
の
人
は
性
命
が
分
か
ら
ず
、
每
日
喋
っ
た
り
動
い
た
り
す
る
も
の
が
性
で
、
口
鼻
か
ら

出
入
り
し
て
い
る
息
が
命
だ
と
し
か
考
え
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
す
。
性
命
が
ど
う
し
て
二
つ
に
分
か
れ
た
り
す
る

で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
あ
ら
ん
限
り
父
母
未
生
の
前
の
眞
性
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
て
は
じ
め
て
天
に
よ
り
賦
與
さ
れ
た
命
に

つ
い
て
分
か
る
の
で
す
。『
易
』
に
は
「
理
を
窮
め
性
を
盡
く
し
以
て
命
に
至
る
」
と
あ
り
ま
す
」。

こ
こ
で
は
『
易
』
を
つ
か
っ
て
性
功
の
果
て
に
命
功
が
獲
得
で
き
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
不
可
分
な
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
第
一
節

で
見
た
通
り
、
王
重
陽
は
眞
性
を
金
丹
と
よ
ん
で
い
た
が
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
眞
性
の
獲
得
が
同
時
に
命
功
の
完
成
に
つ

な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
、
億
略
で
は
あ
る
が
、
特
に
性
功
と
命
功
の
關
係
を
中
心
に
全
眞
敎
の
功
法
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
方
を
追
っ
て
き
た
。

王
重
陽
か
ら
七
眞
た
ち
が
親
し
く
敎
導
を
受
け
た
期
閒
は
三
年
に
過
ぎ
な
い
が
、
王
重
陽
遷
化
の
後
も
彼
ら
は
多
く
の
道
士
た
ち
と

交
流
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
實
際
、
全
眞
敎
の
詩
詞
が
濃
厚
な
內
丹
的
術
語
で
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
王
重
陽
や

七
眞
た
ち
が
豐
富
な
內
丹
の
知
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
ま
た
彼
ら
の
周
邊
に
は
、
例
え
ば
下
丹
田
で
存
想
す

る
よ
う
な
も
の
や
、
吐
納
法
を
行
う
者
た
ち
な
ど
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
有
爲
有
作
の
漸
次
的
な
功
法
と
し
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　　全眞敎の性命說に見える機根の問題について

て
否
定
さ
れ
て
い
た
。
全
眞
敎
の
功
法
の
基
本
的
な
あ
り
方
は
、
性
功
を
究
め
る
こ
と
で
自
然
と
命
功
が
成
し
遂
げ
ら
れ
る
と
考
え

ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
全
眞
敎
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
北
宗
の
功
法
は
一
般
的
に
「
先
性
後
命
」
と
い
わ
れ
る
が（

24
）、

こ
れ
は
以
上
見

て
き
た
性
命
の
關
係
を
言
い
表
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
上
述
し
た
と
お
り
、「
龍
虎
を
問
ふ
な
か
れ
」
と
い
う
言
葉
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
全
眞
敎
の
詩
詞
や
文
章
の
中
に

は
手
段
の
放
擲
と
も
と
れ
る
表
現
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
全
眞
敎
で
は
無
爲
無
作
の
功
法
に
よ
り
習
氣
を
捨
て
去
り
、
最
初
か
ら

絕
對
的
な
無
漏
の
狀
態
に
至
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
れ
が
王
道
人
ら
に
見
え
る
諸
術
を
「
有
爲
の
僞
法
」「
漸

門
」
と
批
判
し
、
諸
術
に
對
し
て
有
爲
有
作
と
し
て
否
定
す
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
指
摘
し
て

お
き
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
漸
次
的
な
向
上
を
否
定
す
る
意
識
の
背
後
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
峻
拒
し
、
一
擧
に
無
漏
へ
と
到
逹

す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
い
う
な
ら
ば
上
根
的
な
修
行
觀
が
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る（

25
）。

　
こ
れ
を
補
足
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
馬
丹
陽
や
郝
大
通
（
一
一
四
〇
―
一
二
一
三
）
下
の
王
志
謹
（
一
一
七
八
―
一
二
六
三
）
ら
が
、
公

案
や
經
典
の
讀
誦
に
對
し
否
定
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
わ
せ
て
想
起
し
て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば
馬
丹
陽
は
、『
道
德

經
』『
陰
符
經
』
の
二
經
は
た
ま
に
見
て
も
よ
い
が
、
そ
れ
で
も
一
切
讀
ま
な
い
に
こ
し
た
こ
と
が
な
い
と
述
べ
て
い
る（

26
）。

ま
た
王
志

謹
は
、
公
案
や
經
書
を
學
ぶ
こ
と
は
正
し
い
の
か
と
い
う
問
い
に
對
し
て
、
我
々
の
身
體
に
宿
る
「
一
點
の
靈
明
」
こ
そ
が
重
要
な
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
理
解
で
き
れ
ば
「
理
會
去
自
家
亦
有
如
此
公
案
、
更
數
他
別
人
珍
寶
作
甚
麼
。（
自
分
の
內
に
も
や
は
り
こ
う
し

た
公
案
が
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
他
の
人
の
お
寶
を
勘
定
し
て
何
に
な
り
ま
し
ょ
う
）」
（『
盤
山
棲
雲
王

眞
人
語
錄
』
道
藏
七
二
八
册
、
八
裏
）
と
述
べ
て
い
る
。
も
っ
と
も
全
眞
敎
に
お
け
る
經
典
に
對
す
る
態
度
は
、
馬
丹
陽
や
王
志
謹
の
よ

う
な
明
確
に
否
定
的
な
立
場
を
取
る
者
か
ら
、『
黃
帝
陰
符
經
』
や
『
黃
庭
內
景
經
』
と
い
っ
た
經
典
に
注
釋
を
附
し
た
劉
處
玄
の
よ

う
な
人
物
ま
で
あ
る
程
度
の
振
幅
が
あ
る（

27
）。

だ
が
こ
う
し
た
經
典
や
公
案
へ
の
否
定
的
態
度
は
、
修
行
者
が
そ
れ
ら
に
す
が
ろ
う
と
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す
る
意
識
を
放
下
し
、
ひ
た
す
ら
修
行
者
の
心
だ
け
を
直
に
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
よ
う
と
す
る
態
度
の
現
れ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ

て
、
こ
れ
も
や
は
り
方
法
・
手
段
の
放
擲
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
全
眞
敎
で
は
、
吐
納
や
導
引
、
丹
田
で
の
存
想
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
有
爲
有
作
の
術
法
を
「
性
上
に

僞
を
添
え
る
も
の
」
と
し
て
否
定
し
て
お
り
、
そ
の
漸
次
的
な
向
上
を
許
さ
ぬ
苛
烈
な
修
行
觀
は
上
根
的
と
と
ら
え
て
よ
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
次
節
で
は
こ
の
點
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
、
全
眞
敎
に
先
行
す
る
張
伯
端
以
下
の
內
丹
道
、
す
な
わ
ち
南
宗
を
取
り

上
げ
る
。
南
宗
に
つ
い
て
は
旣
に
別
稿
で
取
り
扱
っ
た
が（

28
）、

そ
の
修
行
觀
を
中
心
に
も
う
い
ち
ど
槪
觀
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　　
　
　
二
　
南
宗
の
性
命
說
に
見
え
る
機
根
に
つ
い
て

　　
後
に
南
宗
と
呼
ば
れ
る
內
丹
道
の
一
派
は
北
宋
・
張
伯
端
に
始
ま
る
。
時
お
り
し
も
儒
敎
で
は
二
程
（
程
顥
一
〇
三
二
―
一
〇
八
五
・

程
頤
一
〇
三
三
―
一
〇
七
二
）
や
周
敦
頤
（
一
〇
一
七
―
一
〇
七
三
）
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
北
宋
五
子
が
活
動
し
て
お
り
、
朱
子
學
の
勃
興

に
向
け
て
大
き
な
思
想
的
な
地
殼
變
動
が
起
き
て
い
る
時
期
で
も
あ
る
。
王
重
陽
の
創
建
し
た
全
眞
敎
に
先
だ
っ
て
登
場
し
た
南
宗

は
、
全
眞
敎
と
は
獨
立
し
て
北
宋
か
ら
南
宋
に
か
け
て
展
開
し
て
い
く
が
、
そ
こ
で
重
視
さ
れ
た
の
が
、
張
伯
端
の
著
し
た
『
悟
眞

篇
』
で
あ
っ
た
。
こ
の
『
悟
眞
篇
』
の
性
命
說
の
大
枠
を
理
解
す
る
に
は
次
の
文
章
が
參
考
に
な
ろ
う（

29
）。

故
老
釋
以
性
命
學
開
方
便
門
、
敎
人
修
種
以
逃
生
死
。
釋
氏
以
空
寂
爲
宗
。
若
頓
悟
圓
通
、
則
直
超
彼
岸
、
如
有
習
漏
未
盡
、
則

尙
徇
於
有
生
。
老
氏
以
鍊
養
爲
眞
。
若
得
其
樞
要
、
則
立
躋
聖
位
。
如
其
未
明
本
性
、
則
猶
殢
於
幻
形
。
其
次
周
易
有
窮
理
盡

性
至
命
之
辭
、
魯
語
有
毋
意
必
固
我
之
說
。
此
又
仲
尼
極
臻
乎
性
命
之
奧
也
。
然
其
言
之
常
略
而
不
至
於
詳
者
何
也
。
蓋
欲
序

正
人
倫
、
施
仁
義
禮
樂
有
爲
之
敎
、
故
於
無
爲
之
道
、
未
嘗
顯
言
。
但
以
命
術
寓
諸
易
象
、
以
性
法
混
諸
微
言
故
耳
。
（『
悟
眞

篇
』
序
、
一
三
表
）
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　　全眞敎の性命說に見える機根の問題について

そ
れ
故
に
道
敎
と
佛
敎
は
性
命
の
學
に
よ
り
方
便
の
門
を
開
き
、（
人
々
に
仙
佛
に
な
る
べ
き
）
種
子
を
修
さ
せ
て
生
死
か
ら
逃

れ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
佛
敎
は
空
寂
を
根
本
と
す
る
。
も
し
頓
悟
し
完
全
な
る
狀
態
に
到
逹
す
れ
ば
、
す
ぐ
さ
ま
彼
岸
へ
と
超

え
て
い
く
が
、
も
し
習
漏
が
盡
き
て
い
な
い
な
ら
ば
、
依
然
と
し
て
輪
廻
す
る
こ
と
に
な
る
。（
い
っ
ぽ
う
）
道
敎
で
は
鍊
養
を

眞
理
と
す
る
。
も
し
そ
の
要
を
摑
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
す
ぐ
さ
ま
聖
な
る
境
地
へ
と
登
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
も
し
本
性

を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
肉
體
と
い
う
幻
影
に
依
然
と
し
て
と
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
『
周
易
』
に
は
「
理

を
窮
め
性
を
盡
く
し
以
て
命
に
至
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、『
論
語
』
（
子
罕
篇
）
に
は
「
意
・
必
・
固
・
我
」
を
な
く
す
と
い

う
說
が
見
え
る
。
こ
れ
は
孔
子
も
ま
た
性
命
の
奧
深
く
へ
と
到
逹
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
は
い
え
そ
の
言
辭
は
い

つ
も
（
性
命
に
つ
い
て
）
省
略
さ
れ
、
詳
述
さ
れ
な
い
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
人
倫
を
正
し
、
仁
義
禮

樂
と
い
っ
た
有
爲
の
敎
え
を
人
々
に
施
そ
う
と
し
て
、
無
爲
の
道
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
と
言
わ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が

命
術
は
も
ろ
も
ろ
の
易
象
の
中
に
隱
さ
れ
て
お
り
、
性
法
は
さ
ま
ざ
ま
な
微
言
の
中
に
混
じ
っ
て
い
る
の
だ
。

　
こ
こ
で
は
性
命
說
と
絡
ん
で
儒
道
佛
の
三
敎
の
關
係
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
億
單
に
い
え
ば
、
儒
敎
が
世
俗
の
敎
化
を
取
り
扱
う

の
に
對
し
、
個
人
の
修
養
に
つ
い
て
は
、
性
功
を
佛
敎
（
禪
宗
）
が
、
命
功
を
道
敎
（
內
丹
道
）
が
分
擔
す
る
と
い
う
三
敎
論
と
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
道
敎
と
佛
敎
の
關
係
は
若
干
複
雜
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
頓
悟
に
よ
り
完
全
な
る
狀
態
が
逹
成
さ
れ
れ
ば
佛

敎
（
禪
宗
）
だ
け
で
十
分
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、「
習
漏
」
が
殘
っ
て
い
る
限
り
、
輪
廻
を
免
れ
な
い
。
一
方
、
道
敎
は
鍊
養
、
す

な
わ
ち
內
丹
の
樞
要
を
完
全
に
つ
か
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
や
は
り
聖
位
に
到
逹
す
る
。
た
だ
し
そ
の
際
、
本
性
を
明
ら
か
に
し
な

い
な
ら
ば
肉
體
に
と
ら
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
こ
に
「
習
漏
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
習
漏
と
は
、
修
行
者
の
身
に
熏
習
し
た

煩
惱
の
こ
と
で
、
上
で
見
た
習
・
習
氣
に
類
す
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
南
宗
で
は
、
修
行
に
よ
り
頓
悟
に
到
逹
し
た

と
し
て
も
そ
れ
は
不
完
全
な
代
物
で
し
か
な
く
、
そ
の
た
め
に
頓
悟
し
た
後
も
そ
の
身
に
染
み
つ
い
た
習
漏
を
消
し
去
る
た
め
に
內
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丹
を
修
養
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
全
眞
敎
と
異
な
り
、
南
宗
で
は
無
漏
を
成
就
す
る
と
い
っ
た
上
根
的
發
想
が
最
初

か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
『
悟
眞
篇
』
に
は
次
の
よ
う
に
詠
わ
れ
て
い
る
。

饒
君
了
悟
眞
如
性
、
未
免
抛
身
卻
入
身
。
若
解
更
能
修
大
藥
、
頓
超
無
漏
作
眞
人
。
（『
註
疏
』
卷
八
、
絕
句
第
三
首
、
一
七
裏
）

た
と
え
あ
な
た
が
眞
如
の
性
を
悟
ろ
う
と
も
、
ま
た
死
後
、
新
た
な
身
體
に
入
り
輪
廻
す
る
こ
と
は
免
れ
な
い
。
だ
が
も
し
そ

の
上
に
大
藥
を
修
鍊
す
る
こ
と
を
理
解
す
れ
ば
、
す
ぐ
さ
ま
無
漏
の
境
地
へ
と
超
脫
し
、
眞
人
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
「
眞
如
の
性
」
を
悟
っ
た
と
し
て
も
、
輪
廻
す
る
こ
と
は
免
れ
な
い
と
い
う
。
そ
れ
は
前
提
と
し
て
上
根
の
修
行
者
は
考

え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
一
般
に
完
全
な
圓
覺
を
獲
得
す
る
の
は
困
難
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
は
性
功
だ

け
で
は
な
く
、
大
藥
、
す
な
わ
ち
金
丹
を
修
養
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
彼
ら
は
よ
う
や
く
無
漏
の
境
地
に
至
る
こ
と
が

で
き
る
。『
悟
眞
篇
』
の
代
表
的
な
注
釋
者
で
あ
る
翁
葆
光
は
、
こ
の
箇
所
に
對
し
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

30
）。

大
用
未
現
前
、
大
法
未
明
透
、
一
毫
滲
漏
、
抛
身
入
身
矣
。
若
圓
明
照
了
、
寶
鍊
金
丹
、
道
成
十
極
、
號
曰
眞
人
。
（『
註
疏
』
卷

八
、
絕
句
第
三
首
翁
注
、
一
八
表
）

お
お
い
な
る
は
た
ら
き
が
ま
だ
現
れ
ず
、
大
法
に
ま
だ
透
徹
し
て
お
ら
ず
、
わ
ず
か
で
も
滲
漏
が
あ
れ
ば
、
ま
た
死
後
輪
廻
す

る
こ
と
に
な
る
。
も
し
完
全
な
る
境
地
が
光
り
輝
き
、
金
丹
を
大
切
に
鍊
成
す
れ
ば
、
道
は
餘
す
と
こ
ろ
な
く
成
就
し
、
眞
人

と
名
づ
け
ら
れ
る
。

大
法
と
は
道
そ
の
も
の
、
大
用
と
は
道
の
大
い
な
る
は
た
ら
き
の
こ
と
。
翁
葆
光
は
、
本
來
の
道
の
境
地
か
ら
わ
ず
か
で
も
「
滲
漏
」

が
あ
れ
ば
、
ふ
た
た
び
輪
廻
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
性
功
に
加
え
、
金
丹
が
合
わ
せ
修
め
ら
れ
て
は
じ
め
て

眞
人
と
よ
ば
れ
る
に
値
す
る
と
い
う
。

　
ま
た
こ
れ
と
同
樣
の
表
現
は
南
宗
三
祖
・
薛
道
光
（
一
〇
七
八
―
一
一
九
一
）
の
『
還
丹
復
命
篇
』
（
道
藏
七
四
二
册
）
の
序
に
も
見
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　　全眞敎の性命說に見える機根の問題について

え
る
。
薛
道
光
は
も
と
禪
僧
で
法
號
を
紫
賢
ま
た
は
毗
陵
禪
師
と
い
い
、
か
つ
て
長
安
の
開
福
寺
で
修
嚴
や
如
環
と
い
っ
た
僧
の
も

と
に
參
じ
、
跳
ね
つ
る
べ
の
音
を
聞
い
て
省
悟
し
た
と
い
う（

31
）。

そ
の
後
、
か
ね
て
よ
り
金
丹
を
修
養
し
た
い
と
考
え
て
い
た
薛
道
光

は
、
郿
縣
の
寺
院
で
二
祖
・
石
泰
（
一
〇
二
二
―
一
一
五
八
）
と
邂
逅
し
、
口
訣
を
授
か
っ
て
い
る
。

若
禪
宗
之
上
乘
一
悟
則
直
超
佛
地
。
如
其
習
漏
未
盡
、
則
尙
循
於
生
死
、
至
於
坐
脫
立
亡
、
投
胎
奪
舍
、
未
免
一
朝
而
長
往
。
常

思
仲
尼
窮
理
盡
性
以
至
於
命
、
釋
氏
不
生
不
滅
、
老
氏
昇
騰
飛
擧
。
由
是
聖
人
之
意
、
不
可
一
途
而
取
之
。
（『
還
丹
復
命
篇
』
序
、

一
表
）

禪
宗
の
上
乘
で
は
ひ
と
た
び
悟
れ
ば
す
ぐ
さ
ま
佛
の
境
地
へ
と
超
脫
す
る
。
だ
が
も
し
習
漏
が
な
く
な
っ
て
い
な
い
と
、
依
然

と
し
て
生
死
に
と
ら
わ
れ
、
坐
っ
た
ま
ま
死
ん
だ
り
立
っ
た
ま
ま
亡
く
な
っ
た
り
、
別
の
身
體
へ
と
生
ま
れ
變
わ
っ
た
り
し
て

あ
る
日
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
は
免
れ
な
い
。
つ
ね
づ
ね
思
う
に
、
孔
子
は
「
理
を
窮
め
性
を
盡
く
し
て
以
て
命
に
至
る
」
と
い

い
、
釋
迦
は
「
不
生
不
滅
」
を
說
き
、
老
子
は
「
昇
騰
飛
擧
の
術
」
を
說
い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
聖
人
の
考
え
は
、
一
つ

の
道
で
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
な
の
だ
。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
禪
宗
で
い
う
「
上
乘
」
の
修
行
者
た
ち
が
考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
修
行
者
の
身
に
染
み
つ
き
、
熏
習
し
た
煩

惱
で
あ
る
習
漏
を
除
去
す
る
必
要
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
悟
眞
篇
』
同
樣
、
三
敎
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
內
容
を
分
擔
す

る
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
こ
で
は
習
漏
を
取
り
除
く
た
め
に
、
禪
宗
と
は
別
に
金
丹
を
鍊
成
す
る
必
然
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
い
お

う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
な
お
一
步
蹈
み
込
ん
で
考
え
れ
ば
、
南
宗
は
こ
う
し
た
當
時
の
「
上
乘
」
的
あ
り
方
に
傾
く
禪
宗
の
あ

り
方
に
從
い
き
れ
な
い
當
時
の
修
行
者
た
ち
の
ひ
と
つ
の
受
け
皿
に
な
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る（

32
）。

こ
の
意
味
で
、
も
と
も
と
禪
僧

で
あ
り
、
後
に
南
宗
三
祖
と
な
っ
た
薛
道
光
は
象
徵
的
な
人
物
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
中
、
五
祖
・
白
玉
蟾
（
一
一
九
四
―
一
二
二
九
？
）
が
登
場
す
る
。
彼
の
三
敎
論
を
億
單
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
張
伯
端
や
薛

道
光
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
三
敎
が
そ
れ
ぞ
れ
性
功
や
命
功
な
ど
の
役
割
を
分
擔
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
一
敎
の
中
に
性
命
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の
雙
方
を
包
含
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
內
丹
道
は
禪
宗
の
補
助
な
く
と
も
、
命
功
だ
け
で
は
な
く
、
性
功
を

も
內
包
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
白
玉
蟾
は
こ
れ
に
あ
た
っ
て
「
心
」
と
い
う
槪
念
を
强
調
し
、
ま
た
同
時

に
出
版
を
大
い
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
降
の
內
丹
術
士
た
ち
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
る
。

　
た
だ
し
白
玉
蟾
の
登
場
は
、
卽
座
に
上
述
の
南
宗
の
も
つ
い
わ
ば
中
下
根
的
修
行
觀
の
拂
底
を
意
味
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
南
宋

末
期
に
活
動
し
た
と
考
え
ら
れ
る
李
億
易
の
『
玉
溪
子
丹
經
指
要
』
（
道
藏
一
一
五
册
）
卷
中
「
辨
惑
論
」
で
は
「
明
情
復
乎
性
、
性

歸
太
易
也
。
性
歸
太
易
、
則
命
全
矣
。
若
止
明
此
一
性
、
不
修
乎
命
、
則
曰
孤
脩
。（
情
を
理
解
す
る
こ
と
で
性
へ
と
復
歸
し
、
性
は

太
易
へ
と
立
ち
返
る
。
性
が
太
易
へ
と
立
ち
返
れ
ば
、
命
功
は
完
全
と
な
る
。
だ
が
も
し
こ
の
一
性
だ
け
を
明
ら
か
に
す
る
に
と
ど

ま
っ
て
命
功
を
修
養
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
孤
脩
と
呼
ば
れ
る
）」
（
八
裏
）
と
い
い
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

假
饒
心
地
上
徵
理
得
明
白
、
亦
只
是
守
一
箇
頑
空
。
若
能
徹
底
無
瑕
、
可
以
直
超
佛
地
。
心
經
所
謂
不
增
不
滅
、
不
垢
不
淨
、
不

生
不
滅
、
還
你
本
來
面
目
。
或
滲
漏
未
盡
、
則
又
再
出
頭
來
、
不
失
人
身
、
幸
矣
。
緣
爲
命
上
不
了
故
也
。
（
八
裏
）

た
と
え
心
地
に
お
い
て
は
っ
き
り
と
理
を
つ
か
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
や
は
り
頑
空
に
す
ぎ
な
い
。
も
し
も
完
全
に
瑕
疵
の

な
い
境
地
に
到
逹
で
き
れ
ば
、
す
ぐ
さ
ま
佛
地
へ
と
超
脫
す
る
。
こ
れ
が
『
般
若
心
經
』
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
不
增
不
滅
、
不

垢
不
淨
、
不
生
不
滅
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
あ
な
た
の
本
來
の
面
目
な
の
だ
。
だ
が
も
し
滲
漏
が
な
く
な
っ
て
い
な
い

な
ら
ば
、
ふ
た
た
び
輪
廻
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
も
人
の
姿
を
失
わ
な
い
と
い
う
の
は
、
幸
い
だ
。
そ
れ
は
命
功
を
理

解
し
て
い
な
い
か
ら
だ
。

こ
こ
で
も
ふ
た
た
び
「
滲
漏
」
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
白
玉
蟾
登
場
以
降
も
張
伯
端
同
樣
に
中
下
根
的
修
行
觀
が
現
れ

て
い
る
の
が
見
て
取
れ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
が
絕
え
ず
反
復
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
が
南
宗
の
修
行
者
た
ち
の
あ
り
方
を
反

映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
や
は
り
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
な
お
李
億
易
の
文
章
に
は
す
で
に
全
眞
敎
の
文
獻
が
引
用
さ

れ
、
ま
た
冒
頭
の
「
混
元
仙
派
之
圖
」
（
一
表
）
に
は
、
王
重
陽
や
七
眞
ら
が
張
伯
端
以
下
の
南
宗
の
系
譜
と
併
記
さ
れ
て
い
る
。
た
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　　全眞敎の性命說に見える機根の問題について

だ
し
全
眞
敎
と
の
本
格
的
な
思
想
交
流
に
つ
い
て
は
、
み
ず
か
ら
「
全
眞
」
を
名
の
っ
た
李
道
純
ら
南
宋
滅
亡
以
降
に
活
動
し
た
者

た
ち
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
、
南
宗
に
お
い
て
は
、
最
初
か
ら
無
漏
に
到
逹
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
觀
念
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
修
行
者
の
身
に
染
み

つ
い
た
習
漏
を
拂
う
た
め
に
內
丹
の
修
養
が
も
と
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
見
て
き
た
。
こ
れ
は
上
の
全
眞
敎
と
比
較
す
れ
ば
、
最

初
か
ら
無
漏
が
目
指
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
中
下
根
的
修
行
觀
に
立
腳
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た

全
眞
敎
で
は
、
有
爲
有
作
の
術
法
は
嚴
し
く
退
け
ら
れ
て
い
た
が
、
南
宗
で
は
逆
に
內
丹
が
有
爲
有
作
で
あ
り
、
漸
次
的
な
向
上
を

目
指
す
も
の
と
し
て
肯
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば
張
伯
端
は
『
悟
眞
篇
』
の
中
で
次

の
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
。

始
於
有
作
人
爭
覓
、
及
至
無
爲
衆
始
知
。
但
見
無
爲
爲
道
體
、
不
知
有
作
是
根
基
。
（『
註
疏
』
卷
四
、
絕
句
第
二
十
二
首
、
二
〇
表
）

人
は
最
初
の
有
作
の
功
夫
を
も
と
め
よ
う
と
せ
ず
、
無
爲
の
段
階
に
至
っ
て
よ
う
や
く
だ
れ
し
も
そ
の
必
要
性
に
つ
い
て
知
る

こ
と
に
な
る
。
だ
が
人
々
は
無
爲
を
道
の
本
體
と
と
ら
え
る
ば
か
り
で
、
有
爲
が
そ
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
知

り
は
し
な
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
翁
葆
光
は
、「
始
於
有
作
、
鍊
丹
以
化
形
、
中
則
有
爲
、
鍊
形
以
化
氣
、
終
則
無
爲
自
在
（
最
初
は
有
作
に
よ
り
丹
を

鍊
成
し
て
肉
體
を
變
化
さ
せ
、
次
に
有
爲
に
よ
り
氣
を
變
化
さ
せ
、
最
終
的
に
無
爲
自
在
の
境
地
に
至
る
）」
（
二
〇
表
）
と
述
べ
、
佛

敎
が
「
性
道
」
に
よ
り
す
べ
て
の
有
爲
を
虛
妄
と
し
て
道
敎
の
「
命
道
」
を
批
判
し
て
い
る
の
は
閒
違
い
だ
と
し
て
い
る（

33
）。

こ
こ
に

は
「
鍊
精
化
氣
」・「
鍊
氣
化
神
」
と
い
う
傳
統
的
な
內
丹
の
功
法
が
蹈
ま
え
ら
れ
て
い
よ
う
が
、
こ
れ
は
億
單
に
い
っ
て
形
（
あ
る

い
は
精
）
↓
氣
↓
神
と
い
う
漸
次
的
な
向
上
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
翁
葆
光
は
內
丹
を
は
っ
き
り
有
爲
有
作
と
位
置

づ
け
た
上
で
そ
の
必
要
性
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た（

34
）。

　
な
お
地
理
的
な
側
面
か
ら
全
眞
敎
と
南
宗
の
關
係
を
見
て
お
く
と
、
こ
こ
に
は
兩
者
の
閒
に
い
わ
ば
歷
史
的
な
ニ
ア
ミ
ス
と
で
も
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い
う
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
上
述
の
通
り
、
も
と
も
と
禪
僧
で
あ
っ
た
南
宗
三
祖
・
薛
道
光
は
、
長
安
の
開
福
寺

で
修
嚴
お
よ
び
如
環
と
い
う
僧
の
下
に
參
じ
、
そ
の
後
、
徽
宗
崇
寧
五
年
（
一
一
〇
六
）
の
冬
、
長
安
の
屬
す
る
京
兆
府
の
隣
に
位
置

す
る
鳳
翔
府
郿
縣
の
寺
院
で
二
祖
・
石
泰
と
出
逢
っ
て
い
る
。
ま
た
石
泰
は
郿
縣
に
近
い
扶
風
縣
の
人
で
あ
る
。
一
方
、
こ
の
石
泰

と
薛
道
光
の
邂
逅
か
ら
六
年
後
の
政
和
二
年
（
一
一
一
二
）
に
は
、
そ
の
隣
の
京
兆
府
の
咸
陽
大
魏
村
で
王
重
陽
が
誕
生
し
て
い
る
。

王
重
陽
の
學
ん
だ
內
丹
の
具
體
的
な
系
譜
に
つ
い
て
は
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
王
重
陽
は
基
本
的
に
鳳
翔
府
に
隣
接
す
る
終
南
縣
劉

蔣
村
お
よ
び
そ
の
周
邊
で
活
動
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
王
重
陽
が
全
眞
敎
を
開
く
に
先
立
ち
、
そ
の
地
の
周
邊
に
は
內
丹
と
と
も

に
性
功
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
敎
說
を
も
っ
て
い
た
人
々
が
い
た
こ
と
、
ま
た
上
根
的
な
佛
敎
敎
說
の
存
在
な
ど
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
、
お
そ
ら
く
王
重
陽
の
敎
說
や
、
上
述
し
た
全
眞
敎
の
修
行
觀
に
も
一
定
の
影
響
を
與
え
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ

う
し
た
環
境
に
あ
っ
て
薛
道
光
は
上
根
的
な
立
場
に
從
い
き
れ
ず
、
禪
宗
か
ら
內
丹
へ
と
接
近
し
た
の
に
對
し
、
王
重
陽
は
む
し
ろ

上
根
的
な
修
行
觀
を
選
擇
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　　
　
　
ま
と
め

　　
本
稿
で
は
、
全
眞
敎
と
南
宗
の
性
命
說
に
見
え
る
機
根
・
修
行
觀
の
違
い
に
つ
い
て
檢
討
し
た
。
ま
ず
全
眞
敎
で
は
吐
納
や
存
想

を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
功
法
は
有
爲
有
作
の
術
法
と
し
て
否
定
さ
れ
、
逆
に
馬
丹
陽
ら
が
實
踐
し
て
い
た
調
息
法
と
い
っ
た

功
法
は
無
爲
無
作
の
中
で
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
性
功
を
究
め
る
こ
と
で
三
丹
田
が
順
番
に
結
ぼ
れ
、
命
功
が

完
成
す
る
と
考
え
ら
れ
た
が
、
こ
の
際
、
修
行
者
の
身
に
染
み
付
い
た
習
・
習
氣
を
除
去
し
、
無
漏
に
な
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い

た
。
他
方
、
南
宗
で
は
最
初
か
ら
無
漏
を
逹
成
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
習
漏
を
取
り
除
く
た
め
に
內
丹
を
修
養
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
た
。
ま
た
南
宗
で
は
全
眞
敎
と
違
い
、
內
丹
が
漸
次
的
向
上
を
目
指
す
有
爲
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
る
。
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　　全眞敎の性命說に見える機根の問題について

す
な
わ
ち
兩
者
を
比
較
す
る
と
、
全
眞
敎
が
上
根
的
で
あ
る
の
に
對
し
、
南
宗
は
中
下
根
的
で
あ
る
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
本
稿
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
一
つ
補
足
し
て
お
き
た
い
の
は
、
王
重
陽
『
重
陽
眞
人
金
關
玉
鎖
訣
』
（
道
藏
七
九
六
册
、
以
下
『
玉
鎖

訣
』
と
略
記
）
お
よ
び
丘
處
機
『
大
丹
直
指
』
（
道
藏
一
一
五
册
）
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
二
書
は
、
と
も
に
性
功
に
傾
く
全
眞
敎
の
中

に
あ
っ
て
命
功
を
說
く
も
の
と
し
て
注
意
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
す
で
に
後
世
の
僞
托
で
あ
る
と
い
う
見
解

が
示
さ
れ
て
い
る（

35
）。

だ
が
そ
れ
よ
り
も
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
文
獻
が
ど
う
し
て
王
重
陽
や
丘
處
機
の
名
前
の
下

に
編
ま
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
本
稿
で
見
た
と
お
り
、
全
眞
敎
は
上
根
的
立
場
に
立
つ
。
こ
れ
は
基
本
的
に
修
行
者
に
漸
次
的
向
上
を
許
さ
ず
、
ま
た
同
時
に
一

切
の
手
段
も
與
え
る
こ
と
は
な
い
峻
烈
さ
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
上
根
的
な
修
行
觀
に
伴
う
、
術
＝
手
段
の
抛
擲
は
、
修

行
者
に
道
と
修
行
者
の
閒
の
懸
隔
を
自
覺
さ
せ
、
か
ぎ
り
な
い
緊
張
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、

こ
う
し
た
上
根
的
あ
り
方
に
從
い
き
れ
な
い
も
の
は
お
の
ず
と
漸
法
た
る
內
丹
術
へ
と
接
近
す
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が

豫
想
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
王
重
陽
や
丘
處
機
の
名
前
の
下
に
『
玉
鎖
訣
』
や
『
大
丹
直
指
』

な
ど
の
命
功
に
偏
重
し
た
著
作
が
編
ま
れ
た
背
後
に
は
、
上
根
的
立
場
に
從
え
な
い
人
々
に
よ
る
有
爲
法
と
し
て
の
內
丹
へ
の
欲
求

が
潛
ん
で
い
た
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ま
た
尹
志
平
も
『
北
遊
語
錄
』
の
中
で
人
か
ら
張
伯
端
の
『
悟
眞
篇
』
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
て
い
る（

36
）。

こ
れ
は
お
そ
ら
く
全
眞
敎
の

中
で
最
も
早
い
時
期
に
南
宗
に
言
及
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
見
て
き
た
と
お
り
、
王
重
陽
や
七
眞
ら
の
上
根
的
な
修
行
觀

は
尹
志
平
に
も
共
通
し
、
基
本
的
に
そ
の
影
響
は
限
定
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
や
は
り
全
眞
敎
は
全
眞
敎
で
、

そ
の
內
部
に
お
の
ず
と
南
宗
へ
と
近
接
す
る
要
素
を
內
包
し
て
い
た
一
つ
の
表
れ
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
後
、
南
宋
が
滅
亡
す
る
と
、
全
眞
敎
と
南
宗
の
融
合
が
本
格
的
に
始
ま
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
こ
の
時
期
に
は
全
眞
敎
と
南

宗
の
雙
方
に
お
い
て
頓
漸
に
關
す
る
議
論
が
現
れ
る（

37
）。

お
そ
ら
く
こ
の
背
後
に
は
改
め
て
兩
者
の
機
根
や
修
行
觀
に
關
す
る
差
異
が
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意
識
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
全
眞
敎
と
南
宗
の
融
合
の
諸
相
に
つ
い
て
は
ま
た
別
の

機
會
に
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

注

（
１
）
常
盤
大
定
『
支
那
に
於
け
る
佛
敎
と
儒
敎
道
敎
』（
東
洋
文
庫
、
一
九
三
〇
年
）。

（
２
）
陳
垣
『
南
宋
初
河
北
新
道
敎
考
』（
中
華
書
局
、
一
九
六
二
年
〔
も
と
一
九
四
一
年
〕）。
な
お
ほ
ぼ
同
時
期
、
吉
岡
義
豐
『
白
雲
觀
の
道
敎
』

（
東
方
民
俗
叢
書
２
）
新
民
印
書
館
、
一
九
四
五
年
〔『
吉
岡
義
豐
著
作
集
』
第
一
卷
に
「
道
敎
の
硏
究
」
と
し
て
所
收
〕
で
は
、
全
眞
敎
が

「
新
宗
敎
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
。

（
３
）
な
お
張
伯
端
以
下
の
內
丹
道
で
は
み
ず
か
ら
を
「
金
丹
（
之
）
道
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
が
、
こ
れ
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
一
般
の
語
と
し

て
の
色
合
い
が
强
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
當
時
存
在
し
て
い
た
他
の
內
丹
道
と
區
別
す
る
た
め
、
本
稿
で
は
後
出
の
名
稱
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
蹈
ま
え
た
上
で
、
南
宗
の
名
稱
を
用
い
る
。

（
４
）
一
般
に
七
眞
と
は
、
王
重
陽
の
七
大
弟
子
、
馬
丹
陽
・
譚
處
端
・
劉
處
玄
・
丘
處
機
・
王
處
一
・
郝
大
通
、
お
よ
び
孫
不
二
を
指
す
が
、
蜂

屋
一
九
九
二
前
揭
書
、
十
六
頁
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
全
眞
敎
成
立
當
時
、
七
眞
の
呼
稱
に
は
搖
ら
ぎ
が
あ
る
。
ま
た
孫
不
二
に
は
、
後

世
彼
女
の
名
前
が
冠
さ
れ
た
も
の
を
除
け
ば
、
著
作
は
殘
ら
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
本
稿
で
七
眞
と
い
う
場
合
、
實
質
的
に
は
孫
不
二

以
外
の
六
人
を
指
し
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
て
お
く
。

（
５
）
『
金
蓮
正
宗
記
』（
道
藏
七
五
―
七
六
册
）
卷
三
「
丹
陽
馬
眞
人
」（
一
表
）・『
金
蓮
正
宗
仙
源
像
傳
』「
丹
陽
子
」（
道
藏
七
六
册
、
二
五
表
）・

『
甘
水
仙
源
錄
』（
道
藏
六
一
一
―
六
一
三
册
）
卷
一
「
全
眞
第
二
代
丹
陽
抱
一
無
爲
眞
人
馬
宗
師
道
行
碑
」（
一
八
表
）・『
歷
世
眞
仙
體
道

通
鑑
續
編
』（
道
藏
一
四
九
册
）
卷
一
「
馬
鈺
」（
一
二
表
）
な
ど
。
た
だ
し
『
敎
化
集
』
の
范
懌
序
で
は
、
馬
丹
陽
の
問
い
か
け
に
對
し
て
、

王
重
陽
は
「
大
道
無
形
無
名
、
出
五
行
之
外
、
是
其
道
也
。」（『
敎
化
集
』
序
、
三
表
）
と
答
え
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（
６
）
「
眞
大
道
、
能
結
坎
和
離
。
認
取
五
行
不
到
處
、
須
知
父
母
未
生
時
。
此
理
勿
難
知
。
　
須
速
省
、
下
手
便
修
持
。
上
有
三
光
常
照
耀
、
中
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　　全眞敎の性命說に見える機根の問題について

包
二
氣
莫
分
離
。
採
得
玉
靈
芝
。」（『
全
眞
集
』
卷
四
「
又
醴
泉
覓
錢
」
一
〇
裏
）

（
７
）
王
處
一
『
雲
光
集
』
卷
三
「
顯
道
吟
」（
二
四
裏
）
お
よ
び
丘
處
機
『
磻
溪
集
』（
道
藏
七
九
七
册
）
卷
四
（
一
五
表
）。
た
だ
し
前
者
は
王
重

陽
の
句
の
後
半
、
後
者
は
前
半
の
み
で
あ
る
。

（
８
）
た
だ
し
『
析
疑
指
迷
論
』「
析
疑
」
で
は
「
祖
師
言
、
五
行
不
到
處
、
一
氣
未
生
前
」（
五
表
）
に
作
り
、
存
在
論
的
な
要
素
が
濃
厚
に
な
っ

て
い
る
。

（
９
）
な
お
全
玄
子
編
『
眞
仙
直
指
語
錄
』（
道
藏
九
九
八
册
）
所
收
「
長
眞
譚
先
生
示
門
人
語
錄
」（
九
裏
）
に
も
ほ
ぼ
同
文
が
收
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
以
下
の
譯
は
、
蜂
屋
前
揭
書
一
九
九
八
、
五
一
頁
の
譯
を
參
照
し
た
。

（
10
）
原
文
は
「
悟
人
所
以
修
行
」
に
作
る
が
、『
眞
仙
直
指
語
錄
』
所
收
の
文
章
に
從
っ
た
。

（
11
）
「
衞
公
曰
、
…
…
且
子
（
＝
王
滋
）
亦
嘗
游
吾
師
之
門
牆
、
聆
吾
師
之
論
議
者
屢
矣
。
吾
且
以
子
爲
頗
造
其
閫
閾
者
、
竊
謂
子
必
喜
爲
之
、

而
吾
與
子
復
有
平
昔
之
好
。」（『
敎
化
集
』
後
序
、
二
裏
）

（
12
）
馬
丹
陽
『
漸
悟
集
』
卷
上
「
勸
劉
先
生
夫
婦
」「
莫
論
心
肝
腎
肺
、
休
搜
南
北
東
西
。
勿
言
震
兌
坎
和
離
、
別
有
些
兒
奧
旨
」（
二
九
表
）・
尹

志
平
『
葆
光
集
』（
道
藏
七
八
七
册
）
卷
下
「
辛
卯
東
路
鹽
場
醮
過
景
州
贈
東
方
道
衆
」「
莫
覓
鉛
汞
法
、
休
敎
煙
火
生
」（
三
七
裏
）・
侯
善

淵
『
上
淸
太
玄
集
』（
道
藏
七
三
〇
―
七
三
一
册
）
卷
十
「
破
邪
歸
正
」「
莫
覓
鈆
中
汞
、
休
尋
汞
裏
鈆
」、「
何
必
搜
心
腎
、
无
勞
論
肺
肝
」、

「
莫
論
周
天
法
、
休
窮
火
候
功
」、「
莫
覓
龍
和
虎
、
休
尋
姹
與
嬰
」（
三
表
）。

（
13
）
「
如
龍
虎
嬰
姹
等
語
、
不
出
元
氣
陰
陽
。」（
尹
志
平
『
北
遊
語
錄
』
卷
三
、
四
表
）

（
14
）
「
俺
與
丹
陽
同
遇
祖
師
學
道
、
令
俺
重
作
塵
勞
、
不
容
少
息
。
與
丹
陽
默
談
玄
妙
、
一
日
閉
其
戶
、
俺
竊
聽
之
、
正
傳
谷
神
不
死
調
息
之
法
、

久
之
推
戶
入
、
卽
止
其
說
。
俺
自
此
後
塵
勞
事
畢
、
力
行
所
聞
之
法
、
行
之
雖
至
、
然
丹
陽
二
年
半
了
道
、
俺
千
萬
苦
辛
、
十
八
九
年
猶
未
有

驗
。
祖
師
所
傳
之
道
一
也
、
何
爲
有
等
級
如
此
。
只
緣
各
人
所
積
功
行
有
淺
深
、
是
以
得
道
有
遲
速
。
丹
陽
非
一
世
修
行
、
至
此
世
功
行
已

備
、
用
此
谷
神
之
道
、
當
其
時
耳
、
故
速
見
其
驗
。
俺
之
功
行
未
備
、
縱
行
其
法
、
久
而
無
驗
、
固
其
宜
也
。」（『
北
遊
語
錄
』
卷
三
、
七
表
）

（
15
）
「
後
祖
師
將
有
歸
期
、
三
年
中
於
四
師
極
加
鍛
鍊
、
一
日
之
工
如
往
者
百
千
日
。
錯
行
倒
施
、
動
作
無
有
是
處
、
至
於
一
出
言
一
擧
足
、
未

嘗
不
受
訶
責
。
師
父
默
自
念
曰
、
從
師
以
來
、
不
知
何
者
是
道
、
凡
所
敎
者
、
皆
不
干
事
。
有
疑
欲
問
之
、
憚
祖
師
之
嚴
、
欲
因
循
行
之
、

而
求
道
心
切
。
意
不
能
定
、
憤
悱
之
極
。
一
日
乘
閒
進
問
。
祖
師
答
曰
、
性
上
有
。
再
無
所
言
、
師
父
亦
不
敢
復
問
。」（『
北
遊
語
錄
』
卷
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二
、
九
裏
）

（
16
）
窪
德
忠
も
、
全
眞
敎
が
金
丹
・
導
引
・
辟
穀
・
讀
書
・
房
中
・
符
水
を
退
け
た
一
方
、
調
息
法
の
重
要
性
を
認
め
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
て

い
る
（
窪
前
揭
書
、
一
六
二
頁
）。

（
17
）
『
眞
仙
直
指
語
錄
』
所
收
「
丹
陽
馬
眞
人
語
錄
」
で
は
「
坐
則
匀
鼻
端
之
息
」
の
箇
所
を
「
坐
則
調
息
於
綿
綿
」（
三
表
）
に
作
っ
て
い
る
。

（
18
）
「
答
馬
師
父
十
四
問
」
は
、
晉
眞
人
の
問
答
お
よ
び
「
重
陽
祖
師
修
仙
了
性
祕
訣
」
に
續
い
て
『
晉
眞
人
語
錄
』
の
中
に
收
め
ら
れ
て
い
る

問
答
集
で
あ
る
。
晉
眞
人
は
王
重
陽
に
や
や
先
行
す
る
道
士
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
王
重
陽
が
建
て
た
平
等
會
の
訓
示
で
あ
る
『
敎
化
集
』
卷

三
「
三
州
五
會
化
緣
榜
」（
一
二
裏
）
や
『
全
眞
集
』
卷
十
「
玉
花
社
疏
」（
二
〇
表
）
に
彼
の
引
用
が
見
え
る
。
ま
た
「
重
陽
祖
師
修
仙
了

性
祕
訣
」
が
基
本
的
に
王
重
陽
の
敎
說
に
沿
う
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
重
陽
・
七
眞
期
の
初
期
全
眞
敎
の
敎
說
の
一

端
を
傳
え
る
も
の
と
見
て
お
き
た
い
。「
重
陽
祖
師
修
仙
了
性
祕
訣
」
に
つ
い
て
は
蜂
屋
一
九
九
二
前
揭
書
、
一
八
八
―
一
九
二
頁
を
參
照
。

（
19
）
蜂
屋
一
九
九
二
前
揭
書
、
三
五
〇
頁
注
五
を
參
照
。

（
20
）
「
師
曰
。
淸
淨
者
、
淸
爲
淸
其
心
源
、
淨
爲
淨
其
炁
海
。
心
源
淸
則
外
物
不
能
撓
、
故
情
定
而
神
明
生
焉
。
炁
海
淨
則
邪
欲
不
能
干
、
故
精

全
而
腹
實
矣
。
是
以
澄
心
如
澄
水
、
養
炁
如
養
兒
、
炁
秀
則
神
靈
、
神
靈
則
炁
變
、
乃
淸
淨
所
致
也
。」（『
丹
陽
眞
人
語
錄
』
八
表
）

（
21
）
『
北
遊
語
錄
』
卷
三
・
四
は
、
尹
志
平
が
天
興
癸
巳
年
（
一
二
三
三
）、
義
州
の
通
仙
觀
に
逗
留
し
た
際
に
郭
至
全
が
『
道
德
經
』
を
講
じ
、

そ
れ
に
あ
わ
せ
て
尹
志
平
が
講
述
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
22
）
ま
た
『
眞
仙
直
指
語
錄
』
卷
上
「
長
春
丘
眞
人
寄
西
州
道
友
書
」
に
も
「
姚
眞
人
問
、
漏
如
何
。
丘
曰
、
若
體
到
眞
淸
眞
靜
、
自
然
不
漏
。」

（
一
四
裏
）
と
あ
る
。
な
お
漏
の
持
つ
身
體
性
に
つ
い
て
は
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
23
）
劉
處
玄
注
『
黃
庭
內
景
玉
經
注
』（
道
藏
一
八
九
册
）
治
生
章
第
二
十
三
の
「
內
視
密
盼
盡
睹
眞
」
の
注
に
「
天
眼
明
道
、
慧
眼
明
眞
、
法
眼

通
聖
、
始
顯
化
身
。」（
二
九
表
）
と
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
「
化
身
」
は
、
直
前
の
「
共
入
大
室
璇
璣
門
」（
二
八
裏
）
の
注
に
見
え
る
「
身

外
有
身
」
と
同
じ
く
陽
神
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

（
24
）
た
と
え
ば
、
卿
希
泰
主
編
『
中
國
道
敎
』
卷
一
、
東
方
出
版
中
心
、
一
八
〇
頁
な
ど
。

（
25
）
た
だ
し
す
ぐ
さ
ま
補
足
し
て
お
く
と
、
上
で
見
た
よ
う
に
、
無
漏
の
狀
態
に
到
逹
し
て
も
、
そ
の
後
、
三
丹
田
は
順
に
結
ぼ
れ
て
い
く
わ
け

で
あ
り
、
た
と
え
ば
大
悟
す
る
こ
と
に
よ
り
卽
座
に
す
べ
て
が
解
決
す
る
と
い
う
よ
う
な
頓
悟
頓
修
的
立
場
を
取
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
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　　全眞敎の性命說に見える機根の問題について

點
で
ま
た
全
眞
敎
と
競
合
し
て
い
た
禪
宗
を
は
じ
め
と
す
る
當
時
の
諸
宗
派
と
の
あ
り
方
を
別
途
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
26
）
「
師
言
。
學
道
者
、
不
須
廣
看
經
書
、
亂
人
心
思
、
妨
人
道
業
。
若
河
上
公
注
道
德
經
・
金
陵
子
注
陰
符
經
二
者
、
時
看
亦
不
妨
。
亦
不
如

一
切
不
讀
。
觜
盧
都
地
養
氣
、
最
爲
上
策
。」（『
丹
陽
眞
人
語
錄
』
一
〇
表
）

（
27
）
た
だ
し
『
黃
庭
內
景
玉
經
注
』
の
注
文
が
す
べ
て
四
字
句
で
書
か
れ
て
い
る
意
味
に
つ
い
て
は
考
え
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
28
）
拙
稿
「
全
眞
敎
南
宗
に
お
け
る
性
命
說
の
展
開
」（『
中
國
哲
學
硏
究
』
一
五
號
、
東
京
大
學
中
國
哲
學
硏
究
會
、
二
〇
〇
〇
）
參
照
。

（
29
）
な
お
『
悟
眞
篇
』
は
戴
起
宗
疏
『
紫
陽
眞
人
悟
眞
篇
註
疏
』（
道
藏
六
一
―
六
二
册
）
を
用
い
た
。
以
下
、『
註
疏
』
と
略
記
。

（
30
）
た
だ
し
翁
葆
光
注
は
別
の
注
釋
で
は
薛
道
光
の
も
の
と
し
て
流
傳
し
て
お
り
、
諸
注
の
當
該
箇
所
に
は
混
亂
が
あ
る
。
以
下
の
翁
注
に
つ
い

て
も
同
じ
。

（
31
）
『
歷
世
眞
仙
體
道
通
鑑
』（
道
藏
一
三
九
―
一
四
八
册
）
卷
四
九
「
薛
道
光
」（
一
三
裏
）。

（
32
）
た
と
え
ば
荒
木
見
悟
は
宋
代
、
非
常
に
影
響
を
與
え
た
大
慧
宗
杲
の
禪
が
頓
悟
頓
修
的
あ
り
方
を
取
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（『
新
版
　

佛
敎
と
儒
敎
』
硏
文
出
版
、
一
九
九
三
、「
大
慧
宗
杲
の
立
場
」
一
八
二
頁
以
下
を
參
照
）。
こ
こ
で
い
う
「
上
乘
」
と
は
頓
悟
頓
修
的
あ
り

方
で
あ
ろ
う
。

（
33
）
「
世
有
學
釋
氏
性
道
、
執
此
一
切
有
爲
皆
是
妄
者
、
以
其
語
毀
老
氏
命
道
。
此
乃
知
其
一
不
知
其
二
、
窺
其
門
堵
而
未
升
堂
入
室
者
也
。」

（『
註
疏
』
卷
四
、
二
〇
表
）

（
34
）
な
お
『
悟
眞
篇
』
序
で
は
、
儒
敎
が
「
有
爲
の
敎
え
」、
個
人
の
修
養
が
「
無
爲
の
道
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
更
に
性
命
を
無
爲
と

有
爲
に
分
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
35
）
『
玉
鎖
訣
』
に
つ
い
て
は
、
蜂
屋
一
九
九
二
前
揭
書
、
一
五
二
―
一
六
四
頁
を
參
照
。『
大
丹
直
指
』
に
つ
い
て
は
、
淸
・
陳
銘
珪
『
長
春
道

敎
源
流
』（
嚴
一
萍
編
『
道
敎
硏
究
資
料
』
第
二
輯
〔
藝
文
印
書
館
、
一
九
七
四
年
〕
所
收
）、
一
四
三
頁
、
蜂
屋
一
九
九
八
前
揭
書
、
二
一

八
―
二
三
四
頁
、
お
よ
び
戈
國
龍
「『
大
丹
直
指
』
非
丘
處
機
作
品
考
」（
劉
鳳
鳴
主
編
『
丘
處
機
與
全
眞
道
―
丘
處
機
與
全
眞
道
國
際
學
術

硏
討
會
論
文
集
』、
中
國
文
史
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）
を
參
照
。

（
36
）
『
北
遊
語
錄
』
卷
一
（
九
裏
）。
そ
の
他
、『
悟
眞
篇
』
の
引
用
は
卷
二
（
二
〇
裏
）
お
よ
び
卷
三
（
七
裏
）
に
見
え
る
。

（
37
）
橫
手
裕
「
全
眞
敎
の
變
容
」（『
中
國
哲
學
硏
究
』
二
號
、
東
京
大
學
中
國
哲
學
硏
究
會
、
一
九
九
〇
年
）
參
照
。
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『
唱
道
眞
言
』
に
お
け
る
內
丹
の
儒
敎
的
理
解
　

　
　
　
秋
　
岡
　
　
英
　
行
　
　

　　　　
　
　
小
序

　　
近
世
中
國
の
思
想
界
で
は
、
儒
・
佛
・
道
の
三
敎
が
互
い
に
影
響
し
合
い
、
三
敎
一
致
を
說
く
者
ま
で
登
場
す
る
に
至
っ
た
こ
と

は
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
る
。
近
世
の
道
敎
に
お
け
る
修
練
技
法
の
主
流
で
あ
る
內
丹
と
て
例
外
で
は
な
く
、
佛
敎
や
儒
敎
か
ら
受
容

し
た
と
思
わ
れ
る
內
容
も
多
々
含
ま
れ
て
い
る
。

　
本
稿
で
扱
う
『
唱
道
眞
言
』
も
こ
の
よ
う
な
三
敎
交
涉
に
よ
る
產
物
の
ひ
と
つ
と
言
え
る
。
た
だ
本
書
を
一
讀
す
れ
ば
了
解
さ
れ

る
通
り
、
本
書
に
佛
敎
的
な
要
素
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
本
書
の
特
徵
は
佛
敎
的
な
と
こ
ろ
よ
り
も
、
む
し
ろ
儒
敎

的
要
素
の
强
い
部
分
に
こ
そ
は
っ
き
り
と
表
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
焦
點
を
當
て
て
檢
討
を
加
え
な
け
れ
ば
、
本
書
を
十
分
に
理
解
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
內
丹
の
儒
敎
的
理
解
と
題
し
て
、
本
書
が
內
丹
思
想
を
說
く
に
當
た
り
、
ど
の
よ
う
に
儒
敎
思
想
を
活
用
し
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
を
試
み
て
み
た
い
と
思
う
。
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一
　
『
唱
道
眞
言
』
の
テ
キ
ス
ト
と
撰
著
者
に
つ
い
て

　　
『
唱
道
眞
言
』
の
內
容
の
檢
討
に
入
る
前
に
、
現
存
す
る
テ
キ
ス
ト
や
作
者
な
ど
、
本
書
の
基
本
的
な
情
報
に
つ
い
て
ま
と
め
て

お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
現
在
日
本
で
見
る
こ
と
の
で
き
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、『
道
藏
輯
要
』
斗
集
所
收
の
も
の
が
最
も
知
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
最
も
手
輕
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
、
主
だ
っ
た
も
の
だ
け
で
も
八
種
類
確
認
で
き
て
い

る
。
ま
ず
は
そ
れ
を
以
下
に
列
擧
し
て
お
こ
う
。

①
乾
隆
四
十
三
年
刊
本
（
岡
山
大
學
圖
書
館
所
藏
、
二
册
）

②
嘉
慶
丁
卯
（
十
二
）
刊
本
（
筑
波
大
學
圖
書
館
所
藏
、
二
册
）

③
嘉
慶
十
二
年
刊
本
（
東
洋
文
庫
所
藏
、
安
邑
候
復
禎
胡
本
立
、
重
刊
本
、
漢
鎭
敦
善
堂
藏
板
、
五
册
）

④
光
緖
十
三
年
刊
本
（
李
樂
元
重
刊
、
陳
廖
安
主
編
『
珍
藏
古
籍
道
書
十
種
』
下
册
所
收
、
新
文
豐
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）

⑤
『
道
藏
輯
要
』
斗
集
所
收
本

⑥
『
道
藏
精
華
』
第
一
集
（
蕭
天
石
輯
、
臺
北
自
由
出
版
社
）
所
收
本

⑦
『
道
藏
精
華
錄
』（
丁
福
保
輯
）
所
收
本

⑧
『
道
經
祕
集
』（『
藏
外
道
書
』
第
二
十
二
册
、
巴
蜀
書
社
、
一
九
九
四
年
）
所
收
本

　
こ
れ
ら
八
種
の
う
ち
④
と
⑤
と
を
比
べ
て
み
る
と
、
字
句
の
異
同
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
の
だ
が
、
序
文
や
跋
文
の
有
無
お
よ

び
配
置
に
は
相
違
が
見
ら
れ
、
最
も
古
い
と
思
わ
れ
る
「
乾
隆
戊
戌
」
（
乾
隆
四
十
三
年
、
一
七
七
八
年
）
の
年
號
を
冠
す
る
郁
敎
寧
の

跋
文
を
⑤
『
道
藏
輯
要
』
所
收
本
は
缺
い
て
お
り
、
そ
の
點
が
最
も
大
き
な
相
違
點
で
あ
る
。
通
常
で
あ
れ
ば
⑤
『
道
藏
輯
要
』
所
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　　『唱道眞言』における內丹の儒敎的理解

收
本
を
底
本
に
採
用
す
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が（

１
）、

最
も
古
い
跋
文
を
缺
い
て
い
る
點
を
考
慮
し
て
、
本
稿
で
は
跋
文
の
缺
落

が
な
く
、
し
か
も
入
手
も
容
易
で
あ
る
④
光
緖
十
三
年
刊
本
を
底
本
と
し
、
適
宜
諸
本
を
參
照
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
さ
て
、
こ
の
『
唱
道
眞
言
』
と
い
う
書
物
は
、
自
動
書
記
靈
能
に
よ
る
交
靈
術
で
あ
る
「
扶
乩
」
に
よ
っ
て
乩
壇
に
降
っ
た
「
靑

華
上
帝
」
が
語
っ
た
言
葉
を
「
鶴
臞
子
」
（
鶴
の
よ
う
に
痩
せ
た
男
と
い
う
意
味
）
と
號
す
る
人
物
が
記
錄
し
た
も
の
で
、
全
體
を
通
し

て
口
語
體
で
書
か
れ
た
と
こ
ろ
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
書
物
の
撰
者
で
あ
る
「
鶴
臞
子
」
に
つ
い
て
は
、
傳
記
資
料
等
が
見
當
た

ら
な
い
た
め
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
鶴
臞
子
の
「
後
序
」
冒
頭
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
わ
た
く
し
覺
は
三
十
九
歲
に
な
る
け
れ
ど
も
、
修
眞
と
い
う
も
の
が
何
で
あ
る
の
か
知
ら
な
い
。
た
だ
己
酉
の
歲
に
至
り
、

四
十
歲
に
な
っ
て
、
元
皇
筆
籙
大
法
を
修
め
て
そ
れ
を
行
う
と
、
靑
華
道
父
祖
師
が
壇
に
降
臨
し
、
懇
ろ
な
敎
誨
を
受
け
て
、
は

じ
め
て
天
地
の
閒
に
長
生
不
死
の
道
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た（

２
）。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
鶴
臞
子
は
諱
を
「
覺
」
と
い
い
、「
己
酉
之
歲
」
に
四
十
歲
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
年
か
ら
扶
乩
に
よ
る

靑
華
上
帝
と
の
交
信
が
始
ま
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
本
書
の
中
に
斷
定
で
き
る
だ
け
の
根
據
は
見
當
た
ら
な
い
が
、
こ
こ
に
見

ら
れ
る
「
己
酉
之
歲
」
が
何
年
に
あ
た
る
の
か
を
推
定
し
て
み
る
と
、
先
に
も
觸
れ
た
が
、
本
書
に
見
ら
れ
る
年
號
の
う
ち
最
も
古

い
の
が
、
郁
敎
寧
の
跋
の
末
尾
に
あ
る
「
乾
隆
戊
戌
」
（
乾
隆
四
十
三
年
、
一
七
七
八
年
）
で
あ
る
の
で
、
こ
の
年
よ
り
も
以
前
で
し
か

も
直
近
の
「
己
酉
之
歲
」
に
當
た
る
の
は
雍
正
七
年
（
一
七
二
九
）
と
な
る
。
も
し
鶴
臞
子
の
い
う
「
己
酉
之
歲
」
が
雍
正
七
年
で
あ

る
と
假
定
す
れ
ば
、
こ
の
年
に
「
行
年
四
十
」
で
あ
っ
た
の
で
、
康
熙
二
十
九
年
（
一
六
九
〇
）
に
生
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に

本
文
中
を
精
査
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
り
、
日
頃
の
暮
ら
し
ぶ
り
の
一
端
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
弟
子
覺
は
俗
緣
が
薄
く
、
家
業
も
正
に
混
亂
の
中
に
あ
り
、
子
供
た
ち
も
膝
下
に
繞
り
、
衣
⻝
の
こ
と
が
氣
に
か
か
る
と
は
い

え
、
每
年
書
物
を
講
ず
る
こ
と
で
何
と
か
生
計
を
立
て
て
い
る
。
道
を
學
び
た
い
と
い
う
思
い
を
持
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
心

靜
か
に
住
ま
う
所
を
得
ら
れ
な
い
で
い
る（

３
）。

411



　
こ
れ
を
見
る
と
、
鶴
臞
子
は
も
と
も
と
家
業
を
持
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
そ
れ
も
上
手
く
行
か
ず
、
私
塾
な
ど
で
學
問
を
講
じ
る
こ

と
で
何
と
か
生
計
を
た
て
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
大
變
貧
し
い
身
の
上
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
撰
者
鶴
臞
子
に
つ
い

て
は
姓
す
ら
分
か
ら
ず
、
そ
の
人
物
像
も
ほ
と
ん
ど
何
も
分
か
ら
な
い
ま
ま
で
あ
る
が
、
た
だ
田
舍
に
住
む
讀
書
人
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
く
、
庶
民
階
層
に
近
い
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　　
　
　
二
　
內
丹
修
練
の
過
程

「
先
性
後
命
」

　　
こ
こ
か
ら
は
本
書
の
內
容
の
檢
討
に
入
る
こ
と
に
す
る
。
蛇
足
か
も
し
れ
な
い
が
念
の
た
め
確
認
し
て
お
く
と
、
內
丹
の
修
練
の

過
程
に
は
多
く
の
段
階
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
順
を
追
っ
て
修
練
し
て
い
く
の
だ
が
、
そ
れ
ら
の
各
段
階
は
精
神
的
な

修
練
を
主
と
す
る
「
性
功
」
と
身
體
的
な
修
練
を
主
と
す
る
「
命
功
」
と
に
大
別
さ
れ
、
ど
ち
ら
を
先
に
行
う
か
と
い
う
觀
點
か
ら

內
丹
の
流
派
を
分
類
す
る
こ
と
が
あ
る
。『
唱
道
眞
言
』
の
場
合
は
ど
う
か
と
言
え
ば
、
結
論
か
ら
言
う
と
「
性
功
」
を
先
に
し
「
命

功
」
を
後
に
す
る
「
先
性
後
命
」
の
內
丹
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
こ
の
經
の
作
り
は
、
先
に
鍊
心
を
言
い
、
次
に
鍊
命
を
言
う
。
人
は
こ
れ
に
從
っ
て
修
行
を
續
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
心

地
を
明
ら
か
に
し
、
命
根
を
固
く
す
る
こ
と
が
で
き
る（

４
）。

　
こ
こ
に
見
え
る
「
鍊
心
」
が
「
性
功
」
で
あ
り
、「
鍊
命
」
が
「
命
功
」
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
本
書
の
說
く
內
丹
は

「
先
性
後
命
」
で
あ
る
こ
と
を
明
白
に
謳
っ
て
い
る
。
な
お
、「
性
功
」
を
表
す
言
葉
と
し
て
「
鍊
心
」
を
用
い
て
い
る
が
、
本
書
で

は
「
性
」
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
ず
、
精
神
的
修
養
を
說
く
際
に
は
も
っ
ぱ
ら
「
心
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
本
書
の
顯
著
な

特
徵
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
言
え
る
。「
鍊
心
」
に
つ
い
て
は
章
を
改
め
て
考
察
す
る
。

　
本
書
の
說
く
內
丹
が
「
先
性
後
命
」
で
あ
る
こ
と
は
確
認
で
き
た
が
、
內
丹
の
過
程
の
詳
細
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
見
て
お
く
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こ
と
に
し
よ
う
。

　
煉
丹
の
法
は
煉
心
に
始
ま
り
、
採
取
が
そ
れ
に
續
き
、
火
候
を
も
っ
て
終
わ
る
、
こ
の
よ
う
な
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
煉

心
の
法
は
靜
觀
を
宗
旨
と
し
、
靜
中
の
觀
は
觀
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
物
は
な
く
、
觀
中
の
靜
は
靜
で
あ
る
が
ゆ
え
に
（
靈
妙
な
）

動
き
が
生
じ
る
。（
そ
う
な
る
と
）
元
精
は
盛
ん
に
流
れ
、
元
神
は
生
き
生
き
と
し
て
躍
り
上
が
り
、
元
氣
は
盛
ん
に
立
ち
上
り
、

こ
れ
ら
三
元
が
具
足
す
る
。
採
取
の
法
は
、
眞
意
は
眞
心
に
基
づ
く
が
、
眞
元
は
眞
意
が
導
く
こ
と
に
よ
っ
て
上
昇
す
る
。
…
…

（
中
略
）
…
…
火
候
に
つ
い
て
は
、
眞
氣
に
よ
っ
て
薰
蒸
す
る
こ
と
を
沐
浴
と
い
い
、
連
綿
と
し
て
絕
え
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を

抽
添
と
い
い
、
一
年
す
な
わ
ち
十
箇
月
で
、
人
の
よ
う
な
物
が
中
か
ら
飛
び
出
し
て
く
る
…
…（

５
）

　
右
は
『
唱
道
眞
言
』
の
說
く
內
丹
の
過
程
の
槪
要
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
箇
所
で
、「
煉
心
」
に
始
ま
り
、「
採
取
」「
火
候
」
へ
と

續
く
、
修
練
全
體
の
あ
ら
ま
し
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
引
用
部
分
も
そ
う
だ
が
、
本
書
全
體
を
見
渡
し
て
も
、
修
練
過
程
の
各

段
階
の
說
明
は
あ
ま
り
詳
し
く
は
な
く
、
極
め
て
億
略
で
あ
る
。
そ
れ
も
本
書
の
特
徵
の
ひ
と
つ
で
は
あ
る
が
、
な
ぜ
修
練
の
過
程

に
つ
い
て
の
記
述
が
億
略
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
示
唆
す
る
の
が
次
の
引
用
文
で
あ
る
。

　
君
が
丹
を
煉
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
の
に
鍊
心
を
先
に
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
馬
に
鞭
打
っ
て
疾
驅
さ
せ
よ
う
と
し
な
が
ら
馬

の
足
を
つ
な
ぐ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
鍊
心
は
神
仙
と
な
る
た
め
の
修
行
の
半
分
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
。
心
が
靈
妙
な
ら
ば

神
は
淸
ら
か
に
な
り
、
神
が
淸
ら
か
に
な
れ
ば
氣
が
凝
集
し
、
氣
が
凝
集
す
れ
ば
精
が
堅
固
に
な
る
。
丹
經
に
い
う
と
こ
ろ
の

築
基
・
藥
材
・
鑪
鼎
・
鉛
汞
・
龍
虎
・
日
月
・
坎
離
は
す
べ
て
鍊
心
の
功
夫
に
お
い
て
そ
の
名
稱
が
た
て
ら
れ
て
い
る
。
配
合

の
道
・
交
濟
の
功
・
升
降
の
法
・
烹
鍊
の
術
に
つ
い
て
は
、
そ
の
餘
事
で
あ
る（

６
）。

　
「
築
基
」
以
下
「
坎
離
」
ま
で
は
す
べ
て
「
命
功
」
に
關
わ
る
內
丹
の
用
語
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
身
體
的
修
養
で
あ
る
「
命
功
」

も
含
め
て
內
丹
の
修
練
全
體
が
「
鍊
心
」
の
功
夫
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
上
、「
配
合
之
道
」
以
下
の
い
わ

ゆ
る
「
命
功
」
は
そ
の
餘
事
で
あ
る
と
す
ら
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
鍊
心
」
の
功
夫
が
「
成
仙
一
半
工
夫
」
で
あ
る
と
言
っ
て
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い
る
が
、
半
分
ど
こ
ろ
か
「
大
半
工
夫
」
と
言
っ
た
方
が
む
し
ろ
本
書
の
內
丹
の
特
徵
を
ぴ
っ
た
り
と
言
い
當
て
て
い
る
と
さ
え
思

わ
れ
る
ほ
ど
に
、
本
書
で
は
「
鍊
心
」
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
煉
心
者
、
仙
家
徹
始
徹
終
之
要
道
也
」
（
卷
一
、
三
裏
三
）

と
い
う
記
述
に
も
明
確
に
表
れ
て
い
る
。『
唱
道
眞
言
』
の
說
く
內
丹
は
、「
煉
丹
」
を
「
鍊
心
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
ほ

ど
に
、「
鍊
心
」
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
、
ほ
か
の
內
丹
書
で
あ
れ
ば
詳
細
に
語
ら
れ
る
修
練
の
過
程
、
と
り
わ
け
「
命
功
」

に
つ
い
て
は
あ
ま
り
詳
細
な
記
述
が
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

　　
　
　
三
　
鍊
心

「
不
動
心
」

　　
本
章
で
は
『
唱
道
眞
言
』
の
說
く
內
丹
の
核
心
部
分
で
あ
る
「
鍊
心
」
に
つ
い
て
詳
し
く
檢
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
前
章

の
引
用
部
分
に
「
煉
心
之
法
、
靜
觀
爲
宗
」（
煉
心
の
法
は
靜
觀
を
宗
旨
と
す
る
）
と
い
う
一
文
が
あ
っ
た
よ
う
に
、「
靜
觀
」
の
二

字
で
說
明
さ
れ
て
お
り
、「
鍊
心
」
を
說
く
キ
ー
ワ
ー
ド
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
靜
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
て
、
次

の
引
用
文
を
見
て
み
よ
う
。

　
丹
を
煉
る
に
は
ま
ず
心
を
鍊
養
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
鍊
心
の
法
は
雜
念
や
妄
想
を
取
り
去
る
こ
と
を
も
っ
て
淸
淨
の
法

門
と
し
、
神
仙
家
は
代
々
そ
れ
を
傳
え
て
お
り
、
他
の
道
は
な
い
の
で
あ
る
。
わ
が
心
に
一
念
も
起
こ
ら
な
け
れ
ば
、
虛
白
が

自
然
に
生
じ
、
こ
の
と
き
精
は
眞
精
と
な
り
、
氣
は
眞
氣
と
な
り
、
神
は
眞
神
と
な
り
、
こ
れ
ら
眞
精
・
眞
氣
・
眞
神
を
渾
然

一
體
と
な
し
て
、
こ
れ
を
鍊
成
し
て
黍
米
珠
と
な
せ
ば
、
陽
神
と
な
っ
て
仙
道
が
完
成
す
る（

７
）。

　
「
鍊
心
」
の
功
夫
は
「
閒
思
妄
想
」
（
雜
念
や
妄
想
）
を
取
り
去
る
こ
と
を
入
口
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
雜
念
や
妄
想
を
取
り

去
る
と
い
う
修
行
に
對
し
て
、
こ
の
引
用
箇
所
で
は
「
淸
淨
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
が
、
心
に
一
念
も
起
こ
さ
な
い
と
い
う

こ
と
は
「
靜
」
と
い
う
言
葉
で
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
心
に
一
念
も
起
こ
ら
な
け
れ
ば
、
虛
白
が
生
じ
る
と
い
う
の
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は
、
つ
ま
り
心
が
虛
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
關
連
す
る
の
が
次
に
引
用
す
る
記
述
で
あ
る
。

　
心
は
も
と
も
と
虛
で
あ
り
、
情
識
意
知
が
こ
れ
を
滿
た
し
て
い
る
。
煉
心
に
よ
っ
て
本
然
の
虛
に
還
歸
す
れ
ば
、
丹
は
完
成

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
そ
う
言
え
る
の
か
。
丹
は
も
と
も
と
虛
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
心
が
虛
に
な
れ
ば
丹
は
完
成
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る（

８
）。

　
心
の
本
體
は
「
虛
」
で
あ
り
、
情
識
意
知
の
四
者
が
こ
れ
を
滿
た
し
て
い
る
と
譯
し
た
が
、「
虛
」
に
對
す
る
「
實
」
で
あ
る
か
ら
、

さ
ら
に
一
步
蹈
み
込
ん
で
言
え
ば
、
本
來
虛
な
る
心
は
い
わ
ば
「
靜
」
で
あ
る
が
、
ひ
と
た
び
「
動
」
に
轉
ず
れ
ば
、
實
體
と
し
て

は
「
情
識
意
知
」
の
四
者
の
形
で
外
に
現
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
修
行
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る

「
丹
」
そ
れ
自
身
も
も
と
も
と
「
虛
」
で
あ
る
か
ら
、「
鍊
心
」
の
功
夫
に
よ
っ
て
心
を
「
虛
」
に
す
れ
ば
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
「
丹
」

の
完
成
と
な
る
と
言
う
。
こ
こ
で
も
先
に
指
摘
し
た
「
鍊
心
」
と
「
鍊
丹
」
が
ほ
ぼ
イ
コ
ー
ル
で
結
ば
れ
る
と
い
う
考
え
方
が
貫
か

れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、「
鍊
心
」
の
功
夫
に
つ
い
て
は
、
雜
念
や
妄
想
を
取
り
去
る
、
あ
る
い
は
心
を
虛
に
す
る
と
は
言
う
が
、
本
書
の
撰
者

で
あ
り
修
行
者
で
も
あ
る
鶴
臞
子
は
、
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
多
く
の
家
族
を
養
い
、
日
常
の
生
活
に
追
わ
れ
る
貧
し
い
身
の

上
で
あ
っ
て
、
修
行
に
の
み
專
念
で
き
る
出
家
修
行
者
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
人
が
「
鍊
心
」
の
修
行
を
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば

よ
い
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
說
か
れ
て
い
る
。

　
師
は
言
わ
れ
た
、
煉
丹
の
法
は
千
言
萬
語
を
費
や
し
て
も
、
煉
心
の
二
字
に
す
べ
て
盡
く
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
煉
心
の
法
は

出
家
す
る
必
要
は
な
い
。
昔
の
神
仙
と
な
っ
た
者
は
、
山
林
に
入
っ
て
俗
世
で
人
と
し
て
な
す
べ
き
こ
と
を
斷
ち
切
っ
て
、
そ

の
後
に
鸞
鶴
に
乘
っ
て
仙
界
を
逍
遙
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
者
ば
か
り
で
あ
ろ
う
か
。
要
す
る
に
、
日
用
飮
⻝
す
べ
て
こ
の
道

で
な
い
も
の
は
な
く
、
父
母
に
仕
え
妻
子
を
養
う
こ
と
す
べ
て
こ
の
道
で
な
い
も
の
は
な
く
、
兵
馬
に
乘
り
戰
場
に
あ
っ
て
も

す
べ
て
こ
の
道
で
な
い
も
の
は
な
い
。
…
…
習
靜
の
工
夫
に
つ
い
て
は
、『
中
庸
』
第
一
章
に
い
う
「
睹
ざ
る
を
戒
愼
し
、
聞
か
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ざ
る
を
恐
懼
す
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
誰
も
見
た
り
聞
い
た
り
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
も
、
恐
れ
愼
ん
で
自
ら
を
律
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
、
中
が
極
致
に
逹
し
て
天
地
の
位
置
が
安
定
し
、
和
が
極
致
に
逹
し
て
萬
物
が
育
ま
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
如
來

最
上
の
一
乘
な
の
だ
。
獅
子
に
乘
る
文
殊
菩
薩
や
象
に
坐
す
普
賢
菩
薩
も
こ
の
心
こ
の
理
に
過
ぎ
ず
、
人
と
ど
う
し
て
異
な
る

こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
君
は
俗
緣
や
俗
累
を
憂
い
と
な
し
、
現
在
を
捨
て
て
超
脫
の
と
こ
ろ
を
求
め
よ
う
し
て
い
る
が
、「
君
子
は

位
に
素
し
て
行
う
」
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
超
脫
を
求
め
る
こ
と
は
し
な
い
の
だ（

９
）。

　
ま
ず
こ
の
引
用
箇
所
に
見
ら
れ
る
出
典
を
確
認
し
て
お
こ
う
。「
仰
事
俯
畜
」
（
父
母
に
仕
え
妻
子
を
養
う
こ
と
）
と
は
、『
孟
子
』
梁

惠
王
上
の
「
是
故
明
君
制
民
之
產
、
必
使
仰
足
以
事
父
母
、
俯
足
以
畜
妻
子
」
に
基
づ
く
語
で
あ
り
、「
戒
愼
不
睹
、
恐
懼
不
聞
」
か
ら

「
致
中
而
天
地
位
、
致
和
而
萬
物
育
」
に
至
る
一
文
は
、
本
文
に
も
言
う
通
り
『
中
庸
章
句
』
第
一
章
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、「
君

子
素
位
而
行
」
と
は
、『
中
庸
章
句
』
第
十
四
章
に
基
づ
く
語
で
あ
る
。

　
こ
の
引
用
箇
所
は
、
本
稿
第
一
章
で
引
用
し
た
と
こ
ろ
の
鶴
臞
子
が
語
っ
た
自
分
自
身
の
身
の
上
話
に
對
す
る
靑
華
上
帝
の
返
答

で
あ
る
。
師
と
仰
ぐ
靑
華
上
帝
の
答
え
は
明
快
で
、
出
家
の
必
要
は
な
く
、
日
常
生
活
の
中
で
も
、
家
族
を
養
い
な
が
ら
で
も
、
果

て
は
戰
場
に
お
い
て
も
「
鍊
心
」
の
修
行
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
。『
唱
道
眞
言
』
が
出
家
し
た
修
行
者
を
對
象
に
し
た
內
丹
書
で
は

な
く
、
俗
世
に
生
き
る
庶
民
を
對
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
出
家
を
要
し
な
い
と
す
る
回
答
は
當
然
の
歸
結
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
日
常
生
活
の
場
で
修
行
す
れ
ば
よ
い
と
は
言
う
が
、
そ
れ
を
儒
敎
の
言
葉
を
用
い
て
說
明
し
た
の
が
引
用
の
後
半
部
分
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
鍊
心
」
を
ま
ず
「
習
靜
工
夫
」
と
言
い
換
え
た
上
で
、『
中
庸
』
の
「
戒
愼
恐
懼
」
で
も
っ
て
解
釋
し
て
い
る
。「
戒
愼

恐
懼
」
の
こ
の
一
節
は
、
古
注
と
新
注
と
で
は
解
釋
が
異
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
何
時
い
か
な
る
場
合
に
お

い
て
も
正
し
い
道
か
ら
離
れ
ぬ
よ
う
に
自
ら
を
律
す
る
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
日
常
生
活
の
何
時
い
か

な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
心
を
本
來
の
虛
に
還
す
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
、「
閒
思
妄
想
」
が
生
じ
ぬ
よ
う
に
自
ら
を
律
す
る
こ
と
が

「
鍊
心
」
の
修
行
の
實
踐
方
法
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
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　　『唱道眞言』における內丹の儒敎的理解

　
「
戒
愼
恐
懼
」
が
『
中
庸
』
で
說
か
れ
る
儒
者
す
な
わ
ち
聖
人
の
實
踐
で
あ
る
な
ら
ば
、
同
じ
く
『
中
庸
』
の
「
致
中
和
、
天
地
位

焉
、
萬
物
育
焉
」
に
基
づ
く
「
致
中
而
天
地
位
、
致
和
而
萬
物
育
」
は
、
朱
熹
の
言
う
「
學
問
之
極
功
、
聖
人
之
能
事
」
つ
ま
り
は
學

問
の
最
大
の
效
驗
を
表
す
言
葉
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
「
鍊
心
」
の
修
行
が
も
た
ら
す
最
大
の
效
驗
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
丹
」
の
完

成
を
示
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
引
用
箇
所
の
終
わ
り
に
あ
る
「
君
子
素
位
而
行
」
は
、
億
單
に
口
語
譯
す
れ
ば
、
君
子
は
今
居
る
と
こ
ろ
の
位
に
應
じ
て
な
す
べ

き
こ
と
を
な
す
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
れ
は
鶴
臞
子
に
特
別
な
場
で
は
な
く
、
日
常
生
活
の
場
に
お
い
て
自
ら
の
な
す
べ
き
こ
と

を
な
せ
と
說
く
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
右
の
一
文
に
よ
っ
て
「
鍊
心
」
の
實
踐
方
法
と
い
う
の
は
見
え
て
き
た
が
、「
鍊
心
」
の
修
行
に
よ
っ
て
行
き
着
い
た
先
、
す
な
わ

ち
本
來
の
虛
に
還
っ
た
と
き
の
狀
態
は
ど
う
說
明
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
も
や
は
り
儒
敎
的
な
解
釋
が
施
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
煉
丹
す
る
者
は
、
煉
丹
の
二
文
字
を
心
に
止
め
て
は
い
け
な
い
。
た
と
え
掌
中
に
吐
き
出
し
た
一
粒
の
金
丹
が
、
さ
っ
と
奪

い
去
ら
れ
た
と
し
て
も
、
意
に
介
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
と
見
な
し
、
ま
っ
た
く
心
を
動
か
す
こ

と
も
な
い
。
そ
う
で
あ
っ
て
始
め
て
煉
丹
を
す
る
人
と
言
え
る
の
だ
。
…
…
（
中
略
）
…
…
丹
と
は
虛
無
の
體
で
あ
り
、
拘
泥

す
る
心
が
あ
れ
ば
丹
で
は
な
い
の
だ
。
だ
か
ら
ま
だ
煉
る
前
に
は
、
煉
丹
し
よ
う
と
思
っ
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
思
い
、
す
で

に
煉
っ
た
後
は
、
丹
な
ど
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
思
う
。
…
…
（
中
略
）
…
…
異
境
を
常
境
の
ご
と
く
見
、
眞
人
を
常
人
の
ご

と
く
見
て
、
す
べ
て
を
も
と
か
ら
所
有
し
て
い
た
物
で
あ
り
、
日
頃
の
衣
服
や
⻝
事
、
日
常
に
使
用
し
て
い
る
物
と
見
な
す
こ

と
こ
そ
が
、
豪
傑
の
度
量
で
あ
り
、
眞
仙
の
種
子
で
あ
り
、『
孟
子
』
に
い
う
「
不
動
心
」
な
の
で
あ
る（

10
）。

　
「
鍊
心
」
の
功
夫
と
い
う
の
は
何
物
に
も
執
着
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
手
の
ひ
ら
に
置
い
た
金
丹
を
奪
い
去
ら
れ
て

も
意
に
介
さ
な
い
よ
う
に
し
て
「
丹
」
に
對
し
て
す
ら
執
着
せ
ず
、
本
來
で
あ
れ
ば
目
指
す
べ
き
憧
れ
の
存
在
で
あ
る
は
ず
の
「
眞
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人
」
に
す
ら
執
着
せ
ず
、
普
通
の
人
と
變
わ
ら
ぬ
扱
い
を
す
る
こ
と
が
、「
鍊
心
」
の
功
夫
の
效
果
で
あ
り
、
そ
れ
を
『
孟
子
』
公
孫

丑
篇
上
に
見
え
る
「
不
動
心
」
の
一
語
で
も
っ
て
言
い
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
不
動
心
」、
す
な
わ
ち
何
物
に
も
心
を
動
か
さ
れ

る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
心
を
虛
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
心
の
本
來
あ
る
べ
き
姿
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
今
、
心
の
本
體
は
虛
で
あ
り
、「
不
動
心
」
と
も
說
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
心
に
關
し
て
他
に
も
い
く
つ
か
言
及
が

あ
る
の
で
、『
唱
道
眞
言
』
で
は
心
と
い
う
も
の
を
ど
う
捉
え
て
い
る
の
か
、
さ
ら
に
考
察
し
て
お
こ
う
。

　
心
の
本
體
は
淸
空
で
あ
っ
て
、
一
物
も
な
く
、
心
の
本
體
が
虛
で
あ
っ
て
至
っ
て
靈
妙
で
あ
る
か
ら
、
外
境
が
や
っ
て
來
れ

ば
そ
れ
に
感
應
し
て
、
心
は
す
ぐ
さ
ま
感
じ
る
が
ま
ま
に
（
情
と
し
て
外
に
）
發
す
る
の
だ
。
だ
か
ら
孟
子
に
「
乍
ち
孺
子
の

將
に
井
に
入
ら
ん
と
す
る
を
見
れ
ば
、
皆
怵
愓
惻
隱
の
心
有
り
」
と
あ
る
。
こ
の
と
き
見
た
と
た
ん
に
、
怵
愓
惻
隱
の
心
が
見

る
と
同
時
に
發
せ
ら
れ
る
が
、
ま
だ
見
な
い
と
き
は
、
こ
の
心
は
空
っ
ぽ
で
あ
り
、
す
で
に
見
た
後
も
、
こ
の
心
は
ま
た
す
ぐ

さ
ま
何
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
…
…
（
中
略
）
…
…
こ
の
怵
愓
惻
隱
の
心
は
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
發
せ
ら
れ
、
發
し
た

後
に
は
な
く
な
り
、
な
く
な
っ
た
後
に
ま
た
發
せ
ら
れ
る
。
試
し
に
問
う
て
み
る
が
、
こ
の
心
に
物
は
あ
る
の
か
、
な
い
の
か
、

と
。
ほ
か
で
も
な
い
、（
心
は
）
虛
の
極
み
で
あ
り
、
靈
妙
の
至
り
で
あ
る
。
た
だ
虛
に
し
て
靈
妙
で
あ
る
か
ら
、
感
ず
る
ま
ま

に
發
せ
ら
れ
、
發
せ
ら
れ
た
と
た
ん
に
無
に
な
る
の
だ（

11
）。

　
喜
怒
哀
樂
や
「
怵
愓
惻
隱
の
心
」
（『
孟
子
』
公
孫
丑
上
）
は
、
い
わ
ば
外
界
か
ら
の
刺
激
に
よ
っ
て
心
か
ら
發
せ
ら
れ
る
「
情
」
で

あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
固
定
化
さ
れ
た
「
情
」
が
心
の
中
に
も
と
か
ら
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
乳
兒
が
井
戶
に
落
ち
か
か

る
の
を
見
て
卽
座
に
「
怵
愓
惻
隱
の
心
」
が
發
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
見
る
前
は
、
心
は
空
っ
ぽ
で
あ
り
、
そ
れ
を
見
て

「
情
」
が
發
せ
ら
れ
た
後
は
、
心
は
す
ぐ
に
ま
た
空
っ
ぽ
に
な
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
心
は
も
と
も
と
虛
で
あ
り
無
で
あ
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
心
は
外
境
に
感
じ
て
卽
座
に
、
そ
れ
に
應
じ
た
「
情
」
を
發
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
れ
は
心

が
虛
で
あ
る
と
同
時
に
「
至
靈
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
虛
に
し
て
靈
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
外
界
の
物
事
に
感
じ
て
應
じ
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　　『唱道眞言』における內丹の儒敎的理解

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
朱
熹
の
『
中
庸
章
句
』
序
に
見
え
る
「
心
之
虛
靈
知
覺
」
や
、
直

接
的
に
は
心
を
表
現
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、『
大
學
章
句
』
の
「
明
明
德
」
の
注
に
見
え
る
「
虛
靈
不
昧
」
と
い
っ
た
言
葉
を

念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る（

12
）。

　
今
、
心
の
屬
性
を
「
虛
而
至
靈
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
說
明
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
さ
ら
に
次
の
一
節
を
み
て
お
く

こ
と
に
し
よ
う
。

　
『
中
庸
』
に
、「
喜
怒
哀
樂
の
未
だ
發
せ
ざ
る
、
之
を
中
と
謂
う
」
と
あ
る
。
太
極
は
萬
象
を
包
み
込
ん
で
お
り
、
至
中
の
と

こ
ろ
か
ら
、
一
點
の
靈
妙
な
る
働
き
が
天
地
を
生
じ
、
そ
の
天
地
を
包
み
込
む
こ
と
で
、
萬
物
は
そ
れ
ぞ
れ
に
中
を
獲
得
す
る

の
だ
。
こ
れ
よ
り
推
し
て
考
え
れ
ば
、
人
の
心
が
中
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
の
だ
。
人
の
心
は
虛
に
し
て
も
っ
と
も
靈
妙
で
あ

り
、
偏
り
が
な
い
か
ら
、
靜
の
と
き
に
そ
の
至
中
の
本
體
を
求
め
れ
ば
、
そ
れ
は
も
と
も
と
（
何
の
障
害
も
な
く
）
自
由
自
在

で
あ
り
、
動
の
と
き
に
そ
の
至
中
の
用
を
求
め
れ
ば
、
そ
れ
は
も
と
も
と
（
何
の
障
害
も
な
く
）
自
由
自
在
な
の
で
あ
る（

13
）。

　
右
の
引
用
冒
頭
の
部
分
は
言
う
ま
で
も
な
く
『
中
庸
章
句
』
第
一
章
の
語
で
あ
り
、「
不
偏
不
倚
」
は
題
名
『
中
庸
』
の
二
字
に
對

す
る
朱
熹
の
注
釋
に
見
え
る
語
で
あ
る
。
こ
の
一
節
を
ひ
と
言
で
ま
と
め
れ
ば
、
人
の
心
は
本
來
、「
虛
靈
」
で
あ
り
、「
至
中
」
で
あ

り
、「
不
偏
不
倚
」
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
外
境
に
對
し
て
自
由
自
在
に
應
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
先
に
見
た
「
不

動
心
」
と
い
う
の
も
、
動
か
な
い
か
ら
こ
そ
、
偏
ら
な
い
の
で
あ
り
、
中
庸
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。

　　
　
　
四
　
『
唱
道
眞
言
』
の
神
仙
觀

　　
『
唱
道
眞
言
』
の
說
く
內
丹
は
、
精
神
的
修
養
で
あ
る
「
鍊
心
」
を
重
ん
じ
て
、
日
頃
の
修
養
と
し
て
は
「
戒
愼
恐
懼
」
の
實
踐
を

奬
勵
し
、
最
後
に
「
不
動
心
」
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
ま
で
確
認
し
て
き
た
。
こ
れ
は
內
丹
思
想
と
し
て
は
か
な
り
異
色
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の
も
の
と
言
い
得
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
徵
的
な
考
え
方
の
背
景
に
は
、
必
ず
や
獨
特
な
神
仙
觀
と
い
う
も
の
が
あ
る
は

ず
で
あ
る
。
そ
の
點
に
つ
い
て
本
章
で
考
察
し
て
み
た
い
。

　
今
の
人
は
一
度
の
⻝
事
ほ
ど
の
わ
ず
か
な
閒
、
日
も
影
を
移
さ
な
い
ほ
ど
の
わ
ず
か
な
時
閒
に
、
情
見
意
識
が
無
數
に
紛
然

と
湧
き
起
こ
っ
て
く
る
の
に
、
道
を
學
ぶ
と
む
や
み
に
言
う
が
、
私
は
そ
ん
な
こ
と
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
古
佛
如
來
は
人

と
同
じ
よ
う
に
衣
服
を
着
て
⻝
事
を
し
、
飮
⻝
起
居
の
際
に
は
、
思
念
を
動
か
さ
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
實
は
動
か
す
こ
と
の

で
き
る
思
念
な
ど
一
念
も
な
い
し
、
ひ
と
時
も
思
念
を
動
か
さ
な
い
時
は
な
い
が
、
實
は
思
念
を
動
か
す
時
な
ど
ひ
と
時
も
な

い
の
だ
。
孔
子
は
言
わ
れ
た
、「
七
十
に
し
て
心
の
欲
す
る
所
に
從
う
も
、
矩
を
踰
え
ず
」
と
。
巧
妙
な
こ
と
だ
、
こ
の
言
は
。

こ
の
上
も
な
く
優
れ
た
も
の
だ
、
こ
の
言
は
。
だ
か
ら
道
を
學
ぶ
に
は
煉
心
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
も
の
は
な
く
、（
煉
心
に
よ
っ

て
）
心
の
本
體
を
虛
に
し
て
一
粒
の
黍
珠
の
よ
う
な
圓
に
す
る
の
だ
。
こ
れ
こ
そ
が
極
め
て
靈
妙
な
神
丹
で
あ
っ
て
、
不
生
不

死
と
な
り
、
永
遠
に
逍
遙
と
し
て
自
由
自
在
と
な
る
の
だ
。
神
仙
や
佛
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
だ

か
ら
、
そ
の
上
ほ
か
に
何
を
求
め
る
と
い
う
の
か（

14
）。

　
普
通
の
人
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
時
閒
に
さ
ま
ざ
ま
な
思
念
（
雜
念
と
い
っ
て
よ
い
）
が
湧
き
起
こ
っ
て
く
る
ば
か
り
な
の
だ
が
、「
古

佛
如
來
」
す
な
わ
ち
神
仙
は
思
念
が
動
い
て
い
る
よ
う
で
い
て
、
實
は
全
く
動
い
て
い
な
い
し
、
思
念
を
常
時
動
か
し
て
い
る
よ
う

で
い
て
、
實
は
動
か
し
て
い
る
時
な
ど
ひ
と
時
も
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
古
佛
神
仙
も
人
と
同
じ
よ
う
に
飮
⻝
起
居
の
閒
す
な
わ

ち
日
常
生
活
の
閒
に
「
鍊
心
」
の
修
行
を
し
、
そ
し
て
「
不
動
心
」
を
獲
得
し
た
の
だ
が
、
修
行
の
完
成
段
階
に
逹
し
た
古
佛
神
仙

は
心
の
本
體
で
あ
る
「
虛
靈
」
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
心
の
靈
妙
な
働
き
も
有
し
て
い
る
か
ら
、
單
に
文
字
通
り
に
心
を
動
か
さ

な
い
と
い
う
こ
と
に
止
ま
る
の
で
は
な
く
、
念
を
動
か
し
て
い
る
よ
う
で
い
て
、
そ
の
實
一
念
も
動
い
て
い
な
い
と
い
う
の
が
古
佛

神
仙
の
至
る
境
地
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
境
地
を
本
書
で
は
『
論
語
』
爲
政
篇
に
見
え
る
「
七
十
に
し
て
心
の
欲

す
る
所
に
從
う
も
、
矩
を
踰
え
ず
」
と
い
う
こ
の
有
名
な
一
文
に
よ
っ
て
表
し
て
い
る
。
こ
れ
は
心
を
思
う
が
ま
ま
に
動
か
し
て
も
、
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心
の
本
體
で
あ
る
「
虛
靈
」「
至
中
」
を
失
う
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
だ
か
ら
思
念
を
動
か
し
て
い
る
よ
う
で

い
て
動
か
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
『
論
語
』
の
一
文
に
表
さ
れ
て
い
る
孔
子
の
姿
こ
そ
が
目
指
す
べ

き
神
仙
の
姿
に
ほ
か
な
ら
ず
、「
不
動
心
」
と
と
も
に
獲
得
す
べ
き
境
地
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
一
節
に
お
い
て
、「
古
佛
如
來
」
な
ど
と
い
う
言
葉
を
使
い
な
が
ら
も
、
結
局
は
儒
敎
の
聖
人
で
あ
る
孔
子
が
辿
り
着
い
た
境

地
を
目
指
す
べ
き
神
仙
の
境
地
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
こ
の
一
節
の
ほ
か
に
も
隨
所
に
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
次
の
一
節
も
や
は
り
そ
う
で
あ
る
。

　
太
上
は
人
に
道
を
修
め
る
こ
と
を
敎
え
る
の
に
、
た
だ
身
を
修
め
る
こ
と
を
敎
え
る
だ
け
で
あ
る
。
身
外
に
道
は
な
い
の
で

あ
っ
て
、
孝
弟
忠
信
こ
そ
が
道
な
の
で
あ
る
。
玄
妙
な
る
神
仙
世
界
で
も
ほ
か
で
も
な
く
、
こ
れ
を
是
と
な
し
、
登
仙
の
證
は

お
お
む
ね
こ
れ
に
よ
る
の
で
あ
る
。
人
が
子
臣
弟
友
の
道
を
盡
く
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
天
宮
は
位
を
空
け
て
待
っ
て
い
る
の

だ
か
ら
、
君
は
こ
の
道
に
勵
み
努
め
な
さ
い（

15
）。

　
太
上
が
敎
え
る
「
修
道
」
と
は
「
修
身
」
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
の
「
修
身
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
『
大
學
』
の
「
八
條

目
」
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
、「
修
道
」
と
は
「
孝
弟
忠
信
」
の
德
を
修
め
る
こ
と
で
あ
る
と
說
く
。
そ
れ
は
「
玄
門
」
す
な
わ
ち
神
仙

世
界
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
り
、「
孝
弟
忠
信
」
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
日
常
的
な
道
德
を
修
め
る
こ
と
こ
そ
が
昇
仙
の
證
で
あ
る
と
說

か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
は
神
仙
と
は
儒
敎
の
聖
人
と
何
ら
變
わ
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
日
常
的
な
道
德
を
修
め
る
こ
と
が
「
修
道
」
の

出
發
點
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
を
窮
め
盡
く
す
こ
と
が
到
逹
點
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
『
中
庸
章
句
』
第
二
十
章
の
言
葉
で

あ
る
「
勉
强
し
て
之
を
行
え
」
を
使
っ
て
鶴
臞
子
を
勵
ま
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
引
用
部
分
で
は
、
身
外
に
道
は
な
く
、
日
常
道
德
を
修
め
る
こ
と
が
神
仙
へ
の
道
で
あ
る
と
說
か
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
一

步
蹈
み
込
ん
だ
議
論
が
次
に
引
用
す
る
一
節
に
見
え
る
。

　
意
を
誠
に
し
心
を
正
し
く
す
る
學
問
は
、
今
の
人
に
と
っ
て
は
聞
き
あ
き
た
こ
と
な
の
で
、
黃
老
の
學
は
名
敎
に
よ
ら
ず
、
億
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略
を
尊
ぶ
と
言
お
う
と
す
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
心
を
正
し
く
し
意
を
誠
に
す
る
方
法
が
修
眞
の
た
め
の
適
切
で
確
實
な
功
夫

で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
だ
。
天
君
に
拜
謁
し
、
仙
境
に
足
を
蹈
み
入
れ
る
に
は
、
誠
正
の
二
文
字
を
拔
き
に
す
る
こ
と
は

な
い
の
だ
。
…
…
（
中
略
）
…
…
そ
も
そ
も
升
仙
の
子
は
、
始
め
は
性
心
の
修
行
に
勵
み
、
そ
れ
に
續
い
て
鼎
爐
の
修
行
に
勵

む
の
だ
。
事
に
始
め
と
終
わ
り
の
順
序
が
あ
っ
て
、
轉
倒
さ
せ
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
理
に
も
輕
重
の
區
別
が
あ
っ

て
、
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
君
が
聖
賢
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
ど
う
し
て
仙
佛
と
な
れ
な
い
こ
と
を
憂
う
必
要

が
あ
ろ
う
か
。
元
始
天
王
も
人
が
な
っ
た
の
で
あ
る
。『
孟
子
』
（
吿
子
篇
下
）
に
「
人
み
な
以
て
堯
舜
と
爲
る
べ
し
」
と
あ
る

が
、
そ
の
通
り
で
あ
る（

16
）。

　
こ
こ
に
見
え
る
「
意
誠
心
正
之
學
」
や
「
正
心
誠
意
方
」
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
『
大
學
』
經
の
「
欲
修
其
身
者
、
先
正
其
心
。

欲
正
其
心
者
、
先
誠
其
意
」
に
基
づ
く
語
で
あ
り
、
八
條
目
の
う
ち
の
「
正
心
」
と
「
誠
意
」
で
あ
る
が
、
こ
の
「
正
心
」「
誠
意
」

こ
そ
が
內
丹
修
練
に
お
け
る
最
も
適
切
で
確
實
な
方
法
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
離
れ
て
は
神
仙
た
り
得
な
い
と
說
か
れ
て
い
る
。
そ
し

て
こ
の
「
意
誠
心
正
之
學
」
に
よ
っ
て
「
聖
賢
」
た
り
得
た
な
ら
ば
、
佛
や
仙
と
な
る
こ
と
な
ど
に
は
拘
る
必
要
は
な
い
と
さ
え
明

言
し
て
い
る
。
こ
れ
は
儒
敎
的
な
完
成
者
を
意
味
す
る
「
聖
賢
」
と
佛
や
仙
と
を
イ
コ
ー
ル
で
結
ん
で
同
一
視
し
て
い
る
が
故
の
發

言
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
言
葉
尻
だ
け
を
捉
え
た
な
ら
ば
、「
聖
賢
」
と
な
っ
て
道
德
的
な
完
成
者
と
な
る
こ
と
が
修
練
の
最
終
到
逹
點

で
あ
っ
て
、
神
仙
と
な
っ
て
長
生
不
死
を
得
る
こ
と
へ
の
執
着
を
捨
て
て
い
る
か
の
よ
う
に
す
ら
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
修
練
と
い
う
の
は
ど
こ
か
別
世
界
の
話
で
は
な
く
、
こ
の
日
常
生
活
に
お
い
て
道
德
的
に
自
己
陶
冶
す
る
こ
と
を
修
練
の
基
盤
に

据
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
現
わ
れ
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
引
用
文
に
「
始
而
從
事
於
性
心
」
と
い
う
語
が
見
え
る
。
初
め
に
も
觸
れ
た
よ
う
に
、
本
書
で
は
「
鍊
性
」
と

は
言
わ
ず
に
、
も
っ
ぱ
ら
「
鍊
心
」
の
二
字
を
用
い
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
性
心
」
と
い
う
二
字
を
竝
列
し
て
使
っ
て
い
る
。

本
來
、
道
敎
で
も
儒
敎
で
も
「
性
」
と
「
心
」
は
嚴
格
に
區
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
本
書
で
は
「
性
」
の
字
の
使
用
が
數
少
な
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い
上
に
、
こ
の
二
字
を
竝
列
し
て
一
語
と
し
て
使
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
よ
う
に
、「
性
」
と
「
心
」
と
を
嚴
格
に
區
別

し
て
い
る
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
日
常
生
活
に
お
け
る
道
德
的
修
養
に
主
眼
を
置
く
本
書
は
、「
性
」
と
「
心
」
の
思
想
的
な
相
違
點

に
對
し
て
高
度
な
考
察
を
加
え
る
意
圖
が
も
と
も
と
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
ま
で
の
議
論
で
、
神
仙
の
境
地
と
い
う
の
は
と
り
も
な
お
さ
ず
儒
敎
の
聖
賢
の
境
地
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
が
、
で
は

一
體
何
を
以
て
神
仙
す
な
わ
ち
聖
賢
の
境
地
に
到
逹
で
き
た
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
最
後
に
考
察
し
て
お
こ
う
。

　
自
分
自
身
が
天
上
界
の
人
物
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
地
下
世
界
の
人
物
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
仙
界
の
諸
々
の
神
仙
や
仙

官
の
行
列
の
中
に
、
自
分
が
足
を
し
っ
か
り
と
蹈
み
入
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問

う
た
上
に
ま
た
問
い
、
考
え
た
上
に
も
ま
た
考
え
よ
。
こ
の
と
き
自
ら
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
、
恥
じ
る
こ
と
な
ど
な
い
と
思

え
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
神
仙
な
の
で
あ
る
。
神
仙
で
あ
る
の
か
神
仙
で
な
い
の
か
は
、
も
は
や
他
人
に
問
い
か
け
る

必
要
も
な
い
し
、
活
仙
人
を
尋
ね
て
問
い
か
け
る
必
要
も
な
い
。
た
だ
自
分
で
比
べ
量
り
、
自
分
で
品
定
め
を
し
て
、
自
分
を

十
分
に
信
じ
る
こ
と
が
で
き
、
少
し
も
缺
け
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
金
闕
瑤
階
に
は
自
ず
と
君
の
立
腳
地
が
得
ら
れ

る
し
、
大
羅
天
宮
は
自
ず
と
君
に
住
居
を
與
え
、
天
上
の
道
で
は
遙
か
遠
く
か
ら
自
ず
と
活
仙
人
が
迎
え
に
や
っ
て
來
て
、
君

と
と
も
に
天
上
界
へ
と
上
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。『
中
庸
』
に
「
惡
臭
を
惡
む
が
ご
と
く
、
好
色
を
好
む
が
ご
と
し
、
此
れ
を
之

れ
自
慊
と
謂
う
」
と
あ
り
、『
孟
子
』
に
「
行
い
て
心
に
慊
ら
ざ
る
も
の
有
れ
ば
、
則
ち
餒
う
」
と
あ
る
。
君
が
自
ら
滿
足
を
感

じ
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
私
は
君
と
と
も
に
天
空
の
遊
行
を
な
す
だ
ろ
う
。
萬
朶
の
祥
雲
が
た
な
び
き
、
空
一
面
に
仙
鶴
が

舞
う
、
何
と
樂
し
い
こ
と
か（

17
）。

　
道
德
的
な
自
己
陶
冶
を
盡
く
し
た
果
て
は
、
他
者
で
は
な
く
自
分
自
身
に
向
か
っ
て
、
己
は
神
仙
た
り
得
る
か
、
自
ら
恥
じ
る
と

こ
ろ
が
な
い
か
を
問
い
か
け
、
そ
の
結
果
十
分
な
自
信
が
感
じ
ら
れ
た
と
き
、
そ
れ
こ
そ
が
紛
れ
も
な
く
聖
賢
お
よ
び
神
仙
の
境
地

に
ま
で
辿
り
着
い
た
證
で
あ
る
と
說
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
十
分
な
自
信
が
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
對
し
て
は
、
右
の
引
用
箇
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所
で
『
中
庸
』
と
な
っ
て
い
る
の
は
誤
り
で
、
正
し
く
は
『
大
學
』
で
あ
り
、『
大
學
章
句
』
傳
第
六
章
に
見
ら
れ
る
「
如
惡
惡
臭
、

如
好
好
色
、
此
之
謂
自
謙
」
（
朱
熹
の
注
に
「
謙
讀
爲
慊
」
と
あ
る
）
と
い
う
語
と
、『
孟
子
』
公
孫
丑
篇
上
に
見
え
る
「
行
有
不
慊
於

心
、
則
餒
矣
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
說
明
を
加
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
の
嗅
覺
が
惡
臭
を
憎
む
こ
と
や
、
視
覺
が
美
し
い
色
を
好

む
こ
と
は
人
閒
の
本
能
的
な
意
識
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
惡
行
を
排
除
し
て
善
行
を
な
そ
う
と
す
る
意
識
や
行
動
が
本

能
的
な
も
の
に
ま
で
高
め
ら
れ
、
道
德
的
な
實
踐
や
意
識
が
そ
の
ま
ま
本
能
的
な
滿
足
感
と
な
る
よ
う
な
境
地
が
聖
賢
お
よ
び
神
仙

の
境
地
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
境
地
を
「
自
慊
」
と
稱
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
自
己
充
足
感
が
得
ら
れ
て
い
れ
ば
、

何
物
に
も
心
が
動
か
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、「
不
動
心
」
が
獲
得
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
道
德
的
な
實
踐
や
意
識
を
本
能
的
な
滿
足
感
へ
と
高
め
て
い
く
修
養
が
本
書
の
說
く
內
丹
で
あ
り
、「
自
慊
」
の

二
字
が
目
指
す
べ
き
究
極
の
境
地
だ
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
。

　　
　
　
小
結

　　
儒
敎
は
科
擧
を
目
指
す
知
識
人
に
と
っ
て
は
普
遍
的
で
あ
り
、
一
般
常
識
と
も
言
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
儒
敎
を
通
し
て
內
丹
を
理

解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
難
解
な
內
丹
を
理
解
す
る
助
け
と
な
り
得
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
本
書
は
一
般
の
知
識
人
を
內
丹
の
世

界
へ
導
く
た
め
の
啓
蒙
書
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
內
丹
が
道
士
の
專
有
物
で
は
な
く
な
り
、
內
丹

が
通
俗
化
し
て
い
っ
た
こ
と
の
ひ
と
つ
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
本
書
は
內
丹
の
身
體
的
な
修
練
（
命
功
）
に
つ
い
て
は
非
常
に
億
略
で
あ
り
、
最
も
複
雜
で
難
解
な
「
火
候
」
の
過
程
に
對
し
て

も
、「
不
過
主
靜
內
觀
、
使
眞
氣
運
行
不
止
而
已
」
（
卷
一
、
十
二
裏
三
）
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
極
め
て
億
略
で
あ
る
。
そ
し
て
本
書

で
說
く
內
丹
の
全
過
程
に
貫
か
れ
て
い
る
「
鍊
心
」
の
功
夫
が
極
め
て
儒
敎
的
な
修
養
で
あ
り
、
ま
た
目
指
す
べ
き
神
仙
像
も
「
聖
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賢
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
仙
を
目
指
す
こ
と
さ
え
拘
ろ
う
と
し
な
い
。
こ
れ
を
見
れ
ば
、
修
行
者

本
人
は
と
も
か
く
、
第
三
者
の
目
か
ら
す
る
と
、
本
書
で
說
く
修
練
を
果
た
し
て
「
內
丹
」
と
言
っ
て
よ
い
の
か
と
い
う
疑
念
す
ら

生
じ
て
く
る
ほ
ど
に
儒
敎
に
傾
斜
し
た
內
容
と
な
っ
て
い
る
。
本
書
の
說
く
內
丹
は
「
儒
道
雙
修
」
の
內
丹
と
名
付
け
て
よ
い
の
か

も
し
れ
な
い
。

　
さ
て
、
本
書
で
說
か
れ
る
儒
敎
が
朱
子
學
的
な
の
か
、
そ
れ
と
も
陽
明
學
的
な
の
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
最
後
に
考
え
て
み
た
い
。

「
鍊
心
」
と
い
う
言
葉
に
も
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
心
に
焦
點
が
當
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
し
、
し
か
も
「
鍊
心
」
の
功

夫
は
心
の
本
體
（
虛
靈
）
を
明
ら
か
に
す
る
修
養
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
心
卽
理
」
を
說
く
陽
明
學
的
な
思
考
に
通

じ
る
も
の
と
見
な
し
得
る
。
ま
た
、
一
般
的
に
內
丹
で
は
と
り
わ
け
命
功
の
過
程
に
お
い
て
は
極
め
て
複
雜
で
困
難
な
修
行
を
要
求

さ
れ
る
の
に
比
べ
、
本
書
の
說
く
內
丹
は
命
功
が
億
略
で
あ
り
、「
鍊
心
」
の
二
字
に
內
丹
の
全
過
程
が
集
約
さ
れ
る
と
す
ら
言
え
、

し
か
も
そ
の
實
踐
に
お
い
て
は
も
っ
ぱ
ら
日
常
生
活
に
お
け
る
道
德
的
修
養
を
說
く
と
い
う
點
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
「
億
易
」
を

旨
と
す
る
王
陽
明
の
學
風
と
一
致
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
は
「
身
外
無
道
、
孝
弟
忠
信
、
便
是
道
也
」
と
言
っ
た
り
、

あ
る
い
は
長
生
不
死
へ
の
拘
り
を
戒
め
、
神
仙
と
な
っ
て
長
生
不
死
を
得
る
こ
と
を
道
德
的
修
養
と
そ
れ
に
伴
う
自
己
充
足
感
へ
と

止
揚
し
た
り
し
た
こ
と
は
、
王
陽
明
の
「
贈
陽
伯
」
詩
の
「
長
生
は
仁
を
求
む
る
に
在
り
、
金
丹
は
外
に
待
つ
に
非
ず（

18
）」

の
一
句
に

通
じ
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
一
方
で
は
、
第
三
章
で
心
の
本
體
に
つ
い
て
考
察
し
た
と
き
に
も
觸
れ
た

が
、
心
の
本
體
を
「
虛
靈
」
と
し
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
考
え
方
を
見
れ
ば
、
朱
子
學
的
な
解
釋
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　
讀
者
と
し
て
强
い
て
分
析
す
れ
ば
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
本
書
全
體
と
し
て
は
陽
明
學
的
な
思
考
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
後
世
の
讀
者
と
し
て
の
視
點
で
あ
っ
て
、『
唱
道
眞
言
』
の
製
作
に
關
わ
っ
た
者
が
實
際
に
そ
れ

を
意
圖
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
斷
言
の
仕
樣
が
な
い
。
本
書
は
『
大
學
』『
中
庸
』『
論
語
』『
孟
子
』
の
い
わ
ゆ
る
四
書
か
ら
の
引
用
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が
壓
倒
的
に
多
く
、
こ
れ
ら
は
初
步
的
で
基
本
的
な
敎
養
書
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
上
に
、
こ
れ
ら
四
書
を
使
っ
て
說
か
れ
て
い
る
內

容
が
道
德
的
な
自
己
陶
冶
を
盡
く
す
こ
と
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
朱
子
學
的
か
、
そ
れ
と
も
陽
明
學
的
か
と
い
う
問
い
は
あ
ま
り
意
味
を

持
た
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
書
は
廣
い
視
點
で
捉
え
て
「
啓
蒙
書
」
と
い
う
位
置
付
け
を
し
て
お
く
の
が
最
も
妥
當
で
あ
ろ
う
。

注

（
１
）
『
道
藏
輯
要
』
に
關
し
て
は
、
京
都
大
學
人
文
科
學
硏
究
所
に
お
い
て
、
モ
ニ
カ
・
エ
ス
ポ
ジ
ト
氏
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
「『
道
藏
輯
要
』
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
立
ち
上
げ
ら
れ
、
現
在
（
二
〇
一
〇
年
）
も
硏
究
活
動
が
進
行
中
で
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
活
動
の
ひ
と
つ
に
『
道

藏
輯
要
』
の
電
子
資
料
化
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
そ
の
作
業
中
、
今
日
廣
く
流
布
し
て
い
る
『
重
刊
道
藏
輯
要
』
（
成
都
二
仙
菴
本
）
に
は
、

そ
の
製
作
過
程
に
お
い
て
い
さ
さ
か
杜
撰
な
と
こ
ろ
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
を
發
見
す
る
に
至
っ
た
。
一
例
を
擧
げ
れ
ば
、「
裡
」
と
作
る

べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
の
に
、「
こ
ろ
も
へ
ん
」
の
部
分
を
「
示
」
に
作
り
、
通
常
で
は
存
在
し
な
い
文
字
に
作
る
な
ど
で
あ
る
。
以
上
の
よ

う
な
點
を
考
慮
し
、
今
回
本
稿
で
は
敢
え
て
⑤
『
道
藏
輯
要
』
所
收
本
を
底
本
と
し
な
い
こ
と
を
選
擇
し
た
。

（
２
）
鶴
臞
子
「
唱
道
眞
言
後
序
」

「
覺
行
年
三
十
有
九
、
不
知
修
眞
之
爲
何
事
也
。
直
至
己
酉
之
歲
、
行
年
四
十
、
受
鍊
元
皇
筆
籙
大
法
、
承
　
靑
華
道
父
祖
師
降
壇
、
誨
諭

諄
諄
、
始
知
天
地
閒
有
長
生
不
死
之
道
。」

（
３
）
『
唱
道
眞
言
』

「
弟
子
覺
世
緣
雖
薄
、
家
業
正
紛
、
兒
童
繞
膝
、
衣
⻝
縈
懷
、
頻
年
舌
耕
餬
口
、
雖
有
學
道
之
心
、
不
獲
靜
棲
之
所
。」（
卷
一
、
五
表
十
）

　
※
以
下
、『
唱
道
眞
言
』
か
ら
の
引
用
の
場
合
は
書
名
を
省
略
す
る
。
な
お
「
五
表
十
」
と
は
五
葉
の
表
、
十
行
目
を
意
味
す
る
。
以
下

同
樣
で
あ
る
。

（
４
）
「
唱
道
眞
言
題
詞
」

「
此
經
之
作
、
先
言
鍊
心
、
次
言
鍊
命
。
人
能
依
此
修
持
、
可
以
了
明
心
地
、
堅
固
命
根
。」

426



　　『唱道眞言』における內丹の儒敎的理解

（
５
）
「
煉
丹
之
法
、
始
於
煉
心
、
繼
以
採
取
、
終
以
火
候
、
如
此
而
已
矣
。
煉
心
之
法
、
靜
觀
爲
宗
、
靜
中
之
觀
、
有
觀
無
物
、
觀
中
之
靜
、
以
靜

而
動
、
元
精
溶
溶
、
元
神
躍
躍
、
元
氣
騰
騰
、
三
元
具
矣
。
採
取
之
法
、
眞
意
本
於
眞
心
、
眞
元
由
於
眞
意
引
之
而
升
…
…
（
中
略
）
…
…

至
於
火
候
、
以
眞
氣
薰
蒸
爲
沐
浴
、
以
綿
綿
不
絕
爲
抽
添
、
一
年
十
月
、
有
物
如
人
、
從
中
跳
出
…
…
」（
卷
一
、
十
二
裏
十
）

（
６
）
「
子
欲
煉
丹
而
不
先
鍊
心
、
猶
鞭
馬
使
奔
而
羈
其
足
也
。
鍊
心
爲
成
仙
一
半
工
夫
。
心
靈
則
神
淸
、
神
淸
則
氣
凝
、
氣
凝
則
精
固
。
丹
經
所

謂
築
基
・
藥
材
・
鑪
鼎
・
鉛
汞
・
龍
虎
・
日
月
・
坎
離
、
皆
從
鍊
心
上
立
名
。
至
於
配
合
之
道
・
交
濟
之
功
・
升
降
之
法
・
烹
鍊
之
術
、
此

其
餘
事
。」（
卷
一
、
三
表
四
）

（
７
）
「
煉
丹
先
要
鍊
心
。
鍊
心
之
法
、
以
去
閒
思
妄
想
爲
淸
淨
法
門
、
仙
家
祖
祖
相
傳
、
無
他
道
也
。
吾
心
一
念
不
起
、
則
虛
白
自
然
相
生
、
此

時
精
爲
眞
精
、
氣
爲
眞
氣
、
神
爲
眞
神
、
用
眞
精
眞
氣
眞
神
渾
合
爲
一
、
鍊
之
爲
黍
米
珠
、
爲
陽
神
而
仙
道
成
矣
。」（
卷
一
、
二
裏
五
）

（
８
）
「
心
本
虛
、
情
識
意
知
實
之
。
煉
心
還
於
本
然
之
虛
、
則
丹
可
成
矣
。
何
以
言
之
。
丹
本
虛
也
。
是
以
心
虛
而
丹
可
成
。」（
卷
三
、
一
表
七
）

（
９
）
「
師
曰
、
煉
丹
之
法
、
千
言
萬
語
、
總
盡
煉
心
兩
字
、
而
煉
心
之
法
不
必
出
世
。
古
之
成
仙
者
、
豈
盡
入
林
杜
人
事
、
而
後
得
跨
鸞
乘
鶴
逍
遙

紫
府
哉
。
總
之
、
日
用
飮
⻝
無
非
是
道
、
仰
事
俯
畜
無
非
是
道
、
戎
馬
疆
場
亦
無
非
是
道
。
…
…
至
於
習
靜
工
夫
、
中
庸
第
一
章
卽
說
、
戒
愼

不
睹
、
恐
懼
不
聞
。
人
能
不
睹
不
聞
時
、
戒
愼
恐
懼
、
致
中
而
天
地
位
、
致
和
而
萬
物
育
、
便
是
如
來
最
上
一
乘
。
乘
獅
坐
象
、
不
過
此
心

此
理
、
何
以
異
於
人
哉
。
吾
子
以
塵
緣
俗
累
爲
憂
、
是
欲
舍
現
在
而
欲
求
超
脫
之
處
、
君
子
素
位
而
行
、
諒
不
爲
此
也
。」（
卷
一
、
五
裏
二
）

（
10
）
「
煉
丹
者
、
全
然
不
要
把
煉
丹
二
字
放
在
心
上
。
就
是
果
有
一
粒
金
丹
吐
在
掌
中
、
被
人
劈
手
奪
去
、
我
也
不
以
爲
意
、
看
他
不
甚
希
罕
、

毫
無
芥
蒂
、
方
是
煉
丹
之
人
…
…
（
中
略
）
…
…
丹
者
虛
無
之
體
也
、
以
有
心
執
持
、
則
非
丹
矣
。
是
故
未
煉
之
先
、
我
如
不
欲
煉
丹
、
旣

煉
之
後
、
我
如
不
曾
有
丹
…
…
（
中
略
）
…
…
視
異
境
猶
如
常
境
、
視
眞
人
猶
如
常
人
、
都
看
做
是
固
有
之
物
、
如
我
平
日
著
衣
喫
飯
、
家

常
使
用
、
方
是
豪
傑
襟
懷
、
眞
仙
種
子
、
孟
子
所
云
不
動
心
也
。」（
卷
二
、
十
一
裏
一
）

（
11
）
「
心
體
淸
空
、
一
物
不
有
、
以
其
虛
而
至
靈
、
境
來
感
之
、
心
卽
隨
感
而
發
。
故
孟
子
曰
、
乍
見
孺
子
將
入
於
井
、
皆
有
怵
愓
惻
隱
之
心
。

此
時
一
見
、
怵
愓
惻
隱
之
心
與
見
俱
發
、
未
見
之
時
、
此
心
空
空
如
也
、
旣
見
之
後
、
此
心
又
便
無
了
。
…
…
（
中
略
）
…
…
這
怵
愓
惻
隱

又
隨
見
而
發
、
發
後
又
無
、
無
後
又
發
、
試
問
此
心
有
物
乎
、
無
物
乎
。
無
他
、
虛
之
極
、
靈
之
至
也
。
惟
虛
而
靈
、
故
能
隨
感
而
發
、
發

過
卽
無
。」（
卷
五
、
三
裏
十
）

（
12
）
朱
熹
の
言
う
「
虛
靈
」
に
つ
い
て
、
島
田
虔
次
氏
は
次
の
よ
う
に
解
釋
さ
れ
て
い
る
。「
虛
」
は
、
一
定
の
固
定
的
內
容
に
よ
っ
て
充
た
さ
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れ
て
い
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
、
ヴ
ァ
キ
ュ
ア
ム
、
か
ら
、
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
心
の
屬
性
を
說
く
際
、
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。「
靈
」

は
、
心
の
働
き
を
表
現
す
る
言
葉
と
し
て
愛
用
せ
ら
れ
、
一
言
に
し
て
い
え
ば
働
き
の
不
可
思
議
な
こ
と
で
あ
り
、
い
か
な
る
障
害
に
も
妨

害
せ
ら
れ
ず
自
由
自
在
に
働
く
こ
と
を
意
味
す
る
。（
中
國
古
典
選
６
『
大
學
・
中
庸
』
上
〔
朝
日
文
庫
、
一
九
七
八
年
〕
四
七
―
四
八
頁
）

（
13
）
「
中
庸
曰
、
喜
怒
哀
樂
之
未
發
、
謂
之
中
。
太
極
渾
涵
萬
象
、
從
至
中
之
處
、
一
點
靈
機
生
天
生
地
、
包
絡
二
儀
、
而
萬
物
各
得
其
中
。
由
此

推
之
、
人
心
之
中
可
悟
矣
。
人
心
虛
而
最
靈
、
不
偏
不
倚
、
靜
而
求
其
至
中
之
體
、
固
自
在
也
、
動
而
求
其
至
中
之
用
、
固
自
在
也
。」（
卷

五
、
十
裏
十
）

（
14
）
「
今
人
於
一
飯
之
頃
、
日
不
移
晷
、
而
情
見
意
識
無
數
紛
來
、
猥
云
學
道
、
吾
未
之
聞
也
。
古
佛
如
來
、
與
人
一
般
著
衣
喫
飯
、
飮
⻝
起
居
、

無
念
不
動
、
實
無
一
念
可
動
、
無
一
時
不
動
念
、
實
無
一
時
動
念
。
孔
子
曰
、
七
十
而
從
心
所
欲
、
不
踰
矩
。
妙
哉
言
乎
、
至
哉
言
乎
。
是

故
學
道
莫
先
煉
心
、
使
心
體
虛
圓
如
一
粒
黍
珠
、
這
便
是
極
妙
神
丹
、
不
生
不
死
、
永
遠
逍
遙
自
在
。
爲
仙
爲
佛
、
不
過
如
是
、
而
又
何
他

求
哉
。」（
卷
五
、
十
一
表
十
）

（
15
）
「
太
上
敎
人
修
道
、
祇
是
修
身
。
身
外
無
道
、
孝
弟
忠
信
、
便
是
道
也
。
玄
門
更
無
別
、
卽
此
爲
是
、
登
仙
證
果
、
率
由
乎
此
。
人
能
盡
得

子
臣
弟
友
之
道
、
天
宮
虛
位
以
待
、
子
其
勉
强
而
行
之
。」（
卷
五
、
九
表
五
）

（
16
）
「
意
誠
心
正
之
學
、
爲
今
人
之
所
厭
聞
、
將
謂
黃
老
之
學
不
由
名
敎
、
崇
尙
億
略
、
不
知
正
心
誠
意
方
是
修
眞
切
實
功
夫
。
謁
天
君
、
蹈
仙

境
、
總
不
脫
誠
正
二
字
。
…
…
（
中
略
）
…
…
夫
升
仙
之
子
、
始
而
從
事
於
性
心
、
繼
而
從
事
於
鼎
爐
。
事
有
始
末
、
不
容
倒
置
、
理
有
輕

重
、
毋
可
混
矣
。
子
能
做
得
聖
賢
、
何
患
不
爲
仙
佛
。
元
始
天
王
亦
是
人
做
。
孟
子
曰
、
人
皆
可
以
爲
堯
舜
。
信
然
也
。」（
卷
五
、
十
表
五
）

（
17
）
「
須
要
問
自
己
是
天
上
人
物
、
還
是
地
下
人
物
、
在
金
闕
瑤
階
諸
大
仙
眞
鶴
班
鷺
序
之
中
、
可
以
容
我
跕
得
定
腳
跟
否
。
問
之
又
問
、
思
之

又
思
。
此
時
可
以
自
信
、
可
以
無
愧
、
則
斷
然
便
是
一
位
神
仙
也
。
是
神
仙
不
是
神
仙
、
再
不
消
去
問
別
人
、
亦
不
消
尋
個
活
仙
人
來
問
他
、

祇
是
自
己
較
量
、
自
己
品
度
、
信
得
過
十
分
、
無
一
毫
欠
缺
、
則
金
闕
瑤
階
自
然
有
你
個
站
立
所
在
、
大
羅
天
宮
自
然
與
你
一
所
住
居
宅
子
、

雲
路
迢
迢
自
然
有
個
活
仙
人
來
接
引
與
你
同
上
天
去
。
中
庸
曰
、
如
惡
惡
臭
、
如
好
好
色
、
此
之
謂
自
慊
。
孟
子
曰
、
行
有
不
慊
於
心
、
則

餒
矣
。
子
能
自
慊
、
吾
將
與
子
爲
寥
廓
之
遊
、
萬
朶
祥
雲
、
一
天
笙
鶴
、
何
其
樂
也
。」（
卷
五
、
十
五
表
四
）

（
18
）
こ
の
詩
は
『
王
陽
明
全
集
』
卷
十
九
「
京
師
詩
八
首
」
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
、
全
句
を
擧
げ
て
お
く
と
、「
陽
伯
卽
伯
陽
、
伯
陽
竟
安
在
。
大

道
卽
人
心
、
萬
古
未
嘗
改
。
長
生
在
求
仁
、
金
丹
非
外
待
。
謬
矣
三
十
年
、
于
今
吾
始
悔
。」
と
な
る
。
こ
の
詩
全
體
の
意
味
と
し
て
は
、
王
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　　『唱道眞言』における內丹の儒敎的理解

陽
明
が
若
年
時
の
精
神
遍
歷
と
し
て
神
仙
道
を
志
し
た
經
驗
の
あ
る
こ
と
を
悔
悟
す
る
氣
持
ち
を
詠
っ
た
も
の
で
あ
る
。
大
西
晴
隆
『
人
類

の
知
的
遺
產
25
　
王
陽
明
』（
講
談
社
、
一
九
七
九
年
）
の
十
五
頁
を
參
照
。
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淸
代
道
敎
に
お
け
る
三
敎
の
寶
庫
と
し
て
の
『
道
藏
輯
要
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　

在
家
信
徒
と
聖
職
者
の
權
威
の
對
峙

　
　
　
　
エ
ス
ポ
ジ
ト
　
モ
ニ
カ
　
　

　　　　
　
　
は
じ
め
に

　　
『
道
藏
輯
要
』
は
明
代
の
道
敎
正
典
『
道
藏
』
以
降
に
出
版
さ
れ
た
淸
代
の
最
も
重
要
な
道
典
集
で
あ
る
。
重
要
で
あ
る
に
も
關

わ
ら
ず
、
こ
の
叢
書
は
從
來
硏
究
者
た
ち
か
ら
の
注
目
を
集
め
て
こ
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
は
、
單
に
『
道
藏
』
か
ら
派
生
し
た
叢

書
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。『
道
藏
輯
要
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
叢
書
に
は
明
版
『
道
藏
』

所
收
の
經
典
が
い
く
つ
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
叢
書
は
他
の
資
料
に
由
來
す
る
經
典
を
も
相
當
數
所
收
し
て
い
る
。「
藏

外
道
書
」
と
し
て
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
う
し
た
經
典
は
、『
道
藏
輯
要
』
全
體
の
三
分
の
一
に
も
の
ぼ
る
。
し
か
し
、
有
效
な

文
獻
量
、
つ
ま
り
漢
字
數
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
追
加
さ
れ
た
「
道
書
」
が
全
體
の
約
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
お
り
、
明
淸
時

代
の
道
敎
を
硏
究
す
る
上
で
の
重
要
な
文
獻
集
成
を
成
し
て
い
る（

１
）。

こ
れ
ら
道
書
の
內
容
は
、
廣
範
に
わ
た
っ
て
お
り
、
道
敎
や
宋

代
理
學
の
古
典
へ
の
注
釋
か
ら
、
佛
敎
に
觸
發
さ
れ
た
經
典
、
內
丹
、
懺
經
、
叢
林
で
の
出
家
用
ま
た
在
家
信
徒
用
の
典
禮
文
、
道
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德
的
敎
訓
で
あ
る
善
書
、
碑
文
、
な
ど
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
叢
書
の
殘
り
―
つ
ま
り
明
版
『
道
藏
』
か
ら
採
錄
さ
れ
て
い
る
經
典
―

の
こ
と
を
も
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
叢
書
全
體
を
三
敎
の
寶
庫
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
道
敎
に
關
す
る
今
日
の
重
要
な
硏
究
を
紐
解
い
た
時
、『
道
藏
輯
要
』
に
關
し
て
は
、
そ
の
原
著
者
、
版
本
の
數
、

所
收
さ
れ
て
い
る
經
典
の
數
な
ど
に
つ
い
て
統
一
見
解
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
驚
く
で
あ
ろ
う
。
卿
希
泰
と
任
繼
愈
編
集
の
權
威
あ

る
『
中
國
道
敎
史
』
に
み
ら
れ
る
現
在
の
學
說
は
、
中
國
や
西
洋
の
多
く
の
硏
究
の
中
で
蹈
襲
さ
れ
て
い
る
が（

２
）、

そ
れ
に
よ
れ
ば
、

『
道
藏
輯
要
』
に
は
次
の
三
つ
の
版
本
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
一
、
原
本
。
彭
定
求
（
一
六
四
五
―
一
七
一
九
）
に
よ
っ
て
一
七
〇
〇
年
頃
に
作
ら
れ
、
明
版
『
道
藏
』
か
ら
拔
粹
さ
れ
た
二
〇
〇

種
類
の
經
典
を
含
む
。
こ
の
た
め
、『
道
藏
』
の
本
質
的
な
要
素
を
集
め
た
と
い
う
意
味
で
『
道
藏
輯
要
』
と
呼
ば
れ
る（

３
）。

　
二
、
增
補
さ
れ
た
第
二
版
。
嘉
慶
年
閒
（
一
七
九
六
―
一
八
二
〇
）
に
蔣
元
庭
（
蔣
予
蒲
、
一
七
五
五
―
一
八
一
九
）
に
よ
っ
て
編
纂
さ

れ
た
も
の
。
彭
定
求
の
原
本
を
元
に
、
か
つ
、
彭
定
求
に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
た
『
道
藏
輯
要
』
と
い
う
原
題
の
ま
ま
に
、
蔣
は
明
版

『
道
藏
』
に
收
錄
さ
れ
て
い
な
い
七
十
九
種
類
の
經
典
を
加
え
た（

４
）。

　
三
、
再
編
版
。
賀
龍
驤
と
彭
瀚
然
に
よ
っ
て
一
九
〇
六
年
、
四
川
省
成
都
の
二
仙
庵
か
ら
出
版
さ
れ
た
も
の
で
、
新
し
い
版
と
い

う
意
味
で
『
重
刊
道
藏
輯
要
』
と
題
し
て
出
版
さ
れ
、
全
部
で
三
一
九
種
類
の
經
典
を
收
載
し
て
い
る（

５
）。

こ
れ
は
實
際
に
は
蔣
の
增

補
版
（
上
記
二
）
を
元
に
し
て
い
る
が
、
賀
龍
驤
は
彭
定
求
の
原
本
（
上
記
一
）
に
基
づ
い
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
臺
灣
蔣
經
國
基
金
及
び
日
本
學
術
振
興
會
の
助
成
で
行
わ
れ
た
『
道
藏
輯
要
』
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
運
營
に
お
け
る
作
業
か

ら
、
彭
定
求
の
原
本
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
に
い
た
っ
た（

６
）。

よ
っ
て
、
現
在
の
學
說
は
見
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
世
界

中
の
樣
々
な
圖
書
館
に
現
存
す
る
『
道
藏
輯
要
』
の
版
本
を
分
析
し
た
結
果
、
以
下
の
二
版
の
み
が
基
本
的
な
版
本
で
あ
る
こ
と
が

確
實
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、（
一
）
嘉
慶
版
な
い
し
は
舊
『
道
藏
輯
要
』
と
（
二
）
光
緖
年
閒
の
二
仙
庵
版
な
い
し
は
新
『
道
藏
輯
要
』

の
ふ
た
つ
で
あ
り
、
後
者
は
以
下
、『
重
刊
』
と
略
す
。
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　　淸代道敎における三敎の寶庫としての『道藏輯要』

圖一　『重刊道藏輯要』凡例十六則

　
こ
の
二
つ
の
版
を
比
較
す
る
時
、三
敎
の
認
識
に
對
す
る
違
い
に
正
確

に
對
應
す
る
重
要
な
差
異
を
見
い
だ
せ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
舊
版
に

比
べ
て
、
新
版
ま
た
は
『
重
刊
』
は
凡
例
を
擴
大
し
、
十
六
則
を
含
み

（「
重
刊
道
藏
輯
要
凡
例
十
六
則
」）
、
そ
の
う
ち
の
一
則
（
十
六
則
目
、
な
い

し
は
最
終
則
）
は
、
三
敎
に
つ
い
て
言
及
す
る
（
圖
一
參
照
）
。

道
藏
は
、
天
人
の
奧
旨
、
聖
神
の
心
傳
に
係
る
。
道
門
の
梯
航
を

爲
す
と
雖
も
、
實
に
儒
家
釋
家
の
書
と
互
い
に
相
發
明
す
。
但
だ
、

志
士
仁
人
の
能
く
先
聖
の
散
帙
遺
編
に
於
て
訪
求
し
て
、
之
を
增

し
之
を
續
ぎ
、
以
て
道
藏
一
大
觀
を
成
さ
ん
こ
と
を
願
う
の
み
。

斯
れ
誠
に
幸
甚
な
り
。

道
藏
係
天
人
奧
旨
、
聖
神
心
傳
。
雖
爲
道
門
之
梯
航
、
實
與
儒
家

釋
家
之
書
互
相
發
明
。
但
願
志
士
仁
人
能
於
先
聖
散
帙
遺
編
訪
求
、

而
增
之
續
之
、
以
成
道
藏
一
大
觀
焉
。
斯
誠
幸
甚（

７
）。

さ
ら
に
、
序
文
に
つ
い
て
は
、
新
版
ま
た
は
『
重
刊
』
で
は
淸
の
雍
正
帝

（
在
位
一
七
二
三
―
三
五
年
）
の
語
錄
で
あ
る
『
御
選
語
錄
』
か
ら
拔
粹
し

た
有
名
な
一
七
三
三
年
の
上
諭
と
序
を
朱
刷
り
で
加
え
て
い
る（

８
）。

こ
の

一
七
三
三
年
の
上
諭
は
卷
頭
に
置
か
れ
て
お
り
、「
そ
の
理
は
同
一
の
源

か
ら
出
て
お
り
、
そ
の
道
は
竝
行
し
て
い
て
違
背
し
な
い
（
理
同
出
於

一
原
、
道
竝
行
而
不
悖
）」
と
、
三
敎
が
國
土
全
體
を
目
覺
め
さ
せ
る
と
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圖二　『重刊』（一九〇六）の卷頭に置かれた雍正帝の上諭（一七三三年）

い
う
趣
旨
の
雍
正
帝
の
見
解
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
（
圖
二
參
照
）
。

　
こ
の
上
諭
に
は
、（
一
）
儒
敎
の
視
點
を
代
表
す
る
（
雍
正
帝
の
語
錄

で
あ
る
）
『
圓
明
居
士
語
錄
』、（
二
）
道
敎
の
視
點
を
代
表
す
る
（
張
伯

端
〔
九
八
七
―
一
〇
八
二
〕
の
語
錄
で
あ
る
）
『
大
慈
圓
通
禪
仙
紫
陽
眞
人

張
平
叔
語
錄
』、（
三
）
佛
敎
の
視
點
を
代
表
す
る
（
袾
宏
〔
一
五
三
三
―

一
六
一
五
〕
の
語
錄
で
あ
る
）
『
雲
棲
蓮
池
大
師
語
錄
』
へ
の
雍
正
帝
の

序
文
が
續
い
て
い
る
。
雍
正
帝
の
序
文
の
結
論
部
は
三
敎
の
合
一
に
捧

げ
ら
れ
て
お
り
、
雍
正
帝
の
上
諭
か
ら
の
別
の
引
用
で
締
め
括
ら
れ
て

い
る
。

　
こ
の
、
雍
正
帝
の
三
敎
に
對
す
る
見
解
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
『
重
刊
』

の
朱
刷
り
部
分
に
は
、『
重
刊
』
の
新
編
者
た
ち
に
よ
る
四
つ
の
序
文
と

「
重
刊
道
藏
輯
要
子
目
初
編
」
四
卷
が
續
く
。
こ
の
「
子
目
初
編
」
は
舊

『
道
藏
輯
要
』
に
も
と
も
と
收
載
さ
れ
て
い
た
文
獻
の
目
次
を
詳
細
な

表
と
し
て
提
供
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
第
四
卷
末
尾
に
は
三
敎

に
關
す
る
最
後
の
資
料
、
編
者
賀
龍
驤
（
活
躍
期
一
八
九
一
―
一
九
〇
八
）

に
よ
る
跋
が
あ
る
。『
重
刊
』
の
校
正
者
と
し
て
賀
龍
驤
は
、
道
敎
を
儒

敎
、
佛
敎
と
と
も
に
知
的
學
術
的
考
察
に
足
る
知
識
體
系
と
し
て
提
示

し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
點
に
つ
い
て
、
彼
は
、
跋
の
中
の
「
三
敎
合
宗

淺
說
」
と
題
さ
れ
た
序
說
的
箇
所
に
先
行
す
る
二
箇
所
に
お
い
て
論
じ
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圖三　賀龍驤による三敎に關する後書き

て
い
る
。
ま
た
、「
三
敎
合
宗
淺
說
」
で
は
、
道
敎
の
書
誌
學
を
知
識
の

合
理
的
體
系
と
し
て
提
唱
す
る
た
め
に
、
三
敎
と
い
う
表
現
を
用
い
て

い
る
。
（
圖
三
參
照（
９
））
。

　
『
重
刊
』
に
加
え
ら
れ
た
三
敎
に
關
す
る
こ
う
し
た
新
資
料
は
、
果

た
し
て
何
か
新
し
い
編
集
方
針
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
新
し
い
編
纂
者
た
ち
が
凡
例
に
特
別
な
例
を
加
え
ね
ば
な
ら
ぬ
と

感
じ
る
ほ
ど
に
、
新
版
の
內
容
は
三
敎
と
の
關
係
に
お
い
て
變
わ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
新
し
い
版
の
編
纂
者
た
ち
に
よ
っ
て
付
け
加
え
ら
れ

た
經
典
は
、
古
い
版
の
經
典
よ
り
三
敎
に
焦
點
を
當
て
た
も
の
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
こ
こ
に
は
何
か
他
の
理
由
が
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。

　
こ
う
し
た
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
は
、
二
つ
の
版
が
持
つ
異
な
る
歷
史
と
共
に
、
こ
れ
ら
を
編
纂
し
た
著
者
た
ち
の
背
景
と
目
的
を

理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
こ
の
二
つ
の
版
の
來
歷
を
以
下
億
單
に
紹
介
す
る
。
こ
う
し
た
來
歷
を
典
據
と

し
て
、
我
々
の
疑
問
に
對
す
る
何
ら
か
の
答
え
が
見
つ
か
る
か
も
し
れ
な
い
。
新
舊
二
版
を
つ
き
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
い
く
つ
か
の

要
點
が
見
つ
け
ら
れ
る
。
舊
版
は
呂
洞
賓
信
仰
に
傾
倒
し
た
高
官
た
ち
に
よ
る
、
在
家
信
徒
グ
ル
ー
プ
が
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
る

の
に
對
し
、
新
版
は
成
都
の
二
仙
庵
と
い
う
道
觀
が
作
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
協
力
者
た
ち
の
四
川
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
援
助

の
下
、『
重
刊
道
藏
輯
要
』
と
い
う
新
し
い
版
を
出
版
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
二
仙
庵
は
自
身
の
威
信
を
高
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る（

10
）。

　
こ
の
硏
究
は
、
三
敎
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
三
敎
關
連
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
觀
點
か
ら
嘉
慶
年
閒
（
一
七
九
六
―
一
八
二
〇
）
と
光
緖

年
閒
（
一
八
七
五
―
一
九
〇
八
）
と
に
製
作
さ
れ
た
二
つ
の
版
の
全
體
的
な
分
析
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
疑
問
に
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對
す
る
答
え
を
見
つ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　　
　
　
一
　
『
道
藏
輯
要
』
と
二
つ
の
主
要
な
版
本

　　
　
（
一
）
嘉
慶
版
な
い
し
は
舊
『
道
藏
輯
要
』

　
こ
こ
で
は
「
舊
」『
道
藏
輯
要
』
を
意
味
す
る
嘉
慶
版
は
、
も
と
も
と
、
蔣
予
蒲
（
字
は
元
庭
、
一
七
五
五
―
一
八
一
九
）
と
い
う
高
官

の
指
導
の
下
で
嘉
慶
年
閒
（
一
七
九
六
―
一
八
二
〇
）
に
編
纂
さ
れ
た
。
こ
の
版
に
收
め
ら
れ
て
い
る
序
の
分
析
か
ら
、
こ
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
は
神
仙
の
呂
洞
賓
に
歸
せ
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
正
典
は
、
覺
源
壇
と
呼
ば
れ
る
北
京
に
あ
っ
た
扶
鸞
壇
に
お
け
る

呂
洞
賓
の
啓
示
の
成
果
な
の
で
あ
る（

11
）。

こ
の
扶
鸞
壇
は
エ
リ
ー
ト
官
僚
で
あ
っ
た
蔣
予
蒲
と
そ
の
仲
閒
た
ち
に
よ
っ
て
主
宰
さ
れ
て

い
た
。
彼
ら
の
多
く
は
淸
王
朝
に
よ
る
『
四
庫
全
書
』
の
編
纂
に
關
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
だ
ろ
う
。
呂
洞
賓
は
こ
う
し

た
エ
リ
ー
ト
に
屬
す
る
弟
子
た
ち
に
「『
道
藏
輯
要
』
を
編
纂
し
、
僞
り
を
捨
て
て
眞
實
に
歸
し
、
繁
雜
な
も
の
を
削
っ
て
億
約
に
向

え
（
命
覺
源
諸
子
、
編
纂
道
藏
輯
要
一
書
、
棄
僞
而
歸
眞
、
刪
繁
而
就
約
…
…
）」
と
命
じ
た
の
だ
と
さ
れ
て
い
る（

12
）。

　
よ
っ
て
、
道
敎
の
歷
史
の
中
で
初
め
て
、
皇
帝
と
道
敎
の
聖
職
者
（
つ
ま
り
道
士
）
と
の
關
係
性
の
中
で
で
は
な
く
、
神
靈
的
指
導
と

仙
人
・
呂
洞
賓
の
啓
發
の
も
と
、
在
家
信
徒
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
に
よ
っ
て
道
敎
正
典
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
る（

13
）。

そ
し
て
、
新
し
い
道

敎
正
典
の
出
版
を
決
め
た
の
は
、
呂
洞
賓
の
扶
鸞
壇
の
一
員
と
し
て
の
、
高
級
官
僚
の
周
邊
に
存
在
し
た
在
家
信
徒
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
呂
洞
賓
の
歸
依
者
と
し
て
、
彼
ら
は
こ
の
神
仙
に
よ
っ
て
啓
示
さ
れ
た
經
典
を
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
心
に
す
え

た
。
呂
洞
賓
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
關
係
す
る
、
彼
ら
の
本
質
的
な
信
仰
と
活
動
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
う
し
た
經
典
は
よ
り

大
き
な
道
敎
の
「
正
典
的
」
傳
承
體
系
の
一
部
と
な
っ
た
の
だ（

14
）。

正
典
內
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
經
典
の
中
心
的
地
位
は
『
道
藏
輯
要
』

と
そ
の
編
纂
者
た
ち
の
基
本
的
な
目
的
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
呂
洞
賓
の
扶
鸞
に
よ
る
傳
承
を
通
じ
て
、
本
物
の
傳
統
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の
精
髓
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
原
初
的
道
敎
」
の
復
元
の
基
盤
を
設
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
目
標
を
胸
に
、
蔣
予
蒲
と
そ
の
取
り
卷
き
た
ち
は
、
新
し
い
正
典
に
お
い
て
も
明
版
『
道
藏
』
に
影
響
を
受
け
た
基
本

的
構
造
を
維
持
し
つ
つ
、
新
し
い
書
誌
學
的
な
カ
テ
ゴ
リ
と
、
そ
れ
ま
で
と
異
な
る
經
典
分
類
を
用
い
た
。
明
版
『
道
藏
』
と
同
じ

よ
う
に
、『
道
藏
輯
要
』
は
最
初
の
數
セ
ク
シ
ョ
ン
に
は
三
洞
と
、
元
始
天
尊
、
靈
寶
天
尊
、
道
德
天
尊
と
い
う
道
敎
の
三
淸
に
よ
っ

て
啓
示
さ
れ
た
經
典
を
ま
と
め
て
い
る
。
ま
た
、『
道
藏
輯
要
』
は
「
元
始
天
尊
所
說
經
」
で
あ
る
『
靈
寶
度
人
經
』
に
始
ま
る
。
さ

ら
に
、
明
版
『
道
藏
』
と
同
じ
く
、『
道
藏
輯
要
』
は
「
靈
寶
天
尊
所
說
經
」
と
し
て
は
『
定
觀
經
』
を
含
み
、「
道
德
天
尊
所
說
經
」

と
し
て
は
『
道
德
經
』
と
『
日
用
經
』
を
收
載
す
る（

15
）。

　
し
か
し
な
が
ら
、
明
版
『
道
藏
』
と
違
い
、『
道
藏
輯
要
』
の
編
者
た
ち
は
經
典
を
二
十
八
宿
の
名
前
に
則
っ
て
二
十
八
の
セ
ク

シ
ョ
ン
に
分
け
、
い
く
つ
か
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に
は
新
し
い
書
誌
學
的
な
カ
テ
ゴ
リ
を
與
え
た
（
例
え
ば
、『
黃
庭
經
』、『
陰
符
經
』
な
ど
の

カ
テ
ゴ
リ
を
含
む（
16
））
。
ま
た
、
こ
う
し
た
セ
ク
シ
ョ
ン
は
新
た
に
、
理
學
的
注
釋
、
日
常
的
儀
式
と
祈
禱
、
連
禱
と
懺
悔
（
こ
れ
ら
に
は

玉
皇
に
よ
っ
て
啓
示
さ
れ
た
連
禱
、
祈
禱
用
經
文
の
た
め
の
特
別
な
カ
テ
ゴ
リ
が
記
さ
れ
て
い
る
）
、
民
閒
信
仰
、
淸
規
、
聖
人
傳
、
碑
文
、

地
形
學
な
ど
の
硏
究
を
特
色
と
す
る
。

　
舊
『
道
藏
輯
要
』
の
序
と
十
二
則
か
ら
な
る
凡
例
に
よ
れ
ば
、
編
者
た
ち
の
目
的
の
一
つ
は
、「
原
初
的
道
敎
」
の
敎
え
の
目
的
を

定
め
る
こ
と
で
、「
煉
丹
の
道
の
眞
實
の
傳
統
を
統
合
し
、
す
べ
て
の
眞
人
の
典
籍
の
要
を
網
羅
す
る
（
綜
丹
道
之
眞
傳
、
羅
諸
眞
之

典
要
）」
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る（

17
）。

彼
ら
の
全
體
的
な
目
標
は
「『
道
藏
』
全
て
の
精
髓
を
集
め
る
こ
と
（
擷
全
藏
之
精
華
）」

で
あ
っ
た
か
ら
、
編
者
た
ち
は
か
な
り
の
數
の
明
版
『
道
藏
』
所
收
の
祈
禱
用
經
典
を
採
錄
し
て
い
る
。
以
前
の
『
道
藏
』
と
同
じ

よ
う
に
、『
道
藏
輯
要
』
は
個
人
的
修
練
の
た
め
の
經
典
だ
け
で
は
な
く
、『
北
斗
經
』
や
、『
玉
樞
經
』
の
よ
う
な
世
界
救
濟
の
た
め

の
經
典
に
も
重
き
を
置
い
て
い
る
。
し
か
し
、「
先
の
明
版
『
道
藏
』
の
遺
漏
を
補
う
た
め
（
補
前
藏
之
遺
漏（

18
））」、

近
代
的
祈
禱
式
文

の
中
で
は
最
も
傑
出
し
、
神
霄
雷
法
儀
禮
の
重
要
な
約
定
で
あ
る
『
玉
樞
經
』
が
、『
道
藏
輯
要
』
で
は
呂
洞
賓
自
身
に
よ
っ
て
注
釋
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を
施
さ
れ
て
い
る（

19
）。

明
版
『
道
藏
』
と
對
比
す
る
と
、「
僞
り
を
捨
て
て
眞
實
に
歸
し
、
繁
雜
な
も
の
を
削
っ
て
億
約
に
向
え
（
棄
僞

而
歸
眞
、
刪
繁
而
就
約
）」
と
の
啓
示
に
從
い
、『
道
藏
輯
要
』
の
編
者
た
ち
は
正
典
的
經
典
に
新
し
い
注
釋
を
加
え
、
先
行
す
る
大

部
の
經
典
の
億
易
で
要
約
さ
れ
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
提
供
し
、
過
度
に
專
門
的
な
符
籙
手
引
き
書
を
彼
ら
の
正
典
選
擇
か
ら
除
外
し

て
い
る（

20
）。

し
か
し
、
豫
想
で
き
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
記
述
は
部
分
的
に
し
か
正
し
く
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、『
道
藏
輯
要
』
は
、
そ
れ

ま
で
通
り
、
お
び
た
だ
し
い
數
の
祈
禱
式
文
と
、『
高
上
神
霄
玉
淸
眞
王
紫
書
大
法
』
（
Ｄ
Ｚ
一
二
一
九
。
以
下
、
Ｄ
Ｚ
は
シ
ッ
ペ
ー
ル
ナ

ン
バ
ー
を
表
す
）
の
よ
う
な
複
雜
な
お
祓
い
の
手
引
き
書
を
收
錄
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

21
）。

　
さ
ら
に
、
新
し
い
經
典
に
よ
っ
て
增
大
し
て
い
く
こ
と
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
そ
の
他
の
「
正
典
的
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
と
同
じ

く（
22
）、『

道
藏
輯
要
』
は
何
度
も
何
度
も
再
版
さ
れ
、
改
訂
さ
れ
、
增
補
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
中
國
の
樣
々
な
地
域
に
、
所
收
經
典
數

が
異
な
っ
た
色
々
な
版
が
出
回
っ
た
の
で
あ
る
。
中
國
、
臺
灣
、
日
本
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
圖
書
館
に
所
藏
さ
れ
て
い
る
十
四
種

類
の
版
本
を
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
舊
「
嘉
慶
」
版
は
主
に
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
に
分
類
で
き
る
こ
と
が
、
初
め
て
分
か
っ
た（

23
）。

最
初
の

カ
テ
ゴ
リ
は
舊
一
類
で
あ
り
、
現
存
す
る
所
收
經
典
數
が
少
な
い
嘉
慶
版
の
全
て
を
含
む
。
二
つ
目
の
カ
テ
ゴ
リ
は
舊
二
類
で
あ
り
、

か
な
り
の
數
の
所
收
經
典
が
あ
る
も
の
（
補
遺
的
な
「
箕
集
一
〇
―
一
一
」
部
を
含
む
）
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
所
收
經
典
數
に
見
え
る
違

い
を
基
に
、
二
十
八
宿
中
の
經
典
の
つ
な
が
り
、
改
訂
さ
れ
た
一
說
、
序
の
數
な
ど
は
、「
舊
一
類
」
カ
テ
ゴ
リ
で
は
ａ
〜
ｅ
の
五
つ

の
暫
定
的
な
サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
、『
道
藏
輯
要
』
の
「
舊
」
版
は
表
一
に
見
え
る
よ
う
な
形
で
あ
ら

わ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
中
國
、
臺
灣
、
日
本
、
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
に
現
存
す
る
舊
『
道
藏
輯
要
』
の
版
本
の
暫
定
的
な
分
類
に
よ
っ
て
、
嘉
慶
版
が

十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
被
っ
た
改
訂
と
修
正
に
光
を
當
て
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
四
川
に

流
布
し
て
い
た
舊
一
類
カ
テ
ゴ
リ
に
屬
す
る
版
（
嚴
雁
峰
版
舊
一
類
ｃ
）
が
一
九
〇
六
年
の
二
仙
庵
版
で
あ
る
『
重
刊
道
藏
輯
要
』
の

底
本
と
し
て
使
わ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
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舊一類　　　
ａ
東
洋
文
庫
（
二
一
八
分
册
）

ｂ
大
阪
府
立
中
之
島
圖
書
館
（
二
一
九
分
册
）

ｃ
四
川
省
圖
書
館
所
藏
の
嚴
雁
峰
（
一
八
五
五
―
一
九
一
八
）
の
所
藏
本
（
二
一
八
分
册
）

ｄ
東
洋
文
化
硏
究
所
（
二
〇
〇
分
册
）

ｅ
京
都
大
學
人
文
科
學
硏
究
所
所
藏
の
陶
湘
の
所
藏
本
（
二
六
八
分
册
）。「
人
文
本
」
と
稱
す
。﹇
以
下
の
版
と
類
似
し
て
い
る
。
一
、
北
京
社

會
科
學
院
所
藏
の
方
功
惠
（
一
八
二
九
―
一
八
九
七
）
の
所
藏
本
（
一
九
〇
分
册
）。
二
、
東
大
總
合
圖
書
館
所
藏
の
德
川
賴
倫
（
一
八
七
二
―

一
九
二
五
）
の
斷
片
的
所
藏
本
。
德
川
賴
倫
の
個
人
的
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
南
葵
文
庫
に
所
藏
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。（
二
三
〇
分
册
）﹈

舊二類　　
ポ
ー
ル
・
ぺ
リ
オ
（
一
八
七
八
―
一
九
四
五
）
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
に
傳
え
ら
れ
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
漢
學
硏
究
所
圖
書
館
に
所

藏
さ
れ
る
柯
逢
時
（
一
八
四
四
―
一
九
一
二
）
所
藏
本
。「
パ
リ
本
」
と
稱
す
。﹇
以
下
の
版
と
類
似
し
て
い
る
。
一
、
北
京
の
白
雲
觀
所
藏
の

曾
釗
（
一
七
九
三
―
一
八
五
四
）
の
所
藏
本
（
二
〇
箱
）。
二
、
北
京
大
學
圖
書
館
所
藏
の
李
盛
鋒
の
斷
片
的
所
藏
本
（
二
十
一
番
目
と
二
十

八
番
目
の
星
宿
の
み
を
含
む
）。
三
、
山
東
師
範
大
學
（
一
八
〇
分
册
）。
四
、
國
立
中
央
圖
書
館
臺
灣
分
館
所
藏
の
內
田
嘉
吉
（
一
八
六
六
―

一
九
三
三
）
の
斷
片
的
所
藏
本
（
二
一
一
分
册
）。
五
、
國
立
國
會
圖
書
館
所
藏
殘
本
（
も
と
も
と
は
一
八
五
分
册
）﹈

表
一
　
『
道
藏
輯
要
』
の
二
つ
の
主
要
カ
テ
ゴ
リ
と
五
つ
の
サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ
　

　
　
（
二
）
光
緖
年
閒
の
二
仙
庵
版
な
い
し
は
新
『
道
藏
輯
要
』

　
億
單
に
い
え
ば
新
『
道
藏
輯
要
』
を
意
味
す
る
光
緖
年
閒
（
一
八
七
五
―
一
九
〇
八
）
の
二
仙
庵
版
は
、
閻
永
和
（
字
、
笙
階
、
道
名
、

雝
雝
子
、？
―
一
九
〇
八
／
二
〇
？（
24
））
、
彭
瀚
然
（
字
、
恩
溥
、
一
九
〇
〇
―
一
九
〇
八
頃
活
躍
）
と
賀
龍
驤
（
字
、
靜
軒
、
一
八
九
一
―
一
九
〇

八
頃
活
躍
）
に
よ
っ
て
『
重
刊
道
藏
輯
要
』
と
い
う
名
で
準
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
以
下
、『
重
刊
』
と
略
す
。

　
も
し
、
舊
『
道
藏
輯
要
』
の
評
判
が
、
若
い
こ
ろ
か
ら
數
十
年
に
わ
た
っ
て
道
士
と
な
り
、
成
都
の
二
仙
庵
の
住
持
と
な
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
閻
永
和
の
耳
に
屆
い
て
い
な
け
れ
ば
、
舊
『
道
藏
輯
要
』
は
お
そ
ら
く
稀
覯
本
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。『
道
藏
輯

要
』
（
つ
ま
り
嚴
雁
峰
版
、
舊
一
類
ｃ
）
が
貴
重
な
道
敎
の
寶
庫
で
あ
り
、
內
丹
書
へ
の
貴
重
な
注
釋
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
、

閻
は
、
當
時
、
成
都
で
も
っ
と
も
名
聲
の
あ
る
書
院
の
長
で
あ
り
、
翰
林
の
有
名
な
役
人
で
あ
っ
た
伍
崧
生
（
一
八
二
九
―
一
九
一
五
）
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か
ら
聞
い
た
。
一
八
九
二
年
、
閻
永
和
が
方
丈
と
な
る
と
、『
道
藏
輯
要
』
を
再
版
し
た
い
と
表
明
し
た
。
そ
の
版
木
が
毀
損
し
て
い

る
こ
と
を
知
る
と
、
彼
は
新
し
い
版
木
を
彫
る
こ
と
を
決
め
た
。
し
か
し
、
經
濟
的
狀
況
か
ら
、
彼
が
望
ん
だ
ほ
ど
す
ぐ
に
そ
れ
を
實

現
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
二
仙
庵
の
碧
洞
堂
を
任
さ
れ
て
い
る
閒
、
閻
は
他
の
堂
を
修
復
す
る
こ
と
で
大
變
忙
し
く
し
て
い

た
。
最
終
的
に
、
一
九
〇
〇
年
に
な
っ
て
、
閻
永
和
の
望
み
は
ほ
ぼ
滿
た
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
四
川
の
醫
師
で
あ
っ
た
彭
瀚
然
が
、

貴
重
な
經
典
と
注
釋
を
求
め
て
彼
の
も
と
を
訪
れ
た
の
で
あ
る（

25
）。

閻
永
和
の
『
道
藏
輯
要
』
再
版
計
畫
を
聞
い
て
、
經
濟
的
援
助
を

申
し
出
た
彭
瀚
然
は
、
す
ぐ
に
故
郷
、
四
川
省
新
津
の
友
人
や
親
族
か
ら
資
金
を
調
逹
し
始
め
た
。
一
九
〇
三
年
に
は
、
四
川
省
井

硏
の
人
で
あ
る
賀
龍
驤
（
一
八
二
一
年
の
擧
人
）
が
、
や
は
り
『
道
藏
輯
要
』
再
版
計
畫
を
聞
き
つ
け
、
二
仙
庵
を
訪
ね
、
舊
『
道
藏
輯

要
』
所
收
經
典
の
カ
タ
ロ
グ
製
作
、
對
照
校
合
、
改
定
を
手
傳
お
う
と
申
し
出
た
。
閻
永
和
、
彭
瀚
然
、
そ
し
て
賀
龍
驤
と
い
う
三

人
の
は
た
ら
き
で
、
新
版
『
道
藏
輯
要
』
が
實
現
し
た
の
で
あ
る（

26
）。

　
舊
『
道
藏
輯
要
』
と
比
べ
る
と
、
新
『
重
刊
』
は
四
川
の
地
域
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
基
盤
と
し
て
作
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
資
料
的
資
源
と
四
川
省
岳
池
で
正
典
用
の
版
木
を
作
る
地
域
の
技
術
者
を
提
供
し
た（

27
）。

共
に
四
川
省
出
身
で
あ
っ
た
三
人

の
編
者
は
四
川
省
の
藏
書
家
、
嚴
雁
峰
（
一
八
五
五
―
一
九
一
八
）
の
個
人
圖
書
館
に
あ
っ
た
印
刷
さ
れ
た
底
本
（
舊
一
類
ｃ
）
を
本
に
し

て
こ
の
新
版
を
作
っ
た
。
こ
の
底
本
は
斷
片
的
で
あ
っ
た
た
め
、
賀
龍
驤
は
重
慶
の
何
起
重
と
秦
芃
生
と
い
う
二
人
の
四
川
人
藏
書

家
か
ら
得
た
二
種
類
の
寫
本
と
校
合
し
て
い
る
。
新
津
出
身
の
蕭
濟
川
と
李
廷
福
と
い
う
二
人
の
四
川
人
の
校
正
者（

28
）に

補
佐
さ
れ
た

賀
龍
驤
の
仕
事
に
よ
っ
て
、
新
『
重
刊
』
と
い
う
形
の
、
舊
『
道
藏
輯
要
』
の
最
も
完
成
し
た
形
が
今
日
に
傳
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
編
者
の
背
景
、
動
機
、
興
味
の
違
い
に
よ
っ
て
、
新
舊
『
道
藏
輯
要
』
に
は
必
然
的
な
差
異
が
あ
る
。
舊
『
道
藏
輯
要
』
は
、
呂
洞

賓
カ
ル
ト
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
エ
リ
ー
ト
官
僚
た
ち
に
よ
っ
て
北
京
に
設
立
さ
れ
た
一
般
の
扶
鸞
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
で
き
た
も
の
で

あ
る
の
に
對
し
、『
重
刊
』
は
四
川
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
產
物
で
あ
り
、
先
行
す
る
道
敎
正
典
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
道
藏
の
製
作
と
同

じ
よ
う
に
道
觀
か
ら
の
指
導
を
受
け
て
い
る
。
地
域
的
ま
た
道
觀
の
事
業
と
し
て
、『
重
刊
』
版
木
の
製
作
は
、
新
し
く
復
興
さ
れ
た
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　　淸代道敎における三敎の寶庫としての『道藏輯要』

全
眞
敎
龍
門
派
の
公
の
叢
林
で
あ
る
二
仙
庵
の
地
位
と
そ
の
新
し
い
方
丈
で
あ
る
閻
永
和
の
名
聲
を
上
げ
る
一
助
と
な
っ
た
だ
け
で

は
な
く
、
地
域
的
カ
ル
ト
と
祭
式
を
「
正
典
化
」
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
。
上
述
の
通
り
、
舊
『
道
藏
輯
要
』
が
北
京
を
中
心

に
展
開
し
た
呂
洞
賓
の
扶
鸞
に
よ
る
啓
示
と
そ
の
經
典
を
正
典
化
す
る
た
め
の
容
器
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
に
對
し
、『
重
刊
』

は
今
や
四
川
省
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
流
布
し
て
い
た
新
し
い
テ
キ
ス
ト
の
寶
庫
に
な
っ
た
の
で
あ
る（

29
）。

こ
の
點
に
つ
い
て
更
に
蹈
む
込

む
前
に
、『
重
刊
』
版
の
推
定
成
立
年
代
に
つ
い
て
觸
れ
て
お
き
た
い
。

　
表
題
に
現
れ
る
『
重
刊
』
版
木
の
完
成
年
代
と
し
て
の
一
九
〇
六
年
に
つ
い
て
は
異
見
が
あ
る
。
一
九
〇
六
年
に
記
さ
れ
た
彭
瀚

然
の
序
に
は
、『
重
刊
』
用
版
木
の
製
作
は
七
年
閒
續
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
（
一
八
九
九
／
九
〇
―
一
九
〇
六
／
七
）
。
し
か
し
、
近

年
亡
く
な
っ
た
成
都
の
靑
羊
宮
の
方
丈
、
張
元
和
（
一
九
〇
九
―
二
〇
〇
四
）
の
記
憶
に
よ
れ
ば
、
こ
の
事
業
は
十
五
年
以
上
續
い
た（

30
）。

閻
永
和
の
死
後
、
よ
り
正
確
に
は
彼
が
住
持
と
し
て
の
職
務
を
退
い
た
後（

31
）、

版
木
製
作
は
王
伏
陽
（
？
―
一
九
五
三
）
と
熊
理
斌
（
？

―
一
九
五
〇（
32
））
の
指
導
の
も
と
に
續
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
九
一
五
年
に
終
了
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
時
に

は
一
萬
四
千
枚
以
上
の
梨
の
木
の
版
木
が
兩
面
彫
り
で
作
ら
れ
、
二
仙
庵
に
所
藏
さ
れ
た
と
い
う（

33
）。

そ
の
後
、
こ
の
叢
林
で
、
日
中

戰
爭
（
一
九
三
七
年
）
ま
で
の
二
十
五
年
閒
に
わ
た
っ
て
大
量
の
印
刷
が
行
わ
れ
た
。
張
住
持
に
よ
れ
ば
版
木
は
戰
爭
中
も
二
仙
庵
に

所
藏
さ
れ
て
い
た
と
い
う
が
、
李
合
春
と
丁
常
春
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
編
集
さ
れ
た
資
料
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
は
、
爆
擊
か
ら
版

木
を
守
る
た
め
に
、
住
持
王
伏
陽
が
靑
城
山
の
眞
武
宮
に
版
木
を
移
し
た
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る（

34
）。

戰
後
、
王
は
再
び
版
木
を
二
仙
庵

に
戾
し
、
そ
こ
で
は
、
張
住
持
の
記
憶
通
り
、
一
九
五
七
年
か
ら
一
九
六
〇
年
に
か
け
て
二
仙
庵
の
道
士
た
ち
が
全
て
の
版
木
を
熱

湯
で
も
っ
て
二
度
洗
淨
し
て
い
る
。

　
一
九
六
一
年
、
二
仙
庵
と
靑
羊
宮
（
こ
れ
ら
は
一
九
五
五
年
に
統
合
さ
れ
た
）
が
い
わ
ゆ
る
文
化
公
園
の
一
部
に
な
っ
た
時
、
版
木
は

最
終
的
に
靑
羊
宮
に
移
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
文
化
大
革
命
の
最
中
の
一
九
六
六
年
、
紅
衞
兵
が
靑
羊
宮
を
略
奪
し
た
際
、
四
百

枚
以
上
の
版
木
が
持
ち
去
ら
れ
、
あ
る
い
は
破
壞
さ
れ
た
。
一
九
七
八
年
、
張
元
和
住
持
と
五
人
の
ほ
か
の
道
士
た
ち
は
、
靑
羊
宮
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に
戾
り
、
靑
羊
宮
を
復
興
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
彼
ら
は
文
革
を
生
き
延
び
た
「
二
〇
〇
分
册
以
上
の
『
道
藏
輯
要
』」

を
受
け
取
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
斷
片
的
で
は
あ
る
が
、
四
百
枚
以
上
の
毀
損
し
た
版
木
を
再
制
作
す
る
の
に
役
立
て
ら
れ
た（

35
）。

二
〇

〇
九
年
五
月
十
二
日
、
靑
羊
宮
の
事
實
上
の
監
院
で
あ
る
陳
明
昌
は
、
靑
羊
宮
所
藏
の
『
重
刊
』
の
實
見
を
許
可
し
て
く
れ
た
が
、
張

元
和
が
述
べ
て
い
る
斷
片
的
な
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
分
册
を
少
し
見
つ
け
ら
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
今
日
で
は
、
そ
れ
ら
は
再
版
さ

れ
た
『
重
刊
』
の
新
し
い
も
の
と
古
い
も
の
を
含
む
分
册
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
多
く
が
蟲
⻝
い
に
よ
っ
て
損
傷
し
て
お
り
、

靑
羊
宮
の
印
刷
室
の
傍
の
小
さ
な
部
屋
の
戶
棚
の
中
に
無
秩
序
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
新
し
い
分
册
の
い
く
つ
か
は
一
九
八
五
年
に

記
さ
れ
た
任
繼
愈
の
序
を
持
つ
一
九
八
五
年
の
巴
蜀
書
社
本
に
由
來
す
る
も
の
で
あ
る（

36
）。

一
九
八
四
年
に
調
印
さ
れ
た
巴
蜀
書
社
と

の
同
意
書
の
お
か
げ
で
、
二
四
五
分
册
（
三
五
箱
）
か
ら
な
る
大
判
『
重
刊
』
が
再
び
作
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
九
三
年
か
ら
、

『
重
刊
』
の
他
の
揃
い
も
靑
羊
宮
で
直
接
製
作
さ
れ
て
い
る（

37
）。

現
存
す
る
違
う
セ
ッ
ト
の
『
重
刊
』
の
中
に
含
ま
れ
る
經
典
數
の
違
い

に
基
づ
い
て
、
舊
『
道
藏
輯
要
』
に
關
す
る
か
ぎ
り
、
新
一
類
と
新
二
類
の
二
種
類
の
カ
テ
ゴ
リ
に
區
別
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
最

初
の
カ
テ
ゴ
リ
（
新
一
類
）
は
第
二
の
カ
テ
ゴ
リ
（
新
二
類
）
よ
り
所
收
經
典
の
數
が
少
な
い
。
第
二
の
カ
テ
ゴ
リ
は
、
成
都
の
靑
羊

宮
に
版
木
が
戾
さ
れ
た
後
で
あ
る
一
九
八
五
年
以
降
、
巴
蜀
書
社
で
制
作
さ
れ
た
『
重
刊
』
再
版
本
に
あ
た
る（

38
）。

世
界
中
の
樣
々
な

圖
書
館
に
所
藏
さ
れ
て
い
る
複
數
の
『
重
刊
』
の
硏
究
に
基
づ
い
て
、
や
は
り
初
め
て
、
新
一
類
の
カ
テ
ゴ
リ
に
三
つ
の
サ
ブ
カ
テ

ゴ
リ
（
ａ
、
ｂ
、
ｃ
）
を
特
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。『
重
刊
』
に
は
以
下
の
よ
う
な
異
本
が
あ
る
。

442



　　淸代道敎における三敎の寶庫としての『道藏輯要』

　新一類　　　
ａ
一
九
一
七
年
以
前
の
版
で
『
析
疑
指
迷
論
』
を
缺
く
も
の
（
現
在
の
と
こ
ろ
、
北
京
大
學
に
一
揃
い
、
中
國
社
會
科
學
院
に
一
揃
い
の
み
）

ｂ
一
九
一
七
年
以
降
の
版
で
『
析
疑
指
迷
論
』
を
含
む
も
の
（
現
在
の
と
こ
ろ
、
以
下
に
所
藏
さ
れ
て
い
る
。
北
京
白
雲
觀
、
北
京
大
學
、
中

國
社
會
科
學
院
、
山
東
師
範
大
學
、
四
川
省
圖
書
館
、
上
海
圖
書
館
、
臺
灣
國
立
圖
書
館
、
香
港
中
文
大
學
、
天
理
圖
書
館
、
筑
波
大
學
、
イ

ギ
リ
ス
・
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
學
圖
書
館（
39
））。

ｃ
考
正
出
版
社
（
一
九
七
一
年
）
と
新
文
豐
出
版
社
（
一
九
七
七
年
か
ら
）
の
影
印
版
。
理
學
系
の
經
典
が
缺
け
る
新
一
類
ａ
と
新
一
類
ｂ
の

校
合
に
基
づ
く
。

新二類
巴
蜀
書
社
の
再
版
（
二
四
五
分
册
、
三
五
箱
）、
一
九
八
五
年
よ
り
。
後
に
江
蘇
廣
陵
古
藉
と
靑
羊
宮
か
ら
も
出
版
さ
れ
た
『
純
陽
三
書
』
を

收
載
す
る
星
宿
「
室
八
」
を
含
む
（
江
蘇
廣
陵
古
藉
と
靑
羊
宮
か
ら
の
も
の
に
は
、
問
題
點
や
ペ
ー
ジ
の
置
き
閒
違
い
が
あ
る
）。

巴
蜀
書
社
縮
刷
版
（
一
〇
册
）、
一
九
九
五
年
、
吉
林
人
民
出
版
社
か
ら
再
版
さ
れ
て
い
る
（
一
〇
册
）
が
、
さ
ら
に
閒
違
い
が
あ
る
。

表
二
　
『
重
刊
』
と
そ
の
再
版
本
の
主
要
な
カ
テ
ゴ
リ
と
サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ
　

　　
　
　
二
　
新
し
い
『
重
刊
』
文
獻
と
三
敎
と
の
關
係

　　
新
舊
二
版
の
『
道
藏
輯
要
』
の
歷
史
と
そ
の
異
な
る
背
景
を
槪
觀
し
て
き
た
が
、
つ
ぎ
に
三
敎
に
關
し
て
二
版
が
持
つ
性
格
の
違

い
を
考
え
て
み
た
い
。
舊
『
道
藏
輯
要
』
版
に
比
べ
て
新
『
重
刊
』
版
は
三
敎
と
い
う
旗
印
へ
の
忠
義
を
凡
例
、
雍
正
帝
の
上
諭
や

序
、
賀
龍
驤
の
跋
（
前
出
圖
一
―
三
を
參
照
）
な
ど
で
よ
り
明
確
に
宣
言
し
て
い
る
が
、
ど
う
い
う
意
圖
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
三

敎
に
關
す
る
新
版
の
內
容
は
新
版
の
編
者
た
ち
が
强
い
て
誇
示
す
る
ほ
ど
に
變
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
新
し
い
編
者
た
ち
に
よ
っ

て
加
え
ら
れ
た
文
獻
は
舊
版
に
所
收
さ
れ
て
い
た
文
獻
群
よ
り
も
三
敎
に
焦
點
を
あ
て
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
ら
新
舊
二
版
の
『
道
藏
輯
要
』
を
分
析
す
る
と
、
そ
の
中
核
と
な
る
も
の
は
變
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
一
部
に
、

『
重
刊
』
編
者
た
ち
に
よ
っ
て
補
遺
的
な
文
獻
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
除
け
ば
二
十
八
宿
に
文
獻
を
配
置
す
る
や
り
方
も
ほ
ぼ
同

じ
で
あ
る
。
新
し
い
編
者
た
ち
に
よ
っ
て
付
け
加
え
ら
れ
た
三
敎
に
關
す
る
違
い
が
彼
ら
が
補
足
し
た
文
獻
の
內
容
に
よ
る
も
の
で
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あ
る
か
否
か
を
知
る
た
め
に
、
ま
ず
は
新
し
い
文
獻
群
の
範
圍
を
定
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
表
二
を
元
に
し
て
、
以
下
に
『
重
刊
』

に
加
え
ら
れ
た
文
獻
を
表
に
示
し
た
。
こ
れ
は
、
文
獻
の
所
收
位
置
（
つ
ま
り
二
十
八
宿
の
前
に
「
續
」
字
が
附
加
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
れ

と
も
『
重
刊
』
印
刷
版
で
使
わ
れ
て
い
る
他
の
文
字
で
あ
る
の
か
）
と
共
に
、
三
敎
と
い
う
語
の
有
無
、
出
現
回
數
を
括
弧
內
に
示
し
た
も

の
で
あ
る
。
三
敎
と
い
う
語
を
有
す
る
文
獻
は
「
・
」
を
つ
け
太
字
で
表
記
し
た
。

　
こ
の
表
（
次
頁
表
三
）
は
『
重
刊
道
藏
輯
要
續
編
子
目
』
と
い
う
目
錄
に
擧
げ
ら
れ
る
す
べ
て
の
『
重
刊
』
本
を
含
ん
で
い
る
。
こ

の
目
錄
は
、
賀
龍
驤
に
よ
っ
て
編
ま
れ
、
彭
瀚
然
が
校
訂
し
、
閻
永
和
が
再
校
し
た
も
の
で
、『
重
刊
』
に
加
え
ら
れ
た
文
獻
及
び
加

え
ら
れ
る
豫
定
だ
っ
た
文
獻
の
詳
細
な
リ
ス
ト
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
擧
げ
ら
れ
て
い
る
い
く
つ
か
は
『
重
刊
道
藏
輯

要
總
目
』
と
い
う
槪
括
的
な
目
錄
に
も
（
加
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
）
「
續
」
の
字
を
伴
っ
て
見
ら
れ
る（

40
）。

補
遺
的
な
文
獻
の
い
く

つ
か
は
新
一
類
、
新
二
類
の
グ
ル
ー
プ
に
屬
す
る
『
重
刊
』
本
に
加
え
ら
れ
た
が
、
他
は
追
加
さ
れ
る
豫
定
に
な
っ
て
い
た
も
の
で
、

こ
れ
は
筆
者
が
「
新
三
類
」
と
す
る
新
カ
テ
ゴ
リ
に
含
ま
れ
る
。『
重
刊
道
藏
輯
要
』
と
い
う
ヘ
ッ
ダ
ー
を
持
つ
こ
の
新
し
い
カ
テ
ゴ

リ
の
文
獻
は
、
＊
印
で
標
記
し
た
。

　
表
三
に
記
し
た
よ
う
に
、
新
三
類
カ
テ
ゴ
リ
に
含
ま
れ
る
八
種
の
追
加
文
獻
は
結
局
、『
廣
成
儀
制
』
と
し
て
、
あ
る
い
は
獨
立
し

た
文
獻
と
し
て
世
に
出
る
こ
と
と
な
っ
た（

41
）。

筆
者
は
新
三
類
カ
テ
ゴ
リ
に
含
ま
れ
る
文
獻
を
含
ん
だ
版
本
を
發
見
で
き
て
お
ら
ず
、

二
仙
庵
で
そ
う
し
た
『
重
刊
』
本
が
果
た
し
て
作
ら
れ
た
の
か
否
か
に
つ
い
て
の
確
認
は
し
て
い
な
い（

42
）。

し
か
し
、「
重
刊
道
藏
輯

要
續
編
子
目
」
に
擧
げ
ら
れ
る
す
べ
て
の
文
獻
は
、
今
日
、
成
都
の
靑
羊
宮
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
し
て
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
、
靑
羊
宮
は
一
九
六
一
年
以
降
、
二
仙
庵
の
版
木
が
保
存
さ
れ
て
お
り
、
一
九
八
五
年
以
降
に
版

木
が
戾
さ
れ
た
場
所
で
あ
る
。
表
三
の
新
三
類
カ
テ
ゴ
リ
に
記
し
た
と
お
り
、
こ
う
し
た
文
獻
の
い
く
つ
か
（
表
三
の
文
獻
番
號
21
―

23
及
び
25
、
＊
印
の
つ
い
て
い
る
文
獻
）
は
、『
重
刊
道
藏
輯
要
』
と
い
う
ヘ
ッ
ダ
ー
が
示
す
よ
う
に
、『
重
刊
』
に
收
め
る
べ
く
準
備
さ

れ
て
い
た
も
の
で
あ
る（

43
）。
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　　淸代道敎における三敎の寶庫としての『道藏輯要』

　　　新一類
（一七／一八種の追加文獻）

ａ
一
九
一
七
年
以
前
の
、『
析
疑
指
迷
論
』
を
含
ま
な
い
一
七
種
の
追
加
文
獻

1
・『
觀
音
大
士
蓮
船
經
』
續
斗
一
（
四
回
）

2
『
孫
眞
人
備
急
千
金
要
方
』
續
虛
一
二
。
Ｄ
Ｚ
一
一
六
三
（
な
し
）

3
『
呂
祖
本
傳
』
續
室
一
（
な
し
）

4
『
東
園
語
錄
』
續
壁
七
―
又
壁
七
（
な
し
）

5
『
太
公
陰
符
經
』
又
胃
二
（
な
し
）

6
・『
五
篇
靈
文
』
又
胃
二
（
一
回
）

7
・『
張
三
丰
先
生
全
集
』
續
畢
七
―
一
二
（
四
二
回
）

8
『
三
寶
萬
靈
法
懺
』
續
柳
七
―
一
二
（
な
し
）

9
『
太
上
靈
寶
朝
天
謝
罪
法
懺
』
續
柳
一
三
。
Ｄ
Ｚ
一
八
九
（
な
し
）

10
・『
文
昌
帝
君
本
傳
』
星
八
（
一
回
）。

11
・『
文
帝
化
書
』
星
八
。
Ｄ
Ｚ
一
七
〇
た
だ
し
、
若
干
異
同
あ
り
（
一
回
）

12
『
關
聖
帝
君
本
傳
』
又
星
九
（
な
し
）

13
・『
太
上
玄
門
功
課
經
』
張
一
（
二
回
）

14
『
太
上
三
元
賜
福
赦
罪
解
厄
消
災
延
生
保
命
妙
經
』
張
一
。
Ｄ
Ｚ
一
四
四
二
及
び
Ｄ
Ｚ
七
一
（
な
し
）

15
『
二
仙
庵
碑
記
』
翼
一
（
な
し
）

16
・『
靑
羊
宮
碑
記
』
續
翼
一
（
一
回
）

17
『
靑
城
山
記
』﹇
續
﹈
翼
一
〇
（
な
し
）

ｂ
一
九
一
七
年
以
降
の
『
析
疑
指
迷
論
』
を
含
む
追
加
文
獻

18
『
析
疑
指
迷
論
』
奎
四
。
Ｄ
Ｚ
二
七
六
（
な
し
）。
閻
永
和
に
つ
い
て
述
べ
る
一
九
一
七
年
の
出
版
マ
ー
ク
を
持
つ
こ
の
文
獻
は
『
重
刊
道
藏
輯
要
』
の
い

か
な
る
目
錄
に
も
見
え
な
い
。

ｃ
上
出
一
八
を
含
む
が
舊
版
所
收
の
以
下
の
四
種
の
理
學
系
文
獻
を
缺
く
考
正
出
版
社
（
一
九
七
一
年
）
と
新
文
豐
出
版
社
（
一
九
七
七
年
か
ら
）
の
影
印
版

i
『
太
極
圖
說
』
星
七

ii
『
通
書
』
星
七

iii
『
皇
極
經
世
書
』
星
七

iv
『
擊
壤
集
』
星
七
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　　新二類
（一九追加文獻）

一
九
八
五
年
以
降
の
巴
蜀
書
社
再
版
本
（
二
四
五
册
、
三
五
箱
）
で
「
純
陽
三
書
」
を
含
む
文
獻

19
・『
純
陽
三
書
』
室
八
（
八
回
）

　巴
蜀
書
社
本
は
一
九
九
五
年
に
體
裁
を
變
え
、
一
〇
册
本
に
縮
小
し
た
。
吉
林
人
民
出
版
社
か
ら
再
版
さ
れ
た
十
册
本
に
も
上
述
の
十
九
種
の
テ
キ
ス
ト
が
含

ま
れ
る
。

　

　　　　新三類
（八種の追加文獻、合計二七文獻）

『
重
刊
道
藏
輯
要
續
編
子
目
』
に
含
ま
れ
る
八
種
の
追
加
文
獻

　張
集
一
續

20
『
靑
玄
濟
煉
鐵
貫
斛
⻝
』（『
廣
成
儀
制
』
に
含
ま
れ
、『
藏
外
道
書
』
第
一
四
册
に
も
再
版
さ
れ
て
い
る
。）

21
＊
『
靈
寶
文
檢
』（
口
繪
部
に
「
光
緖
丙
午
（
一
九
〇
六
）
重
刊
二
仙
庵
藏
版
」
及
び
『
重
刊
道
藏
輯
要
』
の
ヘ
ッ
ダ
ー
）

22
＊
『
心
香
妙
語
』（
口
繪
部
に
「
光
緖
丙
午
（
一
九
〇
六
）
重
刊
二
仙
庵
藏
版
」
及
び
『
重
刊
道
藏
輯
要
』
の
ヘ
ッ
ダ
ー
）

23
＊
『
雅
宜
集
』（
口
繪
部
に
「
光
緖
丙
午
（
一
九
〇
六
）
重
刊
二
仙
庵
藏
版
」
及
び
『
重
刊
道
藏
輯
要
』
の
ヘ
ッ
ダ
ー
）

　翼
集
一
〇
續

24
『
太
上
無
極
大
道
三
十
六
部
尊
經
』（
Ｄ
Ｚ
八
に
相
當
す
る
が
、
表
題
に
「
光
緖
丙
午
（
一
九
〇
六
）
重
刊
二
仙
庵
藏
版
」
と
あ
る
『
道
藏
』
版
に
は
見
え

な
い
孚
佑
帝
君
（
つ
ま
り
呂
洞
賓
）
に
假
託
さ
れ
た
注
が
あ
る
。）

25
＊
『
太
上
無
極
大
道
延
壽
集
福
消
切
寶
懺
』（『
重
刊
道
藏
輯
要
』
の
ヘ
ッ
ダ
ー
あ
り
。『
廣
成
儀
制
』
に
含
ま
れ
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。）

26
『
太
上
洞
玄
靈
寶
玉
樞
調
元
應
顯
尊
經
』

　『
重
刊
道
藏
輯
要
續
編
子
目
』
に
五
卷
目
と
し
て
付
加
さ
れ
た
文
獻

27
『
女
丹
合
編
』（
表
題
に
「
光
緖
丙
午
（
一
九
〇
六
）
重
刊
二
仙
庵
藏
版
」
と
あ
る
が
、
獨
立
し
た
二
仙
庵
集
成
と
し
て
出
版
さ
れ
た（
44
））

表
三
　
新
た
に
追
加
さ
れ
た
文
獻
と
の
關
係
に
お
け
る
『
重
刊
』
の
主
要
及
び
サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ
と
「
三
敎
」
の
有
無
　

　
新
一
類
、
新
二
類
に
屬
す
る
『
重
刊
』
本
に
含
ま
れ
て
い
る
一
九
種
類
の
追
加
文
獻
の
う
ち
、
九
文
獻
（
表
三
內
で
冒
頭
の
ド
ッ
ト

「
・
」
を
附
加
さ
れ
て
い
る
も
の
）
が
「
三
敎
」
と
い
う
語
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
豫
想
通
り
多
く
の
出
現
回
數
を
數
え
る
明
王
朝
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　　淸代道敎における三敎の寶庫としての『道藏輯要』

期
の
張
三
丰
信
仰
の
成
果
で
あ
る
『
張
三
丰
先
生
全
集
』
（
文
獻
7
）
を
除
い
て
は
、
殘
り
の
八
文
獻
に
は
僅
か
し
か
出
現
し
な
い
。

文
獻
6
、
10
、
16
に
一
回
、
文
獻
13
に
二
回
、
文
獻
1
に
四
回
、
そ
し
て
文
獻
19
に
最
多
の
八
回
で
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、

補
遺
的
文
獻
の
大
多
數
は
四
川
の
儀
禮
的
、
分
派
的
な
信
仰
に
焦
點
を
當
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
傳
統
は
、『
重
刊
』
凡
例
の
最
終
則

な
ど
に
表
明
さ
れ
る
三
敎
理
念
か
ら
は
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
（
四
三
二
頁
圖
一
―
三
參
照
）
。
編
集
指
針
に
比
べ
、
新
し
い
編
者

た
ち
が
提
示
し
た
編
集
案
は
三
敎
合
一
の
論
理
と
明
ら
か
に
齟
齬
を
き
た
し
て
い
る
。

　
「
三
敎
合
宗
」、「
三
敎
初
め
異
旨
無
し
」
な
ど
と
も
表
現
さ
れ
る
こ
の
論
理
は
「
そ
の
理
は
同
一
の
源
か
ら
出
て
お
り
、
そ
の
道

は
竝
行
し
て
い
て
違
背
し
な
い
（
理
同
出
於
一
原
、
道
竝
行
而
不
悖
）」
三
敎
の
理
想
的
な
合
一
と
い
う
も
の
に
基
づ
い
て
い
る
（
圖

三
の
ヘ
ッ
ダ
ー
や
圖
二
の
雍
正
帝
の
上
諭
を
參
照
）
。
雍
正
帝
の
上
諭
に
よ
っ
て
『
重
刊
』
卷
頭
で
宣
言
さ
れ
る
こ
の
三
敎
の
理
想
的
な

合
一
は
、
分
派
的
黨
派
的
な
修
行
や
信
仰
と
い
う
も
の
か
ら
解
き
放
た
れ
た
、
一
般
的
に
共
通
す
る
內
容
に
依
據
し
て
い
る（

45
）。

　
こ
う
し
た
理
念
に
反
し
、
新
版
へ
の
序
で
、
賀
龍
驤
は
讀
者
に
、
閻
永
和
住
持
と
彭
瀚
然
は
、
彼
ら
が
「
珠
遺
滄
海
」
で
あ
る
と

認
識
し
て
い
る
特
別
な
儀
禮
資
料
を
加
え
る
準
備
が
あ
る
と
傳
え
て
い
る
。

「
集
成
（
つ
ま
り
『
重
刊
道
藏
輯
要
』）
を
讀
み
返
し
て
、
無
秩
序
に
亂
雜
に
加
え
ら
れ
た
何
十
卷
も
の
追
加
文
獻
が
含
ま
れ
て
お

り
、
こ
の
集
成
を
「
重
刊
」
と
呼
ぶ
に
は
相
應
し
く
な
い
こ
と
に
氣
づ
い
た
。
閻
（
永
和
）
氏
と
彭
（
瀚
然
）
氏
に
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
に
答
え
た
。
現
狀
が
日
々
惡
化
し
て
い
る
中
、
我
々
の
す
べ
き
こ
と
は
底
稿
を
保
存
し

て
將
來
の
編
者
を
待
つ
こ
と
で
あ
る
。
實
際
、
我
々
は
「
滄
海
に
珠
が
失
わ
れ
る
こ
と
」
を
恐
れ
て
い
る
の
だ
云
云
、
と
。
す

ば
ら
し
い
、
す
ば
ら
し
い
。（
又
閱
輯
中
雜
廁
續
本
數
十
卷
、
似
與
重
刊
二
字
不
符
。
質
諸
閻
彭
二
公
、
謂
「
因
時
事
日
非
、
聊

存
底
稿
、
以
俟
選
家
。
實
恐
珠
遺
滄
海
云
云
」。
善
哉
、
善
哉（

46
））」

　
三
敎
の
寶
庫
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
『
道
藏
輯
要
』
に
比
べ
、
こ
れ
ら
の
「
珠
遺
滄
海
」
と
表
現
さ
れ
る
も
の
は
四
川
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
と
四
川
土
着
の
信
仰
と
强
く
結
び
つ
い
た
、
複
雜
な
儀
禮
書
に
相
當
す
る（

47
）。

よ
っ
て
、
新
し
い
編
者
た
ち
は
『
重
刊
』
の
編
纂
を
分
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派
的
で
地
域
的
な
信
仰
を
舊
『
道
藏
輯
要
』
の
編
者
た
ち
に
よ
っ
て
嘉
慶
年
閒
に
選
擇
さ
れ
た
原
・
正
典
體
系
中
に
維
持
す
る
た
め

の
新
し
い
容
器
と
し
て
認
識
し
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
以
前
の
編
者
た
ち
が
明
版
『
道
藏
』
の
精
華
の
中
に
呂
洞
賓
に
啓
發
さ

れ
た
文
獻
集
成
を
保
存
し
、
ま
た
正
當
化
す
る
た
め
に
、
嘉
慶
版
を
用
意
し
た
の
に
對
し
、
新
し
い
編
者
た
ち
は
自
分
た
ち
獨
自
の

文
獻
を
保
存
す
る
た
め
に
正
典
製
作
を
望
ん
だ
の
で
あ
る
。
先
行
す
る
舊
『
道
藏
輯
要
』
體
系
に
加
え
る
こ
と
で
、
彼
ら
は
こ
う
し

た
地
域
的
で
儀
禮
的
な
「
珠
遺
滄
海
」
を
、
彼
ら
が
新
し
く
編
集
し
た
正
典
の
一
部
と
し
て
正
當
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
か
ら
見
て
い
く
よ
う
に
、
先
行
す
る
明
版
『
道
藏
』
の
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
、
彼
ら
の
『
重
刊
』
は
聖
職
者
の
、
ま
た
王
朝
の
權

威
と
い
う
印
と
共
に
作
製
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
二
十
七
種
の
『
重
刊
』
へ
の
追
加
文
獻
の
全
體
的
な
內
容
を
檢
討
す
る
な
ら
、
そ
の
大
多
數
が
三
敎
理
念
と
は
關
わ
り
な

い
と
い
う
こ
と
が
億
單
に
わ
か
る
だ
ろ
う
。
い
く
つ
か
の
文
獻
は
、
四
川
の
神
で
あ
り
、
ま
た
普
遍
的
な
神
で
も
あ
る
文
昌
（
文
獻
10

―
11
）
や
、
神
仙
で
あ
る
張
三
丰
（
文
獻
7
）
を
扱
っ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
文
獻
は
地
域
的
な
神
々
（
文
獻
1
）
や
四
川
の
宗
敎
地

理
（
文
獻
15
―
18
）
と
い
う
も
の
に
、
明
確
な
焦
點
を
當
て
て
い
る
。
大
多
數
は
明
ら
か
に
祈
禱
文
（
文
獻
8
―
9
、
13
―
14
）
に
、

よ
り
具
體
的
に
言
え
ば
、
四
川
の
祈
禱
的
儀
禮
的
傳
統
（
文
獻
20
―
23
、
25
―
26
）
に
割
か
れ
て
い
る
。
舊
『
道
藏
輯
要
』
の
原
集
成

と
比
べ
る
と
、
こ
う
し
た
追
加
文
獻
の
內
容
が
三
敎
と
い
う
槪
念
の
た
め
の
改
變
で
あ
っ
た
と
す
る
適
切
な
理
由
は
見
當
た
ら
な
い
。

　
事
實
、
舊
『
道
藏
輯
要
』
の
そ
れ
ぞ
れ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
は
す
で
に
三
敎
に
關
係
す
る
文
獻
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し

て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
單
純
に
、
（
三
敎
合
一
を
ほ
の
め
か
す
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
を
含
む
）
三
敎
と
い
う
用
語
が
、
二
十

八
宿
の
名
を
冠
し
た
セ
ク
シ
ョ
ン
そ
れ
ぞ
れ
に
現
れ
る
と
い
う
事
實
か
ら
確
認
で
き
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
三
敎
と
い
う
用
語
は
、

舊
『
道
藏
輯
要
』
の
中
核
を
成
す
呂
洞
賓
關
係
の
文
獻
に
よ
り
頻
繁
に
現
れ
て
い
る（

48
）。

更
に
興
味
深
い
こ
と
に
は
、
こ
う
し
た
文
獻

中
で
呂
洞
賓
は
「
三
敎
宗
師
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

49
）。

　
『
重
刊
』
に
新
し
く
加
え
ら
れ
た
文
獻
の
中
に
答
え
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
他
に
答
え
を
探
さ
な
く
て
は
な
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　　淸代道敎における三敎の寶庫としての『道藏輯要』

ら
な
い
だ
ろ
う
。
舊
版
の
編
者
た
ち
が
行
わ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
重
刊
』
の
新
編
者
た
ち
は
な
ぜ
三
敎
の
寶
庫
と
し
て
の

正
典
の
特
徵
を
表
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
『
重
刊
』
の
編
者
た
ち
が
上
述
し
た
資
料
を
序
文
的
部
分
に
加
え
て
、
三
敎
の
提
唱
者

に
な
る
必
要
を
感
じ
た
の
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
？

　　
　
　
三
　
新
舊
『
道
藏
輯
要
』
の
異
な
る
口
繪

對
峙
す
る
在
家
信
徒
と
聖
職
者
の
權
威

圖四　舊『道藏輯要』口繪（東洋文庫所藏）

　
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
反
應
の
ひ
と
つ
は
、
新
舊
二
版
が
提
示
す
る
社
會
的
變
化
と
變
容

で
あ
り
、
そ
れ
は
年
代
、
編
者
た
ち
の
背
景
、
加
え
て
目
的
の
相
違
と
い
う
も
の
に
對
應
し

て
い
る
。
上
記
の
通
り
、
こ
う
し
た
違
い
は
以
下
の
點
に
見
出
せ
る
。（
一
）
增
補
版
『
重

刊
』
の
凡
例
中
、
三
敎
に
言
及
し
た
最
後
の
十
六
則
目
。（
二
）
雍
正
帝
（
在
位
一
七
二
三

―
三
五
）
に
よ
る
三
敎
に
つ
い
て
の
朱
刷
り
の
上
諭
及
び
序
文
。（
三
）
賀
龍
驤
に
よ
る
跋

（
四
三
二
頁
圖
一
―
三
參
照
）
。
し
か
し
、
新
舊
『
道
藏
輯
要
』
の
口
繪
か
ら
は
、
こ
れ
ら
二

版
の
持
つ
性
質
の
違
い
が
驚
く
ほ
ど
明
確
に
も
な
っ
て
い
る
（
圖
四
、
五
參
照
）
。

　
舊
『
道
藏
輯
要
』
は
、
先
行
す
る
明
版
『
道
藏
』
と
同
じ
よ
う
に
、
三
淸
を
表
し
た
口

繪
で
始
ま
っ
て
い
る
の
に
對
し
、
新
『
重
刊
』
は
「
皇
圖
鞏
固
」
と
「
帝
道
遐
昌
」
と
い

う
文
字
と
共
に
二
つ
の
雲
龍
圖
を
再
現
し
て
い
る（

50
）。

以
下
に
見
て
い
く
よ
う
に
、
こ
れ
ら

二
つ
の
異
な
る
口
繪
は
、
こ
の
二
版
が
正
統
派
的
信
仰
の
解
釋
に
お
い
て
基
本
的
違
い
を

持
つ
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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圖五　『重刊』の口繪

　
上
述
し
た
よ
う
に
、
舊
『
道
藏
輯
要
』
の
最
初
の
數
セ
ク
シ
ョ
ン
に
は
三
淸
に
よ
っ
て

啓
示
さ
れ
た
文
獻
か
ら
始
め
る
と
い
う
明
版
『
道
藏
』
の
構
造
を
採
用
し
て
い
る
。
舊

『
道
藏
輯
要
』
の
編
纂
者
た
ち
は
、
三
淸
の
啓
示
と
い
う
こ
の
一
見
傳
統
的
な
枠
組
の
中

で
、
扶
鸞
を
通
じ
た
天
啓
と
い
う
新
し
い
形
式
を
組
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
典
集
の

中
に
何
を
入
れ
る
か
べ
き
か
の
選
擇
を
行
っ
た
の
で
あ
る（

51
）。

　
こ
の
新
た
に
啓
示
さ
れ
た
『
道
藏
』
の
精
華
は
、
道
敎
の
天
界
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ

た
後（

52
）、

神
仙
呂
洞
賓
か
ら
彼
の
直
弟
子
た
ち
、
淸
王
朝
の
高
官
す
べ
て
に
傳
え
ら
れ
た

こ
と
に
な
っ
て
い
る（

53
）。

管
見
の
限
り
で
は
、
北
京
の
廣
惠
寺
に
屬
し
て
い
た
が
後
に
僧

籍
を
剝
奪
さ
れ
た
明
心
（
俗
名
、
王
樹
勳
）
と
い
う
佛
敎
僧
以
外
、
舊
『
道
藏
輯
要
』
の

編
纂
に
關
わ
る
道
士
、
な
い
し
は
道
觀
へ
の
言
及
は
な
い（

54
）。

先
行
す
る
道
敎
正
典
で
あ

る
『
道
藏
』
は
、
皇
帝
と
高
位
の
道
士
た
ち
が
協
力
關
係
に
あ
っ
た
た
め
、
王
朝
の
後

援
を
受
け
て
い
た
が
、
こ
の
嘉
慶
版
正
典
は
、
神
仙
呂
洞
賓
の
命
令
の
下
、
世
俗
の
高

官
た
ち
の
扶
鸞
壇
で
あ
る
覺
源
壇
（
第
一
覺
壇
、
覺
壇
と
し
て
も
知
ら
れ
る
）
の
支
援
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
明
版
『
道
藏
』
と
淸
版

『
道
藏
輯
要
』
を
特
徵
づ
け
る
正
典
化
の
形
式
の
違
い
は
以
下
の
よ
う
に
圖
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

孚
佑
帝
君
呂
洞
賓
↓
覺
壇
（
蔣
予
蒲
と
仲
閒
た
ち
）
↓
淸
版
『
道
藏
輯
要
』

帝
王
　
　
　
　
　
↓
道
觀
（
天
師
張
宇
初
ら
）
　
　
↓
明
版
『
道
藏
』

　
よ
っ
て
、
淸
版
正
典
で
あ
る
『
道
藏
輯
要
』
の
正
統
性
は
道
敎
史
上
初
め
て
、
皇
帝
と
道
觀
の
道
士
の
權
威
で
は
な
く
、
天
啓
を

通
じ
た
孚
佑
帝
君
呂
洞
賓
に
よ
っ
て
成
立
し
認
可
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
舊
『
道
藏
輯
要
』
の
序
で
强
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
世
の

中
に
道
敎
の
靈
的
遺
產
を
保
存
す
る
た
め
、
こ
の
正
典
の
出
版
を
許
可
し
た
の
は
、
神
仙
界
か
ら
の
天
命
を
受
け
た
神
仙
呂
洞
賓
な
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　　淸代道敎における三敎の寶庫としての『道藏輯要』

の
で
あ
る
。
玉
淸
天
の
宰
相
と
し
て
の
呂
洞
賓
は
「
玉
淸
の
宰
相
と
し
て
…
…
天
に
代
わ
っ
て
敎
化
し
、
世
界
中
に
顯
現
し
て
、
三

敎
の
敎
え
を
護
持
（
相
玉
淸
…
…
代
天
宣
化
、
變
現
十
方
、
綱
維
三
敎
）」
し
た
。「
煉
丹
の
道
の
眞
實
の
傳
統
を
統
合
し
、
す
べ
て

の
眞
人
の
典
籍
の
要
を
網
羅
し
た
」
後
、
呂
洞
賓
は
「
第
一
覺
壇
の
弟
子
た
ち
に
『
道
藏
輯
要
』
を
編
纂
し
、
版
木
を
彫
る
こ
と
を

命
じ
た
（
綜
丹
道
之
眞
傳
、
羅
諸
眞
之
典
要
、
命
第
一
覺
壇
諸
弟
子
、
編
纂
道
藏
輯
要
一
書
、
付
諸
剞
劂（

55
））」。

　
呂
洞
賓
の
權
威
あ
る
選
擇
の
結
果
、
こ
の
正
典
は
必
然
的
に
三
敎
の
寶
庫
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
舊
『
道
藏
輯
要
』
の
編
集
者
の

意
圖
が
三
敎
の
寶
庫
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
呂
洞
賓
を
王
と
す
る
統
治
、
呂
洞
賓
の

佑
帝
君
と
し
て
の
任
務（

56
）下

に
お
い
て
、
ま
た
彼
の
官
吏
た
ち
の
（
つ
ま
り
呂
洞
賓
佑
帝
君
の
信
徒
た
ち
の
）
任
務（

57
）下

に
お
い
て
、
こ
の
舊

『
道
藏
輯
要
』
が
三
敎
の
寶
庫
で
あ
る
の
は
、
そ
の
內
的
論
理
の
一
部
と
し
て
當
然
で
あ
る
。

　
蔣
予
蒲
と
彼
の
扶
鸞
壇
の
仲
閒
た
ち
に
と
っ
て
、
最
も
重
要
で
あ
っ
た
の
は
靈
的
な
正
統
性
と
方
策
で
あ
っ
た
。
神
聖
な
義
務
と

救
濟
と
い
う
倫
理
的
ま
た
終
末
論
的
な
感
傷
に
囚
わ
れ
た
孚
佑
帝
君
に
仕
え
る
儒
敎
エ
リ
ー
ト
た
ち
は
、「『
道
藏
輯
要
』
を
編
纂
し
、

版
木
を
彫
る
（
編
纂
道
藏
輯
要
一
書
、
付
諸
剞
劂
）」
と
い
う
使
命
を
賦
與
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
目
的
は
、
扶
鸞
と
い
う
手
段

を
通
じ
て
、
本
來
の
道
敎
を
も
う
一
度
世
に
表
す
た
め
、
彼
ら
自
身
を
孚
佑
上
帝
の
靈
力
の
傳
逹
者
と
な
す
こ
と
で
あ
っ
た（

58
）。

　
こ
れ
に
比
べ
て
、
新
『
重
刊
』
の
出
版
に
關
與
し
た
編
者
た
ち
は
扶
鸞
に
よ
っ
て
保
證
さ
れ
る
靈
的
な
正
統
性
と
い
う
も
の
を
無

視
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
四
川
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
贊
助
に
よ
り
實
現
へ
と
こ
ぎ
つ
け
た
二
仙
庵
と
い
う
道
觀
の
企
畫
と
し
て
、『
重

刊
』
は
必
然
的
に
違
う
戰
略
を
提
示
す
る
こ
と
と
な
る
。『
重
刊
』
は
地
元
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
土
着
の
信
仰
に
對
す
る
、
二
仙
庵
の
道

觀
と
し
て
の
權
威
と
世
俗
的
な
權
威
と
を
確
か
な
も
の
に
す
る
と
い
う
目
的
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
狀
況
下
で
、

二
仙
庵
の
編
集
者
が
舊
『
道
藏
輯
要
』
の
原
序
を
殘
し
な
が
ら
、
そ
の
背
景
に
あ
る
論
理
を
無
視
し
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
呂
洞
賓

の
正
典
で
あ
る
舊
『
道
藏
輯
要
』
中
、
年
代
の
わ
か
ら
な
い
序
の
一
つ
に
記
さ
れ
た
、
扶
鸞
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
た
無
窮
の
天
啓
に
い

た
っ
て
は
、
考
慮
す
ら
さ
れ
て
い
な
い
。
舊
『
道
藏
輯
要
』
の
校
正
者
で
あ
る
賀
龍
驤
の
言
葉
に
は
、
彭
定
求
（
一
六
四
五
―
一
七
一
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九
）
ま
た
は
彭
文
勤
と
い
う
生
身
の
編
者
の
存
在
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
定
說
と
は
違
う
編
纂
年
代
も
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
一
般
に
一
八
〇
〇
年
と
さ
れ
る
編
纂
年
代
に
お
よ
そ
一
世
紀
先
ん
じ
た
、
一
七
〇
〇
年
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
舊
『
道
藏
輯
要
』
は
、
新
『
重
刊
』
の
編
者
た
ち
の
目
に
は
、
彼
ら
の
時
空
上
の
枠
組
み
に
お
い
て
良
く
定
義
さ
れ
た
編
集
物
と
し

て
映
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
實
際
の
編
集
場
所
、
北
京
の
覺
源
壇
に
つ
い
て
の
言
及
は
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
。「
孚
佑
帝
君
壇
下
の

弟
子
」
と
い
う
總
括
的
な
名
稱
で
、
舊
『
道
藏
輯
要
』
の
編
集
者
に
觸
れ
た
唯
一
の
人
物
は
二
仙
庵
の
住
持
、
閻
永
和
で
あ
る
。
し
か

し
、
壇
の
名
前
で
あ
る
第
一
覺
壇
、
ま
た
は
覺
源
壇
と
い
う
語
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
名
稱
は
、
彼
や
彼
の
道
觀
の
道
士
に

何
か
不
快
感
を
持
た
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
こ
の
問
題
を
「
よ
く
確
立
し
た
」
二
仙
庵
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
側
に
よ

る
、
扶
鸞
の
正
統
性
拒
否
と
い
う
角
度
か
ら
考
え
て
み
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
舊
『
道
藏
輯
要
』
の
編
者
た
ち
と
は
對
照
的
に
、『
重
刊
』
事
業
を
指
導
し
た
閻
永
和
住
持
は
、
こ
の
重
要
な
出
版
事
業
の
完
成
を

天
に
報
吿
す
る
た
め
に
、
二
仙
庵
で
太
上
黃
籙
度
人
大
齋
を
行
っ
た
。
こ
の
際
、
樣
々
な
追
加
文
獻
を
含
む
「
二
百
四
十
八
卷
二
十

八
箱
」
の
『
重
刊
』
が
、「
聖
な
る
恩
に
報
い
、
生
け
る
者
も
死
せ
る
者
も
利
益
救
濟
し
、
國
の
命
脈
を
永
續
さ
せ
る
た
め
（
酬
答
聖

恩
、
利
明
濟
幽
、
綿
延
國
脈（

59
））」

に
、
成
都
・
二
仙
庵
の
斗
姥
殿
で
燃
や
さ
れ
た
。
こ
の
際
閻
永
和
住
持
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
「
刊
刻

道
藏
輯
要
焚
書
呈
天
修
齋
疏
」
と
い
う
疏
が
記
す
よ
う
に
、
こ
の
大
齋
に
は
聖
俗
雙
方
の
協
贊
者
た
ち
が
共
に
攜
わ
っ
て
い
る
。『
重

刊
』
出
版
記
念
の
祝
典
に
出
席
し
た
道
士
た
ち
は
、
正
典
出
版
を
通
じ
て
生
け
る
者
と
死
せ
る
者
、
地
元
社
會
、
ま
た
國
土
全
體
を

救
濟
せ
ん
と
い
う
宗
敎
的
立
場
を
、
俗
信
徒
た
ち
は
出
版
へ
の
貢
獻
を
果
た
し
た
も
の
と
し
て
の
立
場
を
、
そ
れ
ぞ
れ
表
し
て
い
た
。

（
私
、
閻
永
和
の
よ
う
に
道
士
と
し
て
の
）
緣
に
導
か
れ
道
を
奉
ず
る
弟
子
た
ち
と
、
文
獻
﹇
出
版
﹈
へ
の
關
わ
り
に
導
か
れ

た
﹇
俗
﹈
人
は
『
道
藏
輯
要
』
二
十
八
箱
を
重
刊
し
、
追
加
文
獻
を
加
え
、
合
計
二
百
四
十
八
卷
と
し
た
。
今
日
、
我
ら
は
こ

れ
を
燃
や
し
て
奉
呈
し
、
伏
し
て
帝
君
の
監
察
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

事
緣
奉
道
弟
子
某
曁
書
緣
人
等
、
重
刊
道
藏
輯
要
二
十
八
函
、
及
續
刻
諸
經
、
共
成
二
百
四
十
八
卷
、
是
日
焚
呈
、
叩
邀
聖
鑑（
60
）。
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　　淸代道敎における三敎の寶庫としての『道藏輯要』

　
二
仙
庵
の
指
導
の
下
で
の
道
士
た
ち
と
俗
人
と
の
協
力
の
結
果
と
し
て
、『
重
刊
』
は
以
下
の
圖
式
に
見
え
る
よ
う
な
異
な
る
タ
イ

プ
の
正
統
性
を
提
示
し
た
。

圖六　新『重刊』天上正典化の形式

　
前
述
の
舊
『
道
藏
輯
要
』
の
正
典
化
の
形
式
（
四
五
〇
頁
參
照
）
と
比
べ
て
、
上
揭
の
圖

で
は
正
典
化
の
形
式
が
下
部
か
ら
上
部
へ
向
か
っ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
つ
ま
り
、
地

上
に
啓
示
さ
れ
た
舊
『
道
藏
輯
要
』
か
ら
、
二
仙
庵
道
士
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
う
媒
介
を

通
じ
て
、
新
し
い
『
重
刊
』
と
い
う
體
裁
で
の
天
へ
の
奉
呈
で
あ
る
。『
重
刊
』
の
內
容

を
再
構
築
し
再
定
義
し
、
更
に
「
伏
し
て
帝
君
の
監
察
を
お
願
い
（
叩
邀
聖
鑑
）」
す
る

と
い
う
點
に
お
い
て
、
縱
の
循
環
は
、
道
觀
二
仙
庵
と
世
俗
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
交
涉

を
示
す
橫
の
流
れ
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
一
た
び
、
こ
の
天
か
ら
の
免
狀
を
得
る
と
い

う
儀
式
が
正
式
に
行
わ
れ
れ
ば
、
權
威
を
確
立
す
る
と
共
に
、
そ
の
權
威
の
來
源
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る（

61
）。

王
朝
國
家
の
宗
敎
的
權
威
と
し
て
顯
現
し
た
二
仙
庵
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
儀
禮
の
正
し
い
執
行
を
行
う
こ
と
で
、
正
統
派
的
信
仰
に
完
全
に
獻

身
し
て
い
る
こ
と
と
共
に
、
帝
權
の
優
位
性
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
實
證
し
た
の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
、
三
敎
シ
ス
テ
ム
の
中
に
地
位
を
得
る
こ
と
を
受
け
入
れ
た
の
だ
。
天

か
ら
承
認
を
得
た
正
典
で
あ
る
『
重
刊
』
は
結
果
的
に
、
雍
正
帝
の
三
敎
に
關
す
る
（
皇
帝
に
だ
け
許
さ
れ
た
）
朱
刷
り
の
上
諭
の
よ

う
な
、
王
朝
的
記
章
を
表
示
す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
う
し
た
王
朝
的
レ
ト
リ
ッ
ク
を
再
生
す
る
序
文
的
な
部
分
を
含
む
こ
と
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
王
朝
に
承
認
さ
れ
た
道
觀
二
仙
庵
と
し
て
、
新
し
く
編
纂
し
た
正
典
の
中
に
そ
の
地
位
を
記
す
こ
と
も
二
仙
庵
は
拔

か
り
な
く
行
っ
た
。
康
熙
帝
に
よ
る
二
仙
庵
に
公
式
の
扁
額
を
與
え
る
と
い
う
一
七
〇
二
年
の
重
要
な
敕
令
に
加
え
、
道
光
の
治
世

が
終
わ
る
前
年
で
あ
る
一
八
四
九
年
に
二
仙
庵
を
十
方
叢
林
道
觀
と
す
る
王
朝
か
ら
の
承
認
の
敕
諭
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
『
重
刊
』
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の
新
し
い
文
獻
體
系
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
（
四
四
六
頁
表
三
文
獻
15（62
））
。
同
時
に
、
こ
う
し
た
正
統
的
枠
組
み
の
中
で
、
二
仙
庵
の

地
域
的
信
仰
と
祈
禱
文
に
特
化
し
た
黨
派
的
文
獻
も
、
こ
の
王
朝
か
ら
認
可
さ
れ
た
正
典
の
一
部
と
し
て
正
當
化
さ
れ
奬
勵
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。

　
最
後
に
、
舊
『
道
藏
輯
要
』
と
比
べ
、『
重
刊
』
は
違
う
タ
イ
プ
の
正
統
性
を
も
提
示
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。『
重
刊
』

は
二
仙
庵
と
い
う
道
觀
と
し
て
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
再
現
し
、『
重
刊
』
の
完
成
に
貢
獻
し
た
地
元
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
對
す
る
、
自
ず
か

ら
維
持
し
自
ず
か
ら
再
生
產
し
た
宗
敎
的
權
威
を
正
當
化
し
た
い
と
い
う
意
志
を
表
し
て
い
る
。
二
仙
庵
で
新
し
く
編
纂
さ
れ
た
正

典
に
加
え
ら
れ
た
三
敎
關
連
の
資
料
は
、
こ
の
點
か
ら
よ
り
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
、
道
觀
と
し
て
の
二
仙
庵
が

新
し
く
編
纂
し
た
正
典
の
口
繪
に
「
皇
圖
鞏
固
」
と
「
帝
道
遐
昌
」
と
を
刻
む
こ
と
を
選
ん
だ
こ
と
は
驚
く
に
値
し
な
い
。
三
敎
關

連
の
資
料
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
詩
句
と
龍
紋
を
刻
ん
だ
版
面
は
王
朝
的
ま
た
宗
敎
的
修
辭
法
の
表
象
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
二
つ
の
詩
句
、「
皇
圖
鞏
固
」
と
「
帝
道
遐
昌
」
は
、
早
壇
功
課
と
い
う
朝
の
儀
禮
の
初
め
に
、
全
眞
敎
の
道
士
た
ち
が
吊
掛

と
い
う
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
の
っ
て
吟
唱
す
る
も
の
で
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

上
壇
齊
擧
步
虛
聲
、
祝
國
迎
祥
竭
寸
誠
。
當
日
陳
情
金
闕
內
、
今
朝
香
靄
玉
爐
焚
。

皇
圖
鞏
固
山
河
壯
、
帝
道
遐
昌
日
月
明
。
萬
民
瞻
仰
堯
舜
日
、
歲
稔
豐
登
樂
太
平（

63
）。

こ
の
偈
文
は
、『
重
刊
』
に
も
新
た
に
追
加
さ
れ
た
『
太
上
玄
門
功
課
經
』
と
い
う
全
眞
敎
の
叢
林
的
儀
禮
に
關
す
る
文
獻
（
上
揭
表

三
文
獻
13
）
か
ら
拔
粹
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
道
士
た
ち
の
世
界
で
は
、
こ
の
偈
文
は
も
と
も
と
、
淸
の
初
め
、
首
都
の
公
的
叢
林
で

あ
る
白
雲
觀
で
は
じ
め
て
行
わ
れ
た
全
眞
敎
の
授
戒
に
お
い
て
、
將
來
の
住
持
第
一
候
補
で
あ
っ
た
も
の
が
作
っ
た
（
獲
考
偈
天
字
號

〔
卽
第
一
名
〕
的
戒
子
）
考
偈
で
あ
っ
た
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
道
敎
の
授
戒
は
科
擧
制
度
を
模
し
、
戒
を
受
け
る
者
の
う
ち
最
上
の
考

偈
を
記
し
た
も
の
に
、
儒
敎
の
科
擧
最
終
試
驗
に
お
け
る
「
狀
元
」
に
相
當
す
る
「
天
」
字
を
つ
け
て
首
席
と
し
た
。

　
傳
統
的
に
は
、
こ
う
し
た
全
眞
敎
の
授
戒
を
再
構
築
し
た
と
さ
れ
る
初
代
全
眞
敎
龍
門
派
住
持
王
常
月
（
一
五
九
四
？
―
一
六
八
〇
）
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　　淸代道敎における三敎の寶庫としての『道藏輯要』

が
、
白
雲
觀
で
の
戒
壇
を
設
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
授
戒
を
受
け
る
戒
子
た
ち
に
「
上
祝
當
今
皇
帝
萬
歲
」
と
い
う
八
文
字

を
傳
え
た
人
物
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
詩
文
が
、
考
偈
を
勝
ち
拔
い
た
第
一
後
繼
者
の
詩
の
テ
ー
マ
と
な
っ
た
と
い
う
の
で

あ
る（

64
）。

　
全
眞
敎
授
戒
に
加
え
、
特
別
な
叢
林
的
儀
禮
の
傳
說
的
な
再
構
築
と
い
う
一
大
事
件
を
口
繪
に
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
道
觀
と
し

て
の
二
仙
庵
が
、
彼
ら
の
『
重
刊
』
に
不
朽
の
名
聲
を
與
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
全
眞
敎
龍
門
派
の
公
的
叢
林
で
あ
る
と
い

う
二
仙
庵
獨
自
の
宗
敎
的
正
統
性
と
、
そ
の
住
持
で
あ
る
閻
永
和
の
最
高
權
威
の
血
脈
に
注
意
を
向
け
る
も
の
と
な
っ
た
。
も
し
國

家
が
、
科
擧
に
よ
っ
て
エ
リ
ー
ト
を
作
り
敎
育
す
る
と
い
う
こ
と
を
通
じ
て
社
會
を
統
治
す
る
こ
と
を
確
實
に
し
た
と
す
る
な
ら
、

宗
敎
機
關
と
し
て
の
二
仙
庵
は
授
戒
シ
ス
テ
ム
の
再
構
築
を
通
じ
て
道
士
た
ち
を
敎
育
し
統
制
し
よ
う
と
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

道
觀
と
し
て
、
地
域
、
道
士
、
そ
し
て
國
土
全
體
に
救
濟
を
招
來
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
皇
帝
の
た
め
に
祈
禱
し
、
そ
の
國

家
を
支
え
る
と
い
う
任
務
と
特
權
を
共
有
す
る
た
め
の
、
適
切
な
儀
禮
的
枠
組
み
を
二
仙
庵
は
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
權
力
の
壓
倒
的
提
示
の
前
で
は
、
三
敎
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
を
通
じ
て
『
重
刊
』
に
あ
ま
り
に
も
强
く
打
ち
出
さ
れ
て

い
る
正
統
的
信
仰
へ
の
意
思
と
は
、
將
來
の
淸
王
朝
崩
壞
と
民
國
期
以
降
に
お
け
る
宗
敎
機
構
崩
壞
を
豫
感
さ
せ
る
も
の
、
つ
ま
り

權
威
の
缺
落
な
い
し
は
空
虛
な
權
威
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
い
を
禁
じ
え
な
い
。

　
そ
れ
と
も
こ
れ
は
、
郷
愁
で
あ
り
、
消
え
行
く
王
朝
に
對
す
る
道
敎
の
最
後
の
祈
り
で
あ
り
、
權
力
へ
の
最
後
の
幻
想
だ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

（
梅
川
純
代
譯
）
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注

（
１
）
正
確
な
漢
字
數
に
つ
い
て
は
、『
道
藏
輯
要
』
が
（
新
舊
版
と
も
に
）
電
子
化
さ
れ
た
際
に
確
認
す
る
。『
道
藏
輯
要
』
の
電
子
化
に
つ
い
て

は
、
本
書
所
收
ウ
ィ
ッ
テ
ル
ン
「
道
藏
輯
要
の
編
纂
と
電
子
化
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
を
參
照
。
ま
た
、
道
藏
輯
要
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
監
督
と

本
論
考
の
校
正
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
麥
谷
敎
授
に
謝
意
を
表
し
ま
す
。

（
２
）
卿
希
泰
編
『
中
國
道
敎
史
』
第
四
册
（
成
都
、
四
川
人
民
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）
四
五
三
―
四
六
四
頁
。
任
繼
愈
編
『
中
國
道
敎
史
』
二
册

（
北
京
、
中
國
社
會
科
學
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）。『
道
藏
輯
要
』
の
編
集
に
つ
い
て
の
現
在
の
學
說
に
關
し
て
は
以
下
を
參
照
。
モ
ニ
カ
・

エ
ス
ポ
ジ
ト
（M

onica
E

sposito

）“T
he

D
iscovery

ofJiang
Y

uanting’s
D

aozang
jiyao

in
Jiangnan:A

Presentation
ofthe

D
aoist

C
anon

ofthe
Q

ing
D

ynasty”

（
麥
谷
邦
夫
編
『
江
南
道
敎
の
硏
究
』
京
都
、
科
硏
報
吿
書
、
二
〇
〇
七
年
）
七
九
―
一
一
〇
頁
。（
同
論
文

は
『
學
術
中
國
』
一
一
、
二
〇
〇
七
、
二
五
―
四
八
頁
に
も
所
收
）。
同
論
文
の
英
語
改
訂
版
は
以
下
の
ア
ド
レ
ス
に
て
Ｐ
Ｄ
Ｆ
形
式
で
閱

覽
可
能
。http://w

w
w

.daozangjiyao.org/D
Z

JY
E

/M
onica

E
sposito

C
V.htm

l

　
な
お
、
こ
の
改
訂
中
國
語
版
は
「
淸
代
道
藏
―
江
南

蔣
元
庭
本
道
藏
輯
要
之
硏
究
」（『
宗
敎
學
硏
究
』
第
三
期
、
二
〇
一
〇
年
）
一
七
―
二
七
頁
。

（
３
）
任
繼
愈
編
『
宗
敎
大
詞
典
』（
上
海
、
上
海
辭
書
出
版
社
、
一
九
八
一
年
）
の
一
〇
六
四
頁
「
道
藏
輯
要
」
の
項
目
も
參
照
。
そ
こ
で
は
、
彭

定
求
の
「
原
本
」
は
「『
道
藏
』
の
精
華
」
で
あ
る
二
八
三
種
類
の
經
典
を
含
ん
で
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）
こ
の
七
十
九
種
類
の
新
た
に
加
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
經
典
の
リ
ス
ト
は
趙
宗
誠
の
論
文
に
揭
載
さ
れ
て
い
る
（「
道
藏
輯
要
的
編
纂
與
增

補
」〔『
四
川
文
物
』
二
、
一
九
九
五
年
〕
二
七
―
二
九
頁
、
ま
た
卿
希
泰
編
『
中
國
道
敎
史
』
第
四
册
、
四
五
五
―
四
五
八
頁
に
も
見
ら
れ

る
）。
こ
の
リ
ス
ト
は
、
翁
獨
健
が
『
道
藏
子
目
引
得
』
の
中
で
制
作
し
た
『
道
藏
輯
要
』
の
道
藏
外
經
典
の
リ
ス
ト
に
由
來
す
る
も
の
で

あ
る
。『
道
藏
子
目
引
得
』H

arvard-Y
enching

Institute
SinologicalIndex

Series,no.25

（B
eijing

﹇
北
京
﹈:Y

enching
U

niversity

L
ibrary,1935

）38–40.

（
５
）
所
收
經
典
數
の
違
う
三
種
類
の
版
本
（
彭
版
に
つ
い
て
は
一
七
三
、
一
七
六
な
い
し
は
二
八
三
種
類
、
蔣
版
に
つ
い
て
は
二
七
〇
種
類
、

そ
し
て
賀
龍
驤
版
に
つ
い
て
は
二
八
七
種
類
）
に
つ
い
て
の
言
及
は
、
尾
崎
正
治
「
道
藏
輯
要
」（
野
口
鐵
郞
他
編
『
道
敎
事
典
』
東
京
、

平
川
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）
四
五
六
―
四
五
七
頁
に
も
見
え
る
。
任
繼
愈
編
『
宗
敎
大
詞
典
』「
道
藏
輯
要
」
一
〇
六
四
頁
（
彭
版
を
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　　淸代道敎における三敎の寶庫としての『道藏輯要』

二
八
三
種
類
と
す
る
）
も
參
照
。
版
の
違
い
と
舊
「
道
藏
輯
要
」
の
再
版
に
よ
る
所
收
經
典
數
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
莫
尼
卡
（M

onica

E
sposito

）「
道
藏
輯
要
及
其
編
纂
的
歷
史
―
試
解
淸
代
道
藏
所
收
道
經
書
目
問
題
」（
第
一
屆
道
敎
仙
道
文
化
國
際
學
術
硏
討
會
發
表

論
文
、
高
雄
、
中
山
大
學
、
二
〇
〇
六
年
一
一
月
一
〇
日
―
一
二
日
）
に
詳
し
い
。
廖
宏
昌
敎
授
の
同
意
の
も
と
、
こ
の
發
表
論
文
は

http://w
w

w
.daozangjiyao.org/D

Z
JY

E
/M

onica
E

sposito
C

V.htm
l

に
て
Ｐ
Ｄ
Ｆ
形
式
で
の
閱
覽
が
可
能
。

（
６
）
本
計
畫
の
目
的
な
ど
に
つ
い
て
はhttp://w

w
w

.daozangjiyao.org

を
參
照
。
本
論
文
は
、“C

anonicaltexts
ofM

ing
and

Q
ing

D
aoism

:

the
D

aozang
jiyao

and
the

role
oflay

and
clericalauthorities”

（
明
淸
期
道
敎
の
正
典
―
『
道
藏
輯
要
』
と
聖
俗
權
威
の
役
割
）
と
い

う
臺
灣
蔣
經
國
基
金
に
よ
る
硏
究
計
畫
（
Ｒ
Ｇ
〇
〇
六
―
Ｐ
―
〇
九
、
二
〇
一
〇
―
一
三
年
）
と
の
關
聯
で
用
意
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
７
）
「
重
刊
道
藏
輯
要
凡
例
十
六
則
」
一
四
葉
裏
（『
重
刊
道
藏
輯
要
』
二
五
册
、
臺
北
、
考
正
出
版
、
一
九
七
一
年
、
第
一
册
、
一
一
頁
）。
以

下
、『
道
藏
輯
要
』
の
句
に
關
す
る
注
釋
は
、
全
て
一
九
七
一
年
考
正
出
版
社
版
の
『
重
刊
道
藏
輯
要
』
に
據
る
。

（
８
）
一
七
三
三
年
に
雍
正
帝
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
こ
の
語
錄
に
關
し
て
の
硏
究
と
し
て
は
、Jiang

W
u,E

nlightenm
ent

in
D

ispute:
The

R
einvention

ofC
han

B
uddhism

in
Seventeenth-C

entury
C

hina,N
ew

Y
ork:

O
xford

U
niversity

Press,2008,173–175

を
參
照
。

こ
の
語
錄
は
『
新
纂
大
日
本
續
藏
經
』
全
九
〇
册
（
東
京
、
國
書
刊
行
會
、
一
九
七
五
―
一
九
八
九
年
）の
、
第
六
八
册
、No.

一
三
一
九
に
所
收

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
以
下
の
ア
ド
レ
ス
か
ら
電
子
書
籍
の
形
態
の
も
の
が
讀
め
る
。http://w

w
w

.cbeta.org/result/X
68/X

68n1319.htm

。

雍
正
帝
は
こ
の
『
御
選
語
錄
』
に
お
い
て
、
禪
師
の
書
い
た
も
の
、
及
び
禪
宗
の
宗
派
的
制
約
の
な
い
禪
思
想
を
鼓
舞
す
る
も
の
と
を
自
身

の
價
値
基
準
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
集
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

（
９
）
賀
龍
驤
に
よ
る
「
重
刊
道
藏
輯
要
子
目
初
編
」
の
跋
、
卷
四
、
一
〇
一
葉
表
―
一
〇
九
葉
表
（『
重
刊
道
藏
輯
要
』
第
一
册
、
二
一
〇
―
一
四

頁
）。
新
舊
『
道
藏
輯
要
』
の
文
獻
を
目
錄
化
す
る
こ
と
と
、
道
敎
を
學
術
的
か
つ
知
的
な
熟
考
に
ふ
さ
わ
し
い
正
當
な
知
識
體
系
と
し
て
提

示
す
る
こ
と
、
と
い
う
賀
龍
驤
の
興
味
は
「
校
勘
道
藏
輯
要
書
後
」（
一
七
葉
表
―
一
九
葉
裏
）、『
重
刊
道
藏
輯
要
』
第
一
册
、
四
五
―
四
六

頁
「
道
藏
輯
要
子
目
初
編
序
」（
二
〇
葉
表
―
裏
）
と
い
う
序
跋
に
も
見
ら
れ
る
。
賀
龍
驤
の
見
解
は
中
で
も
考
證
學
の
流
れ
を
證
明
し
て

お
り
、
そ
れ
は
、
道
敎
が
中
國
文
化
を
受
け
繼
い
だ
も
の
と
見
な
さ
れ
始
め
た
淸
代
後
期
の
改
革
者
た
ち
の
閒
で
流
行
し
、
新
世
代
の
學
者

た
ち
は
、
考
證
學
と
道
敎
經
典
硏
究
に
注
意
を
傾
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。L

iu
X

un,D
aoistM

odern:
Innovation,Lay

P
ractice

and
the

C
om

m
unity

ofInner
A

lchem
y

in
R

epublican
Shanghai,C

am
bridge,M

ass.:
H

arvard
U

niversity
Press,2009,31

及
びB

enjam
in
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E
lm

an,From
P

hilosophy
to

P
hilology:

Intellectualand
SocialA

spects
ofC

hange
in

Late
Im

perialC
hina,C

am
bridge,M

ass.:

H
arvard

U
niversity

Press,1984

參
照
。

（
10
）
こ
れ
ら
二
版
に
つ
い
て
興
味
を
お
持
ち
の
方
は
、
莫
尼
卡
（M

onica
E

sposito

）「
道
藏
輯
要
及
其
編
纂
的
歷
史
―
試
解
淸
代
道
藏
所
收
道
經

書
目
問
題
」（
二
〇
〇
六
年
）
及
び“

T
he

D
aozang

Jiyao
Project:M

utations
ofa

C
anon”,D

aoism
:

H
istory,R

eligion
and

Society

1,2009,95–53

を
參
照
。

（
11
）
蔣
予
蒲
の
『
道
藏
輯
要
』
と
扶
鸞
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
丁
培
仁
『
道
敎
典
籍
百
問
』（
北
京
、
今
日
中
國
出
版
、
一
九
九
六
年
）
二
一
六

―
二
一
八
頁
、
森
由
利
亞
「
道
藏
輯
要
と
蔣
予
蒲
の
呂
祖
扶
乩
信
仰
」（『
東
方
宗
敎
』
第
九
八
號
、
二
〇
〇
一
年
）
三
三
―
五
二
頁
、
金
侖
壽

「
道
藏
輯
要
와
蔣
予
蒲
」（『
道
敎
文
化
硏
究
』
一
七
、
二
〇
〇
二
年
）
二
七
七
―
三
一
六
頁
、
お
よ
びM

onica
E

sposito,“D
aoism

in
the

Q
ing

(1644–1911)”,D
aoism

H
andbook,ed.

L
ivia

K
ohn,L

eiden:
B

rill,2000,623–658

特
に634–635

と
、
同“T

he
D

iscovery

ofJiang
Y

uanting’s
D

aozang
jiyao

in
Jiangnan”

を
參
照
。

（
12
）
「
道
藏
輯
要
原
序
」
八
葉
表
、
序
は
鐘
離
權
に
假
託
さ
れ
て
い
る
（『
重
刊
道
藏
輯
要
』
第
一
册
、
八
頁
）。

（
13
）
中
國
史
上
に
お
け
る
道
敎
經
典
編
纂
の
歷
史
に
つ
い
て
の
序
論
と
し
て
は
、K

ristofer
Schipper,“G

eneralIntroduction”,The
Taoist

C
anon,eds.

K
ristofer

Schipper
and

Franciscus
V

erellen,C
hicago:

C
hicago

U
niversity

Press,2004,1–52

及
びJudith

B
oltz,

“D
aozang

and
subsidiary

com
pilations”,The

TaoistE
ncyclopedia,ed.

Fabrizio
Pregadio,2

vols.,L
ondon:

R
outledge,2008,

vol.1,28-33

が
あ
る
。

（
14
）
こ
れ
ら
の
經
典
の
リ
ス
ト
はM

onica
E

sposito,“T
he

D
iscovery

ofJiang
Y

uanting’s
D

aozang
jiyao

in
Jiangnan”,101-102

注
（
6
）

參
照
。

（
15
）
蔣
予
蒲
編
『
道
藏
輯
要
總
目
』
四
葉
表
―
四
四
葉
裏
（
四
川
省
圖
書
館
所
藏
の
嚴
雁
峰
版
と
、
そ
の
改
訂
版
で
あ
る
『
重
刊
道
藏
輯
要
』

第
一
册
、
一
二
―
三
四
頁
所
收
）。
ま
た
、K

ristoferSchipper,“G
eneralIntroduction”,The

TaoistC
anon,eds.K

ristoferSchipper

and
Franciscus

V
erellen,34.

『
道
藏
輯
要
』
の
內
容
と
構
造
に
つ
い
て
はM

onica
E

sposito,“T
he

D
iscovery

of
Jiang

Y
uanting’s

D
aozang

jiyao”,97–100

に
詳
し
い
。

（
16
）
蔣
予
蒲
編
『
道
藏
輯
要
總
目
』
一
三
葉
表
、
一
五
葉
裏
（『
重
刊
道
藏
輯
要
』
第
一
册
）。『
道
藏
輯
要
』
の
書
誌
學
的
カ
テ
ゴ
リ
に
つ
い
て
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　　淸代道敎における三敎の寶庫としての『道藏輯要』

は
、
莫
尼
卡
（M

onica
E

sposito

）「
一
部
全
眞
道
藏
的
發
明
：
道
藏
輯
要
及
淸
代
全
眞
認
同
」（
趙
衞
東
編
『
問
道
昆
嵛
山
』
濟
南
、
齊
魯

書
社
、
二
〇
〇
九
年
、
三
〇
三
―
三
四
三
頁
）、
特
に
三
一
五
―
三
一
七
頁
に
詳
し
い
。
先
行
の
『
道
藏
』
制
作
に
お
け
る
傳
統
的
な
カ
テ

ゴ
リ
に
つ
い
て
はK

.Schipper,“G
eneralIntroduction”,The

TaoistC
anon,1–52

を
參
照
。

（
17
）
序
は
鐘
離
權
に
假
託
さ
れ
て
い
る
（『
重
刊
道
藏
輯
要
』
第
一
册
、
八
頁
）。

（
18
）
序
は
鐘
離
權
に
假
託
さ
れ
て
い
る
（『
重
刊
道
藏
輯
要
』
第
一
册
、
八
頁
）。

（
19
）
『
重
刊
道
藏
輯
要
』
第
八
册
、
三
五
〇
四
―
三
五
一
二
頁
の
「
玉
樞
寶
經
」
を
參
照
。『
道
藏
』
所
收
版
（
Ｄ
Ｚ
一
六
）
に
つ
い
て
はSchipper,

The
TaoistC

anon,vol.2,1092

を
參
照
。

（
20
）
『
道
藏
輯
要
』
の
凡
例
を
參
照
。
特
に
五
、
八
、
九
と
一
〇
條
參
照
。

（
21
）
『
重
刊
道
藏
輯
要
』
第
八
册
、
三
二
五
三
―
三
四
四
九
頁
。『
道
藏
』
所
收
版
に
つ
い
て
はSchipperand

Y
uan

B
ingling,The

TaoistC
anon,

vol.2,1094-1095

を
參
照
。

（
22
）
こ
の
こ
と
は
、韓
國
の
佛
敎
正
典
の
歷
史
の
中
に
も
よ
く
現
れ
て
い
る
。L

ew
isL

ancaster,“Introduction”,The
K

orean
B

uddhistC
anon:

a
D

escriptive
C

atalog,B
erkeley:U

niversity
ofC

alifornia
Press,1979,ix–xvii

參
照
。

（
23
）
一
四
種
類
の
版
本
の
う
ち
、
丁
福
保
所
藏
の
も
の
は
、
一
九
二
二
年
に
出
版
さ
れ
た
『
道
藏
精
華
錄
』（
上
海
、
醫
學
書
局
）
に
收
め
ら
れ

た
カ
タ
ロ
グ
の
內
容
か
ら
推
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
リ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、M

onica
E

sposito,“T
he

D
aozang

Jiyao
Project:

M
utations

ofa
C

anon”,131-133

を
參
照
。

（
24
）
閻
永
和
方
丈
の
遷
化
年
代
（
一
九
〇
八
）
は
中
國
道
敎
協
會
網(w

w
w

.taoist.org.cn/daojiaozazhi/zgdj1/87-3/20.htm
)

に
揭
載
さ
れ
て

い
る
張
元
和
「
重
印
道
藏
輯
要
紀
實
」
と
李
合
春
、
丁
常
春
編
『
靑
羊
宮
二
仙
庵
誌
』（
成
都
、
四
川
省
新
文
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
二
〇

頁
、
九
七
頁
に
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
記
し
た
よ
う
に
（「『
道
藏
輯
要
』
及
其
編
纂
」、“D

aozang
Jiyao

Project:M
utations

ofa
C

anon”

）、
一
九
一
七
年
以
降
に
製
作
さ
れ
た
『
重
刊
』
の
中
に
は
「
析
疑
指
迷
論
」（
Ｄ
Ｚ
二
七
六
）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
『
道
藏
』
所

收
經
典
が
所
收
さ
れ
て
お
り
、
閻
永
和
の
名
の
下
、
一
九
一
七
年
の
奧
付
が
つ
い
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。
更
に
、『
藏
外
道
書
』
第
一
三
册

所
收
の
い
く
つ
か
の
經
典
に
は
、
閻
永
和
の
名
と
一
九
〇
九
年
と
い
う
日
付
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
『
藏
外
道
書
』
第
一
三
册
、
八
四
八
頁

參
照
。『
玉
淸
文
昌
寶
懺
』
に
は
、
閻
永
和
の
名
前
と
共
に
一
九
二
〇
年
の
記
述
が
見
ら
れ
る
（
こ
の
文
獻
の
コ
ピ
ー
を
送
っ
て
く
だ
さ
っ

459



た
尹
志
華
氏
に
謝
意
を
表
し
た
い
）。
二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
六
日
か
ら
二
八
日
の
閒
、
香
港
中
文
大
學
で
開
催
さ
れ
た
國
際
學
會“N

ew

A
pproaches

to
the

Study
of

D
aoism

in
C

hinese
C

ulture
and

Society”

で
發
表
し
た
拙
論“D

aozang
jiyao

Projectand
the

Future

of
D

aoistStudies”(L
aiC

hiTim
&

C
heung

N
eky

Tak-ching,N
ew

A
pproaches

to
the

Study
ofD

aoism
in

C
hinese

C
ulture

and

Society,H
ong

K
ong:C

hinese
U

niversity
Press,2011

に
所
收
豫
定
）
も
參
照
さ
れ
た
い
。

（
25
）
庚
子
の
年
（
一
九
〇
〇
）
は
彭
に
よ
る
序
の
ど
ち
ら
に
も
見
え
て
い
る
が
、
最
初
の
序
（『
重
刊
道
藏
輯
要
』
第
一
册
、
五
頁
所
收
、「
重
刊

道
藏
輯
要
續
」
一
葉
表
）
の
中
に
は
、「
光
緖
二
十
六
年
（
一
九
〇
〇
）」
の
代
わ
り
に
「
光
緖
二
十
四
年
（
一
八
九
八
）」
と
い
う
記
述
が
見

え
て
い
る
。

（
26
）
『
重
刊
道
藏
輯
要
』
所
收
彭
瀚
然
、
閻
永
和
、
賀
龍
驤
に
よ
る
序
（
第
一
册
、
五
―
六
頁
、
四
四
―
四
六
頁
）。

（
27
）
岳
池
縣
と
そ
の
周
邊
の
村
落
に
お
い
て
は
、
十
八
―
十
九
世
紀
中
に
、
版
木
彫
り
が
副
業
的
手
工
業
と
し
て
發
逹
し
た
模
樣
。
ほ
と
ん
ど

の
岳
池
縣
の
版
木
職
人
は
重
慶
と
成
都
の
商
業
出
版
社
と
仕
事
を
し
て
い
た
。C

ynthia
J.B

rokaw
,C

om
m

erce
in

C
ulture:

The
Sibao

B
ook

Trade
in

the
Q

ing
and

R
epublican

Periods,C
am

bridge,M
A

:H
arvard

U
niversity

Press,2007,12-13

參
照
。

（
28
）
賀
龍
驤
に
よ
る
序
、「
校
刊
道
藏
輯
要
書
後
」
一
八
葉
裏
三
―
四
行
（『
重
刊
道
藏
輯
要
』
第
一
册
、
四
五
頁
）。
彭
瀚
然
に
よ
る
序
、「
重
刊

道
藏
輯
要
辨
言
」
一
六
葉
表
七
―
八
行
（『
重
刊
道
藏
輯
要
』
第
一
册
、
四
四
頁
）
に
は
、
彼
ら
は
蕭
作
舟
と
李
香
亭
と
い
う
字
で
記
載
さ
れ

て
い
る
。
賀
龍
驤
に
よ
る
嚴
雁
峰
版
の
校
合
に
つ
い
て
はM

.E
sposito,

「『
道
藏
輯
要
』
及
其
編
纂
」
と“T

he
D

aozang
Jiyao

Project:

M
utations

ofa
C

anon”

に
詳
し
い
。

（
29
）
新
し
い
テ
キ
ス
ト
の
リ
ス
ト
に
つ
い
て
は
拙
論“T

he
D

aozang
Jiyao

Project:M
utations

ofa
C

anon”

注
（
21
）、
加
え
て
以
下
の
本
論

を
參
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
新
し
く
加
わ
っ
た
文
獻
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
硏
究
を
參
照
さ
れ
た
い
。
森
由
利
亞
「
重
刊
『
道
藏

輯
要
』
と
淸
朝
四
川
地
域
の
宗
敎
」（
岡
崎
由
美
編
『
中
國
古
籍
流
通
學
の
確
立
：
流
通
す
る
古
籍
・
流
通
す
る
文
化
』
東
京
、
雄
山
閣
出

版
、
二
〇
〇
七
年
、
三
三
九
―
四
〇
一
頁
）。

（
30
）
彭
瀚
然
「
重
刊
道
藏
輯
要
辨
言
」
一
六
葉
表
一
〇
―
一
一
行
（『
重
刊
道
藏
輯
要
』
第
一
册
、
四
四
頁
）。
他
の
意
見
に
つ
い
て
は
、
張
元
和

「
重
印
道
藏
輯
要
紀
實
」
と
李
合
春
、
丁
常
春
編
『
靑
羊
宮
二
仙
庵
誌
』
一
九
一
―
一
九
四
頁
を
參
照
。

（
31
）
張
元
和
（「
重
印
道
藏
輯
要
紀
實
」）、
丁
常
春
、
李
合
春
は
、
一
九
〇
八
年
の
閻
の
死
後
、
版
木
製
作
は
王
伏
陽
と
宋
智
和
の
指
導
の
下
で
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　　淸代道敎における三敎の寶庫としての『道藏輯要』

續
け
ら
れ
た
と
す
る
（「
成
都
二
仙
庵
歷
史
沿
革
」〔『
弘
道
』
二
四
、
二
〇
〇
五
年
三
月
〕
九
五
頁
、
及
び
『
靑
羊
宮
二
仙
庵
誌
』
九
八
、
一

九
一
頁
參
照
）。
し
か
し
、
序
、
出
版
マ
ー
ク
や
閻
永
和
の
署
名
あ
る
資
料
及
び
一
九
〇
八
年
以
降
の
資
料
な
ど
か
ら
、
彼
の
逝
去
年
代
に

つ
い
て
は
疑
い
を
禁
じ
え
な
い
。
上
注
（
24
）
を
參
照
の
こ
と
。
閻
永
和
以
降
の
住
持
の
系
譜
に
つ
い
て
は
以
下
の
注
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
32
）
二
仙
庵
住
持
で
あ
っ
た
申
信
筠
（
？
―
一
九
五
一
）
に
よ
っ
て
一
九
四
二
年
に
記
さ
れ
た
「
二
仙
庵
壬
午
壇
登
眞
籙
序
」
と
題
さ
れ
た
序
に

よ
れ
ば
、
閻
永
和
以
降
、
住
持
職
は
王
か
ら
熊
へ
と
繼
承
さ
れ
た
（「
閻
及
王
、
熊
、
遞
嬗
法
席
」）。「
王
」
と
は
王
理
生
（
法
名
を
宗
生
、
號

を
伏
陽
、
俗
名
を
妙
生
と
い
う
）
の
こ
と
で
あ
り
、
熊
は
熊
理
斌
を
指
す
。
宋
方
丈
と
い
う
住
持
も
同
じ
資
料
に
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
人

物
は
宋
至
智
（
至
智
は
傳
戒
法
名
で
あ
り
、
道
派
名
は
合
智
、
號
は
慧
安
と
い
う
）
で
あ
る
。
宋
は
閻
永
和
に
先
ん
じ
る
二
仙
庵
の
住
持
で

あ
っ
た
。
彼
は
王
伏
陽
が
住
持
と
な
っ
た
時
に
は
す
で
に
遷
化
し
て
い
た
。
申
信
筠
の
序
の
コ
ピ
ー
を
送
っ
て
く
だ
さ
っ
た
尹
志
華
氏
に
謝

意
を
表
し
た
い
。
宋
至
智
と
そ
の
後
繼
者
閻
永
和
以
前
の
住
持
に
つ
い
て
の
億
單
な
傳
記
は
、
慶
祝
靑
松
觀
六
十
周
年
學
術
硏
討
會
（
二
〇

一
〇
年
一
月
六
日
至
八
日
）
で
發
表
さ
れ
た
尹
志
華
「
淸
代
全
眞
道
傳
戒
初
探
」（
香
港
靑
松
觀
よ
り
出
版
豫
定
の
論
集
に
所
收
豫
定
）
參
照
。

（
33
）
こ
れ
も
、
張
元
和
、
丁
常
春
、
李
合
春
の
記
述
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
付
け
加
え
ら
れ
た
諸
文
獻
の
成
立
年
代
か
ら
は
、
追
加
文
獻
用
の
版

木
製
作
の
過
程
は
少
な
く
と
も
一
九
一
七
年
過
ぎ
ま
で
續
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。

（
34
）
張
元
和
は
、
戰
爭
の
閒
、
版
木
は
「
二
仙
庵
的
印
制
房
內
（
二
仙
庵
の
印
刷
室
）」
に
所
藏
さ
れ
て
い
た
と
言
う
。
し
か
し
、
李
と
丁
は
、
靑

城
山
に
移
動
さ
れ
た
と
言
う
（『
靑
羊
宮
二
仙
庵
誌
』
一
九
二
頁
）。

（
35
）
文
化
大
革
命
中
、
持
ち
去
ら
れ
て
い
た
二
〇
〇
分
册
以
上
か
ら
な
る
『
道
藏
輯
要
』
の
斷
片
的
な
揃
い
に
つ
い
て
は
、
張
元
和
だ
け
が
以
下

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
靑
羊
宮
原
藏
有
一
部
不
完
整
的
《
道
藏
輯
要
》、
共
二
百
多
册
。「
文
革
」
時
、
這
部
書
被
搬
往
他
處
。
黨
的
十

一
屆
三
中
全
會
以
后
、
宗
敎
信
仰
自
由
政
策
得
到
重
新
落
實
、
這
部
《
道
藏
輯
要
》
才
又
被
請
回
來
保
存
。
這
次
巴
蜀
書
社
在
重
印
《
道
藏

輯
要
》
工
作
中
、
起
到
了
殘
缺
經
板
的
補
缺
作
用
」。
李
合
春
と
丁
常
春
は
、
分
册
の
數
は
特
定
し
な
い
も
の
の
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
木
版
印

刷
本
に
基
づ
い
て
版
木
の
再
生
を
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る(

…
…
對
照
原
刻
印
本
補
刻
了
四
百
多
塊
經
版)

。

（
36
）
一
九
九
〇
年
代
に
購
入
し
た
巴
蜀
書
社
初
版
本
の
コ
ピ
ー
を
送
っ
て
く
れ
た
パ
ト
リ
セ
・
フ
ァ
ヴ
ァ
（Patrice

Fava

）
氏
に
謝
意
を
表
し
た

い
。
一
九
九
三
年
以
降
に
靑
羊
宮
か
ら
再
版
さ
れ
た
も
の
の
ほ
う
が
亂
丁
が
多
い
。

（
37
）
一
九
九
五
年
、
巴
蜀
書
社
は
一
〇
册
本
の
『
重
刊
』
を
出
版
し
た
。
こ
れ
は
陳
大
利
、
林
建
、
黃
雲
生
と
秦
伏
男
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
、
一
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九
九
五
年
に
卿
希
泰
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
序
が
つ
い
て
い
る
。
同
じ
一
〇
册
本
（
こ
れ
に
は
更
に
閒
違
い
が
增
え
る
が
）
が
、
吉
林
人
民
出

版
社
か
ら
も
出
さ
れ
て
い
る
（
長
春
、
一
九
九
五
年
）。
二
〇
〇
二
年
に
、
ル
イ
ス
・
コ
ム
ジ
ャ
テ
イ
（L

ouis
K

om
jathy

）
は
巴
蜀
書
社
の

一
〇
册
本
に
所
收
さ
れ
て
い
る
經
典
の
リ
ス
ト
を
出
版
し
て
い
る
。L

ouis
K

om
jathy,Title

Index
to

D
aoistC

ollections,M
agdalena,

N
M

:T
hree

Pines
Press,2002

參
照
。

（
38
）
こ
の
準
備
段
階
の
分
類
に
つ
い
て
は
、M

onica
E

sposito

「『
道
藏
輯
要
』
及
其
編
纂
」
を
參
照
。『
重
刊
』
の
カ
テ
ゴ
リ
と
サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ

に
つ
い
て
はM

onica
E

sposito,“D
aozang

Jiyao
Project:M

utations
ofa

C
anon”

に
詳
し
い
。

（
39
）
こ
の
版
の
存
在
に
氣
づ
か
せ
て
く
だ
さ
っ
た
テ
ィ
モ
シ
ー
・
バ
レ
ッ
ト（Tim

othy
B

arrett

）敎
授
に
謝
意
を
示
し
た
い
。
更
に
、ニ
ー
ダ
ム
硏
究

所
付
屬
東
ア
ジ
ア
科
學
史
圖
書
館
の
司
書
を
務
め
る
ジ
ョ
ン
・
モ
フ
ェ
ッ
ト（John

M
offet

）博
士
、ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
學
圖
書
館
中
國
部
長
の

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ア
イ
ル
マ
ー（C

harlesA
ylm

er

）博
士
に
も
感
謝
の
意
を
示
し
た
い
。
ア
イ
ル
マ
ー
博
士
は
一
九
四
六
年
五
月
に
ニ
ー
ダ
ム
博
士

よ
り
讓
渡
さ
れ
た
こ
の
コ
ピ
ー
の
內
容
に
つ
い
て
情
報
を
下
さ
っ
た
。
こ
の
版
に
つ
い
て
はhttp://w

w
w

.lib.cam
.ac.uk/m

ulu/fb70302.htm
l

に
詳
し
い
。

（
40
）
『
重
刊
』
の
目
錄
類
は
す
べ
て
拙
論“T

he
D

aozang
Jiyao

Project:M
utations

ofa
C

anon”

注
（
21
）
に
揭
げ
た
。『
重
刊
道
藏
輯
要
』

の
補
遺
的
文
獻
に
關
す
る
準
備
段
階
的
リ
ス
ト
は
拙
論
「
道
藏
輯
要
及
其
編
纂
的
歷
史
」
一
四
―
一
五
頁
に
揭
げ
た
。
拙
論“

T
he

D
aozang

Jiyao
Project:M

utations
ofa

C
anon”

108–9

及
び
注
（
21
）
も
參
照
さ
れ
た
い
。

（
41
）
陳
仲
遠
と
し
て
も
知
ら
れ
る
陳
復
慧
（
一
七
三
四
―
一
八
〇
二
）
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
『
廣
成
儀
制
』
の
硏
究
及
び
『
靈
寶
文
檢
』、『
心
香

妙
語
』
及
び
『
雅
宜
集
』（
上
揭
表
三
、
文
獻
番
號
21
―
23
）
の
硏
究
に
つ
い
て
は
、
森
由
利
亞
「
淸
朝
四
川
の
全
眞
敎
と
天
師
道
儀
禮
―

『
廣
成
儀
制
』
太
淸
章
を
め
ぐ
っ
て
」（
小
林
正
美
編
『
道
敎
の
齋
法
儀
禮
の
思
想
史
的
硏
究
』
東
京
、
知
泉
書
院
、
二
〇
〇
六
年
、
一
三
七

―
八
四
頁
）、
及
び
同
「
重
刊
『
道
藏
輯
要
』
と
淸
朝
四
川
地
域
の
宗
敎
」
を
特
に
參
照
さ
れ
た
い
。

（
42
）
「
二
四
八
分
册
、
二
八
箱
」
と
い
う
『
重
刊
』
本
は
二
仙
庵
が
主
催
し
た
齋
で
燃
や
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
、
し
か
し
、
こ
れ
が
ど
の
カ
テ
ゴ

リ
に
屬
す
る
か
に
つ
い
て
は
確
認
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
注
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
以
下
を
參
照
。

（
43
）
今
の
と
こ
ろ
、
上
揭
表
三
文
獻
番
號
26
の
も
の
は
、
筆
者
が
所
在
の
確
認
を
で
き
て
い
な
い
唯
一
の
文
獻
で
あ
る
。
文
獻
番
號
24
の
『
太

上
無
極
大
道
三
十
六
部
尊
經
』
に
つ
い
て
は
呂
洞
賓
に
よ
る
藏
外
注
を
含
む
と
い
う
點
で
非
常
に
興
味
深
い
。「
重
刊
道
藏
輯
要
續
編
子
目
」
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五
卷
、
五
四
葉
表
―
五
六
葉
表
（『
重
刊
道
藏
輯
要
』
第
一
册
、
二
四
一
―
四
二
頁
）
に
よ
れ
ば
、
導
入
的
典
禮
に
つ
い
て
特
集
し
て
い
て
、

そ
の
箇
所
は
今
日
で
は
『
太
上
無
極
大
道
三
十
六
部
尊
經
啓
請
科
儀
』
と
題
さ
れ
た
獨
立
し
た
文
獻
と
し
て
靑
羊
宮
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。

注
を
伴
う
文
獻
の
獨
立
し
た
本
文
は
三
册
本
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。

（
44
）
「
重
刊
道
藏
輯
要
續
編
子
目
」
に
五
卷
目
と
し
て
付
加
さ
れ
た
も
の
は
、
一
九
〇
四
年
の
賀
龍
驤
に
よ
る
序
（『
重
刊
道
藏
輯
要
』
第
一
册
、

二
四
三
―
四
五
頁
所
收
）
が
あ
る
「
女
丹
合
編
總
目
」（
第
五
卷
、
六
二
葉
表
―
裏
）
と
十
五
種
類
の
資
料
の
詳
細
な
內
容
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
新
し
い
四
川
人
編
者
た
ち
は
當
初
こ
の
合
編
を
『
重
刊
』
に
收
め
よ
う
と
計
畫
し
て
い
た
が
、
結
局
獨
立
し
た
叢
書
と
し
て
出
版
す
る

こ
と
に
し
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
合
編
の
硏
究
に
つ
い
て
はE

lena
V

alussi,“M
en

and
W

om
en

in

H
e

L
ongxiang’s

N
üdan

hebian”,N
an

N
ü

10,2008,247–78

參
照
。

（
45
）
明
淸
王
朝
期
に
お
け
る
三
敎
の
意
味
に
つ
い
て
は
、Tim

othy
B

rook,“R
ethinking

Syncretism
:

T
he

U
nity

of
the

T
hree

Teachings

and
T

heir
JointW

orship
in

L
ate-im

perialC
hina”,JournalofC

hinese
R

eligions
21,1993,13–44

及
び
唐
大
潮
『
明
淸
之
際
道
敎

〝
三
敎
合
一
〞
思
想
論
』（
北
京
、
宗
敎
文
化
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
參
照
。
中
國
へ
渡
っ
た
宣
敎
師
は
、
淸
代
に
お
い
て
「
例
外
な
く

す
べ
て
の
中
國
人
は
三
つ
の
宗
派
の
修
練
に
同
時
に
從
っ
て
い
る
（
…
…tous

les
C

hinois
sans

exception,depuis
le

prem
ierjusqu’au

dernier,fontprofession
de

suivre
en

m
êm

e
tem

ps
les

pratiques
des

trois
sectes

）」
と
報
吿
し
て
い
る
。Tom

m
aso

M
aria

M
inorelli,

E
xam

en
des

Faussetez
sur

les
C

ultes
C

hinois:
Avancées

par
le

Pere
Joseph

JouvenciJesuite,dans
l’H

istoire
de

la
C

om
pagnie

de
Jesus,1714,60

參
照
。
同
じ
こ
と
は
、
明
代
初
期
の
イ
エ
ズ
ス
會
宣
敎
師
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
に
よ
っ
て
も
觀
察
さ
れ
て
お
り
、「
今
、
こ

の
時
、
最
も
賢
く
最
も
情
報
を
持
つ
﹇
中
國
人
﹈
に
占
め
ら
れ
、
贊
成
さ
れ
て
い
る
意
見
と
は
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
宗
敎
す
べ
て
は
一
つ
に

統
合
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
ら
は
同
じ
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（O

ren

ce
tem

ps
cette-ciestl’opinion

la
plus

recue
&

approuuee
des

plus
sages

&
aduisez;que

toutes
ces

trois
loix

sontvnies
en

vne,

&
qu’ensem

ble
elles

peuuent&
doiuenttoutes

estre
obseruees

）。D
u

voyage
de

la
C

hine,B
ook

I,Lyon,1616,188.

ニ
コ
ラ
ー
・

ト
リ
ゴ
ー
（N

icolas
Trigault

）
に
よ
る
ラ
テ
ン
語
か
ら
の
フ
ラ
ン
ス
語
譯
を
參
照
。

（
46
）
「
校
勘
道
藏
輯
要
書
後
」
一
八
葉
裏
（『
重
刊
道
藏
輯
要
』
第
一
册
、
四
五
頁
）
の
序
。「
珠
遺
滄
海
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
趙
宗
誠

「
道
藏
輯
要
的
編
纂
與
增
補
」
三
〇
頁
を
參
照
。
新
し
い
四
川
人
編
者
た
ち
に
と
っ
て
の
こ
の
表
現
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
森
由
利
亞
「
重

463



刊
『
道
藏
輯
要
』
と
淸
朝
四
川
地
域
の
宗
敎
」
三
五
六
―
三
五
八
頁
に
詳
し
い
。

（
47
）
上
揭
の
舊
『
道
藏
輯
要
』
原
凡
例
と
原
序
の
內
容
に
お
け
る
短
い
紹
介
と
注
（
17
）
―
（
18
）
と
（
20
）
を
參
照
。
儀
禮
書
の
複
合
化
と
四

川
化
に
つ
い
て
は
森
「
重
刊
『
道
藏
輯
要
』
と
淸
朝
四
川
地
域
の
宗
敎
」
を
參
照
。

（
48
）
三
敎
と
い
う
用
語
が
最
も
頻
出
す
る
の
は
、「
室
集
」
に
含
ま
れ
た
呂
洞
賓
に
假
託
さ
れ
た
文
獻
群
の
中
で
あ
る
。
三
敎
を
扱
う
集
と
し
て

は
『
道
藏
』
か
ら
派
生
し
た
全
眞
經
典
を
含
む
「
胃
集
」
が
重
要
で
あ
る
。

（
49
）
例
え
ば
、「
室
集
」
の
始
め
の
中
心
的
文
獻
、『
重
刊
道
藏
輯
要
』
第
十
二
册
、
五
二
九
四
、
五
二
九
六
、
五
三
三
〇
頁
所
收
の
『
十
六
品
經
』

二
葉
裏
八
行
目
、
二
葉
表
三
行
目
、
七
〇
葉
表
九
行
目
を
參
照
。

（
50
）
保
存
狀
態
の
良
い
明
版
『
道
藏
』
の
口
繪
の
コ
ピ
ー
は
パ
リ
の
フ
ラ
ン
ス
國
立
圖
書
館
（
東
洋
文
獻
部
）
に
保
存
さ
れ
て
い
る
（C

hinois

九

四
五
六
とC

hinois
九
五
四
七
）。
現
存
す
る
舊
『
道
藏
輯
要
』
の
口
繪
に
つ
い
て
は
拙
論“T

he
D

aozang
Jiyao

Project:M
utations

ofa

C
anon”,104

注
（
17
）
を
參
照
。

（
51
）
聖
書
や
コ
ー
ラ
ン
と
い
っ
た
「
聖
な
る
」
文
獻
の
多
く
が
「
傳
統
的
啓
示
」
と
い
う
も
の
に
依
據
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
點
に
つ
い
て

觸
れ
た
。
神
自
身
が
天
使
、
預
言
者
、
靈
的
に
觸
發
さ
れ
た
使
徒
た
ち
を
通
じ
て
啓
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ユ
ダ
ヤ
敎
、
キ
リ
ス
ト
敎
、

イ
ス
ラ
ム
敎
と
い
っ
た
ア
ブ
ラ
ハ
ム
系
宗
敎
の
、
神
聖
な
文
獻
と
い
う
正
統
的
性
質
を
保
證
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
樣
に
、
道
敎
の
正
典
經

典
群
も
道
敎
三
淸
の
正
系
と
い
う
證
を
持
っ
て
お
り
、
一
方
の
佛
敎
經
典
は
佛
敎
の
創
始
者
で
あ
る
釋
迦
牟
尼
の
言
葉
と
い
う
も
の
を
し
ば

し
ば
描
寫
し
て
い
る
。
こ
の
點
に
つ
い
て
は
拙
論“T

he
D

iscovery
ofJiang

Y
uanting’s

D
aozang

jiyao”

に
詳
し
い
。

（
52
）
呂
洞
賓
は
道
敎
の
最
高
神
で
あ
り
、
始
靑
天
で
憩
う
老
子
の
前
に
記
さ
れ
て
お
り
、「﹇
文
獻
﹈
の
す
べ
て
の
箱
を
編
輯
し
、
す
べ
て
の
一
つ

の
規
格
に
折
衷
す
る
（
願
以
編
輯
諸
函
、
折
衷
一
是
）」、
つ
ま
り
『
道
藏
輯
要
』
を
作
る
と
い
う
企
畫
を
宣
言
し
て
い
る
。
呂
洞
賓
に
假
託

さ
れ
る
「
道
藏
輯
要
原
序
」
四
葉
表
（『
重
刊
道
藏
輯
要
』
第
一
册
六
頁
）
參
照
。
ま
た
、
蘇
朗
の
序
（
一
〇
葉
表
―
裏
）（『
重
刊
道
藏
輯

要
』
第
一
册
九
頁
）
も
參
照
。

（
53
）
彼
ら
の
多
く
は
王
朝
の
文
化
的
事
業
で
あ
る
『
四
庫
全
書
』
に
攜
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
他
は
河
臣
で
あ
っ
た
。
こ
の
點
に
つ
い
て
は
森
「
重

刊
『
道
藏
輯
要
』
と
淸
朝
四
川
地
域
の
宗
敎
」、
拙
論“T

he
D

iscovery
ofJiang

Y
uanting’s

D
aozang

jiyao”

及
び“T

he
Invention

ofa

Q
uanzhen

C
anon”

に
詳
し
い
。
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（
54
）
俗
名
で
あ
る
王
樹
勳
と
い
う
名
の
ほ
う
が
知
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
蔣
予
蒲
の
師
で
あ
る
明
心
は
、
科
擧
に
落
ち
た
後
、
北
京
の
禪
林

で
出
家
し
た
。
明
心
は
高
官
た
ち
に
扶
鸞
を
廣
め
た
こ
と
で
知
ら
れ
、
こ
の
た
め
後
に
僧
籍
を
剝
奪
さ
れ
還
俗
さ
せ
ら
れ
た
。
一
七
九
五
年

に
蔣
予
蒲
は
北
京
の
廣
惠
寺
で
、
明
心
か
ら
俗
信
徒
の
た
め
の
五
戒
を
授
か
り
、
菜
⻝
主
義
者
と
な
っ
た
。
一
八
一
五
年
、
明
心
は
賄
賂
に

よ
っ
て
公
職
を
得
た
と
し
て
吿
發
さ
れ
、
つ
い
に
黑
龍
江
に
流
さ
れ
た
。
北
京
の
覺
源
壇
と
關
わ
り
を
持
っ
て
い
た
蔣
予
蒲
、
金
光
悌
（
別

名
、
大
固
、
一
七
四
七
―
一
八
一
二
）
と
そ
の
他
の
明
心
の
弟
子
た
ち
は
辭
め
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
た
。
蔣
予
蒲
は
「
缺
陷
役
人
（
玷
官
）」

に
な
っ
た
と
し
て
彼
を
糾
彈
す
る
王
朝
の
法
令
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
っ
た
。
拙
論“T

he
D

iscovery
of

Jiang
Y

uanting’s
D

aozang
jiyao”

及
び“T

he
Invention

ofa
Q

uanzhen
C

anon”

參
照
。
覺
源
壇
の
活
動
に
對
す
る
明
心
の
關
與
に
つ
い
て
の
別
見
解
と
し
て
は
森
「
重
刊

『
道
藏
輯
要
』
と
淸
朝
四
川
地
域
の
宗
敎
」
三
四
五
―
四
六
頁
參
照
。

（
55
）
舊
『
道
藏
輯
要
』
の
（
蘇
朗
に
假
託
さ
れ
る
）「
道
藏
輯
要
原
序
」
全
體
は
、
次
の
よ
う
に
讀
め
る
。「
我
ら
が
孚
佑
帝
君
は
、
玉
淸
の
宰
相
と

し
て
、
天
に
代
わ
っ
て
敎
化
し
、
世
界
中
に
顯
現
し
て
、
三
敎
の
敎
え
を
護
持
し
た
。
彼
の
記
す
す
べ
て
の
言
葉
と
文
章
は
玄
府
の
呪
語
、

大
羅
の
祕
密
の
諦
要
で
あ
る
。
今
、
先
後
古
今
を
總
括
整
理
し
、
丹
道
の
正
し
い
傳
承
を
總
合
し
、
眞
人
た
ち
の
典
籍
の
要
諦
を
網
羅
し
、

彼
は
第
一
覺
壇
の
弟
子
た
ち
に
、『
道
藏
輯
要
』
を
編
纂
し
、
版
木
を
彫
る
こ
と
を
命
じ
た
。
上
は
元
始
天
王
（
の
敎
え
）
か
ら
、
下
は
眞
人

た
ち
や
聖
人
た
ち
の
（
敎
え
）
ま
で
、
さ
ら
に
は
百
家
の
理
論
と
諸
子
の
注
釋
に
い
た
る
ま
で
、
廣
く
讀
ん
で
精
髓
を
取
り
出
し
詳
細
に
論

じ
る
こ
と
を
命
じ
た
（
我
孚
佑
帝
君
、
相
玉
淸
、
代
天
宣
化
、
變
現
十
方
、
綱
維
三
敎
。
凡
所
著
述
一
字
一
言
、
胥
玄
府
之
總
持
、
大
羅
之

密
諦
。
今
乃
囊
括
後
先
、
條
貫
今
始
、
綜
丹
道
之
眞
傳
、
羅
諸
眞
之
典
要
、
命
第
一
覺
壇
諸
弟
子
、
編
纂
道
藏
輯
要
一
書
、
付
諸
剞
劂
。
上

自
元
始
天
王
、
下
逮
諸
眞
列
聖
、
以
及
百
家
之
論
說
、
諸
子
之
疏
解
、
博
觀
而
約
取
、
擇
之
也
精
、
語
之
也
詳
）」。

（
56
）
呂
洞
賓
の
擔
っ
た
ふ
た
つ
の
役
割
の
結
果
、
呂
洞
賓
は
「
三
敎
の
敎
え
を
護
持
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
彼
に
權
威
づ
け
ら
れ
た
中

心
經
典
の
中
で
は
「
三
敎
宗
師
」
と
す
ら
呼
ば
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『
重
刊
道
藏
輯
要
』
第
十
二
册
、
五
二
九
四
、
五
二
九
六
及
び
五
三
三

〇
頁
、「
十
六
品
經
」
二
葉
裏
八
行
、
二
葉
表
三
行
、
七
〇
葉
表
九
行
。

（
57
）
『
四
庫
全
書
』
事
業
な
い
し
は
河
臣
と
し
て
活
動
し
て
い
た
蔣
予
蒲
ら
儒
敎
エ
リ
ー
ト
に
と
っ
て
、
三
敎
主
義
は
日
常
的
協
議
事
項
の
一

つ
で
あ
っ
た
。
上
揭
注
（
45
）
の
キ
リ
ス
ト
敎
宣
敎
師
の
證
言
の
他
、Jeffrey

Snyder-R
einke

に
よ
る
最
新
の
硏
究
（D

ry
Spells

State

R
ainm

aking
and

LocalG
overnance

in
Late

Im
perialC

hina,C
am

bridge,M
ass.:

H
arvard

U
niversity

Press,2009

）
も
、
淸
代
の
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地
方
官
の
閒
に
こ
の
共
通
見
解
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
强
調
し
て
い
る
。

（
58
）
舊
『
道
藏
輯
要
』
に
加
え
ら
れ
、
呂
洞
賓
に
假
託
さ
れ
た
新
し
い
文
獻
集
成
は
、
し
ば
し
ば
彼
を
孚
佑
上
帝
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
正
典
の

中
心
に
す
え
ら
れ
た
呂
洞
賓
に
權
威
づ
け
ら
れ
た
文
獻
群
を
參
照
。

（
59
）
『
二
仙
庵
常
住
應
用
時
文
』
所
收
「
刊
刻
道
藏
輯
要
焚
書
呈
天
修
齋
疏
」（
靑
羊
宮
出
版
よ
り
『
靈
寶
歲
時
文
』
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
）

一
八
葉
裏
―
一
九
葉
裏
、
こ
こ
で
は
一
九
葉
表
―
裏
。
閻
永
和
が
記
し
た
疏
に
つ
い
て
は
、
森
由
利
亞
「
重
刊
『
道
藏
輯
要
』
と
淸
朝
四
川

地
域
の
宗
敎
」
三
五
二
―
三
五
三
頁
。

（
60
）
『
二
仙
庵
常
住
應
用
時
文
』
一
九
葉
表
―
裏
。
こ
の
一
說
は
森
「
重
刊
『
道
藏
輯
要
』
と
淸
朝
四
川
地
域
の
宗
敎
」
三
四
九
―
五
五
頁
に
も

揭
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
61
）Stephan

Feuchtw
ang,The

Im
perialM

etaphor,L
ondon:R

outledge,1992,8–9.

（
62
）
『
重
刊
道
藏
輯
要
』
第
二
十
四
册
、
一
〇
五
五
六
―
五
七
、
一
〇
五
六
〇
―
六
一
及
び
一
〇
五
六
三
―
六
四
頁
所
收
「
二
仙
庵
碑
記
」
一
一

〇
葉
裏
、
一
一
三
葉
表
、
一
一
八
葉
裏
、
一
二
五
葉
表
（
以
上
康
熙
帝
に
關
し
て
）、
一
二
〇
葉
裏
、
一
二
六
葉
表
（
以
上
道
光
に
關
し
て
）。

（
63
）
『
重
刊
道
藏
輯
要
』
第
二
十
三
册
、
一
〇
二
三
六
頁
所
收
「
太
上
玄
門
功
課
經
」
二
葉
裏
。『
道
藏
』
と
『
道
藏
輯
要
』
に
お
い
て
も
、
主
に

典
禮
文
獻
の
中
に
こ
の
二
つ
の
詩
句
「
皇
圖
鞏
固
」「
帝
道
遐
昌
」
が
少
數
見
え
る
が
、
共
に
は
現
れ
て
い
な
い
。「
皇
圖
鞏
固
」
と
い
う
表

現
に
つ
い
て
は
例
え
ば
「
洪
恩
靈
濟
眞
君
祈
謝
設
醮
科
」(

Ｄ
Ｚ
四
七
三
、『
中
華
道
藏
』
第
三
十
一
册
、
六
四
三
ｃ
葉
／
四
行
）
や
「
金
籙

大
齋
宿
啓
儀
」（
Ｄ
Ｚ
四
八
四
、『
中
華
道
藏
』
第
四
十
三
册
、
一
四
ｃ
葉
／
一
二
行
）
な
ど
。「
帝
道
遐
昌
」
に
つ
い
て
は
、「
玉
籙
三
日
九

朝
儀
」(

Ｄ
Ｚ
五
〇
五
、『
中
華
道
藏
』
第
四
十
三
册
、「
玉
籙
大
齋
第
一
日
早
朝
儀
」
の
箇
所
、
一
二
〇
ｃ
葉
／
三
行
）
や
一
六
五
六
年
の
記

載
が
あ
る
、
王
常
月
作
と
さ
れ
る
「
初
眞
戒
律
」
に
つ
け
ら
れ
た
序
（
二
五
葉
裏
）（『
中
華
道
藏
』
第
二
十
四
册
、
一
〇
四
六
九
頁
）。
閻
永

和
に
よ
る
上
揭
の
疏
（『
二
仙
庵
常
住
應
用
時
文
』
二
〇
葉
裏
）
に
も
、「
國
脈
延
長
」
と
い
う
文
言
に
續
く
「
皇
圖
鞏
固
」
と
い
う
詩
句
が

あ
る
。「
太
上
玄
門
功
課
經
」
以
外
に
「
皇
圖
鞏
固
」
と
「
帝
道
遐
昌
」
を
共
に
揚
げ
て
い
る
唯
一
の
文
獻
は
「
徐
仙
眞
錄
集
」
卷
二
（
Ｄ
Ｚ

一
四
七
〇
、『
中
華
道
藏
』
第
三
十
一
册
、
七
九
九
葉
表
／
一
七
―
一
八
行
）
で
あ
る
。

（
64
）
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
は
任
宗
權
『
道
敎
戒
侓
學
』
二
册
本
（
北
京
、
宗
敎
文
化
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）
第
二
册
、
六
二
五
―
二
六

頁
參
照
。
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道
藏
輯
要
の
編
纂
と
電
子
化
を
め
ぐ
る
諸
問
題
　　

　
　
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ウ
ィ
ッ
テ
ル
ン
　
　

　　　　
　
　
一
　
序
文

　　
こ
の
論
文
で
は
道
敎
經
典
叢
書
の
新
し
い
版
で
あ
る
『
道
藏
輯
要
』
に
關
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
述
べ
て
行
き
た
い
。
ま
ず
、
新

版
を
編
纂
す
る
目
的
と
意
圖
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
次
に
檢
討
す
る
問
題
は
、
基
本
的
に
ふ
た
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
分
類
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
古
文
書
の
編
集
者
逹
が
み
な
直
面
す
る
人
文
科
學
的
問
題
と
、
今
回
特
に
新
版
を
作
成
す
る
に
當
た
り

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使
用
す
る
の
で
、
單
に
記
錄
を
印
刷
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
出
力
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
工
學
的
な
問
題
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
記
載
し
た
論
文
は
、『
道
敎
輯
要
』
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
國
際
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
二
〇
〇
六

年
、
モ
ニ
カ
・
エ
ス
ポ
ジ
ト
の
監
督
の
も
と
、
麥
谷
邦
夫
の
指
導
に
よ
っ
て
京
都
大
學
に
設
立
さ
れ
た
も
の
で
、
筆
者
は
副
監
督
と

し
て
攜
わ
っ
た（

１
）。

こ
こ
で
、
臺
灣
蔣
經
國
基
金
（
Ｃ
Ｃ
Ｋ
）
と
日
本
學
術
振
興
會
（
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
）
の
助
成
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、『
道

藏
輯
要
』
の
藏
外
經
典
に
お
け
る
句
讀
法
や
注
釋
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
完
成
す
る
に
當
た
っ
て
、
多
大
な
ご
協
力
を
得
た
臺
灣
中
央
硏
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究
院（

２
）に

謝
意
を
表
し
た
い
。

　　
　
　
二
　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
的

　　
經
典
を
新
し
く
編
纂
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
形
態
は
電
子
版
で
あ
ろ
う
が
傳
統
的
な
印
刷
に
よ
る
出
版
で
あ
ろ
う
が
、
ま
ず
、
最

初
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
編
纂
の
目
的
は
何
か
、
使
用
者
は
誰
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
誰
が
ど
ん
な
目
的
で
使
用
す
る

の
か
を
想
像
し
、
彼
ら
が
求
め
て
い
る
問
題
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
た
ち
ま
ち
、
我
々
が
取
り
組
ん
で
い
る
の

は
ど
ん
な
種
類
の
經
典
な
の
か
、
誰
が
何
の
目
的
で
こ
れ
ら
の
經
典
を
作
っ
た
の
か
、
こ
れ
ら
の
經
典
は
時
と
と
も
に
ど
の
よ
う
に

展
開
し
て
行
っ
た
の
か
と
い
う
難
し
い
問
題
が
持
ち
上
が
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
疑
問
に
滿
足
な
答
え
を
出
せ
る
よ
う
に
す
る

こ
と
こ
そ
が
こ
の
編
纂
の
本
來
の
目
的
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
次
の
章
で
は
こ
れ
ら
の
側
面
の
い
く
つ
か
を
論
じ
、
そ
の
狀
況
を
注
意
深
く
考
慮
し
な
が
ら
、
次
に
、
新
し
い
版
は
ど
の
よ
う
な

形
を
と
る
の
が
良
い
の
か
を
論
じ
て
行
き
た
い
。

　　
　
　
三
　
道
敎
經
典
の
特
徵

　　
道
敎
經
典
の
內
容
は
經
典
、
式
典
、
傳
記
、
地
誌
、
碑
銘
硏
究
、
修
史
、
文
學
作
品
、
問
答
體
の
論
書
、
注
釋
書
、
百
科
事
典
的
資

料
集
、
啓
示
經
典
な
ど
廣
範
か
つ
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
も
限
定
さ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
多
く
の

道
敎
經
典
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
經
典
や
背
景
に
道
敎
の
思
想
を
も
つ
經
典
に
共
通
す
る
典
型
的
な
特
徵
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
典
型
的
な
經
典
の
ほ
か
、
道
敎
經
典
に
付
加
さ
れ
た
も
の
に
道
敎
思
想
の
信
奉
者
や
道
敎
經
典
の
讀
者
を
扱
っ
て
い
る
も
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の
が
あ
る
。
道
敎
經
典
の
膨
大
な
叢
書
に
含
ま
れ
る
そ
の
多
く
は
、
何
世
紀
も
の
閒
、
一
般
の
讀
者
の
目
に
觸
れ
ず
密
か
に
內
部
經

典
と
し
て
傳
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
存
在
と
內
容
を
知
る
た
め
に
は
、
特
別
な
加
入
儀
禮
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ

る（
３
）。

そ
れ
以
外
の
一
般
に
廣
く
讀
ま
れ
て
い
る
經
典
は
文
獻
目
錄
に
記
錄
さ
れ
て
い
て
、
誰
で
も
讀
む
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
そ

れ
ら
を
區
別
す
る
こ
と
は
道
敎
經
典
の
硏
究
に
と
っ
て
不
可
缺
で
あ
り
、
編
纂
す
る
際
に
常
に
心
が
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
三
―
一
　
內
部
經
典
と
啓
示
經
典

　
上
述
し
た
よ
う
に
、
道
敎
經
典
の
特
別
な
ジ
ャ
ン
ル
の
ひ
と
つ
は
啓
示
經
典
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
經
典
は
、
人
閒
世
界
に
廣
め
る

た
め
に
天
界
の
神
仙
に
よ
っ
て
說
か
れ
た
も
の
を
、
道
士
逹
が
平
易
に
書
き
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
ロ
バ
ー
ト
・
キ
ャ
ン
パ
ニ
ー
が

示
唆
し
た
よ
う
に（

４
）、

そ
れ
ら
の
經
典
は
世
閒
に
廣
め
る
前
に
そ
れ
が
相
應
し
い
か
ど
う
か
、
神
仙
に
校
正
を
受
け
た
も
の
さ
え
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
經
典
は
あ
る
獨
特
で
興
味
深
い
特
徵
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
經
典
は
創
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
單

に
道
士
に
よ
っ
て
書
き
寫
さ
れ
た
も
の
な
の
で
、
一
般
に
正
し
く
讀
ま
れ
る
か
ど
う
か
の
究
極
の
責
任
者
は
そ
れ
ら
を
書
き
記
し
た

人
閒
で
は
な
く
、
後
に
編
纂
し
た
人
閒
で
も
な
く
、
神
仙
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
經
典
作
成
や
そ
の
硏
究
の
過
程
に

お
い
て
人
の
手
が
介
在
し
て
い
る
と
い
う
事
實
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
經
典
の
原
典
は
天
界
に
殘
さ
れ
て
い

る
も
の
な
の
で
、
我
々
は
直
接
調
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
道
士
の
仲
介
を
通
じ
て
、
神
仙
に
校
正
を
受
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
異
同
の
評
價
に
對
し
て
重
要
な
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
、
後
世
の
經
典
に
記
さ
れ
た
變
更

は
、
そ
の
經
典
が
墮
落
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
一
般
的
に
律
令
や
地
圖
を
更
新
す
る
と
き
と
同
樣
、
そ
の
經
典
の
更

新
は
世
界
に
お
け
る
變
更
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
點
は
編
集
方
針
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
經
典
の
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
特
徵
は
、
も
ち
ろ
ん
內
部
經
典
で
あ
り
、
靈
的
世
界
へ
到
逹
す
る
た
め
の
指
導
書
と
し
て

書
か
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
は
道
士
逹
が
靈
的
世
界
へ
到
逹
す
る
道
を
見
つ
け
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
道
士
た
ち
は
こ
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れ
ら
の
經
典
を
一
度
に
全
て
を
手
に
入
れ
た
の
で
は
な
く
、
徐
々
に
靈
的
世
界
の
道
を
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
道
士
逹
は
內
面
で
、
そ

の
經
典
と
出
會
う
準
備
を
經
て
か
ら
實
際
に
そ
の
テ
キ
ス
ト
を
手
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
讀
み
手
と
經
典
の
特
殊
な
關
係

を
示
唆
し
て
い
る
。
イ
ザ
ベ
ル
・
ロ
ビ
ネ
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

上
淸
派
に
お
い
て
は
、
神
聖
な
經
典
が
初
期
の
道
敎
に
お
け
る
指
導
者
と
同
じ
役
割
を
擔
っ
て
い
る
。
實
際
、
眞
の
指
導
者
は
も

は
や
經
典
で
あ
り
、
道
敎
の
敎
義
は
口
傳
か
ら
書
物
へ
と
進
化
を
遂
げ
、
そ
の
存
在
は
重
要
性
を
增
し
て
い
る
の
で
あ
る
（﹇
13
﹈

二
六
頁
）
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
靈
的
世
界
の
活
動
を
描
寫
し
て
い
る
經
典
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
補
わ
れ
て
い
る
精
神
活
動
の
變
化
に
よ
っ
て
經
典
も

ま
た
、
變
更
す
る
こ
と
を
餘
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
道
敎
經
典
の
重
要
な
特
徵
の
最
後
の
ひ
と
つ
、
聖
典
は
全
て
、
あ
る
特
定
の
道
敎
の
宗
派
に
屬
し
て
い
る
啓
示
經
典
で
あ
り
、
そ

の
宗
派
の
中
だ
け
で
意
義
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
神
聖
な
形
や
場
所
の
「
眞
の
形
」
や
「
眞
の
音
」
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
聖
典
は
、
二
つ
の
意
味
で
救
濟
の
手
立
て
と
し
て
用
い

ら
れ
た
。
一
方
で
、
聖
典
は
そ
れ
ら
を
授
け
る
神
と
の
契
約
で
あ
り
、
他
方
で
は
目
に
見
え
な
い
世
界
（
そ
れ
は
む
し
ろ
眞
の
形
の
世

界
）
の
祕
儀
を
傳
え
る
も
の
で
あ
っ
た
（﹇
13
﹈
二
四
頁
）
。

　
　
三
―
二
　
經
典
の
複
製
と
配
布

　
こ
こ
に
興
味
深
い
點
が
あ
る
。
そ
れ
は
經
典
に
對
す
る
態
度
に
道
敎
と
佛
敎
で
は
著
し
い
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
さ
ら
に

調
査
を
深
め
る
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
中
國
佛
敎
で
は
隱
さ
れ
た
經
典
は
數
少
な
い
。
そ
れ
は
經
典
が
佛
敎
の
敎
え
を
廣
め
る
こ

と
に
寄
與
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
經
典
の
複
製
と
配
布
に
よ
っ
て
功
德
を
得
る
こ
と
が
出
來
、
求
道
者
が
敎
え
を
聞
き
、
悟
り
を

開
く
の
に
役
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
佛
敎
界
で
は
經
典
を
供
給
す
る
方
法
に
も
强
い
關
心
を
持
っ
て
お
り
、
早
く
か
ら
印
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刷
技
術（

５
）を

採
用
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
經
典
の
生
產
を
順
次
增
や
し
て
い
っ
た
。
他
方
、
道
敎
で
は
一
般
に
讀
ま
れ
て
い
た
經
典
は

ほ
ん
の
僅
か
で
、
經
典
を
廣
め
る
こ
と
に
關
し
て
明
確
な
價
値
を
持
た
な
か
っ
た
。
元
と
明
の
時
代
の
『
道
藏
』
は
外
的
な
介
在
、
つ

ま
り
、
皇
帝
の
命
令
に
よ
っ
て
と
も
か
く
編
纂
さ
れ
印
刷
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　　
　
　
四
　
新
版
の
た
め
の
考
察

　　
版
を
新
し
く
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
單
に
作
業
に
着
手
す
る
こ
と
で
も
な
く
機
械
的
に
編
集
作
業
を
繼
續
し
て
行
く
こ
と
で

も
な
い
。
方
法
論
的
な
考
察
と
編
纂
の
目
的
に
關
す
る
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
態
度
で
編
纂
し
よ
う
と
す
る
時
、
硏
究

者
は
通
常
、
同
樣
な
問
題
の
先
行
硏
究
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
そ
こ
か
ら
ヒ
ン
ト
や
手
掛
か
り
を
得
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
二
十
世
紀
に
お
い
て
、
學
問
的
な
手
法
と
目
的
で
テ
キ
ス
ト
（
ほ
と
ん
ど
は
文
學
作
品
）
を
編
集
す
る

學
者
逹
が
編
集
方
針
に
つ
い
て
議
論
し
て
き
た
狀
況
を
詳
し
く
述
べ
た
い
と
思
う
。

　
ま
ず
、
最
初
に
明
確
に
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
地
域
の
違
い
に
よ
っ
て
編
集
理
論
に
か
な
り
の
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
主
に
、
英
語
文
化
圈
と
ド
イ
ツ
學
派
の
編
集
理
論
の
影
響
を
受
け
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
ほ
と
ん
ど
の
地
域
（
フ
ラ
ン
ス
と

フ
ラ
ン
ス
語
圈
を
除
く
）
に
分
け
ら
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
ま
た
異
な
っ
た
文
獻
編
集
に
對
す
る
考
え
方
が
發
展
し
て
い
た
。
こ
こ
で

記
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
相
違
に
つ
い
て
、
そ
の
違
い
が
僅
か
の
差
し
か
な
く
編
集
の
基
本
槪
念
を
共
有
す
る
共
通
の

地
域
か
ら
徐
々
に
發
展
し
た
も
の
と
、
か
な
り
長
い
閒
ほ
と
ん
ど
交
流
が
な
く
相
互
に
孤
立
し
て
い
っ
た
と
い
う
も
の
と
が
あ
る
こ

と
で
あ
る
。
最
近
で
は
こ
れ
ら
の
異
な
る
地
域
閒
で
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
き
て
お
り
、
相
互
の
理
解
が
深
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
主
な
違
い
は
學
問
的
な
目
的
で
編
纂
さ
れ
た
版
だ
け
で
は
な
く
、
一
般
大
衆
用
の
文
庫
本
な
ど
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
な
が
ら

今
日
ま
で
續
い
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
說
明
し
て
き
た
こ
と
よ
り
も
、
も
っ
と
多
く
の
細
か
な
違
い
に
對
す
る
議
論
が
あ
り
、
そ
れ
を
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說
明
す
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
紙
面
の
都
合
上
、
議
論
の
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
說
明
す
る
の
を
控
え
て
お
き
た
い
。

　
こ
こ
數
十
年
來
、
テ
キ
ス
ト
の
編
纂
の
理
論
と
實
踐
に
關
す
る
學
問
は
非
常
に
發
展
し
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
新
し
い
疑
問
も

生
ま
れ
、
新
し
い
方
法
論
が
發
掘
さ
れ
、
新
し
い
目
的
が
見
出
さ
れ
た
。
こ
の
注
目
す
べ
き
廣
が
り
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
使
用
に
よ
る

結
果
と
考
え
ら
れ
る
。
當
初
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
は
印
刷
に
よ
る
出
版
の
た
め
の
道
具
と
し
て
導
入
さ
れ
た
が
、
後
に
電
子
出
版
の

媒
體
と
も
な
っ
た
。
こ
れ
か
ら
は
今
ま
で
聞
い
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
新
し
い
出
版
の
媒
體
が
出
現
す
る
能
性
も
あ
る
。
次
に
、
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
使
用
の
槪
要
を
示
し
て
行
き
た
い
。

　
　
四
―
一
　
論
爭

編
纂
の
意
圖

　
中
國
で
は
長
い
閒
、
少
な
く
と
も
許
愼
（
約
五
八
―
一
四
七
年
）
の
撰
に
よ
る
『
說
文
解
字
』
が
出
版
さ
れ
て
以
來
、
原
典
硏
究
に

お
い
て
、
傳
え
ら
れ
た
文
獻
の
信
賴
性
と
修
正
の
有
無
を
意
識
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
實
踐
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
西
洋
の
現
代

學
問
の
背
景
で
あ
る
そ
の
手
法
は
古
典
古
代
の
文
書
、
特
に
ギ
リ
シ
ア
語
で
書
か
れ
た
新
約
聖
書
の
テ
キ
ス
ト
を
編
纂
す
る
た
め
に
、

ド
イ
ツ
學
府
の
傳
統
の
な
か
で
發
展
し
て
き
た
も
の
で
も
あ
る
。
一
方
で
、
英
語
文
化
圈
が
磨
い
て
き
た
方
法
と
は
ウ
イ
リ
ア
ム
・

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
の
編
纂
を
通
し
て
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
そ
の
端
緖
と
な
っ
た
原
典
が
全
く
異
な
る
タ
イ
プ
の
も
の
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
方
は
、
遙
か
遠
い
時
代
か
ら
傳
え
ら
れ
て
き
た
古
典
文
書
で
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
文
書
を
利
用
で
き

な
い
も
の
と
、
他
方
、
現
代
の
作
家
以
上
に
多
樣
性
を
持
つ
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
も
の
と
い
う
違
い
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
問
題
設
定

の
相
違
か
ら
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
方
法
論
の
枠
組
み
が
生
じ
た
と
し
て
も
驚
く
に
は
當
た
ら
な
い（

６
）。

こ
れ
ら
の
相
違
は
、
編
纂
作

業
の
根
本
か
ら
廣
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
編
集
の
方
法
や
編
集
の
目
的
は
お
の
ず
と
異
な
る
の
で
あ
る
。

　
ど
ち
ら
の
方
法
論
に
も
第
三
の
方
法
論
同
樣
、
そ
れ
ぞ
れ
に
利
點
は
あ
る
。
第
三
の
方
法
論
と
は
主
に
フ
ラ
ン
ス
語
圈
の
學
問
の

世
界
で
發
展
し
た
生
成
論
的
編
集
で
、
時
期
の
違
う
文
書
と
の
比
較
、
關
連
す
る
文
書
か
ら
の
裏
付
け
作
業
、
削
除
さ
れ
た
部
分
な
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ど
を
通
し
て
、
テ
キ
ス
ト
の
生
成
過
程
を
再
現
す
る
手
法
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
の
い
く
つ
か
の
重
要
な
點
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
、
も
う
少
し
時
閒
を
割
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
學
術
的
な
目
的
で
テ
キ
ス
ト
を
編
集
す
る
行
爲
は
英
語
圈
で
は
「
學
問
的

編
集
（scholarly

editing

）」
と
い
い
、
ド
イ
ツ
語
で
そ
れ
に
相
當
す
る
語
彙
は
「
編
集
文
獻
學
（E

ditionsw
issenschaft

）」
と
な

る
。
兩
者
の
意
味
の
微
妙
な
違
い
は
日
本
語
の
譯
語
で
反
映
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
兩
者
を
「
編
集
文
獻
學
」

で
示
す
こ
と
に
す
る
。
（
日
本
に
お
け
る
編
集
文
獻
學
に
つ
い
て
は
﹇
16
﹈
の
「
編
集
文
獻
學
の
不
可
能
性
―
譯
者
解
說
に
代
え
て
」
を
參
照
）

　
　
　
　
四
―
一
―
一
　
英
語
文
化
圈
の
編
集
文
獻
學

　
傳
統
的
編
集
手
法
に
違
い
が
あ
る
こ
と
で
氣
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
點
は
、
そ
の
文
書
が
ど
の
手
法
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
英
語
文
化
圈
の
傳
統
學
派
の
有
名
な
論
文
に
Ｗ
・
Ｗ
・
グ
レ
ッ
グ
の
「
基
底
（
コ
ピ
ー
）
テ
キ
ス
ト
の
原
理
」

（“T
he

R
ationale

ofC
opy-Text”

）
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
基
底
テ
キ
ス
ト
と
は
通
常
、
出
版
さ
れ
た
文
書
で
そ
れ
に
校
訂
や

校
正
な
ど
を
加
え
た
り
、
入
手
で
き
る
他
の
刊
本
と
合
體
さ
せ
た
り
す
る
た
め
の
基
礎
と
し
て
扱
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
基
底
テ
キ

ス
ト
は
今
ま
で
何
處
に
も
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
と
な
る
が
、
著
者
の
意
圖
は
十
分
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
。

　
ピ
ー
タ
ー
・
シ
リ
ン
グ
ス
バ
ー
グ
に
よ
れ
ば
、「
編
集
に
作
者
の
意
圖
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
、
三
十
年
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
わ

た
っ
て
ア
メ
リ
カ
學
派
の
編
集
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
っ
た
。」（
﹇
15
﹈
三
一
頁
）
こ
れ
は
文
書
を
編
集
す
る
た
め
の
指
導
原
理
の
ひ

と
つ
で
、
そ
の
文
書
で
作
者
の
意
圖
が
明
確
で
な
い
と
き
、
そ
し
て
現
在
入
手
で
き
る
最
新
の
テ
キ
ス
ト
が
載
っ
て
い
な
い
と
き
、
編

集
者
は
そ
れ
を
改
訂
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
編
集
者
は
取
捨
選
擇
的
に
そ
の
文
書
に
書
か
れ
て
い
る
全
て
の
こ
と
と
、
著
者
が
意

圖
し
て
い
る
他
の
典
據
、
例
え
ば
手
紙
や
日
記
な
ど
を
注
意
深
く
取
り
入
れ
て
、
文
書
を
作
成
す
る
資
格
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し

一
方
で
、
著
者
の
意
圖
が
ア
イ
デ
ア
に
過
ぎ
な
い
と
き
、
具
體
的
に
ど
こ
ま
で
テ
キ
ス
ト
に
反
映
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
は

出
來
な
い
。
一
九
八
〇
年
代
と
一
九
九
〇
年
代
、
こ
の
編
集
方
針
に
大
き
な
變
化
が
お
こ
っ
た
。
文
書
は
そ
の
需
要
と
供
給
と
い
う
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觀
點
で
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
觀
點
は
デ
ビ
ッ
ト
・
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
が
大
英
圖
書
館
で
行
な
っ
た
「
パ
ニ
ッ

ツ
ィ
記
念
講
演
」
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
（﹇
12
﹈）
。
彼
は
ま
た
、
實
際
に
物
理
的
な
作
品
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
編
集
作

業
の
範
圍
を
廣
げ
た
。
書
物
を
考
察
す
る
際
に
そ
れ
を
物
と
し
て
捉
え
、
そ
の
樣
式
や
ペ
ー
ジ
の
竝
び
、
製
本
の
仕
方
や
表
紙
、
物

流
な
ど
に
も
目
を
向
け
た
の
で
あ
る
。

　
近
年
、
ジ
ョ
ン
・
ブ
ラ
イ
ア
ン
ト
（﹇
3
﹈）
は
著
書
に
よ
る
改
訂
の
過
程
を
再
調
査
し
て
發
表
し
た
。
そ
の
手
法
を
讀
者
で
あ
る

他
の
硏
究
者
が
文
書
を
改
訂
す
る
と
き
に
用
い
て
、
著
者
に
よ
る
編
集
と
他
者
に
よ
る
編
集
の
兩
方
の
手
法
の
組
み
合
わ
せ
に
成
功

し
た
。
ポ
ー
ル
・
エ
ガ
ー
ト
（﹇
7
﹈）
は
、
主
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
活
動
す
る
學
術
な
編
集
の
硏
究
者
で
、
繪
畫
や
建
物
を
修
復
す

る
過
程
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
編
纂
の
理
論
を
發
展
さ
せ
た
。
つ
ま
り
、
文
書
だ
け
を
見
る
の
で
は
な
く
そ
の
變
遷
の
歷
史
を
辿
る
こ

と
も
必
要
だ
と
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
四
―
一
―
二
　
ド
イ
ツ
的
手
法
に
よ
る
編
集
文
獻
學

　
ド
イ
ツ
的
手
法
に
よ
る
學
問
的
編
集
の
目
的
は
、
通
常
「
歷
史
的
批
評
版
」
を
實
現
す
る
も
の
で
あ
る
。「
歷
史
的
」
と
は
、
そ
の

テ
キ
ス
ト
の
す
べ
て
の
刊
本
を
調
査
す
る
必
要
を
明
示
し
、
そ
し
て
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
流
通
史
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

は
批
評
的
態
度
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
そ
の
文
書
は
彼
ら
の
信
賴
に
足
る
も
の
と
す
る
た
め
に
調
査
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
歷
史
と
批
評

と
は
相
互
に
依
存
し
貢
獻
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
ひ
と
つ
の
決
定
的
な
か
た
ち
の
版
に
仕
上
げ
ら
れ
た
文
書
を
作
る

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
最
高
の
旣
存
版
の
文
書
の
コ
ピ
ー
を
供
給
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
基
準
に
合
わ
な
い
も
の
を
排
除
す
る
こ

と
で
あ
り
、
相
違
點
の
一
覽
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
比
較
硏
究
資
料
の
中
か
ら
そ
れ
ら
の
意
義
を
決
定
的
に
評
價
す

る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
編
集
さ
れ
る
文
書
は
そ
の
文
書
に
明
ら
か
な
閒
違
い
（
逐
語
的
な
閒
違
い
）
が
あ
っ
た
時
に
だ
け
變
更
さ
れ
る
。

校
訂
作
業
に
お
い
て
は
テ
キ
ス
ト
の
他
の
刊
本
に
よ
っ
て
混
入
し
た
修
正
（
い
わ
ゆ
る
不
純
の
混
合
）
を
避
け
る
こ
と
は
最
も
基
本
的
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な
ル
ー
ル
で
あ
る
。

　
ド
イ
ツ
の
學
術
的
編
集
の
歷
史
の
初
期
の
段
階
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
、
最
新
版
は
著
者
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
は

編
集
作
業
を
す
る
た
め
の
權
威
的
な
文
獻
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
非
常
に
問
題
で
あ
る
こ
と
が
證
明
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
Ｊ
・

Ｗ
・
ゲ
ー
テ
の
硏
究
に
よ
る
と
、
彼
の
最
新
版
で
は
彼
の
初
期
の
詩
は
修
正
さ
れ
調
子
を
さ
げ
た
の
だ
が
、
著
者
の
權
威
に
よ
っ
て
、

著
者
に
よ
っ
て
放
棄
さ
れ
た
版
の
內
容
が
特
に
好
ま
れ
て
選
擇
さ
れ
る
事
が
多
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
著
者
の
意
圖
の
代
わ
り
に
、

ハ
ン
ス
・
ゼ
ラ
ー
が
言
う
よ
う
に
、
內
容
を
知
る
の
が
困
難
な
「
占
い
の
文
獻
學
」（﹇
20
﹈
二
三
頁
）
を
除
い
て
、
と
も
か
く
、
ド
イ
ツ

の
文
獻
學
者
逹
は
入
手
で
き
た
テ
キ
ス
ト
と
入
手
で
き
た
刊
本
を
通
し
て
そ
の
歷
史
を
辿
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
四
―
一
―
三
　
生
成
的
批
判
版

　
こ
と
に
二
十
世
紀
の
著
者
逹
は
、
著
作
の
過
程
を
再
現
し
記
錄
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
そ
の
著
作
を
編
集
に
至
ら
せ
る
過
程
に
大

き
な
興
味
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
理
想
的
で
完
全
な
テ
キ
ス
ト
を
出
發
點
に
す
る
の
で
は
な
く
、
中
閒
資
料
、
書
き
換
え
た
テ
キ

ス
ト
、
著
者
に
關
す
る
デ
ー
タ
な
ど
を
も
っ
て
、
始
め
の
ア
イ
デ
ア
か
ら
完
全
な
作
品
に
な
る
ま
で
の
道
の
り
を
明
ら
か
に
す
る
の

が
目
的
で
あ
っ
た
。
特
に
フ
ラ
ン
ス
語
圈
の
學
問
的
編
集
の
世
界
で
は
そ
の
風
潮
が
强
か
っ
た
。
ジ
ェ
ド
・
デ
ッ
プ
マ
ン
に
よ
る
と
、

…
…
主
題
﹇
生
成
批
判
の
﹈
は
、「
出
版
」
さ
れ
た
作
品
で
は
な
く
そ
れ
が
書
か
れ
た
過
程
を
分
析
し
、
復
元
す
る
こ
と
と
で
あ

る
。
生
成
批
判
學
者
は
彼
ら
が
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
「
先
驅
的
作
品
」
の
中
に
盡
き
な
い
重
要
性
を
見
つ
け
る
。
同
樣
に
、
批
評
家

は
著
者
の
記
錄
、
走
り
書
き
、
草
稿
、
原
稿
、
タ
イ
プ
さ
れ
た
原
稿
、
校
正
刷
り
、
書
億
な
ど
を
集
め
る
。
（﹇
7
﹈
表
紙
か
ら
）

　
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ド
イ
ツ
流
と
は
全
く
異
な
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
前
者
の
取
り
組
み
は
テ
キ
ス
ト
の
頂
點
へ
と
導
く
も
の
で
、

完
成
し
た
時
は
優
美
で
美
學
的
で
魅
力
的
な
も
の
に
な
る
の
に
對
し
て
、「
生
成
的
批
判
」
の
編
輯
で
注
目
す
る
こ
と
は
付
屬
物
を
集

め
て
整
理
す
る
こ
と
に
係
っ
て
お
り
、
付
屬
物
は
著
作
の
過
程
に
光
を
當
て
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
初
期
の
段
階
の
形
は
そ
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れ
自
體
、
完
成
形
の
中
に
表
さ
れ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
四
―
一
―
四
　
電
子
媒
體
に
よ
る
編
纂

　
デ
ジ
タ
ル
の
電
子
情
報
傳
逹
手
段
の
出
現
は
、
最
初
は
編
集
の
た
め
の
道
具
と
し
て
、
後
に
は
出
版
媒
體
と
し
て
も
學
問
的
編
集

に
大
き
な
變
化
を
も
た
ら
し
、
そ
し
て
、
多
く
の
議
論
の
前
提
と
も
な
っ
た
。
厖
大
な
假
の
空
閒
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、

も
は
や
出
版
を
制
限
す
る
必
要
は
な
く
な
り
、
巧
み
に
構
成
さ
れ
た
硏
究
資
料
と
し
て
の
た
っ
た
一
册
の
文
書
で
は
な
く
、
あ
る
テ

キ
ス
ト
の
全
て
の
版
を
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
讀
者
自
身
が
編
集
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
シ
リ
ン
グ
ス

バ
ー
グ
が
我
々
に
警
吿
し
た
よ
う
に
、
も
は
や
編
集
作
業
は
必
要
な
く
な
っ
た
の
だ
と
信
じ
る
べ
き
で
は
な
い
。
か
つ
て
は
、
そ
う

信
じ
て
い
た
編
集
者
た
ち
が
存
在
し
た
。「
こ
う
し
た
編
集
者
た
ち
は
﹇
適
切
に
編
集
さ
れ
た
﹈
テ
キ
ス
ト
を
讀
者
に
提
供
す
る
と
い

う
責
任
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
お
り
、
ペ
ー
ジ
を
揃
え
、
校
正
し
、
事
實
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
作
業
す
べ
て
を
引
き
受
け
る
よ
う
な
利

用
者
が
存
在
す
る
と
信
じ
て
い
る
點
で
閒
違
っ
て
い
る
」
（﹇
16
﹈
一
一
一
頁
）
。
つ
ま
り
、
編
集
は
今
で
も
必
要
で
、
利
用
者
や
讀
者

を
導
く
編
集
者
の
役
割
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
單
な
る
「
大
量
の
原
典
の
保
管
場
所
」
と
し
て
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

の
便
利
さ
も
捨
て
る
べ
き
で
は
な
い
。

　
デ
ジ
タ
ル
版
の
テ
キ
ス
ト
は
そ
の
制
作
過
程
で
、
文
獻
を
電
子
の
形
式
に
書
き
換
え
る
過
程
で
、
興
味
深
い
影
響
を
引
き
起
こ
し

た
。
新
し
い
テ
キ
ス
ト
の
要
素
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
先
驅
者
逹
を
紹
介
し
よ
う
。
ピ
ー
タ
ー
・
シ
リ
ン
グ
ス
バ
ー

グ
と
彼
の
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
時
代
の
學
術
的
編
集
』（Scholarly

E
diting

in
the

D
igitalA

ge,

﹇
16
﹈
）
一
九
八
六
年
初
版
（
現
在

三
版
）
、
ジ
ェ
ロ
ー
ム
・
マ
ッ
ク
ガ
ン
『
輝
く
テ
キ
ス
ト
性
』（R

adiantTextuality,

﹇
11
﹈
二
〇
〇
一
年
）
と
ピ
ー
タ
ー
・
ロ
ビ
ン

ソ
ン
、
彼
ら
は
『
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
物
語
』
を
編
集
し
分
析
し
た
だ
け
で
な
く
、
異
な
っ
た
テ
キ
ス
ト
の
刊
本
を
照
合
す
る
た
め
の
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
「C

ollate

」
と
學
術
的
編
集
の
デ
ジ
タ
ル
出
版
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
「A

nastasia

」
を
含
め
、
編
集
作
業
を
補
助
す
る
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コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
作
成
し
た
。
學
問
的
編
集
に
關
す
る
限
り
で
は
重
要
な
一
里
塚
、
二
〇
〇
六
年
に
出
版
さ
れ

た
『
電
子
文
書
の
編
集
』（E

lectronic
TextualE

diting,

﹇
4
﹈
）
が（

７
）、

Ｍ
Ｌ
Ａ
（
米
國
現
代
語
學
文
學
協
會
）
か
ら
の
委
託
を
受
け
て

ル
ー
・
バ
ー
ナ
ー
ド
、
カ
ト
リ
ー
ヌ
・
オ
ブ
ラ
イ
エ
ン
・
オ
キ
ー
フ
、
ジ
ョ
ン
・
ア
ン
ス
ォ
ー
ス
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
。『
學
術
的

編
纂
の
編
集
者
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
』（G

uideline
for

E
ditors

ofScholarly
E

ditions

）
ば
か
り
で
な
く
『
文
書
の
符
號
化
と

變
換
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン（

８
）』（G

uidelines
for

E
lectronic

TextE
ncoding

and
Interchange

）
は
、
と
て
も
有
用
な
注
釋
を
付

け
た
參
考
文
獻
一
覽
で
、
こ
の
分
野
で
長
い
閒
硏
究
し
て
い
る
專
門
家
に
よ
る
論
文
二
〇
篇
も
收
錄
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
四
―
一
―
五
　
結
び

　
こ
れ
ま
で
に
紹
介
し
て
き
た
比
較
的
最
近
の
西
洋
文
學
の
硏
究
に
お
い
て
さ
え
、
學
術
的
に
編
集
し
、
書
物
を
出
版
す
る
の
は
複

雜
で
億
單
な
作
業
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
同
樣
に
、
前
近
代
の
中
國
の
宗
敎
文
書
を
編
集
し
出
版
す
る

の
は
さ
ら
に
困
難
で
、
な
ん
ら
か
の
實
驗
を
行
い
、
熟
考
し
、
成
果
に
つ
い
て
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
四
―
二
　
電
子
版
の
特
徵

　
實
際
に
新
し
い
『
道
藏
輯
要
』
を
編
集
す
る
作
業
の
紹
介
に
入
る
前
に
、
デ
ジ
タ
ル
文
書
の
基
本
的
な
性
質
に
つ
い
て
、
特
に
中

國
文
書
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
つ
い
て
し
ば
し
意
見
を
述
べ
た
い
と
お
も
う
。

　
昔
か
ら
の
方
法
で
書
か
れ
た
文
獻
は
直
接
利
用
で
き
、
何
の
手
を
加
え
な
く
て
も
讀
者
に
そ
の
ま
ま
傳
え
ら
れ
る
。
そ
れ
と
は
對

照
的
に
、
ど
ん
な
書
式
で
あ
ろ
う
と
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
蓄
え
ら
れ
た
文
書
、
０
と
１
の
値
を
使
っ
て
豫
め
讀
み
込
ま
れ
た
（
符
號
化
さ

れ
た
）
文
書
は
、
ス
ク
リ
ー
ン
（
ま
た
は
紙
）
に
正
確
に
解
讀
（
復
號
化
）
さ
れ
て
表
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
正
確
な
解
讀
な

し
に
復
號
化
さ
れ
た
結
果
は
、
た
だ
の
判
讀
で
き
な
い
不
要
な
デ
ー
タ
で
、
ま
っ
た
く
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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圖一　『道藏輯要』の書き換え版と複寫版

　
こ
の
復
號
化
が
成
功
す
る
た
め
に
、
符
號
化
さ
れ
る
時
に
用
い
た
モ

デ
ル
を
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
に
大
切
な
こ
と
は
正
確

さ
で
あ
り
、
ど
ん
な
デ
ジ
タ
ル
形
式
で
あ
ろ
う
と
、
テ
キ
ス
ト
の
モ
デ
ル

な
し
に
そ
れ
を
デ
ジ
タ
ル
形
式
に
符
號
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
テ

キ
ス
ト
の
モ
デ
ル
を
形
作
り
、
そ
の
精
度
を
高
め
る
こ
と
こ
そ
重
大
で

基
本
的
な
作
業
で
、
實
際
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
基
礎
を
築
く
も
の
で
あ
る
。

　
あ
る
モ
デ
ル
を
考
案
す
る
と
き
は
、
ま
ず
初
め
に
基
本
的
な
決
定
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
モ
デ
ル
で
テ
キ
ス
ト
を
ど
う
扱
う
の
か
、

單
な
る
一
連
の
符
號
と
し
て
扱
う
の
か
、
異
な
る
色
の
點
を
二
次
元
に

配
置
し
平
面
上
に
竝
べ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
モ
デ
ル
の
例
と

し
て
、
第
一
の
タ
イ
プ
は
そ
の
文
書
が
デ
ー
タ
化
さ
れ
た
版
、
つ
ま
り

書
き
換
え
版
（
圖
一
左
參
照
）
で
あ
り
、
第
二
の
タ
イ
プ
は
文
書
の
複
製

見
本
の
一
種
で
、
こ
れ
ら
は
デ
ジ
タ
ル
複
寫
（
圖
一
右
參
照
）
と
呼
ば
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
二
つ
の
タ
イ
プ
の
う
ち
本
質
的
に
ど
ち
ら
が
優
れ
て
い
る
と
は
い
え

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
實
際
そ
れ
ら
は
互
い
に
う
ま
く
補
完
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

　
も
し
そ
の
テ
キ
ス
ト
が
訂
正
や
他
の
目
的
で
使
う
資
料
で
あ
れ
ば
、

符
號
化
さ
れ
た
內
容
に
ア
ク
セ
ス
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
テ
キ
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ス
ト
を
分
析
す
る
場
合
や
異
な
る
レ
イ
ア
ウ
ト
の
新
し
い
版
を
作
る
場
合
で
も
、
あ
る
程
度
は
符
號
化
さ
れ
る
べ
き
で
、
何
ら
か
の

適
切
な
符
號
を
使
用
し
て
テ
キ
ス
ト
を
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
テ
キ
ス
ト
を
讀
む
こ
と
が
必
要
で
、
そ
れ

は
ま
た
常
に
テ
キ
ス
ト
を
解
釋
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
一
の
タ
イ
プ
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
で
、
符
號
の
連
な
り
と
し
て
書
き
換
え
る
テ
キ
ス
ト
は
、
主
に
單
純
な
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
使
用
言
語
を
前
提
と
し
た
も
の
で

あ
り
、
東
ア
ジ
ア
の
象
形
的
な
言
語
に
對
し
て
は
明
ら
か
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
こ
の
書
寫
法
が
複
雜
で
、
書

き
換
え
可
能
な
候
補
の
漢
字
が
複
數
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
硏
究
課
題
と
し
て
扱
う
べ

き
も
の
な
の
で
あ
り
、
こ
の
問
題
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
符
號
化
は
そ
の
文
書
が
讀
者
に
屆
く
前
の
段
階
の
、
隱
れ
た

變
換
の
プ
ロ
セ
ス
で
行
な
わ
れ
る
の
で
、
目
に
見
え
る
形
で
書
き
換
え
る
こ
と
が
可
能
な
モ
デ
ル
が
必
要
な
の
で
あ
る（

９
）。

　
テ
キ
ス
ト
を
記
號
に
轉
寫
す
る
こ
と
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
書
か
れ
る
歐
米
の
言
語
で
は
比
較
的
億
單
な
こ
と
で
あ
る
の
に
對

し
て
、
漢
字
文
化
圈
で
は
大
き
な
問
題
に
な
る
。
後
者
の
文
字
體
系
で
は
數
の
限
ら
れ
た
記
號
で
は
な
く
、
特
に
近
代
以
前
の
寫
本
、

拓
本
、
木
版
印
刷
の
場
合
に
は
異
體
字
が
多
い
の
で
、
紙
の
上
に
書
か
れ
た
字
を
認
識
し
て
、
そ
れ
に
對
應
す
る
現
代
の
文
字
を
見
つ

け
る
こ
と
が
硏
究
す
べ
き
問
題
の
ひ
と
つ
と
な
る
。
漢
字
を
デ
ジ
タ
ル
媒
體
で
書
き
換
え
る
と
き
、
そ
の
ま
ま
使
う
の
か
、
現
在
使

用
さ
れ
て
い
る
漢
字
に
適
用
す
る
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
や
一
九
八
〇
年
代
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
裝
置
の
メ
モ

リ
や
處
理
能
力
に
は
限
界
が
あ
り
、
複
雜
な
作
業
を
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
數
年
後
、
數
多
く
の
擴
張
機
能
が
開

發
さ
れ
、
數
多
く
の
漢
字
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
結
果
を
も
っ
て
し
て
も
、
い

ま
だ
に
現
代
用
字
に
適
合
さ
せ
、
そ
の
ま
ま
の
漢
字（

10
）に

置
き
換
え
た
も
の
を
符
號
化
し
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
讀
み
込
む
の
は
難
し

い
。
特
に
字
形
の
變
化
や
書
き
方
の
違
い
な
ど
を
調
査
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
前
近
代
の
文
書
を
書
き
換
え
版
の
テ
キ
ス
ト
に
正
確

に
翻
譯
す
る
こ
と
に
も
影
響
し
て
い
る
。
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四
―
三
　
電
子
版
に
望
む
も
の

　
電
子
化
に
よ
る
編
集
は
、
印
刷
本
の
よ
う
に
物
理
的
な
規
制
に
よ
る
制
限
が
な
い
の
で
、
旣
存
の
多
樣
な
資
料
を
ほ
と
ん
ど
思
い
通

り
に
加
工
し
て
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
魔
法
の
畫
面
、
つ
ま
り
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
畫
面
上
の
テ
キ
ス
ト
の
新
し
い
版
は
、
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
機
能
と
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
學
問
的
編
集
に
よ
る
版
で
、
我
々
の
想
像
力
と
思
想
を
實
現

す
る
能
力
に
よ
っ
て
の
み
制
限
さ
れ
る
。
こ
れ
は
上
述
し
て
き
た
三
つ
の
論
理
的
な
提
案
を
實
現
す
る
最
も
良
い
方
法
で
あ
る
、
と

い
う
よ
り
、
お
そ
ら
く
そ
れ
以
上
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
＊
　
電
子
版
は
全
て
の
旣
存
の
版
本
と
、
そ
の
關
連
文
書
の
保
管
場
所
と
し
て
有
用
で
あ
る
。
全
て
が
一
度
に
實
現
さ
れ
る
譯
で

は
な
い
が
、
一
定
量
を
追
加
し
た
新
し
い
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
基
盤
は
そ
の
場
所
に
保
存
さ
れ
る
。
こ

れ
ら
の
版
は
デ
ジ
タ
ル
複
寫
と
し
て
も
、
符
號
化
さ
れ
た
版
つ
ま
り
、
書
き
換
え
版
と
し
て
で
も
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
＊
　
電
子
版
は
ま
た
、
編
集
用
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
供
給
さ
れ
、
編
集
者
が
思
い
つ
く
最
高
の
テ
キ
ス
ト
を
實
現
し
、
さ
ら
に
編

集
版
の
記
錄
作
品
と
な
る
。
理
想
を
言
え
ば
、
ユ
ー
ザ
ー
か
ら
の
要
請
に
應
え
ら
れ
る
よ
う
な
、
異
な
る
字
體
と
字
形
（
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
で
作
成
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
）
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
望
ま
れ
る
。

　
＊
　
電
子
版
の
編
集
は
資
料
を
得
る
た
め
の
樣
々
な
方
法
を
提
供
し
、
ま
た
、
ユ
ー
ザ
ー
が
そ
の
記
錄
の
變
遷
を
辿
る
こ
と
、
例

え
ば
あ
る
資
料
の
生
成
を
辿
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
こ
こ
か
ら
始
ま
る
そ
の
將
來
性
は
豫
め
作
成
し
た
生
成
的
版
を
提
供
で
き
る

と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
さ
ら
に
有
用
な
の
は
そ
の
資
料
が
調
査
さ
れ
る
過
程
や
そ
の
方
法
を
相
互
に
變
え
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
こ

と
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
加
え
て
、
電
子
版
に
關
し
て
檢
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
い
く
つ
か
の
新
し
い
問
題
が
あ
る
。

　
＊
　
電
子
版
の
所
有
權
は
誰
に
あ
る
の
か
。
印
刷
版
の
書
籍
を
買
っ
た
場
合
、
そ
の
本
は
完
全
に
私
の
も
の
で
あ
り
私
は
そ
の
餘

白
に
書
き
込
み
を
し
た
り
、
栞
を
つ
け
た
り
、
引
き
ち
ぎ
る
こ
と
さ
え
で
き
る
。
電
子
版
で
は
通
例
、
ユ
ー
ザ
ー
に
こ
の
よ
う
な
こ
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と
を
許
し
て
い
な
い
。
最
近
は
ウ
エ
ブ
上
に
多
く
の
テ
キ
ス
ト
が
配
信
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
、
圖
書
館
で
本
を
閱
覽
す

る
方
法
に
似
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
圖
書
館
の
本
を
借
り
た
人
は
餘
白
に
書
き
込
み
を
し
た
り
、
ペ
ー
ジ
を
引
き
ち
ぎ
っ
た
り
し

た
と
た
ん
面
倒
な
こ
と
に
卷
き
込
ま
れ
る
。
そ
れ
に
、
長
期
的
に
栞
を
つ
け
て
お
く
こ
と
さ
え
不
可
能
で
あ
る
。
ウ
ェ
ブ
上
の
テ
キ

ス
ト
に
は
全
く
同
じ
問
題
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
ほ
と
ん
ど
の
商
業
的
に
利
用
で
き
る
テ
キ
ス
ト
に
は
こ
れ
と
同
じ
規
定
が
適
用
さ
れ

る
。
例
え
ば
『
正
統
道
藏
』
や
『
道
藏
輯
要
』
は
凱
稀
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（

11
）か

ら
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
我
々
は
そ

の
テ
キ
ス
ト
を
使
用
で
き
る
が
、
そ
の
書
き
換
え
版
の
テ
キ
ス
ト
に
閒
違
い
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
を
正
す
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

コ
ピ
ー
す
る
こ
と
や
注
釋
を
付
け
る
こ
と
な
ど
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
現
在
、
ウ
ェ
ブ
上
で
商
業
出
版
の
電
子
テ
キ
ス
ト
を
閱
覽
す

る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
に
完
全
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
に
我
々
が
思
う
よ
う
に
手
を
加
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
あ
る
。

　
＊
　
電
子
版
は
容
易
に
コ
ピ
ー
す
る
こ
と
が
出
來
る
し
、
も
し
そ
れ
が
純
正
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
配
布
さ
れ
た
と
し
て
も
容
易
に

變
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
こ
の
こ
と
で
テ
キ
ス
ト
の
軌
跡
を
追
う
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、
中
華
電
子
佛
典

協
會
（
Ｃ
Ｂ
Ｅ
Ｔ
Ａ
）
は
全
て
の
佛
典
を
多
樣
な
フ
ァ
イ
ル
形
式
に
變
換
し
て
平
易
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
た（

12
）。

こ
れ
ら
は
定
期
的
に
更
新
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
の
テ
キ
ス
ト
は
少
な
く
と
も
一
年
ご
と
に
更
新
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
他
の
人
が
そ

の
テ
キ
ス
ト
に
注
釋
を
付
け
た
と
し
た
ら
、
Ｃ
Ｂ
Ｅ
Ｔ
Ａ
か
ら
配
信
さ
れ
る
新
版
と
は
一
致
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
配
信
制
度
は

ユ
ー
ザ
ー
に
編
集
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
や
必
要
な
版
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
を
許
可
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ブ
ラ
ン
チ
や
マ
ー
ジ

も
行
な
え
て
違
う
版
を
作
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
な
お
望
ま
し
い
。
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五
　
道
藏
輯
要

　　
『
道
藏
輯
要
』
の
編
纂
の
歷
史
と
現
存
の
版
本
に
つ
い
て
は
他
の
論
文
に
詳
し
い
記
述
が
あ
り
、
こ
こ
で
そ
れ
を
繰
り
返
す
必
要

は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
デ
ジ
タ
ル
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
關
連
す
る
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
の
み
述
べ
た
い
と
思
う
。

　
モ
ニ
カ
・
エ
ス
ポ
ジ
ト
と
他
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
メ
ン
バ
ー
の
書
誌
學
的
硏
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
通
り
、『
道
藏
輯
要
』
の
編
纂

は
主
に
二
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
段
階
は
、
蔣
予
蒲
（
一
七
五
五
―
一
八
一
九
）
に
よ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
で
、
彼
は
明
版
『
道

藏
』
所
收
の
一
部
の
文
獻
を
『
道
藏
輯
要
』
に
ま
と
め
、
全
部
で
二
七
九
點
の
叢
書
と
し
た
。
第
二
段
階
は
二
十
世
紀
初
頭
に
編
纂

が
始
め
ら
れ
た
『
重
刊
道
藏
輯
要
』
で
、
そ
の
名
の
も
と
に
收
集
さ
れ
た
新
し
い
印
刷
版
に
は
、
さ
ら
に
約
四
〇
點
が
加
え
ら
れ
て

い
る
。
後
者
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
も
と
に
明
版
『
道
藏
』
と
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
叢
書
全
體
の
約
六
〇
％
が
『
道
藏
』
か
ら
の
も
の

で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
し
か
し
、
他
の
文
獻
が
付
加
さ
れ
た
の
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
事
實
、『
重
刊
』
版
は
十
年
以
上
に

わ
た
っ
て
徐
々
に
新
し
い
文
獻
を
加
え
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
方
、
明
版
『
道
藏
』
の
文
獻
は
そ
れ
以
上
手
を
加
え
ら
れ
て
は

い
な
い
。
そ
れ
か
ら
考
え
る
と
、『
道
藏
輯
要
』
に
新
し
い
文
獻
を
加
え
る
こ
と
は
叢
書
を
維
持
す
る
の
に
相
應
し
い
方
法
な
の
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
ら
の
文
獻
が
付
加
さ
れ
た
理
由
と
そ
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
硏
究
が
必
要
で
あ
る
。
電
子
版
の
持
つ
機
能
の
一

つ
は
こ
の
問
題
の
さ
ら
な
る
硏
究
を
可
能
に
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
電
子
版
は
時
閒
的
な
變
化
と
、
同
系
統
の
ジ
ャ
ン
ル
の
典
型
的

な
文
獻
ど
う
し
が
徐
々
に
結
合
す
る
變
化
を
表
示
す
る
機
能
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
『
道
藏
輯
要
』
と
、
初
期
の
『
道
藏
』
の
違
い
で
も
う
一
つ
の
興
味
深
い
點
は
、
そ
の
叢
書
が
體
系
づ
け
ら
れ
た
方
法
で
あ
る
。

一
方
の
『
道
藏
』
で
は
そ
れ
以
前
か
ら
引
き
繼
が
れ
た
七
分
類
を
用
い
て
い
る
が
、
も
は
や
文
獻
の
內
容
を
正
確
に
反
映
し
て
い
な

か
っ
た（

13
）。

他
方
、『
道
藏
輯
要
』
は
天
文
の
二
十
八
宿
に
文
獻
を
配
し
た
も
の
を
も
と
に
し
て
編
纂
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宿
に
新
し
い

書
誌
學
の
種
類
を
當
て
は
め
、
旣
存
の
も
の
よ
り
さ
ら
に
論
理
的
に
配
列
し
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
文
獻
が
ど
の
宿
に
所
屬
し
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て
い
る
の
か
を
明
示
す
る
こ
と
も
電
子
版
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　　
　
　
六
　
電
子
版
道
藏
輯
要
の
作
成

　　
前
述
し
た
よ
う
に
、
電
子
版
の
目
的
に
は
多
彩
な
內
容
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
第
一
に
、
現
代
の
讀
者
に
す
ら
す
ら
と
讀
み

や
す
く
分
か
り
や
す
い
現
代
版
を
作
る
こ
と
で
あ
り
、
索
引
を
付
け
た
り
、
檢
索
し
た
り
、
分
析
し
た
り
で
き
る
こ
と
が
電
子
版
を

制
作
す
る
主
な
メ
リ
ッ
ト
で
あ
り
動
機
な
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
我
々
が
受
け
繼
い
だ
原
典
で
あ
る
テ
キ
ス
ト
と
、
そ
の
歷
史
の
全

て
を
硏
究
す
る
編
集
文
獻
學
の
最
新
の
成
果
を
取
り
入
れ
ら
れ
る
も
の
に
し
て
行
く
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
方
法
論
と
そ
の
文
獻
に

つ
い
て
の
知
識
を
磨
き
、
個
々
の
編
集
作
業
に
最
善
を
盡
く
す
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
上
述
し
た
三
つ
の
編
集
の
方
法

論
は
事
實
、
電
子
版
が
持
つ
最
先
端
の
技
術
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
つ
の
原
典
か
ら
多
く
の
具
體
的
な
版

（
こ
れ
か
ら
は
、
文
獻
の
一
つ
の
「
見
方
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）
を
次
々
に
創
造
す
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
我
々
の
編

集
は
紙
に
印
刷
さ
れ
た
書
物
の
よ
う
に
固
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
『
道
藏
輯
要
』
を
雙
方
向
で
硏
究
す
る
た
め
の
道
具
と

す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
道
具
を
ど
う
や
っ
て
作
る
の
か
、
ユ
ー
ザ
ー
の
要
望
を
ど
の
よ
う
に
引
き
出

す
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。

　
ユ
ー
ザ
ー
が
我
々
の
編
集
し
た
版
か
ら
異
な
る
「
見
方
」
を
選
擇
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
に
基
本
的
な
原

版
を
創
造
す
る
か
に
つ
い
て
注
意
深
く
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
我
々
が
こ
こ
で
下
す
結
論
は
後
に
ユ
ー
ザ
ー

が
利
用
す
る
可
能
性
に
配
慮
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
チ
ー
ム
內
で
の
多
く
の
議
論
や
い
く
つ
か
の
實
驗
の
後
に
我
々
は
次
の
よ
う
な
基
本
方
針
を
定
め
た
。

・
二
十
世
紀
初
頭
の
四
川
省
の
復
刻
版
『
重
刊
道
藏
輯
要
』
を
編
纂
の
典
據
と
す
る
。
他
の
す
べ
て
の
版
は
こ
の
版
の
文
獻
項
目
、
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ペ
ー
ジ
、
行
、
文
字
位
置
な
ど
を
參
照
す
る
文
獻
と
す
る（

14
）。

・
デ
ジ
タ
ル
複
寫
と
書
き
換
え
版
は
竝
べ
て
保
存
さ
れ
る
（
四
八
二
頁
、
圖
一
參
照
）
。

・
文
獻
の
字
形
は
特
別
な
取
り
扱
い
が
必
要
で
、
以
下
に
述
べ
る
。

　
　
六
―
一
　
作
業
の
流
れ

　
『
道
藏
輯
要
』
の
電
子
版
づ
く
り
の
作
業
は
そ
の
緖
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
ま
で
作
成
さ
れ
た
成
果
の
報
吿
に
過

ぎ
ず
、
完
成
形
は
全
く
違
う
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
六
―
一
―
一
　
手
順

　
校
合
版
作
成
の
第
一
段
階
は
使
用
す
る
版
を
規
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
我
々
は
一
つ
の
文
獻
を
典
據
と
す
る
こ
と
に

し
た
。
そ
れ
は
異
な
る
版
を
關
連
づ
け
る
全
て
の
情
報
を
持
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
絕
對
に
必
要
と
い
う
譯
で
は
な
い
。
し
か
し
、

多
く
の
版
を
關
連
付
け
る
過
程
を
も
っ
と
億
單
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
六
―
一
―
二
　
現
存
版
目
錄

　
作
業
の
流
れ
の
中
で
ま
だ
繼
續
中
の
段
階
で
あ
る
が
、
批
判
版
作
成
の
極
め
て
重
要
な
こ
と
は
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
全
て
の
版

の
目
錄
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
目
錄
作
成
の
た
め
に
は
、
旣
存
の
目
錄
を
參
照
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
各
版
本
の
中
に
收
め
ら
れ
て

い
る
全
て
の
文
獻
を
調
べ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
藏
書
記
錄
に
誤
り
が
多
く
、
目
次
と
文
獻
の
實
際
の
內
容
が
必
ず
し
も
一
致
し

て
い
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
文
獻
は
注
意
深
く
調
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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六
―
二
　
文
字
の
取
り
扱
い

　
上
述
し
た
よ
う
に
、
文
獻
の
中
に
あ
る
字
形
は
そ
の
ま
ま
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
畫
面
上
で
正
確
に
再
生
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ

の
原
因
は
、
一
つ
に
は
書
記
系
の
問
題
で
あ
り
、
一
つ
に
は
漢
字
の
表
現
の
方
法
の
た
め
で
あ
る
。
我
々
は
こ
れ
ら
の
ど
ち
ら
の
問

題
に
も
對
處
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
に
な
ん
と
か
し
て
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
他
の
方
法
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

圖二　原典 CKと YPに存在する
　　　「兌」U+514Cの異體字

　
　
　
　
六
―
二
―
一
　
異
體
字
の
リ
ス
ト

　
こ
の
問
題
を
も
う
少
し
注
意
深
く
見
て
行
く
と
、
ひ
と
つ
に
、
現
代
の
標
準
文
字
と
こ
れ
ら
の
文

獻
に
使
用
さ
れ
て
い
る
文
字
の
閒
に
あ
る
相
違
で
、
多
く
の
場
合
は
體
系
的
な
違
い
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
違
い
は
全
て
の
漢
字
に
つ
い
て
同
樣
な
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
多
數
の

文
獻
を
デ
ジ
タ
ル
化
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
テ
キ
ス
ト
に
現
代
文
字
の
み
を
使
用
す
る
こ
と
に
し

た
。
そ
の
た
め
に
、
變
換
可
能
な
正
字
と
そ
れ
に
對
應
す
る
異
體
字
を
リ
ス
ト
に
記
錄
し
て
い
る（

15
）。

こ
こ
で
も
『
重
刊
道
藏
輯
要
』
（
Ｃ
Ｋ
）
と
『
道
藏
輯
要
』
（
Ｙ
Ｐ
）
の
閒
の
使
用
文
字
の
違
い
と
、

さ
ら
に
現
代
の
使
用
文
字
と
の
違
い
を
調
査
し
て
、
書
き
換
え
可
能
な
文
字
候
補
の
リ
ス
ト
を
作
る

た
め
に
多
く
の
努
力
と
時
閒
が
費
や
さ
れ
た
。
一
つ
の
例
と
し
て
、
こ
こ
で
は
「
兌
」
書
體
を
取
り

上
げ
た
。

　
ま
ず
、
そ
の
よ
う
な
リ
ス
ト
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
初
め
か
ら
使
用
で
き
る
こ
と
が
理
想
的
で
あ
る

が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
進
む
に
つ
れ
て
生
ず
る
問
題
な
の
で
、
具
體
的
な
文
獻
の

み
に
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
早
い
段
階
で
標
準
書
體
の
漢
字
を
代
用
す
る
こ
と
に
決
め
た
と
す
る
と
、
後
の
ど
こ
か
の
段

階
で
再
檢
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
文
獻
の
中
の
全
て
の
漢
字
を
あ
る
段
階
で
再
檢
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

489



あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
方
式
で
は
前
近
代
の
文
獻
で
使
用
さ
れ
て
い
る
漢
字
の
、
實
際
の
形
に
つ
い
て
の
資
料
を
體
系
的
に
集
め
る

こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
電
子
版
の
文
獻
に
入
力
す
る
前
に
方
式
を
變
え
た
の
で
あ
る
。

　
『
道
藏
輯
要
』
の
編
集
で
、
我
々
は
多
く
の
議
論
の
末
に
違
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
漢
字
の
處
理
に
い
く

つ
か
の
段
階
を
設
け
た
の
で
あ
る
。

　
＊
　
書
き
換
え
版
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
ユ
ニ
コ
ー
ド
５
・
０
に
收
錄
さ
れ
た
約
七
萬
五
千
の
漢
字
の
中
か
ら
、
原
典
の
書
體
に
出

　

圖三　異體字の種類

來
る
だ
け
近
い
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
に
し
た
。
つ
ま
り
、
字
形
は
ま
っ
た
く

同
じ
で
あ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
入
力
す
る
の
が
容
易
で
な
い
漢
字
は
、

豫
め
ユ
ー
ザ
ー
仕
樣
の
領
域
に
エ
ン
コ
ー
ド
さ
れ
て
い
る
コ
ー
ド
ポ
イ
ン
ト
を

使
う
こ
と
に
し
た
。
結
果
的
に
テ
キ
ス
ト
は
い
く
つ
か
の
異
な
る
字
形
を
使
用

す
る
こ
と
に
な
り
、
違
う
コ
ー
ド
ポ
イ
ン
ト
で
入
力
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
字

も
同
一
の
も
の
と
み
な
さ
れ
た
。
圖
三
は
こ
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
テ
キ
ス

ト
の
中
に
あ
る
「
鉢
」（U

+9262 ,

八
三
個
）、「
缽
」（U

+7F3D

、
二
三
個
）、「
盋
」

（U
+76C

B

、
二
個
）
の
三
つ
の
異
體
字
で
あ
る
。
最
初
に
こ
れ
ら
の
異
體
字
は
、

『
漢
語
大
字
典
』
に
よ
っ
て
グ
ル
ー
プ
分
け
さ
れ
、
目
錄
の
基
礎
と
な
っ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
は
テ
キ
ス
ト
の
必
要
に
應
じ
て
、
こ
こ

で
改
良
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
右
）
テ
キ
ス
ト
內
に
存
在
す
るU

+9262

の
異
體
字
　

　
　
（
左
）
漢
語
大
字
典
に
收
錄
さ
れ
た
異
體
字
の
語
群

　
＊
　
テ
キ
ス
ト
を
校
正
す
る
と
同
時
に
、
我
々
は
複
寫
版
と
書
き
換
え
版
で
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見
ら
れ
る
違
い
、
つ
ま
り
異
體
字
を
探
し
、
そ
し
て
複
寫
版
か
ら
漢
字
の
畫
像
を
切
り
拔
い
て
異
體
字
の
仲
閒
に
加
え
、
書
き
換
え

版
の
テ
キ
ス
ト
で
の
そ
の
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
る
位
置
を
登
錄
し
た
。
も
し
同
じ
異
體
字
が
多
く
あ
れ
ば
、
普
通
は
一
つ
の
實
例
を

擧
げ
る
だ
け
で
良
い
。
こ
の
例
は
圖
三
の
右
の
部
分
で
あ
る
。
（
同
樣
に
、
こ
の
特
定
の
漢
字
が
使
用
さ
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
の
位
置
も
登

錄
さ
れ
て
い
る
）
。

　
＊
　
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
、
我
々
は
『
道
藏
輯
要
』
に
使
わ
れ
て
い
る
漢
字
の
完
全
な
目
錄
を
手
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
漢

字
は
複
數
の
字
形
に
關
連
付
け
さ
れ
た
が
、
あ
る
漢
字
は
實
際
に
關
係
の
な
い
文
字
と
關
連
付
け
ら
れ
る
場
合
も
出
て
き
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
時
點
で
使
用
文
字
を
體
系
的
に
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
現
代
の
標
準
文
字
の
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
に

同
定
す
る
た
め
に
マ
ッ
ピ
ン
グ
も
必
要
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
マ
ッ
ピ
ン
グ
は
異
な
る
硏
究
の
目
的
や
ユ
ー
ザ
ー
の
需
要
ご
と
に
違

う
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
例
の
中
に
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
例
え
ば
、
日
本
の
ユ
ー
ザ
ー
は
「
鉢
」（U

+9262

）
を
使
い
、
一
方
、
臺

灣
出
身
の
ユ
ー
ザ
ー
は
「
缽
」（U

+7F3D
）
を
使
う
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
國
の
標
準
文
字
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
の
基
本
文
字
だ
か
ら
で
あ
る
。
兩
方
の
事
例
で
取
り
上
げ
た
、
こ
れ
ら
の
異
體
字
の
す
べ
て
は
一
〇
八
字
（2+23+83

）
を
數

え
、
全
て
同
じ
形
か
ら
變
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
異
體
字
は
文
獻
の
檢
索
や
索
引
を
つ
く
る
作
業
を
た
や
す
く
す
る

も
の
で
あ
る
。

　
　
六
―
三
　
編
集
環
境
に
つ
い
て

　
上
記
の
よ
う
な
漢
字
處
理
の
た
め
に
は
特
別
な
環
境
が
必
要
で
、
普
通
の
テ
キ
ス
ト
・
エ
デ
ィ
タ
ー
で
は
校
正
や
對
照
を
實
行
で

き
な
い
。
こ
こ
で
は
必
要
な
作
業
を
遂
行
す
る
た
め
の
特
別
な
機
能
を
持
つ
編
集
環
境
が
整
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
ウ
ェ
ブ
・
ア
プ
リ

ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
實
裝
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
互
換
性
が
あ
れ
ば
ど
ん
な
ブ
ラ
ウ
ザ
か
ら
も
使
用
で
き
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
さ
え

あ
れ
ば
、
ど
こ
か
ら
で
も
接
續
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
基
盤
を
選
ん
だ
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
環
境
を
提
供
す
る
こ
と
で
共
同
作
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圖四　道藏輯要の編集畫面

業
を
可
能
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
こ
の
共
通
領
域
を
直
接
利
用
す
る

こ
と
で
、
將
來
、
少
な
く
と
も
『
道
藏
輯
要
』
の
新
し
い
版
を
ウ
ェ
ブ
上
で
出

版
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
六
―
三
―
一
　
作
業
畫
面
に
つ
い
て

　
ユ
ー
ザ
ー
は
ウ
ェ
ブ
・
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
開
く
こ
と
に
よ
っ

て
作
業
畫
面
に
接
續
さ
れ
る
。
ロ
グ
イ
ン
す
る
と
、
ユ
ー
ザ
ー
が
最
後
に
ア
ク

セ
ス
し
た
ペ
ー
ジ
が
表
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
豫
め
編
集
さ
れ
シ
ス
テ
ム
に
記
憶

さ
れ
た
圖
四
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
最
初
の
畫
面
は
三
分
割
さ
れ
て
お
り
、

ペ
ー
ジ
の
左
側
に
は
デ
ジ
タ
ル
複
寫
版
の
テ
キ
ス
ト
、
中
央
に
は
書
き
換
え
版

の
同
じ
個
所
、
そ
し
て
右
側
の
枠
が
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
・
ボ
ッ
ク
ス
で
あ
る
。

そ
れ
は
上
か
ら
順
に
現
在
の
ペ
ー
ジ
の
情
報
と
ユ
ー
ザ
ー
情
報
（
ロ
グ
ア
ウ
ト
・

ボ
タ
ン
と
他
の
情
報
を
見
る
た
め
の
ロ
グ
・
ボ
タ
ン
を
含
む
）
、
二
段
目
は
收
集
し
た

テ
キ
ス
ト
の
檢
索
用
の
パ
ネ
ル
類
、
最
下
段
は
こ
の
ペ
ー
ジ
に
付
加
さ
れ
た
情

報
を
見
る
た
め
や
他
の
作
業
を
行
う
た
め
の
多
機
能
の
パ
ネ
ル
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
主
な
機
能
は
こ
こ
で
は
見
え
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
編
集
作

業
は
ダ
イ
ア
ロ
グ
ボ
ッ
ク
ス
を
通
し
て
、
ク
リ
ッ
ク
し
た
り
テ
キ
ス
ト
を
選
ん

だ
り
し
て
次
の
ポ
ッ
プ
ア
ッ
プ
畫
面
を
呼
び
出
す
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
る
。
圖

五
で
示
し
た
ポ
ッ
プ
ア
ッ
プ
・
ウ
ィ
ン
ド
ウ
を
例
に
す
る
と
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
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の
二
行
目
、
上
か
ら
四
番
目
に
あ
る
「
枝
」
と
い
う
漢
字
が
ク
リ
ッ
ク
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
文
字
は
反
轉
し
て
强
調
さ
れ
、
記
憶
さ
れ

て
い
る
情
報
、
つ
ま
り
對
象
の
位
置
に
あ
る
漢
字
を
ダ
イ
ア
ロ
グ
・
ボ
ッ
ク
ス
か
ら
ポ
ッ
プ
ア
ッ
プ
・
ウ
ィ
ン
ド
ウ
に
目
に
見
え
る

形
で
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
た
も
の
で
あ
る
。
開
か
れ
た
新
し
い
ウ
ィ
ン
ド
ウ
の
一
番
上
の
ラ
イ
ン
に
は
テ
キ
ス
ト
情
報
、
こ
の
行
が

存
在
す
る
場
所
の
情
報
、
文
字
情
報
そ
し
て
二
つ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
・
ボ
ッ
ク
ス
が
あ
る
。
最
初
の
イ
ン
プ
ッ
ト
・
ボ
ッ
ク
ス
は
こ
の

版
の
現
在
の
文
字
が
あ
り
、
二
番
目
の
ボ
ッ
ク
ス
に
は
現
在
の
版
﹇
Ｃ
Ｋ
―
Ｋ
Ｚ
﹈
が
記
錄
さ
れ
て
い
る
。
違
う
文
字
を
入
力
し
、
違

圖五　書き換え版の［文字情報］をクリック
　　　したときのダイアログボックス

圖六　複寫版から切り取った文字
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う
版
を
選
ぶ
こ
と
で
、
ユ
ー
ザ
ー
が
違
う
版
の
違
う
文
字
を
入
力
す
る
こ
と
が
で
き
、
新
版
（
Ｊ
Ｙ
Ｅ
）
に
收
錄
さ
れ
て
い
る
正
字
を

與
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
も
し
修
正
と
復
元
が
何
度
か
繰
り
返
さ
れ
る
と
、
そ
の
作
業
の
範
圍
は
三
番
目
の
選
擇
ボ
ッ
ク
ス
に
セ
ッ

ト
さ
れ
、
現
在
の
文
字
や
全
て
の
ペ
ー
ジ
、
あ
る
い
は
全
て
の
テ
キ
ス
ト
を
適
用
範
圍
と
し
て
指
定
出
來
る
。
こ
の
ラ
イ
ン
の
下
に

は
違
う
作
業
や
閱
覽
の
た
め
の
四
つ
の
タ
ブ
が
あ
り
、
デ
フ
ォ
ル
ト
す
る
と
二
番
目
の
タ
ブ
が
開
き
、
そ
の
位
置
に
あ
る
こ
の
漢
字

に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
情
報
を
表
示
す
る
。
ウ
ィ
ン
ド
ウ
の
中
央
に
は
テ
キ
ス
ト
か
ら
切
り
取
ら
れ
た
文
字
の
畫
像
が
表
示

さ
れ
、
４
６
４
と
い
う
數
字
は
こ
の
文
字
が
出
現
す
る
回
數
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
文
字
に
つ
い
て
發
音
や
定
義
な
ど
の
追
加
さ
れ

た
情
報
の
主
要
な
部
分
は
Ｕ
ｎ
ｉ
ｈ
ａ
ｎ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
據
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
畫
面
で
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
こ
こ
で

關
連
の
あ
る
文
字
を
保
存
す
る
機
能
で
あ
る
。

　
こ
の
ウ
ィ
ン
ド
ウ
の
最
初
の
タ
ブ
は
ユ
ー
ザ
ー
が
デ
ジ
タ
ル
複
寫
版
か
ら
畫
像
を
切
り
取
っ
た
も
の
で
、
書
き
換
え
版
の
同
じ
位

置
の
文
字
に
關
連
す
る
機
能
を
持
つ
。
さ
ら
に
こ
の
畫
像
は
異
體
字
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
中
で
對
應
す
る
字
形
と
も
關
連
し
て
い
る
（
圖

六
參
照
）
。

　
次
の
タ
ブ
は
、
こ
の
文
字
に
關
連
す
る
詳
細
な
情
報
を
見
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
（
圖
七
參
照
）
。
こ
こ
で
は
Ｊ
Ｙ
Ｅ
版
に
登
錄
さ

れ
て
い
る
文
字
を
正
式
な
も
の
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
右
側
の
テ
キ
ス
ト
ボ
ッ
ク
ス
を
利
用
し
て
、
そ
の
文
字
の
違
う
記
錄
を
付
け

加
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
最
後
の
タ
ブ
は
テ
キ
ス
ト
の
一
ま
と
ま
り
の
表
現
の
追
加
と
削
除
の
機
能
で
あ
る
。

　
テ
キ
ス
ト
の
相
互
關
係
を
構
築
す
る
別
の
方
法
は
、
文
字
列
の
選
擇
で
あ
る
。
次
に
選
擇
す
る
作
業
は
サ
ー
チ
・
ボ
ッ
ク
ス
に
選

ん
だ
文
字
列
を
コ
ピ
ー
す
る
こ
と
や
、
そ
の
文
字
列
に
マ
ー
ク
・
ア
ッ
プ
が
適
用
で
き
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
（
圖
八
參
照
）
。

現
在
の
と
こ
ろ
で
は
主
に
割
り
注
の
マ
ー
ク
・
ア
ッ
プ
に
使
わ
れ
て
い
る
が
、
地
名
や
人
名
や
他
の
テ
キ
ス
ト
の
中
に
あ
る
項
目
な

ど
も
マ
ー
ク
出
來
る
。
テ
キ
ス
ト
の
構
成
要
素
で
あ
る
段
落
や
節
や
表
題
な
ど
の
登
錄
は
、
ま
た
別
の
ダ
イ
ア
ロ
グ
を
使
っ
て
行
わ

れ
る
。
テ
キ
ス
ト
・
ラ
イ
ン
の
水
平
の
バ
ー
を
ク
リ
ッ
ク
す
る
と
そ
の
た
め
の
ウ
ィ
ン
ド
ウ
が
現
れ
る
（
圖
九
參
照
）
。
こ
の
機
能
は
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圖七　ある文字のテキスト內
　　　での位置の詳細な情報

圖八　割り注などのタグ付け

と
も
か
く
テ
キ
ス
ト
・
ラ
イ
ン
の
先
頭
か
ら
始
め
ら
れ
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
、
ウ
ェ
ブ
・
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
保
存
さ
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
相
互
の
や
り
取
り
の
全
て
の
結
果
に

つ
い
て
描
寫
し
て
き
た
。
こ
の
作
業
の
結
果
も
ま
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
保
存
さ
れ
る
。
他
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
の
や
り
取
り
は
テ
キ

ス
ト
の
收
納
場
所
と
分
析
の
目
的
に
よ
っ
て
成
さ
れ
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
は
書
き
換
え
ら
れ
て
Ｔ
Ｅ
Ｉ
に
從
っ
て
作
ら
れ
た
版
と
な
り
、
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圖九　行全體に對してのタグ付け

こ
れ
も
ま
た
保
存
版
と
し
て
使
用
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
で
、
こ
の
ウ
ェ
ブ
・
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
テ
キ
ス
ト
の
校
正
と
校
合
の
た
め
に
開

發
さ
れ
た
。
そ
の
作
業
は
テ
キ
ス
ト
上
と
い
う
限
ら
れ
た
枠
組
み
の
中
で
の
み
實
行
で
き
る

も
の
で
あ
り
、
意
圖
さ
れ
た
目
的
の
た
め
に
便
利
に
使
え
る
よ
う
に
進
化
し
た
の
で
あ
る
。

ワ
ー
ド
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
や
テ
キ
ス
ト
・
エ
デ
ィ
タ
ー
を
使
え
ば
、
フ
ァ
イ
ル
の
全
域
に
わ
た

る
檢
索
や
複
雜
で
手
閒
の
か
か
る
復
元
の
作
業
は
容
易
に
で
き
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
伴
う

作
業
の
次
の
段
階
で
は
、
テ
キ
ス
ト
の
內
容
を
分
析
す
る
た
め
の
サ
ポ
ー
ト
機
能
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
注
釋
を
付
け
る
こ
と
や
解
說
、
他
個
所
參
照
機
能
、
テ
キ
ス
ト
閒
の

關
係
な
ど
が
最
新
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
擴
張
機
能
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　　
　
　
七
　
結
論

　　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、『
道
藏
輯
要
』
の
新
版
を
作
る
こ
と
は
我
々
が
豫
想
し
て
い
た
以
上
に
、
難
し
い
こ
と
が
判
明
し
た
。

そ
れ
は
編
集
理
論
を
完
全
に
理
解
し
て
實
踐
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
狀
況
の
異
な
る
前
近
代
の
道
敎
の
經
典
の
叢
書

を
適
用
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
々
は
こ
の
努
力
が
實
を
結
び
道
敎
硏
究
の
分
野
だ
け
で
な
く
、
一

般
的
な
中
國
硏
究
、
特
に
漢
字
體
系
と
歷
史
的
硏
究
に
進
展
を
も
た
ら
す
も
の
と
確
信
し
て
い
る
。
こ
こ
で
經
驗
し
た
こ
と
の
一
部

は
デ
ジ
タ
ル
人
文
學
の
分
野
で
も
有
用
で
、
他
の
原
典
の
文
獻
で
も
時
代
と
言
葉
の
硏
究
に
適
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
『
道
藏
輯
要
』
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
現
在
あ
る
程
度
ま
で
硏
究
の
た
め
に
必
要
な
方
法
を
作
成
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
完
成
ま
で
に
は
ま
だ
長
い
道
の
り
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
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注

（
１
）
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
の
詳
細
と
そ
の
結
果
に
つ
い
て
はhttp://w
w

w
.daozangjiyao.org

參
照
。

（
２
）
二
〇
〇
六
年
に
臺
灣
中
央
硏
究
院
と
の
共
同
硏
究
が
創
設
さ
れ
た
。
李
豐
懋
敎
授
の
監
督
の
も
と
臺
灣
中
央
硏
究
院
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・

セ
ン
タ
ー
で
、「
藏
外
經
典
」
の
イ
ン
プ
ッ
ト
が
始
め
ら
れ
た
。
二
〇
〇
八
年
に
は
道
藏
輯
要
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
麥
谷
邦
夫
敎
授
の
指
導
の

も
と
で
日
本
學
術
振
興
會
（
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
）
か
ら
助
成
金
を
受
け
た
。

（
３
）
﹇
13
﹈
一
六
頁
、﹇
14
﹈
三
頁
以
下
。

（
４
）
﹇
6
﹈
一
頁
。

（
５
）
印
刷
技
術
に
つ
い
て
の
詳
細
は
﹇
16
﹈
四
〇
―
四
六
頁
參
照
。

（
６
）
ド
イ
ツ
學
派
の
編
集
理
念
を
槪
觀
す
る
に
は
﹇
19
﹈
を
、
英
語
文
化
圈
は
﹇
2
﹈
を
參
照
さ
れ
た
い
。
兩
方
の
立
場
を
扱
っ
て
い
る
最
新
の

記
事
は
﹇
8
﹈
一
―
一
六
頁
で
紹
介
し
て
い
る
。

（
７
）
日
本
語
の
翻
譯
版
は
慶
應
大
學
か
ら
近
日
出
版
豫
定
。

（
８
）
こ
れ
ら
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
新
版
が
次
の
サ
イ
ト
で
利
用
で
き
る
。http://w

w
w

.tei-c.org/G
uidelines/PS/

（
９
）
そ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
は
參
考
文
獻
﹇
19
﹈
を
參
照
さ
れ
た
い
。

（
10
）
こ
の
問
題
の
さ
ら
に
複
雜
な
と
こ
ろ
は
、
ど
ん
な
に
一
般
的
な
漢
字
で
も
東
ア
ジ
ア
の
地
方
に
よ
っ
て
書
き
方
に
僅
か
な
違
い
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
二
十
世
紀
の
中
ご
ろ
に
あ
る
場
所
で
起
き
た
漢
字
の
億
略
化
の
こ
と
で
は
な
い
。

（
11
）http://w

w
w

.kaixi.co.jp

參
照
。

（
12
）http://w

w
w

.cbeta.org

參
照
。

（
13
）
シ
ッ
ペ
ー
ル
は
明
の
戒
律
の
中
に
は
っ
き
り
と
表
れ
て
い
る
變
化
を
硏
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
敎
の
戒
律
が
時
と
と
も
に
ど
の
よ
う
に

變
わ
っ
て
い
っ
た
か
を
詳
細
に
解
明
し
て
い
る
。
參
考
文
獻
﹇
14
﹈
一
七
頁
以
下
參
照
。

（
14
）
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
我
々
の
版
の
中
で
は
順
番
に
續
い
て
い
る
が
、
上
述
し
た
叢
書
內
で
は
順
番
は
無
視
さ
れ
て
い
る
。
書
誌
學
硏
究
の
過
程

で
新
し
い
テ
キ
ス
ト
の
發
見
が
あ
っ
て
、
正
し
い
順
番
の
閒
に
插
入
さ
れ
る
と
そ
の
た
め
に
上
位
の
番
號
が
變
わ
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
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る
。
參
照
シ
ス
テ
ム
と
し
て
二
十
八
宿
に
基
づ
い
た
方
法
は
も
っ
と
有
用
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
後
に
續
く
全
て
の
テ
キ
ス

ト
に
番
號
を
振
り
直
す
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
15
）
花
園
大
學
國
際
禪
學
硏
究
所
（
Ｉ
Ｒ
Ｉ
Ｚ
）
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
用
語
索
引
シ
リ
ー
ズ
は
前
出
の
（﹇
1
﹈
參
照
）
Ｃ
Ｂ
Ｅ
Ｔ
Ａ
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
で
言
及
さ
れ
、
支
持
さ
れ
て
い
る
。http://w

w
w

.cbeta.org/dow
nload/data.htm

參
照
。

參
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五
行
理
論
に
よ
る
⻝
禁
解
釋
の
試
み
　

　
　
　
龜
　
田
　
　
勝
　
見
　
　

　　　　
　
　
は
じ
め
に

　　
人
體
の
健
康
に
と
っ
て
⻝
事
が
重
要
な
役
割
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
中
國
で
は
古
來
、
人
の
⻝
べ
る
⻝
材
や

そ
の
⻝
べ
方
と
い
っ
た
⻝
に
關
わ
る
樣
々
な
要
素
に
着
目
し
、
人
の
心
身
に
與
え
る
影
響
を
經
驗
則
か
ら
導
き
だ
し
理
論
化
し
て
い
っ

た
。
そ
の
結
果
、
健
康
維
持
や
治
病
に
役
立
つ
各
種
知
識
が
蓄
積
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
日
常
的
健
康
を
越
え
て
不
老
長
生
を
獲
得
す

る
た
め
の
⻝
事
法
を
考
案
す
る
に
ま
で
至
っ
た
。
か
く
も
⻝
を
重
視
す
る
姿
勢
は
、
同
樣
に
氣
候
や
天
候
、
風
土
と
い
っ
た
自
然
環

境
か
ら
人
體
が
受
け
る
影
響
に
も
强
い
關
心
を
よ
せ
る
。
中
で
も
四
季
の
變
化
は
、
每
年
そ
の
順
序
を
變
え
ず
寒
暖
の
循
環
を
も
た

ら
す
規
則
的
變
化
で
あ
り
、
季
節
ご
と
に
生
じ
る
身
體
異
常
も
把
握
し
や
す
い
。
こ
れ
を
說
明
す
る
理
論
の
一
つ
と
し
て
陰
陽
五
行

思
想
が
利
用
さ
れ
た
。
陰
陽
五
行
思
想
は
、
自
然
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
陰
陽
な
い
し
は
五
行
の
各
カ
テ
ゴ
リ
に
分
類
し
、
そ

の
カ
テ
ゴ
リ
內
の
親
和
性
や
カ
テ
ゴ
リ
閒
の
相
互
作
用
を
基
盤
と
し
て
萬
物
の
存
在
や
現
象
を
整
然
と
理
解
し
よ
う
と
す
る
取
り
組

み
で
あ
る
。
五
行
思
想
に
話
を
し
ぼ
る
と
、
四
季
の
變
化
が
五
行
に
分
類
さ
れ
て
說
明
さ
れ
れ
ば
、
⻝
材
や
そ
の
味
ま
で
も
五
行
に

501



分
類
さ
れ
、
季
節
と
人
體
と
⻝
と
の
關
係
が
論
じ
ら
れ
る
。

　
以
前
、
季
節
と
⻝
事
と
健
康
と
の
關
わ
り
に
つ
い
て
、
五
行
の
理
論
に
基
づ
く
理
解
が
可
能
で
あ
る
か
否
か
を
檢
討
し
た（

１
）。

⻝
に

關
す
る
樣
々
な
養
生
指
南
「
⻝
禁
」
の
う
ち
季
節
ご
と
の
味
覺
調
整
を
說
く
記
述
に
お
い
て
は
、
書
物
閒
に
お
い
て
一
定
の
相
違
は

あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
五
行
理
論
で
說
明
可
能
で
あ
る
と
判
明
し
た
。
本
稿
で
は
こ
れ
を
蹈
ま
え
、
前
稿
で
論
じ
き
れ
な
か
っ
た

部
分
、
す
な
わ
ち
、
味
覺
と
季
節
と
健
康
と
の
關
係
を
つ
な
ぐ
理
論
の
確
認
、
具
體
的
⻝
材
の
攝
取
に
關
わ
る
記
述
、
そ
し
て
季
節
を

細
分
化
し
た
月
ご
と
の
⻝
禁
に
つ
い
て
檢
討
す
る
。
そ
の
際
、
孫
思
邈
の
醫
學
養
生
理
論
を
檢
討
の
中
心
に
据
え
る
。
理
由
は
、
孫

思
邈
が
醫
書
と
道
敎
養
生
理
論
の
雙
方
と
も
關
わ
り
が
深
く
、
し
か
も
季
節
に
關
わ
る
⻝
禁
に
言
及
す
る
記
述
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

　　
　
　
一
　
五
味
と
四
季

『
千
金
要
方
』
⻝
治
に
見
え
る
理
論
か
ら

　　
孫
思
邈
は
初
唐
の
道
士
と
し
て
、
ま
た
醫
學
者
と
し
て
後
世
尊
崇
さ
れ
る
人
物
で
あ
る（

２
）。

彼
が
著
し
た
と
さ
れ
る
著
作
は
多
く（

３
）、

有
名
で
あ
る
が
故
に
後
世
に
依
託
さ
れ
た
も
の
も
中
に
は
あ
る
。
う
ち
、
⻝
禁
に
言
及
し
た
書
物
と
し
て
は
、
中
國
醫
學
史
上
で
も

重
要
視
さ
れ
る
『
千
金
要
方
』
と
『
千
金
翼
方
』
の
二
書
の
他
、『
保
生
銘
』
（
道
藏
五
七
一
册
）
や
『
孫
眞
人
攝
養
論
』、『
枕
中
記
』

（
と
も
に
道
藏
五
七
二
册
）
な
ど
が
擧
げ
ら
れ
る（

４
）。

こ
こ
で
は
そ
の
中
で
も
特
に
重
要
か
つ
本
稿
の
目
的
に
合
致
す
る
內
容
を
備
え
る

『
千
金
要
方
』
の
記
述
を
追
っ
て
い
く
。
九
十
三
卷
本
『
孫
眞
人
備
急
千
金
要
方
』
（
道
藏
七
七
九
―
八
二
〇
册
）
を
底
本
に
用
い
る（

５
）。

　
⻝
禁
に
關
連
す
る
記
述
は
卷
七
九
・
八
〇
⻝
治
に
見
え
る
。
そ
の
序
論
第
一
の
末
尾
に
、
前
稿
で
も
取
り
上
げ
た
一
段
が
あ
る
。

『
醫
心
方
』
卷
二
九
・
四
時
宜
⻝
に
も
引
か
れ
る
箇
所
で
あ
る
。

春
七
十
二
日
、
酸
を
省
き
甘
を
增
し
て
以
て
脾
氣
を
養
う
。
夏
七
十
二
日
、
苦
を
省
き
辛
を
增
し
て
以
て
肺
氣
を
養
う
。
秋
七

十
二
日
、
辛
を
省
き
酸
を
增
し
て
以
て
肝
氣
を
養
う
。
冬
七
十
二
日
、
鹹
を
省
き
苦
を
增
し
て
以
て
心
氣
を
養
う
。
季
月
各
十

502



　　五行理論による⻝禁解釋の試み

八
日
、
甘
を
省
き
鹹
を
增
し
て
以
て
腎
氣
を
養
う（

６
）。

　
こ
こ
で
は
、
季
節
ご
と
の
五
行
に
對
應
す
る
氣
（
以
降
「
時
氣
」）
を
抑
制
す
る
目
的
で
、
各
味
の
增
減
を
說
い
て
い
る
。
た
と
え
ば

五
行
の
木
德
に
あ
た
る
春
に
は
同
じ
木
德
の
酸
味
を
減
ら
し
て
お
り
、
明
ら
か
に
時
氣
抑
制
を
意
味
す
る
。
一
方
で
土
德
の
甘
味
を

增
し
て
土
德
の
脾
氣
を
養
う
と
、
後
述
す
る
五
行
の
相
互
影
響
作
用
に
よ
り
木
德
の
氣
が
抑
制
さ
れ
る
。
そ
の
他
の
季
節
で
も
同
樣

で
あ
る
。

　
冒
頭
を
除
き
、「
序
論
」
の
大
部
分
は
「
黃
帝
曰
」
で
始
ま
る
文
章
で
、『
黃
帝
內
經
』
か
ら
の
引
用
と
見
て
よ
い
。
事
實
、
內
容
の

多
く
は
現
存
す
る
『
素
問
』
や
『
靈
樞
』
な
ど
に
見
え
て
い
る
。
た
だ
、
右
の
一
段
に
つ
い
て
は
對
應
す
る
記
述
が
見
あ
た
ら
な
い（

７
）。

　
さ
て
、
こ
の
四
季
と
五
味
と
健
康
の
三
者
の
關
係
を
考
え
る
一
段
階
前
と
し
て
、
五
味
の
調
節
が
な
ぜ
身
體
の
健
康
維
持
に
つ
な

が
る
の
か
、「
序
論
」
所
引
の
『
黃
帝
內
經
』
に
從
っ
て
見
て
い
こ
う
。

　
五
味
の
話
は
、
黃
帝
と
少
兪
と
の
問
答
か
ら
始
ま
る
。
構
成
は
若
干
異
な
る
が
、『
靈
樞
』
五
味
論
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。
冒
頭
の

酸
味
に
關
す
る
段
だ
け
こ
こ
に
引
く
。

黃
帝
曰
く
：
五
味
の
口
に
入
る
や
、
各
の
走
る
所
有
り
、
各
の
病
ま
し
む
る
所
有
り
。
酸
は
筋
に
走
り
、
酸
を
多
⻝
す
れ
ば
人

を
し
て
癃
せ
し
む
。
知
ら
ず
、
何
を
以
て
然
る
か
。
少
兪
曰
く
：
酸
の
胃
に
入
る
や
、
そ
の
氣

し
ぶ濇

く
し
て
以
て
收
む
れ
ば
、
上

り
て
兩
膲
に
走
る
も
、
兩
膲
の
氣
濇
く
、
出
入
す
る
能
わ
ず
。
出
で
ざ
れ
ば
卽
ち
胃
中
に
流
れ
、
胃
中
和
溫
な
れ
ば
卽
ち
下
り

て
膀
胱
に
注
ぎ
、
膀
胱
よ
り
胞
に
走
る
。
胞
は
薄
く
し
て
以
て
軟
ら
か
け
れ
ば
、
酸
を
得
れ
ば
則
ち
縮
卷
し
、
約
し
て
通
ぜ
ず
、

水
道
利
せ
ず
。
故
に
癃
す
。
陰
は
積
筋
の
終
聚
す
る
所
な
り
。
故
に
酸
の
胃
に
入
れ
ば
筋
に
走
る（

８
）。

酸
味
は
口
か
ら
胃
に
い
っ
た
ん
入
り
、
次
に
六
腑
の
一
つ
で
あ
る
三
焦
へ
流
れ
る
が
、
上
焦
・
中
焦
へ
上
昇
し
よ
う
と
し
て
も
、
酸

の
澁
さ
に
よ
っ
て
胃
に
留
ま
り
、
最
終
的
に
す
べ
て
下
っ
て
膀
胱
へ
流
れ
る
。
そ
こ
で
酸
の
作
用
で
膀
胱
に
收
縮
が
起
こ
っ
て
尿
が

出
に
く
く
な
る
、
と
い
う（

９
）。

膀
胱
の
あ
る
場
所
は
陰
部
の
筋
の
集
ま
る
終
端
で
あ
る
た
め
、
膀
胱
へ
集
ま
っ
た
酸
の
氣
は
筋
に
影
響
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を
及
ぼ
す
。
以
下
、
鹹
辛
苦
甘
の
四
味
に
つ
い
て
も
同
樣
な
理
論
付
け
を
行
い
、
こ
れ
に
よ
っ
て

酸
―
筋
　
　
鹹
―
血
　
　
辛
―
氣
　
　
苦
―
骨
　
　
甘
―
肉
　
…
…
①

と
い
う
相
關
が
說
明
さ
れ
る（

10
）。

　
次
に
、
冒
頭
で
觸
れ
た
黃
帝
と
伯
高
の
問
答
が
始
ま
る
。
問
答
の
多
く
が
『
素
問
』『
靈
樞
』
の
記
述
を
元
に
テ
ー
マ
ご
と
に
整
理

さ
れ
て
い
る
た
め
、
分
け
て
檢
討
す
る
。
ま
ず
語
ら
れ
る
の
は
、
⻝
物
の
相
違
か
ら
生
じ
る
性
質
の
違
い
と
、
五
臟
と
五
行
の
對
應

で
あ
る
。『
靈
樞
』
五
味
と
同
趣
旨
の
文
で
、

肝
―
木
―
靑
―
酸
　
　
心
―
火
―
赤
―
苦
　
　
脾
―
土
―
黃
―
甘

肺
―
金
―
白
―
辛
　
　
腎
―
水
―
黑
―
鹹
…
…
②

と
い
う
、『
黃
帝
內
經
』
系
統
と
共
通
す
る
內
容
が
示
さ
れ
て
い
る
。
以
降
は
、
し
ば
ら
く
タ
イ
ト
ル
を
揭
げ
た
說
明
が
續
く
の
で
、

そ
の
形
式
に
沿
う
。

・「
五
臟
所
合
法
」

肝
は
筋
に
合
し
、
そ
の
榮
は
爪
。
心
は
脈
に
合
し
、
そ
の
榮
は
色
。
脾
は
肉
に
合
し
、
そ
の
榮
は
脣
。
肺
は
皮
に
合
し
、
そ
の

榮
は
毛
。
腎
は
骨
に
合
し
、
そ
の
榮
は
髮（

11
）。

こ
れ
に
よ
り
、
以
下
の
對
應
が
明
確
と
な
る
。

肝
―
筋
―
爪
　
　
心
―
脈
―
色
　
　
脾
―
肉
―
脣
　
　
肺
―
皮
―
毛
　
　
腎
―
骨
―
髮
…
…
③

こ
れ
も
『
素
問
』
五
藏
生
成
論
と
一
致
す
る
記
述
で
あ
る
。『
素
問
』
で
は
そ
れ
ぞ
れ
に
②
と
同
じ
五
味
對
應
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
氣
を
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
①
で
は
苦
味
と
骨
の
閒
に
關
連
が
あ
っ
た
の
に
、
こ
こ
で
は
骨
が
腎
す
な
わ
ち
鹹
味
と

關
連
づ
け
ら
れ
る
點
で
あ
る
。
カ
テ
ゴ
リ
の
レ
ベ
ル
が
違
う
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
同
じ
く
①
と
③
の
兩
方
に
擧
げ
ら
れ

る
筋
は
ど
ち
ら
も
同
じ
肝
―
酸
味
に
對
應
し
て
お
り
、
な
か
な
か
統
一
的
に
解
釋
し
が
た
い
。
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　　五行理論による⻝禁解釋の試み

・「
五
臟
不
可
⻝
忌
法
」

酸
を
多
⻝
す
れ
ば
則
ち
皮
槁
れ
て
毛
夭
た
り
。
苦
を
多
⻝
す
れ
ば
則
ち
筋
急
し
て
爪
枯
る
。
甘
を
多
⻝
す
れ
ば
則
ち
骨
痛
み
て

髮
落
つ
。
辛
を
多
⻝
す
れ
ば
則
ち
肉
胝
し
て
脣

か
か褰

ぐ
。
鹹
を
多
⻝
す
れ
ば
則
ち
脈
凝
泣
し
て
色
變
ず（

12
）。

こ
こ
で
は
、
各
味
の
攝
取
過
多
に
よ
り
發
生
す
る
身
體
異
常
を
解
說
す
る
。
整
理
す
る
と

酸
↓
皮
・
毛
（
肺
）
　
　
苦
↓
筋
・
爪
（
肝
）
　
　
甘
↓
骨
・
髮
（
腎
）

辛
↓
肉
・
脣
（
脾
）
　
　
鹹
↓
脈
・
色
（
心
）
…
…
④

と
い
う
對
應
に
な
っ
て
い
る
。
五
行
の
相
互
作
用
に
よ
る
病
狀
發
生
と
推
測
さ
れ
る
た
め
、
こ
れ
を
檢
討
し
て
み
る
と
、
酸
は
相
克
關

係
の
客
（
克
さ
れ
る
側
）
か
ら
主
（
克
す
る
側
）
へ
、
苦
と
辛
は
相
生
關
係
の
子
か
ら
母
へ
、
甘
と
鹹
は
相
克
關
係
の
主
か
ら
客
へ
と
、

そ
れ
ぞ
れ
影
響
を
與
え
て
お
り
、
相
生
・
相
克
理
論
に
よ
る
一
貫
し
た
說
明
が
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
『
素
問
』
五
藏
生

成
に
類
似
の
文
章
が
見
え
る
の
だ
が
、
こ
ち
ら
で
は

酸
↓
肉
・
脣
（
脾
）
　
　
苦
↓
皮
・
毛
（
肺
）
　
　
甘
↓
骨
・
髮
（
腎
）

辛
↓
筋
・
爪
（
肝
）
　
　
鹹
↓
脈
・
色
（
心
）
　
　
　
※
五
味
の
順
は
前
に
合
わ
せ
た
。
以
下
同
樣
。

と
な
っ
て
お
り
、
五
味
と
身
體
五
臟
と
が
見
事
に
相
克
關
係
の
主
か
ら
客
へ
影
響
を
及
ぼ
す
形
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、

『
千
金
要
方
』
卷
四
三
舌
論
に
も
以
下
の
よ
う
な
似
た
記
述
が
あ
る
。

酸
↓
舌
肉
・
脣
（
脾
）
　
　
苦
↓
舌
皮
・
外
毛
（
肺
）
　
甘
↓
舌
根
・
髮
（
腎
）

辛
↓
舌
筋
・
爪
（
肝
）
　
　
鹹
↓
舌
脈
・
色
（
心
）

す
べ
て
舌
に
關
連
づ
け
ら
れ
て
い
て
、
舌
に
は
骨
が
な
い
以
上
、
骨
の
と
こ
ろ
は
舌
根
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
相
違
點
を
除

け
ば
、
五
味
と
五
臟
と
の
對
應
は
『
素
問
』
と
一
致
す
る
。
こ
の
一
段
が
見
え
な
い
本
も
あ
っ
て（

13
）、

④
に
は
字
句
に
誤
り
が
あ
る
の

で
は
と
疑
わ
れ
る
。
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相生・相克作用の複合により、
Ｂ・Ｅが增えた場合、または
Ｃ・Ｄが減った場合、Ａは增
える。

圖一

　
そ
こ
で
、
前
稿
で
行
っ
た
五
行
の
相
關
作
用
を
確
認
す
る
方
法
（
本
稿
で
は

「
五
行
相
關
檢
査
」
と
呼
ぶ
）
を
利
用
し
て
、『
素
問
』
と
の
相
違
に
は
何
ら
か

の
意
味
が
あ
る
の
か
、
確
認
し
て
み
よ
う
。
な
お
、
こ
の
檢
査
法
を
こ
こ
で

解
說
す
る
餘
裕
は
な
い
が
、
圖
一
に
て
億
略
に
示
し
て
お
く
。

　
『
千
金
要
方
』
で
病
氣
の
發
生
す
る
部
位
を
Ａ
と
置
き
、
便
宜
上
Ａ
を
基

準
と
し
て
相
生
關
係
に
基
づ
く
木
火
土
金
水
の
順
に
竝
び
替
え
た
上
で
、
④

の
各
味
が
五
行
の
Ａ
〜
Ｅ
全
體
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
與
え
る
か
を
見
て
み

る
。
な
お
、
直
接
增
減
す
る
要
素
に
は
文
字
圍
み
を
つ
け
る
。

Ａ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ａ
　
　
Ｂ
　
　
Ｃ
　
　
Ｄ
　
　
Ｅ

肝
（
木
）
　
苦
（
火
）
＋
　
↓
　
木
＋
　
火
＋
　
土
＋
　
金
－
　
水
－

心
（
火
）
　
鹹
（
水
）
＋
　
↓
　
火
－
　
土
－
　
金
＋
　
水
＋
　
木
＋

脾
（
土
）
　
辛
（
金
）
＋
　
↓
　
土
＋
　
金
＋
　
水
＋
　
木
－
　
火
－

肺
（
金
）
　
酸
（
木
）
＋
　
↓
　
金
－
　
水
＋
　
木
＋
　
火
＋
　
土
－

腎
（
水
）
　
鹹
（
土
）
＋
　
↓
　
水
－
　
木
－
　
火
＋
　
土
＋
　
金
＋

結
果
、
Ｃ
す
な
わ
ち
各
臟
器
の
五
行
か
ら
見
る
と
相
克
關
係
で
克
す
る
對
象
＝
克
客
を
增
幅
さ
せ
る
效
果
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
克
客
增
幅
は
克
主
つ
ま
り
Ａ
そ
の
も
の
の
閒
接
的
抑
制
に
つ
な
が
る
。
漢
方
で
言
う
「
相
侮
」
の
現
象
に
も
通
ず
る
。『
素

問
』
の
理
論
で
は
明
確
な
相
克
作
用
で
各
臟
器
の
五
行
を
抑
制
し
て
し
ま
う
が
、
こ
ち
ら
の
場
合
は
ワ
ン
ク
ッ
シ
ョ
ン
置
い
た
五
行

抑
制
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
こ
か
ら
、
④
に
お
け
る
五
味
と
身
體
各
所
と
の
對
應
は
、『
素
問
』
の
そ
れ
が
混
亂
し
た
結
果
と

言
い
切
る
こ
と
が
で
き
ず
、
何
ら
か
の
意
圖
を
も
っ
て
改
變
さ
れ
た
可
能
性
も
殘
る
。
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　　五行理論による⻝禁解釋の試み

・「
五
臟
所
宜
法
」

肝
病
め
ば
宜
し
く
麻
犬
肉
李
韭
を
⻝
す
べ
し
。
心
病
め
ば
宜
し
く
麥
羊
肉
杏
薤
を
⻝
す
べ
し
。
脾
病
め
ば
宜
し
く
稗
米
牛
肉
棗

葵
を
⻝
す
べ
し
。
肺
病
め
ば
宜
し
く
黃
黍
雞
肉
桃
蔥
を
⻝
す
べ
し
。
腎
病
め
ば
宜
し
く
大
豆
黃
卷
豕
肉
栗
藿
を
⻝
す
べ
し（

14
）。

『
靈
樞
』
五
味
に
同
趣
旨
の
文
が
見
え
る
。
各
臟
器
の
不
調
に
際
し
て
攝
取
す
べ
き
と
し
て
こ
こ
に
擧
げ
ら
れ
る
⻝
材
は
、
こ
の
後

の
「
五
味
所
配
法
」
に
よ
れ
ば
、
各
臟
器
と
同
じ
五
行
に
配
當
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
各
五
行
の
氣
（
以
降
「
自
氣
」）
を
增
す
こ
と
が

目
的
な
の
は
明
ら
か
な
の
で
、
こ
こ
で
い
う
各
臟
器
の
「
病
」
は
自
氣
が
缺
乏
し
て
い
る
狀
態
を
指
す
。

・「
五
味
動
病
法
」

酸
は
筋
に
走
る
。
筋
病
め
ば
酸
を
⻝
ら
う
な
か
れ
。
苦
は
骨
に
走
る
。
骨
病
め
ば
苦
を
⻝
ら
う
な
か
れ
。
甘
は
肉
に
走
る
。
肉

病
め
ば
甘
を
⻝
ら
う
な
か
れ
。
辛
は
氣
に
走
る
。
氣
病
め
ば
辛
を
⻝
ら
う
な
か
れ
。
鹹
は
血
に
走
る
。
血
病
め
ば
鹹
を
⻝
ら
う

な
か
れ（

15
）。

①
で
示
さ
れ
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
も
と
に
、
今
度
は
臟
器
で
な
く
筋
骨
肉
氣
血
と
い
う
五
部
位
の
病
に
つ
い
て
禁
ず
べ
き
味
を
示
す
。
類

似
の
文
を
載
せ
る
『
素
問
』
宣
明
五
氣
で
は
「
多
⻝
す
る
な
か
れ
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
各
部
位
ご
と
の
自
氣
增
加
を
防
ぐ
と
い
う
意

味
で
同
趣
旨
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
い
う
「
病
」
は
、「
五
臟
所
宜
法
」
と
は
逆
に
五
行
の
氣
の
過
多
に
よ
る
も
の
と
見
ね
ば
な
ら
な
い
。

・「
五
味
所
配
法
」

前
述
。
各
⻝
材
の
五
行
配
當
に
關
す
る
問
題
は
、
後
に
考
察
す
る
。

・「
五
臟
病
五
味
對
治
法
」

　
肝
の
部
分
の
み
を
以
下
に
引
く
。

肝
は
急
に
苦
し
め
ば
、
急
ぎ
甘
を
⻝
し
て
以
て
之
を
緩
む
。
肝
の
散
ぜ
ん
と
欲
す
れ
ば
急
ぎ
辛
を
⻝
し
て
以
て
之
を
散
じ
、
酸

を
用
て
之
を
瀉
す
。
風
に
當
た
る
を
禁
ず（

16
）。
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一
つ
の
臟
器
に
つ
き
三
つ
の
味
を
擧
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
效
果
を
期
待
す
る
殘
り
の
四
臟
器
も
併
せ
て
表
に
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

『
素
問
』
藏
氣
法
時
論
の
內
容
を
整
理
し
直
し
た
一
段
と
言
え
る
。

臟
器
臟
器
の
苦
攝
取
味
效
果
〈
１
〉
攝
取
味
效
果
〈
２
〉
攝
取
味
效
果
〈
３
〉

肝

急

甘

緩

辛

散

酸

瀉

心

緩

酸

收

鹹

耎

甘

瀉

脾

濕

苦

燥

甘

緩

苦

瀉

肺

氣
上
道
息
苦

泄

酸

收

辛

瀉

腎

燥

辛

潤

苦

堅

鹹

瀉

…
…
⑤

　
效
果
〈
１
〉
の
味
は
、
各
臟
器
の
「
苦
」
（
陷
り
や
す
い
弊
害
）
へ
の
對
處
と
し
て
攝
取
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
苦
味
が
二
回
登
場
す

る
一
方
で
鹹
味
が
登
場
し
な
い
た
め
、『
素
問
』
の
硏
究
者
閒
で
も
混
亂
が
疑
わ
れ
て
い
る（

17
）。

こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
こ
の
ま
ま
の
形
で

五
行
相
關
檢
査
を
行
っ
て
み
る
。

Ａ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ａ
　
　
Ｂ
　
　
Ｃ
　
　
Ｄ
　
　
Ｅ

肝
（
木
）
　
甘
（
土
）
＋
　
↓
　
木
－
　
火
＋
　
土
＋
　
金
＋
　
水
－

心
（
火
）
　
酸
（
木
）
＋
　
↓
　
火
＋
　
土
－
　
金
－
　
水
＋
　
木
＋

脾
（
土
）
　
苦
（
火
）
＋
　
↓
　
土
＋
　
金
－
　
水
－
　
木
＋
　
火
＋

肺
（
金
）
　
苦
（
火
）
＋
　
↓
　
金
－
　
水
－
　
木
＋
　
火
＋
　
土
＋

腎
（
水
）
　
辛
（
金
）
＋
　
↓
　
水
＋
　
木
－
　
火
－
　
土
＋
　
金
＋
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　　五行理論による⻝禁解釋の試み

結
果
、
Ｄ
す
な
わ
ち
各
臟
器
の
五
行
に
と
っ
て
克
主
の
增
幅
に
つ
な
が
っ
て
い
る
點
が
共
通
し
て
い
る
。
克
主
の
增
幅
は
克
客
す
な

わ
ち
自
氣
の
抑
制
に
つ
な
が
る
。
も
し
脾
の
攝
取
す
る
味
が
鹹
の
誤
り
で
あ
る
と
し
た
ら
、

脾
（
土
）
　
鹹
（
水
）
＋
　
↓
　
土
＋
　
金
－
　
水
＋
　
木
＋
　
火
－

と
な
る
が
、
克
主
增
幅
と
い
う
目
的
は
變
わ
ら
な
い
。

　
效
果
〈
２
〉
を
目
的
と
し
て
攝
取
す
る
味
に
關
し
て
は
、
土
德
の
脾
が
そ
れ
自
身
の
味
で
對
處
し
、
水
―
火
、
木
―
金
の
閒
で
相

互
利
用
を
す
る
形
式
に
な
っ
て
お
り
、
土
を
中
央
に
お
い
た
規
則
性
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ａ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ａ
　
　
Ｂ
　
　
Ｃ
　
　
Ｄ
　
　
Ｅ

肝
（
木
）
　
辛
（
金
）
＋
　
↓
　
木
－
　
火
－
　
土
＋
　
金
＋
　
水
＋

心
（
火
）
　
鹹
（
水
）
＋
　
↓
　
火
－
　
土
－
　
金
＋
　
水
＋
　
木
＋

脾
（
土
）
　
甘
（
土
）
＋
　
↓
　
土
＋
　
金
＋
　
水
－
　
木
－
　
火
＋

肺
（
金
）
　
酸
（
木
）
＋
　
↓
　
金
－
　
水
＋
　
木
＋
　
火
＋
　
土
－

腎
（
水
）
　
苦
（
火
）
＋
　
↓
　
水
－
　
木
＋
　
火
＋
　
土
＋
　
金
－

相
互
利
用
す
る
も
の
同
士
は
相
克
關
係
に
あ
る
た
め
、
自
氣
の
抑
制
に
つ
な
が
る
。
し
か
し
、
自
身
の
味
を
攝
取
す
る
脾
の
み
は
、
自

氣
の
增
幅
に
つ
な
が
る
。
五
行
相
關
檢
査
を
利
用
し
て
み
た
が
、
相
克
・
相
生
作
用
と
い
う
面
か
ら
は
、
五
臟
す
べ
て
に
同
方
向
の

效
果
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
效
果
〈
３
〉
の
「
瀉
」
を
目
的
と
し
て
用
い
る
味
は
、
肝
肺
腎
で
は
そ
れ
自
身
の
五
行
の
味
だ
が
、
心
と
脾
で
は
相
生
關
係
に
あ

る
互
い
の
味
を
利
用
し
合
う
。
以
下
の
五
行
相
關
檢
査
を
見
る
と
、
Ａ
す
な
わ
ち
自
氣
の
增
幅
を
意
圖
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

Ａ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ａ
　
　
Ｂ
　
　
Ｃ
　
　
Ｄ
　
　
Ｅ

肝
（
木
）
　
酸
（
木
）
＋
　
↓
　
木
＋
　
火
＋
　
土
－
　
金
－
　
水
＋
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心
（
火
）
　
甘
（
土
）
＋
　
↓
　
火
＋
　
土
＋
　
金
＋
　
水
－
　
木
－

脾
（
土
）
　
苦
（
火
）
＋
　
↓
　
土
＋
　
金
－
　
水
－
　
木
＋
　
火
＋

肺
（
金
）
　
辛
（
金
）
＋
　
↓
　
金
＋
　
水
＋
　
木
－
　
火
－
　
土
＋

腎
（
水
）
　
鹹
（
水
）
＋
　
↓
　
水
＋
　
木
＋
　
火
－
　
土
－
　
金
＋

〈
１
〉
は
、
各
臟
器
の
苦
し
む
症
狀
を
緩
和
す
る
目
的
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
際
に
は
自
氣
を
抑
え
込
む
方
向
で
處
置
を
行
っ
て
い

る
以
上
、
各
臟
器
特
有
に
生
じ
や
す
い
病
狀
は
、
自
氣
過
多
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。〈
２
〉
は
、
ま
ず
初
め
に
臟

器
の
異
常
あ
り
き
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
や
は
り
各
臟
器
の
狀
態
を
調
整
す
る
目
的
が
あ
る
と
見
ら
れ
、
こ
こ
で
も
脾
の
場
合
を

除
き
自
氣
抑
制
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
な
お
、『
素
問
』
で
は
こ
の
〈
２
〉
に
「
補
」
の
作
用
を
も
結
び
つ
け
て
お
り
、〈
１
〉
と
は
方

向
性
が
や
や
異
な
る
效
果
を
期
待
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。〈
３
〉
の
「
瀉
」
は
、〈
２
〉
の
效
果
を
打
ち
消
す
效
果
を
指
す

も
の
と
思
わ
れ
る
。〈
２
〉
で
は
脾
を
除
く
四
臟
器
に
つ
い
て
自
氣
が
抑
制
さ
れ
て
お
り
、〈
２
〉
と
〈
３
〉
を
對
の
操
作
と
考
え
て

よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、〈
３
〉
へ
の
言
及
か
ら
〈
２
〉
の
操
作
が
、
病
狀
に
對
す
る
處
置
と
し
て
必
要
な
操
作
で
あ
る
〈
１
〉
と

は
異
な
っ
て
、
利
用
す
れ
ば
よ
い
效
果
が
望
め
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
過
多
が
生
じ
て
そ
の
效
果
を
打
ち
消
す
必
要
が
生
じ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　
三
種
の
對
應
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、〈
２
〉
の
脾
に
お
け
る
甘
味
攝
取
を
除
き
、〈
１
〉・〈
２
〉
は
、
目
的
こ
そ
異
な
る
が
い
ず

れ
も
臟
器
ご
と
の
自
氣
抑
制
を
意
圖
し
、〈
３
〉
は
〈
２
〉
の
打
ち
消
し
操
作
で
あ
る
。〈
２
〉
の
甘
味
攝
取
に
例
外
が
殘
る
が
、
相

克
・
相
生
作
用
の
枠
內
で
說
明
で
き
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　
こ
こ
ま
で
の
記
述
に
よ
っ
て
、
五
行
を
介
し
た
五
臟
と
五
味
と
の
つ
な
が
り
と
、
各
臟
器
の
陷
り
や
す
い
機
能
不
全
を
治
療
・
豫

防
す
る
た
め
の
具
體
的
な
味
覺
操
作
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
五
味
の
操
作
は
、
多
⻝
の
弊
害
を
說
く
場
合
は
自
氣
抑
制
を
目
指
し
、

各
臟
器
の
病
的
狀
態
を
治
癒
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
場
合
に
應
じ
た
增
强
と
抑
制
の
兩
面
を
語
っ
て
い
る
。
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　　五行理論による⻝禁解釋の試み

　
前
稿
で
は
、
時
氣
の
不
足
を
補
う
操
作
を
（
Ⅰ
）、
時
氣
の
過
剩
を
抑
制
す
る
操
作
を
（
Ⅱ
）
と
置
き
、
前
者
は
經
學
お
よ
び
⻝
經

類
な
ど
に
見
ら
れ
、
醫
學
的
處
置
を
必
要
と
す
る
ま
で
に
至
ら
な
い
場
合
の
操
作
、
後
者
は
醫
經
類
や
道
敎
系
の
養
生
論
に
見
ら
れ
、

醫
學
的
處
置
の
對
象
と
な
っ
て
い
る
場
合
の
操
作
と
推
測
し
た
。
各
季
節
・
各
臟
器
に
對
應
す
る
味
の
多
⻝
を
戒
め
る
の
は
過
多
に

よ
り
發
生
す
る
弊
害
を
未
然
に
防
ぐ
の
が
目
的
で
あ
る
し
、
病
的
狀
態
へ
の
處
置
で
あ
る
「
五
味
動
病
法
」
や
「
五
臟
病
五
味
對
治

法
」
の
〈
１
〉
は
自
氣
抑
制
を
意
圖
し
て
お
り
、
と
も
に
（
Ⅱ
）
に
屬
す
る
。「
五
臟
所
宜
法
」
で
は
自
氣
の
缺
乏
し
た
病
的
狀
態
に

對
し
て
（
Ⅰ
）
を
施
す
が
、
全
體
と
し
て
は
（
Ⅱ
）
の
操
作
が
主
流
で
あ
り
、
前
稿
の
推
測
に
沿
っ
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。

　
な
お
『
千
金
要
方
』
で
は
、
五
臟
・
五
味
と
四
季
と
の
關
係
に
つ
い
て
說
明
の
な
い
ま
ま
、
岐
伯
の
陰
陽
理
論
に
基
づ
く
⻝
養
理
論

を
は
さ
み
、
本
章
冒
頭
に
揭
げ
た
四
季
の
⻝
禁
に
關
す
る
記
述
に
至
っ
て
お
り
、
や
や
論
理
の
積
み
上
げ
に
缺
損
が
見
ら
れ
る
。
た

だ
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
自
明
の
た
め
拔
け
落
ち
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。「
五
臟
病
五
味
對
治
法
」
の
引
用
元
で
あ
る
『
素
問
』

藏
氣
法
時
論
は
、
篇
名
か
ら
分
か
る
と
お
り
、
五
臟
の
氣
が
四
時
に
基
づ
く
こ
と
を
示
す
こ
と
に
そ
の
主
眼
を
置
く
。
そ
の
冒
頭
も

人
形
を
合
し
て
以
て
四
時
五
行
に
法
り
て
治
す
。
何
如
な
れ
ば
從
な
る
か
、
何
如
な
れ
ば
逆
な
る
か（

18
）。

と
い
う
黃
帝
の
問
い
か
ら
始
ま
る
。「
五
臟
病
五
味
對
治
法
」
に
引
か
れ
た
記
述
も
、『
素
問
』
で
は
「
肝
は
春
を
主
る
」
な
ど
、
臟

器
と
季
節
と
の
關
係
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、『
素
問
』
の
季
節
別
の
記
述
を
『
千
金
要
方
』
が
主
題
別
に
ま
と
め
直
し
た
際
、

春
―
肝
　
　
夏
―
心
　
　
長
夏
―
脾
　
　
肺
―
秋
　
　
冬
―
腎

と
い
う
、
四
季
と
五
臟
の
對
應
に
關
す
る
記
述
が
拔
け
落
ち
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
た
と
え
ば
春
と
肝
臟
の
機
能
不

全
發
生
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
卷
三
六
肝
臟
・
肝
臟
脈
論
に
「
春
、
肝
木
旺
た
り
」
と
、
對
應
す
る
季
節
に
自
氣
が
盛
ん
と
な
る

こ
と
が
旣
に
示
さ
れ
て
い
る
。
他
の
臟
器
も
、
卷
四
二
心
臟
・
心
臟
脈
論
、
卷
四
六
脾
臟
・
脾
臟
脈
論
、
卷
五
四
肺
臟
・
肺
臟
脈
論
、

卷
五
九
腎
臟
・
腎
臟
脈
論
に
同
樣
の
記
述
が
あ
る
。

　
以
上
か
ら
、『
千
金
要
方
』
⻝
治
篇
の
序
論
で
は
、
一
部
に
字
句
の
誤
り
の
可
能
性
や
項
目
閒
の
對
立
、
解
釋
し
き
れ
な
い
場
合
が
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あ
る
も
の
の
、
お
お
よ
そ
相
克
・
相
生
作
用
に
よ
る
五
行
の
相
互
影
響
に
基
づ
く
一
貫
し
た
理
論
で
、
五
味
の
五
臟
に
與
え
る
影
響

を
考
え
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
五
行
の
各
臟
器
は
自
身
の
五
行
の
季
節
に
な
る
と
、
自
氣
過
多
と
な
り
、
機
能
不
全
を
起
こ
し

が
ち
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
自
氣
を
抑
制
す
る
目
的
で
五
味
の
增
減
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
、
な
ぜ
直
接
の
相
克
・
相
生
な

ど
の
效
果
を
利
用
せ
ず
、
閒
接
的
な
效
果
に
照
準
を
合
わ
せ
て
い
る
の
か
、
そ
の
理
由
を
探
る
必
要
性
も
生
じ
て
い
る
。

　　
　
　
二
　
五
味
の
⻝
材
と
四
季

　　
こ
れ
ま
で
は
酸
苦
甘
辛
鹹
の
五
味
、
す
な
わ
ち
「
味
」
そ
の
も
の
を
對
象
に
据
え
て
い
た
。
だ
が
、
味
は
必
ず
何
ら
か
の
⻝
材
に

伴
い
攝
取
す
る
の
だ
か
ら
、
具
體
的
⻝
材
と
五
行
な
い
し
は
五
味
と
の
關
連
を
も
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。『
千
金
要
方
』
で
は
先

の
「
五
味
所
配
法
」
で
觸
れ
た
記
述
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
⻝
材
の
五
行
對
應
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
今
回
以
下
の
八
種
を
確
認
し
た
。

ａ
『
禮
記
』
月
令
お
よ
び
鄭
玄
注
　
ｂ
『
素
問
』
金
匱
眞
言
論
　
ｃ
『
素
問
』
藏
氣
法
時
論
　
ｄ
『
靈
樞
』
五
味

ｅ
『
鍼
灸
甲
乙
經
』
五
味
所
宜
五
藏
生
病
大
論
　
ｆ
『
太
素
』
調
⻝
　
ｇ
『
千
金
要
方
』
⻝
治
「
五
味
所
配
法
」

ｈ
『
西
山
群
仙
會
眞
記
』
補
內
（
道
藏
一
一
六
册
）

⻝
材
に
は
穀
・
果
・
肉
・
菜
の
四
カ
テ
ゴ
リ
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
、
ｃ
や
ｇ
で
は

五
穀
は
養
を
な
し
、
五
果
は
助
を
な
し
、
五
畜
は
益
を
な
し
、
五
菜
は
充
を
な
す（

19
）。

と
說
明
す
る
。
ａ
と
ｂ
は
五
穀
と
五
果
の
み
の
言
及
だ
が
、
そ
の
異
同
を
表
一
に
て
比
較
し
て
み
よ
う
。
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　　五行理論による⻝禁解釋の試み

　
　
表
一
　
⻝
材
の
五
味
對
照
表

五
　
穀

五
　
果

木
（
酸
）

火
（
苦
）

土
（
甘
）

金
（
辛
）

水
（
鹹
）

木
（
酸
）

火
（
苦
）

土
（
甘
）

金
（
辛
）

水
（
鹹
）

ａ

麥

黍

稷

麻

豆

ｂ

麥

黍

稷

稻

豆

ｃ

小
豆

麥

粳
米

黃
黍

大
豆

李

杏

棗

桃

栗

ｄ

麻

麥

粳
米

黃
黍

大
豆

李

杏

棗

桃

栗

ｅ

麻

小
麥

粳
米

黃
黍

大
豆

李

杏

棗

桃

栗

ｆ

麻

麥

粳
米

黃
黍

大
豆

李

杏

棗

桃

栗

ｇ

麻

麥

稗
米

黃
黍

大
豆

李

杏

棗

桃

栗

ｈ

豆

小
麥

粳
米

黃
黍

粟
米

李

橘
子

棗

桃

山
藥

五
　
畜

五
　
菜

木
（
酸
）

火
（
苦
）

土
（
甘
）

金
（
辛
）

水
（
鹹
）

木
（
酸
）

火
（
苦
）

土
（
甘
）

金
（
辛
）

水
（
鹹
）

ａ

鷄

羊

牛

犬

猪

ｂ

鷄

羊

牛

馬

猪

ｃ

犬

羊

牛

鷄

猪

韮

薤

葵

葱

藿

ｄ

犬

羊

牛

鷄

猪

韮

薤

葵

葱

藿

ｅ

犬

羊

牛

鷄

猪

韮

薤

葵

葱

藿

ｆ

犬

羊

牛

鷄

猪

韮

薤

葵

葱

藿

ｇ

犬

羊

牛

鷄

猪

韮

薤

葵

葱

藿

ｈ

犬

羊

牛

鷄

猪

藿

薤

葵

葱

韮

※
１
　
ｇ
「
大
豆
」
は
「
大
豆
黃
卷
」。

※
２
　
「
菽
」
は
「
豆
」
に
、「
秔
」
は
「
粳
」
に
、「
豕
」・「
彘
」
は
「
猪
」
に
、「
韭
」
は
「
韮
」
に
統
一
し
た
。
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一
見
し
て
ｃ
〜
ｇ
が
同
系
統
で
、
ａ
・
ｂ
お
よ
び
ｈ
が
そ
れ
と
異
な
る
こ
と
が
分
か
る
。『
素
問
』
の
中
で
ｂ
と
ｃ
の
對
立
が
存
在
し
、

前
者
は
ａ
『
禮
記
』
月
令
の
經
學
的
分
類
に
準
據
し
て
お
り
、
後
者
は
後
の
『
黃
帝
內
經
』
醫
學
と
で
も
呼
ん
で
よ
い
一
連
の
醫
學

書
に
受
け
繼
が
れ
て
い
る
こ
と
も
分
か
る
。『
素
問
』
を
多
く
引
用
す
る
ｇ
『
千
金
要
方
』
も
後
者
に
屬
す
る
。
な
お
、『
千
金
要
方
』

の
土
穀
が
「
稗
米
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
恐
ら
く
は
「
粳
米
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
木
穀
の
み
ｃ
と
ｄ
〜
ｇ
と
の
閒
に
相
違
が
あ
る

點
だ
け
留
意
す
れ
ば
、
ｃ
〜
ｇ
の
分
類
を
中
國
醫
學
に
お
け
る
一
つ
の
標
準
と
見
な
し
て
よ
い
。

　
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
、
各
書
に
お
け
る
季
節
ご
と
の
⻝
材
攝
取
管
理
に
關
す
る
記
述
を
見
て
い
こ
う
。

・『
禮
記
』

　
周
知
の
ご
と
く
、
月
令
篇
で
は
一
年
十
二
ヶ
月
ご
と
に
對
應
す
る
各
種
要
素
を
擧
げ
、
君
主
の
行
動
指
針
を
示
す
。
本
稿
で
注
目

し
て
い
る
五
行
の
⻝
材
に
關
す
る
部
分
は
、
冒
頭
の
孟
春
を
例
に
擧
げ
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

孟
春
の
月
、
日
は
營
室
に
在
り
、
昏
に
參
中
し
、
旦
に
尾
中
す
。
そ
の
日
は
甲
乙
、
そ
の
帝
は
大
皞
、
そ
の
神
は
句
芒
、
そ
の

蟲
は
鱗
、
そ
の
音
は
角
、
律
は
大
蔟
に
中
り
、
そ
の
數
は
八
、
そ
の
味
は
酸
、
そ
の
臭
は
羶
、
そ
の
祀
は
戶
、
祭
る
に
脾
を
先

に
す
。
…
…
天
子
は
靑
陽
の
左
個
に
居
り
、
鸞
路
に
乘
り
、
倉
龍
を
駕
し
、
靑
旂
を

た載
て
、
靑
衣
を
衣
、
倉
玉
を
服
し
、
麥
と

羊
と
を
⻝
ら
う
。
そ
の
器
は
疏
に
し
て
以
て
逹
な
り（

20
）。

そ
の
月
ご
と
の
味
（
時
味
）
と
⻝
す
べ
き
⻝
材
二
種
を
擧
げ
て
い
る
。
⻝
材
の
一
覽
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

春
（
一
〜
三
月
）
　
　
　
：
麥
（
木
）
　
羊
（
火
）

夏
（
四
〜
六
月
）
　
　
　
：
豆
（
水
）
　
鷄
（
木
）

土
用
　
　
　
　
　
　
　
　
：
稷
（
土
）
　
牛
（
土
）

秋
（
七
〜
九
月
）
　
　
　
：
麻
（
金
）
　
犬
（
金
）

冬
（
十
〜
十
二
月
）
　
　
：
黍
（
火
）
　
猪
（
水
）
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　　五行理論による⻝禁解釋の試み

『
禮
記
』
鄭
注
の
五
行
配
當
に
從
っ
て
、
五
穀
と
五
畜
そ
れ
ぞ
れ
に
五
行
相
關
檢
査
を
用
い
て
そ
の
影
響
を
確
か
め
て
み
る
。

　
　
　
　
Ａ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ａ
　
　
Ｂ
　
　
Ｃ
　
　
Ｄ
　
　
Ｅ

穀
：
春
（
木
）
　
　
麥
（
木
）
＋
　
↓
　
木
＋
　
火
＋
　
土
－
　
金
－
　
水
＋

　
　
夏
（
火
）
　
　
豆
（
水
）
＋
　
↓
　
火
－
　
土
－
　
金
＋
　
水
＋
　
木
＋

　
　
土
用
（
土
）
　
稷
（
土
）
＋
　
↓
　
土
＋
　
金
＋
　
水
－
　
木
－
　
火
＋

　
　
秋
（
金
）
　
　
麻
（
金
）
＋
　
↓
　
金
＋
　
水
＋
　
木
－
　
火
－
　
土
＋

　
　
冬
（
水
）
　
　
黍
（
火
）
＋
　
↓
　
水
－
　
木
＋
　
火
＋
　
土
＋
　
金
－

畜
：
春
（
木
）
　
　
羊
（
火
）
＋
　
↓
　
木
＋
　
火
＋
　
土
＋
　
金
－
　
水
－

　
　
夏
（
火
）
　
　
鷄
（
木
）
＋
　
↓
　
火
＋
　
土
－
　
金
－
　
水
＋
　
木
＋

　
　
土
用
（
土
）
　
牛
（
土
）
＋
　
↓
　
土
＋
　
金
＋
　
水
－
　
木
－
　
火
＋

　
　
秋
（
金
）
　
　
犬
（
金
）
＋
　
↓
　
金
＋
　
水
＋
　
木
－
　
火
－
　
土
＋

　
　
冬
（
水
）
　
　
猪
（
水
）
＋
　
↓
　
水
＋
　
木
＋
　
火
－
　
土
－
　
金
＋

い
ず
れ
も
、
五
つ
の
季
節
の
う
ち
三
つ
が
時
味
の
攝
取
で
、
二
つ
だ
け
互
い
を
交
換
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
五
穀
で
は

相
克
關
係
の
火
―
水
、
五
畜
で
は
相
生
關
係
の
木
―
火
で
交
換
す
る
點
が
異
な
る
た
め
、
五
畜
で
は
Ａ
す
な
わ
ち
自
氣
を
增
幅
す
る

こ
と
で
一
貫
性
が
保
た
れ
る
が
、
五
穀
で
は
統
一
的
な
作
用
を
見
出
せ
な
い
。
一
貫
性
が
見
え
る
と
こ
ろ
で
經
書
た
る
『
禮
記
』
が

（
Ⅰ
）
の
處
置
を
目
指
し
て
い
る
點
は
、
前
稿
の
推
論
と
矛
盾
し
な
い
。

・『
崔
禹
錫
⻝
經
』

　
『
醫
心
方
』
卷
二
九
・
四
時
⻝
禁
に
は
四
季
ご
と
に
禁
じ
る
⻝
材
に
つ
い
て
『
崔
禹
錫
⻝
經
』
の
記
述
を
引
く
。
全
文
は
以
下
の

通
り
。
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春
七
十
二
日
、
辛
味
を
禁
ず
。
黍
、
雞
、
桃
、
蔥
是
な
り
。

夏
七
十
二
日
、
鹹
味
を
禁
ず
。
大
豆
、
豬
、
栗
、
藿
是
な
り
。

秋
七
十
二
日
、
酸
味
を
禁
ず
。
麻
子
、
李
、
菲
是
な
り
。

冬
七
十
二
日
、
苦
味
を
禁
ず
。
麥
、
羊
、
杏
、
薤
是
な
り
。

四
季
十
八
日
は
土
王
た
り
、
酸
鹹
味
を
禁
ず
。
麻
、
大
豆
、
豬
、
犬
、
李
、
栗
、
藿
是
な
り（

21
）。

各
季
節
に
禁
じ
ら
れ
る
味
の
例
と
し
て
⻝
材
名
を
擧
げ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
先
の
「
標
準
」
と
し
た
五
味
配
當
と
完
全
に
一
致
す

る
。
引
用
の
直
後
に
こ
れ
ら
を
「
相
賊
」
の
味
と
明
言
し
て
お
り
、
時
氣
を
阻
害
す
る
要
因
を
除
こ
う
と
い
う
目
的
が
見
出
せ
る
。
前

稿
で
指
摘
し
た
と
お
り
、
⻝
經
類
で
あ
る
こ
の
書
は
（
Ⅰ
）
の
處
置
を
說
い
て
い
る
。

・『
西
山
群
仙
會
眞
記
』

　
洞
眞
部
方
法
類
に
收
め
ら
れ
る
『
西
山
群
仙
會
眞
記
』
は
內
丹
系
の
養
生
書
で
、
晚
唐
の
施
肩
吾
撰
と
題
さ
れ
る
。『
四
庫
提
要
』

で
は
「
殆
ど
金
元
閒
の
道
流
の
依
託
せ
し
所
な
り
」
と
す
る
が
、『
道
藏
提
要
』
で
は
北
宋
以
前
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
と
推
定
す
る（

22
）。

そ
の
卷
三
補
內
に
四
季
ご
と
の
養
生
が
記
さ
れ
る
。
春
の
項
の
み
引
用
し
て
み
よ
う
。

春
、
肝
旺
に
し
て
脾
弱
け
れ
ば
、
則
ち
脾
を
養
い
、
甘
物
を
⻝
ら
う
。
五
穀
中
の
粳
米
、
五
果
中
の
棗
肉
、
五
畜
中
の
牛
肉
、
五

菜
中
の
葵
菜
な
り（

23
）。

春
は
五
行
の
木
德
に
屬
す
る
肝
の
機
能
が
盛
ん
と
な
る
た
め
、
相
克
作
用
に
よ
り
土
德
の
脾
臟
の
機
能
が
衰
え
る
。
そ
の
た
め
、
土

德
の
氣
を
補
う
目
的
で
甘
味
を
積
極
的
に
攝
取
す
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
粳
米
、
棗
、
牛
肉
、
葵
が
擧
げ
ら
れ
る
。
同
樣
に
し
て
、
先

の
一
覽
に
見
え
る
⻝
材
が
言
及
さ
れ
る
。
⻝
材
の
五
行
配
當
が
先
の
「
標
準
」
と
や
や
異
な
る
點
に
つ
い
て
、
そ
の
理
由
や
妥
當
性

を
斷
ず
る
た
め
の
材
料
は
今
な
い
。
が
、
こ
の
明
確
な
記
述
に
基
づ
い
て
⻝
材
の
五
行
を
見
て
い
く
限
り
、
季
節
ご
と
に
攝
取
す
る

味
の
增
減
に
理
論
的
不
統
一
や
複
雜
さ
は
ま
っ
た
く
な
い
。
處
置
の
方
向
と
し
て
は
、
時
氣
過
多
を
防
ぐ
（
Ⅱ
）
に
屬
し
て
い
る
。
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　　五行理論による⻝禁解釋の試み

　
季
節
ご
と
の
具
體
的
⻝
材
に
關
す
る
⻝
禁
を
語
る
文
章
は
、
肝
や
心
な
ど
の
臟
器
攝
取
を
除
け
ば
、
今
見
て
き
た
三
種
の
資
料
し

か
確
認
で
き
て
い
な
い
。
う
ち
二
例
は
、
ま
ず
は
五
味
の
攝
取
に
關
す
る
記
述
が
あ
り
、
各
味
の
具
體
的
例
と
し
て
⻝
材
が
示
さ
れ

る
。
ま
た
そ
れ
故
、
示
さ
れ
る
⻝
材
の
五
味
區
分
が
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
。『
禮
記
』
に
つ
い
て
も
、
後
者
の
特
徵
は
一
致
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
四
季
と
具
體
的
⻝
材
の
關
係
を
語
る
場
合
は
必
ず
閒
に
五
味
が
介
在
し
、
常
に
五
行
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
場
合
、
⻝
材
攝
取
の
增
減
す
る
意
味
を
五
行
相
生
・
相
克
理
論
で
ほ
ぼ
說
明
で
き
る
。

　　
　
　
三
　
五
味
の
⻝
材
と
四
季

　　
で
は
、
季
節
ご
と
で
は
な
く
月
ご
と
の
⻝
禁
、
月
⻝
禁
を
扱
う
記
述
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
や
や
煩
雜
に
な
る

が
檢
討
し
て
い
こ
う
。
な
お
、
特
定
の
日
の
み
の
⻝
禁
（
日
⻝
禁
）
に
關
す
る
記
述
も
あ
る
が
、
今
回
は
考
察
對
象
か
ら
除
外
す
る
。

そ
の
一
日
特
有
の
理
由
が
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
本
稿
で
扱
う
陰
陽
五
行
理
論
の
範
疇
で
說
明
で
き
る
か
ど
う
か
、
甚
だ
疑
問

が
殘
る
か
ら
で
あ
る
。

　
『
千
金
要
方
』
に
は
、
⻝
材
の
月
⻝
禁
に
關
す
る
記
述
も
見
え
る
。
す
べ
て
「
黃
帝
曰
」
か
ら
始
ま
る
文
章
と
な
っ
て
お
り
『
黃
帝

內
經
』
系
の
書
物
か
ら
の
引
用
ら
し
い
が
、
現
存
す
る
『
素
問
』
な
ど
の
醫
書
に
は
見
え
な
い
。
卷
七
九
か
ら
始
ま
る
「
⻝
治
」
の

う
ち
、
序
論
に
續
く
「
果
實
第
二
」
に
見
え
る
「
芰
實
」
（
菱
）
の
項
で
、
目
的
の
文
章
を
見
て
み
よ
う
。

芰
實
、
味
甘
、
辛
、
平
に
し
て
無
毒
。
中
を
安
ん
じ
五
臟
を
補
い
、
飢
え
ず
輕
身
た
ら
し
む
。
一
名
菱
。
黃
帝
云
く
、
七
月
に

生
菱
芰
を
⻝
ら
う
な
か
れ
、
蟯
蟲
を
作
ら
ん（

24
）。

こ
の
よ
う
に
、
特
定
の
月
に
⻝
べ
て
は
い
け
な
い
⻝
材
と
そ
の
理
由
を
述
べ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
果
實
に
關
し
て
は
、
目
的
の
記

述
が
こ
の
一
項
目
し
か
な
い
の
だ
が
、
續
く
「
菜
疏
」
お
よ
び
卷
八
〇
鳥
獸
に
見
え
る
月
⻝
禁
を
一
覽
で
示
す
。「
標
準
」
の
五
行
分
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類
に
基
づ
き
、
五
行
の
指
定
で
き
る
⻝
材
に
は
文
字
圍
み
を
付
け
る
。

一
月
　
　
：
狸
　
虎
　
生
葱
（
金
）
　
豹

二
月
　
　
：
兔
　
蓼
實
　
鷄
子

三
月
　
　
：
一
切
魚
肉
　
小
蒜
　
蛟
龍

四
月
　
　
：
暴
鷄
（
金
）
　
葫
　
蛇
　
鱓
魚
　
鱓
魚

五
月
　
　
：
馬
　
鹿
　
韮
（
木
）
　
麞

六
月
　
　
：
鴈
　
茱
萸
　
羊
（
火
）
　
鶩

七
月
　
　
：
茱
萸
　
菱
芰

八
月
　
　
：
猪
肺
　
雉
　
生
薑
　
鷄
（
金
）
　
葫

九
月
　
　
：
犬
（
木
）
　
薑

十
月
　
　
：
猪
（
水
）
　
薤
（
火
）
　
椒

十
一
月
　
：
著
甲
之
物
　
蝦
　
薤
（
火
）
　
鼠
　
蚌
　
鷰

十
二
月
　
：
著
甲
之
物
　
牛
（
土
）
　
蝦
　
薤
（
火
）
　
蟹
　
鼈
　
蚌

土
用
　
　
：
生
葵
（
土
）

多
種
の
⻝
材
に
つ
い
て
⻝
禁
が
語
ら
れ
て
は
い
る
が
、
五
味
な
い
し
は
五
行
の
屬
性
が
明
確
な
⻝
材
は
少
な
く
、
五
行
の
屬
性
が
明

確
な
も
の
は
わ
ず
か
十
二
種
で
あ
る
。「
暴
鷄
」
は
「
鷄
」
と
同
列
に
考
え
て
よ
い
か
若
干
疑
問
を
殘
す
が
、
一
應
金
畜
と
し
た
。
逆

に
、「
鷄
子
」
つ
ま
り
玉
子
と
「
猪
肺
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
鷄
・
猪
と
同
じ
と
考
え
て
よ
い
か
、「
暴
鷄
」
以
上
に
疑
問
が
殘
る

た
め
、
對
象
外
と
し
た
。

　
五
行
配
當
の
分
か
る
數
少
な
い
⻝
材
で
五
行
相
關
檢
査
の
結
果
は
以
下
の
通
り
。
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　　五行理論による⻝禁解釋の試み

　
　
　
　
　
Ａ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ａ
　
　
Ｂ
　
　
Ｃ
　
　
Ｄ
　
　
Ｅ

畜
：
四
月
（
火
）
　
　
　
　
鷄
（
金
）
－
　
↓
　
火
＋
　
土
－
　
金
－
　
水
－
　
木
＋

　
　
六
月
（
火
）
　
　
　
　
羊
（
火
）
－
　
↓
　
火
－
　
土
－
　
金
＋
　
水
＋
　
木
－

　
　
八
月
（
金
）
　
　
　
　
鷄
（
金
）
－
　
↓
　
金
－
　
水
－
　
木
＋
　
火
＋
　
土
－

　
　
九
月
（
金
）
　
　
　
　
犬
（
木
）
－
　
↓
　
金
＋
　
水
－
　
木
－
　
火
－
　
土
＋

　
　
十
月
（
水
）
　
　
　
　
猪
（
水
）
－
　
↓
　
水
－
　
木
－
　
火
＋
　
土
＋
　
金
－

　
　
十
二
月
（
水
）
　
　
　
牛
（
土
）
－
　
↓
　
水
＋
　
木
＋
　
火
－
　
土
－
　
金
－

菜
：
一
月
（
木
）
　
　
　
　
葱
（
金
）
－
　
↓
　
木
＋
　
火
＋
　
土
－
　
金
－
　
水
－

　
　
五
月
（
火
）
　
　
　
　
韮
（
木
）
－
　
↓
　
火
－
　
土
＋
　
金
＋
　
水
－
　
木
－

　
　
十
〜
十
二
月
（
水
）
　
薤
（
火
）
－
　
↓
　
水
＋
　
木
－
　
火
－
　
土
－
　
金
＋

　
　
四
季
（
土
）
　
　
　
　
葵
（
土
）
－
　
↓
　
土
－
　
金
－
　
水
＋
　
木
＋
　
火
－

こ
こ
で
⻝
材
の
種
類
ご
と
に
分
け
た
の
は
、『
禮
記
』
に
倣
っ
た
の
と
同
時
に
、
前
述
の
と
お
り
五
行
に
分
類
さ
れ
た
穀
・
畜
・
果
・
菜

そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
異
な
る
も
の
と
考
え
る
記
述
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
穀
物
に
關
す
る
攝
取
禁
止
が
語
ら
れ
な
い
の
は
、
穀

物
が
日
常
生
活
で
缺
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
檢
査
の
結
果
だ
が
、
全
體
と
し
て
も
種
類
別
と
し
て
も
、
月
⻝
禁
で
期
待
す
る
效
果
に
、
五
行
的
な
統
一
性
は
見
ら
れ
な
い
。

　
孫
思
邈
の
撰
と
さ
れ
る
『
孫
眞
人
攝
養
論
』
に
も
、
月
令
篇
の
よ
う
に
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
順
を
追
っ
て
語
る
形
式
で
⻝
禁
が

記
さ
れ
る
。
一
月
だ
け
を
例
に
と
っ
て
そ
の
文
章
構
成
を
確
認
し
て
お
く
。

正
月
、
腎
氣
受
病
、
肺
藏
の
氣
は
微
な
り
。
宜
し
く
鹹
酸
を
減
じ
辛
味
を
增
し
て
、
腎
を
助
け
肺
を
補
い
、
胃
氣
を
安
養
す
べ

し
。
冰
凍
を
冒
す
な
か
れ
。
溫
煖
を
極
む
る
な
か
れ
。
早
に
起
き
夜
に
臥
し
て
以
て
形
神
を
緩
む
べ
し
。
生
葱
を
⻝
ら
う
な
か
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れ
、
人
の
津
血
を
損
う
。
生
蓼
を
⻝
ら
う
な
か
れ
、
必
ず
癓
痼
を
な
し
、
面
に
遊
風
を
起
こ
す
。
蟄
藏
の
物
を
⻝
ら
う
な
か
れ
、

人
の
壽
を
減
折
す
。
虎
豹
狸
の
肉
を
⻝
ら
う
な
か
れ
、
人
の
神
魂
を
し
て
安
か
ら
ざ
ら
し
む
。
…
…（

25
）

こ
の
よ
う
な
記
述
が
十
二
月
ま
で
續
く
。
前
半
で
は
月
ご
と
の
臟
器
に
關
す
る
情
報
を
記
し
た
後
、
味
の
增
減
を
說
く
。
後
半
に
言

及
さ
れ
る
⻝
材
は
す
べ
て
攝
取
を
禁
じ
る
も
の
ば
か
り
で
、
推
奬
さ
れ
る
も
の
は
な
い
。
十
二
月
ま
で
の
一
覽
を
以
下
に
示
す
が
、
前

章
に
利
用
し
た
文
字
圍
み
に
加
え
て
、
本
文
中
で
增
減
を
指
示
す
る
味
を
付
記
し
、
さ
ら
に
は
減
ず
べ
き
味
の
五
行
と
一
致
す
る
⻝

材
の
冒
頭
に
は
「
○
」、
增
す
べ
き
味
の
⻝
材
に
は
「
▲
」
を
そ
れ
ぞ
れ
付
す
。

一
月
　
：
辛
＋
・
鹹
酸
－
：
▲
葱
（
金
）
　
蓼
　
虎
　
豹
　
狸

二
月
　
：
辛
＋
・
酸
－
　
：
兔
　
狐
狢
　
蒜
　
　
葵
（
土
）
　
鷄
子

三
月
　
：
辛
＋
・
甘
－
　
：
○
葵
（
土
）
　
鷄
子

四
月
　
：
酸
＋
・
苦
－
　
：
○
薤
（
火
）
　
雉
　
　
鷄
（
金
）
　
蒜
　
鱔
魚

五
月
　
：
苦
＋
・
酸
－
　
：
▲
薤
（
火
）
　
○
韭
（
木
）
　
馬
　
麞
鹿

六
月
　
：
鹹
＋
・
苦
－
　
：
葵
（
土
）
　
茱
萸

七
月
　
：
鹹
＋
・
辛
－
　
：
茱
萸
　
▲
猪
（
水
）

八
月
　
：
辛
＋
・
苦
－
　
：
▲
鷄
（
金
）
　
雉
　
蒜
　
猪
肚

九
月
　
：
鹹
＋
・
苦
－
　
：
薑
　
蒜
　
　
葵
（
土
）
　
　
犬
肉
（
木
）

十
月
　
：
辛
苦
－
　
　
　
：
○
薤
（
火
）
　
椒
　
熊
　
　
猪
（
水
）
　
蓴
菜

十
一
月
：
苦
＋
・
鹹
－
　
：
狢
　
螺
蚌
蟹
鼈

十
二
月
：
苦
＋
・
甘
－
　
：
○
葵
（
土
）
　
▲
薤
（
火
）
　
黿
鼈

八
月
の
「
猪
肚
」
は
、『
千
金
要
方
』
の
時
と
同
樣
「
猪
」
と
同
列
に
扱
わ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
十
一
月
の
鹹
味
は
「
減
」
で
は
な
く

520



　　五行理論による⻝禁解釋の試み

「
絕
」
と
い
う
强
い
言
葉
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
書
で
は
土
用
の
項
目
が
な
く
、
代
わ
り
に
六
月
は
「
脾
藏
獨
王
」、
十
二
月
は

「
土
當
王
」
と
の
說
明
が
あ
る
の
で
、
こ
の
二
ヶ
月
は
土
に
配
當
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
れ
を
も
と
に
考
え
て
み
る
。

　
ま
ず
は
月
ご
と
に
增
減
す
べ
き
味
に
つ
い
て
だ
が
、
春
三
ヶ
月
の
辛
味
と
冬
二
ヶ
月
の
苦
味
と
い
う
相
克
の
二
味
の
み
は
統
一
さ

れ
て
い
る
が
他
は
ば
ら
ば
ら
で
、
夏
の
酸
味
や
苦
味
の
よ
う
に
同
じ
季
節
の
中
で
增
す
べ
き
味
と
減
ず
べ
き
味
が
逆
轉
す
る
場
合
さ

え
あ
る
。
ま
た
、
禁
止
さ
れ
る
⻝
材
に
つ
い
て
は
、
增
減
を
指
示
さ
れ
る
味
と
の
一
致
度
合
が
高
く
な
い
。
五
月
や
十
二
月
の
苦
味
、

七
月
の
鹹
味
、
八
月
の
辛
味
な
ど
は
增
す
べ
き
と
こ
ろ
な
の
に
⻝
材
と
し
て
は
逆
に
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
あ
べ
こ
べ
さ
も
見
え
る
。

⻝
材
の
五
行
相
關
檢
査
を
し
て
み
た
と
こ
ろ
、

　
　
　
　
　
Ａ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ａ
　
　
Ｂ
　
　
Ｃ
　
　
Ｄ
　
　
Ｅ

畜
：
四
月
（
火
）
　
　
　
鷄
（
金
）
－
　
↓
　
火
＋
　
土
－
　
金
－
　
水
－
　
木
＋

　
　
七
・
八
月
（
金
）
　
猪
（
水
）
－
　
↓
　
金
－
　
水
－
　
木
－
　
火
＋
　
土
＋

　
　
八
月
（
金
）
　
　
　
鷄
（
金
）
－
　
↓
　
金
－
　
水
－
　
木
＋
　
火
＋
　
土
－

　
　
九
月
（
金
）
　
　
　
犬
（
木
）
－
　
↓
　
金
＋
　
水
－
　
木
－
　
火
－
　
土
＋

　
　
十
月
（
水
）
　
　
　
猪
（
水
）
－
　
↓
　
水
－
　
木
－
　
火
＋
　
土
＋
　
金
－

菜
：
一
月
（
木
）
　
　
　
葱
（
金
）
－
　
↓
　
木
＋
　
火
＋
　
土
－
　
金
－
　
水
－

　
　
二
・
三
月
（
木
）
　
葵
（
土
）
－
　
↓
　
木
＋
　
火
－
　
土
－
　
金
－
　
水
＋

　
　
四
・
五
月
（
火
）
　
薤
（
火
）
－
　
↓
　
火
－
　
土
－
　
金
＋
　
水
＋
　
木
－

　
　
五
月
（
火
）
　
　
　
韭
（
木
）
－
　
↓
　
火
－
　
土
＋
　
金
＋
　
水
－
　
木
－

　
　
六
・
十
二
月
（
土
）
葵
（
土
）
－
　
↓
　
土
－
　
金
－
　
水
＋
　
木
＋
　
火
－

　
　
九
月
（
金
）
　
　
　
葵
（
土
）
－
　
↓
　
金
－
　
水
＋
　
木
＋
　
火
－
　
土
－
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十
月
（
水
）
　
　
　
薤
（
火
）
－
　
↓
　
水
＋
　
木
－
　
火
－
　
土
－
　
金
＋

　
　
十
二
月
（
土
）
　
　
薤
（
火
）
－
　
↓
　
土
－
　
金
－
　
水
＋
　
木
＋
　
火
－

と
な
る
。
畜
だ
け
で
言
え
ば
Ｂ
に
統
一
性
が
見
ら
れ
、
時
氣
抑
制
の
效
果
が
春
の
辛
味
・
冬
の
苦
味
增
加
と
目
的
が
一
致
し
、
道
敎

系
養
生
論
の
（
Ⅱ
）
に
屬
す
る
操
作
と
見
な
せ
る
。
だ
が
、
菜
に
は
そ
の
よ
う
な
統
一
的
解
釋
を
で
き
る
部
分
が
な
い
。
全
體
と
し

て
、
季
節
內
の
不
統
一
ぶ
り
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
『
四
季
攝
生
圖
』
（
道
藏
五
三
四
册
）
は
唐
宋
閒
の
書
で
、
五
臟
と
四
季
の
對
應
を
明
示
し
つ
つ
各
季
節
ご
と
の
養
生
法
を
記
す
。

『
千
金
要
方
』
卷
七
九
に
見
え
た
季
節
ご
と
の
五
味
調
整
に
關
す
る
文
が
三
ヶ
月
ご
と
に
付
さ
れ
て
お
り
、
孫
思
邈
と
の
關
連
が
考
え

ら
れ
る
。
日
⻝
禁
に
關
す
る
記
述
も
多
い
が
、
こ
こ
で
は
月
⻝
禁
の
み
を
取
り
出
し
て
み
る
。
整
理
す
る
と
以
下
の
通
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
禁
ず
る
⻝
材
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
勸
め
る
⻝
材
〉

一
月
　
：
甘
＋
・
酸
－
：
蓼
　
狸
豹
　
蒜
　
葱
（
金
）
　
　
　
　
▲
韮
（
木
）

二
月
　
：
甘
＋
・
酸
－
：
兔
　
蓼
　
鷄
子

三
月
　
：
甘
＋
・
酸
－
：
▲
葵
（
土
）
　
▲
諸
畜
脾
（
土
）

四
月
　
：
辛
＋
・
苦
－
：
鱓
魚
　
蒜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蓴
菜
　
鰤
魚

五
月
　
：
辛
＋
・
苦
－
：
韮
（
木
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
▲
大
麥
（
火
）
　
▲
杏
（
火
）
　
藿
（
水
）

七
月
　
：
酸
＋
・
辛
－
：
薑
　
生
蜜

十
二
月
：
苦
＋
・
鹹
－
：
鱉
　
牛
（
土
）

「
諸
畜
脾
」
は
土
に
屬
す
る
⻝
材
と
し
た
。
⻝
材
の
增
減
と
五
味
の
指
示
と
が
一
致
す
る
項
目
は
な
く
、
逆
に
相
反
す
る
も
の
が
六

種
も
あ
る
。
五
行
相
關
檢
査
を
施
し
て
み
て
も
統
一
的
解
釋
は
不
可
能
と
な
っ
た
。

　
も
う
一
つ
、『
黃
帝
內
經
』
と
は
別
系
統
の
古
代
中
國
醫
書
『
金
匱
要
略
』
に
も
月
⻝
禁
が
記
さ
れ
る
。
卷
下
・
果
實
名
穀
禁
忌
幷
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　　五行理論による⻝禁解釋の試み

治
の
月
⻝
禁
は
以
下
の
通
り
。
す
べ
て
⻝
材
攝
取
を
禁
ず
る
記
述
で
あ
る
。
對
象
と
な
る
⻝
材
の
種
類
が
少
な
い
の
で
、
こ
れ
ま
で

と
同
樣
の
作
業
を
一
つ
に
ま
と
め
て
み
る
。

　
　
　
　
　
Ａ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ａ
　
　
Ｂ
　
　
Ｃ
　
　
Ｄ
　
　
Ｅ

一
月
（
木
）
　
　
　
　
　
：
葱
（
金
）
－
　
↓
　
木
＋
　
火
＋
　
土
－
　
金
－
　
水
－

二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
：
蓼

三
月
　
　
　
　
　
　
　
　
：
小
蒜

四
月
　
　
　
　
　
　
　
　
：
胡
荽

五
月
（
火
）
　
　
　
　
　
：
韮
（
木
）
－
　
↓
　
火
－
　
土
＋
　
金
＋
　
水
－
　
木
－

六
月
　
　
　
　
　
　
　
　
：
茱
萸

七
月
　
　
　
　
　
　
　
　
：
茱
萸

八
月
　
　
　
　
　
　
　
　
：
薑
　
胡
荽

九
月
　
　
　
　
　
　
　
　
：
薑

十
月
　
　
　
　
　
　
　
　
：
椒

十
一
・
十
二
月
（
水
）
　
：
薤
（
火
）
－
　
↓
　
水
＋
　
木
－
　
火
－
　
土
－
　
金
＋

四
季
（
土
）
　
　
　
　
　
：
葵
（
土
）
－
　
↓
　
土
－
　
金
－
　
水
＋
　
木
＋
　
火
－

『
黃
帝
內
經
』
と
同
じ
五
行
配
當
を
利
用
す
る
こ
と
に
も
問
題
が
あ
る
か
と
思
う
が
、
こ
れ
ま
で
と
同
樣
統
一
性
が
見
ら
れ
な
い
。

　
以
上
、
孫
思
邈
に
關
連
す
る
書
三
種
を
含
め
た
計
四
種
の
記
述
を
檢
討
し
て
み
た
が
、
前
章
と
は
對
照
的
に
、
⻝
材
の
月
⻝
禁
で

は
五
行
の
相
克
・
相
生
作
用
に
基
づ
く
說
明
が
で
き
な
い
、
と
判
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
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四
　
結
論

　　
季
節
や
月
に
關
わ
る
⻝
禁
に
つ
い
て
檢
討
し
て
き
た
結
果
、
一
章
の
五
味
と
季
節
お
よ
び
二
章
の
⻝
材
と
季
節
で
は
、
若
干
の
例

外
も
あ
る
が
五
行
理
論
に
基
づ
く
說
明
が
可
能
だ
っ
た
。
し
か
も
、
前
稿
で
示
し
た
（
Ⅰ
）
と
（
Ⅱ
）
の
區
分
に
沿
っ
た
解
釋
が
可

能
な
場
合
が
多
い
こ
と
も
見
出
せ
た
。
一
方
、
⻝
材
と
月
と
の
關
係
を
論
じ
る
三
章
に
な
る
と
說
明
で
き
な
く
な
る
。
味
を
め
ぐ
る

季
節
ご
と
の
⻝
養
生
に
關
し
て
は
、
五
行
思
想
を
念
頭
に
置
い
て
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
部
分
と
そ
う
で
な
い
部
分
が
あ
る
よ
う
だ
。

　
五
行
の
理
論
は
、
當
初
經
驗
的
知
識
か
ら
形
成
さ
れ
た
理
論
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
演
繹
に
よ
っ
て
擴
大
し
、
現
實
と
は
や
や
ず
れ

の
生
じ
た
部
分
が
で
き
る
。
五
味
に
つ
い
て
言
え
ば
、
本
當
に
五
味
そ
れ
ぞ
れ
の
味
を
代
表
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
酸
味
の
代
表
に
は

梅
を
持
っ
て
く
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
辛
味
の
代
表
に
は
薑
（
シ
ョ
ウ
ガ
）
や
芥
（
カ
ラ
シ
ナ
）
な
ど
を
持
っ
て
く
る
の
が
自
然
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
定
め
ら
れ
た
配
當
に
基
づ
く
⻝
制
御
を
醫
學
養
生
に
利
用
す
る
と
、
實
際
に
效
果
が
現
れ
る
經
驗
が
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
、
⻝
材
の
入
れ
替
え
は
ほ
と
ん
ど
起
こ
っ
て
な
い
。
一
方
で
、
理
論
と
は
無
關
係
に
、
日
常
生
活
の
實
踐
か
ら
經
驗
的
に
得
た

⻝
養
生
の
知
惠
の
蓄
積
も
生
じ
る
。
二
章
で
示
さ
れ
た
⻝
材
は
、
す
べ
て
五
味
の
例
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
以
上
、
⻝
材
そ
の
も

の
に
着
目
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
五
行
理
論
の
枠
內
で
說
明
が
付
く
⻝
禁
と
な
る
。
し
か
し
、
あ
ま
た
の
⻝
材
に
關
す
る

⻝
禁
を
語
る
時
、
五
行
の
槪
念
に
は
縛
り
切
れ
ず
、
理
論
と
相
容
れ
ぬ
部
分
が
ど
う
し
て
も
殘
る
。
こ
こ
に
理
論
と
實
踐
兩
者
の
せ

め
ぎ
合
い
が
現
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
五
行
理
論
に
よ
る
一
貫
し
た
說
明
の
限
界
が
見
え
た
の
は
硏
究
開
始
當
初
の
目
論
見
が
は
ず
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
限

界
が
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
今
後
の
檢
討
を
す
る
上
で
大
變
有
意
義
で
あ
る
。
可
能
で
あ
れ
ば
⻝
材
ご
と
の
⻝
禁
に
存
在
す
る
思
想

的
根
據
を
今
後
探
っ
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
五
行
理
論
が
當
て
は
ま
る
と
し
て
も
、
そ
の
活
用
方
法
に
い
く
つ
か
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
が
あ
る
。
そ
の
理
由
も
未
解
明
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
今
後
の
硏
究
課
題
と
し
た
い
。
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　　五行理論による⻝禁解釋の試み

注

（
１
）
「
古
代
中
國
醫
學
と
五
味
と
の
關
係
―
暑
さ
と
辛
味
と
の
つ
な
が
り
を
求
め
て
―
」（『
福
井
縣
立
大
學
論
集
』
三
三
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
２
）
『
舊
唐
書
』
卷
一
九
一
法
伎
傳
、『
新
唐
書
』
卷
一
九
六
隱
逸
傳
。
孫
思
邈
に
つ
い
て
は
、
山
崎
宏
「
初
唐
の
道
士
孫
思
邈
に
つ
い
て
」（『
立

正
大
學
文
學
部
論
叢
』
五
〇
、
一
九
七
四
年
）
を
參
照
。

（
３
）
『
舊
唐
書
』
法
伎
・
孫
思
邈
傳
に
は
『
老
子
注
』『
莊
子
注
』『
千
金
方
』『
福
祿
論
』『
攝
生
眞
錄
』『
枕
中
素
書
』『
會
三
敎
論
』
な
ど
の
著

作
が
記
さ
れ
る
。『
新
唐
書
』
藝
文
志
に
は
さ
ら
に
多
く
の
著
錄
が
あ
る
。

（
４
）
『
枕
中
記
』
に
は
撰
者
の
名
を
記
し
て
い
な
い
が
、『
道
藏
提
要
』
の
考
證
な
ど
に
基
づ
き
、
孫
思
邈
の
著
と
見
な
す
。

（
５
）
『
道
藏
』
本
は
宋
の
林
億
等
に
よ
る
校
正
を
經
た
も
の
を
九
十
三
卷
に
細
分
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
系
統
の
書
は
內
容
的
に
過
誤
が
多

い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
今
回
は
林
億
等
の
校
正
を
經
て
い
な
い
三
〇
卷
本
（
卷
六
―
一
〇
お
よ
び
卷
一
六
―
二
〇
闕
）
の
『
孫
眞
人

千
金
方
』（
人
民
衞
生
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）
を
參
照
す
る
こ
と
で
、
そ
の
弊
を
補
う
。『
千
金
要
方
』
の
版
本
に
關
し
て
は
、
宮
下
三
郞

「「
宋
本
備
急
千
金
要
方
」
に
つ
い
て
」（『
漢
方
醫
學
の
源
流
千
金
方
の
世
界
を
さ
ぐ
る
』
千
金
要
方
刊
行
會
・
每
日
新
聞
開
發
株
式
會
社
、

一
九
七
五
年
）
を
參
照
。

（
６
）
「
春
七
十
二
日
、
省
酸
增
甘
以
養
脾
氣
。
夏
七
十
二
日
、
省
苦
增
辛
以
養
肺
氣
。
秋
七
十
二
日
、
省
辛
增
酸
以
養
肝
氣
。
冬
七
十
二
日
、
省

鹹
增
苦
以
養
心
氣
。
季
月
各
十
八
日
、
省
甘
增
鹹
以
養
腎
氣
。」『
醫
心
方
』
で
は
「
季
月
各
十
八
日
」
を
「
四
季
十
八
日
」
に
作
る
。

（
７
）
こ
の
一
段
は
、
唐
宋
閒
の
書
と
さ
れ
る
『
四
季
攝
生
圖
』（
道
藏
五
三
四
册
）
序
や
『
雲
笈
七
籤
』
卷
一
三
太
淸
中
黃
眞
經
の
注
に
引
か
れ

る
。
後
者
は
「
玉
華
靈
書
」
か
ら
の
引
用
と
な
っ
て
い
る
が
、「
玉
華
靈
書
」
に
つ
い
て
は
不
明
。

（
８
）
「
黃
帝
曰
、
五
味
入
於
口
也
、
各
有
所
走
、
各
有
所
病
。
酸
走
筋
、
多
⻝
酸
、
令
人
癃
、
不
知
何
以
然
、
少
兪
曰
、
酸
入
胃
也
、
其
氣
濇
以

收
也
、
上
走
兩
膲
、
兩
膲
之
氣
濇
、
不
能
出
入
、
不
出
卽
流
於
胃
中
、
胃
中
和
溫
、
卽
下
注
膀
胱
、
膀
胱
走
胞
、
胞
薄
以
軟
、
得
酸
則
縮
卷
、

約
而
不
通
、
水
道
不
利
、
故
癃
也
、
陰
者
積
筋
之
所
終
聚
也
、
故
酸
入
胃
走
於
筋
也
。」「
積
筋
」
は
「
精
筋
」
に
作
る
本
あ
り
、
と
の
注
釋

が
つ
い
て
い
る
。

（
９
）
酸
に
は
「
收
」
す
な
わ
ち
收
縮
作
用
が
あ
る
と
い
う
知
識
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
素
問
』
藏
器
法
時
論
な
ど
を
參
照
。
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（
10
）
『
太
淸
中
黃
眞
經
』（
道
藏
五
六
八
册
）
で
は
「
鹹
傷
筋
、
苦
傷
骨
、
甘
傷
肉
、
辛
傷
氣
、
酸
傷
血
」（『
雲
笈
七
籤
』
卷
三
一
所
引
の
文
も
同

じ
）
と
あ
り
、
酸
と
鹹
が
入
れ
替
わ
っ
た
記
述
に
な
っ
て
い
る
。

（
11
）
「
肝
合
筋
、
其
榮
爪
、
心
合
脈
、
其
榮
色
、
脾
合
肉
、
其
榮
脣
、
肺
合
皮
、
其
榮
毛
、
腎
合
骨
、
其
榮
髮
。」

（
12
）
「
多
⻝
酸
則
皮
槁
而
毛
夭
、
多
⻝
苦
則
筋
急
而
爪
枯
、
多
⻝
甘
則
骨
痛
而
髮
落
、
多
⻝
辛
則
肉
胝
而
脣
褰
、
多
⻝
鹹
則
脈
凝
泣
而
色
變
。」

（
13
）
『
孫
眞
人
千
金
方
』（
注
（
５
）
參
照
）
で
は
「
五
臟
所
合
法
」
の
下
に
『
道
藏
』
本
で
言
う
「
五
臟
所
宜
⻝
法
」
の
內
容
が
來
る
た
め
、
こ

の
一
段
は
見
え
な
い
。

（
14
）
「
肝
病
宜
⻝
麻
犬
肉
李
韭
、
心
病
宜
⻝
麥
羊
肉
杏
薤
、
脾
病
宜
⻝
稗
米
牛
肉
棗
葵
、
肺
病
宜
⻝
黃
黍
雞
肉
桃
蔥
、
腎
病
宜
⻝
大
豆
黃
卷
豕
肉

栗
藿
。」

（
15
）
「
酸
走
筋
、
筋
病
勿
⻝
酸
、
苦
走
骨
、
骨
病
勿
⻝
苦
、
甘
走
肉
、
肉
病
勿
⻝
甘
、
辛
走
氣
、
氣
病
勿
⻝
辛
、
鹹
走
血
、
血
病
勿
⻝
鹹
。」

（
16
）
「
肝
苦
急
、
急
⻝
甘
以
緩
之
、
肝
欲
散
、
急
⻝
辛
以
散
之
、
用
酸
瀉
之
。
禁
當
風
。」

（
17
）
例
え
ば
多
紀
元
堅
『
素
問
紹
識
』
で
は
、
後
文
の
記
述
を
元
に
脾
の
攝
取
す
べ
き
味
は
鹹
の
誤
り
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

（
18
）
「
黃
帝
問
曰
：
合
人
形
、
以
法
四
時
五
行
而
治
、
何
如
而
從
、
何
如
而
逆
」。

（
19
）
「
五
穀
爲
養
、
五
果
爲
助
、
五
畜
爲
益
、
五
菜
爲
充
。」

（
20
）
「
孟
春
之
月
、
日
在
營
室
、
昏
參
中
、
旦
尾
中
、
其
日
甲
乙
、
其
帝
大
皞
、
其
神
句
芒
、
其
蟲
鱗
、
其
音
角
、
律
中
大
蔟
、
其
數
八
、
其
味
酸
、

其
臭
羶
、
其
祀
戶
、
祭
先
脾
、
…
…
天
子
居
靑
陽
左
個
、
乘
鸞
路
、
駕
倉
龍
、
載
靑
旂
、
衣
靑
衣
、
服
倉
玉
、
⻝
麥
與
羊
、
其
器
疏
以
逹
。」

（
21
）
「
春
七
十
二
日
、
禁
辛
味
、
黍
、
雞
、
桃
、
蔥
是
也
。
夏
七
十
二
日
、
禁
鹹
味
、
大
豆
、
豬
、
栗
、
藿
是
也
。
秋
七
十
二
日
、
禁
酸
味
、
麻

子
、
李
、
菲
是
也
。
冬
七
十
二
日
、
禁
苦
味
、
麥
、
羊
、
杏
、
薤
是
也
。
四
季
十
八
日
土
王
、
禁
酸
鹹
味
、
麻
、
大
豆
、
豬
、
犬
、
李
、
栗
、

藿
是
也
。」

（
22
）
『
道
藏
提
要
』
番
號
二
四
五
。
宋
の
曹
慥
『
道
樞
』
卷
三
七
（
道
藏
六
四
一
―
六
四
八
册
）
に
こ
の
部
分
が
引
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
、
提

要
の
說
の
根
據
と
な
っ
て
い
る
。

（
23
）
「
春
肝
旺
脾
弱
、
則
養
脾
、
⻝
甘
物
。
五
穀
中
粳
米
、
五
果
中
棗
肉
、
五
畜
中
牛
肉
、
五
菜
中
葵
菜
。」

（
24
）
「
芰
實
、
味
甘
辛
平
、
無
毒
。
安
中
補
五
臟
、
不
飢
輕
身
。
一
名
菱
。
黃
帝
云
、
七
月
勿
⻝
生
菱
芰
、
作
蟯
蟲
。」
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　　五行理論による⻝禁解釋の試み

（
25
）
「
正
月
、
腎
氣
受
病
、
肺
藏
氣
微
、
宜
減
鹹
酸
、
增
辛
味
、
助
腎
補
肺
、
安
養
胃
氣
、
勿
冒
冰
凍
、
勿
極
溫
煖
、
早
起
夜
臥
以
緩
形
神
、
勿

⻝
生
葱
、
損
人
津
血
、
勿
⻝
生
蓼
、
必
爲
癓
痼
、
面
起
遊
風
、
勿
⻝
蟄
藏
之
物
、
減
折
人
壽
、
勿
⻝
虎
豹
狸
肉
、
令
人
神
魂
不
安
、
…
…
」
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　　一般語彙索引

靈寶經 ....28, 33, 42, 50, 102, 105, 106,
108, 110, 113, 121
歷史 ........................................ 15
歷史化 ..................................... 16
鍊心 ................................ 412, 414
鍊命 .......................................412
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俗人 .......................................453
俗信徒 ....................................452

　　　　　　　　タ

太一五神 ............................. 46–49
太上黃籙度人大齋 .....................452
丹 ..........................................415
丹水 ................................... 64–66
丹靑 ................................... 64–66
丹靑の誓 ......................... 62, 64, 66
地域的信仰 ..............................454
中下根 ....................... 400, 401, 403
中道 .......................... 253, 254, 258
超越 ................. 2, 4, 5, 13–16, 18, 19
重玄 ................................ 257, 258
鎭墓甁 ....................................375
帝道遐昌 .......................... 449, 454
天翁 .......................................177
天賜夫人 .355, 361, 365, 367–372, 374,

375
天賜夫人詞 ..............................365
傳授儀禮 .................... 58, 66, 74, 81
當爲 ........................................ 12
道觀 .................... 435, 440, 450–455
道敎 ..............431, 434, 436, 450, 455
道士 . 436, 439, 441, 450, 452, 454, 455
登壇の三師 ............................... 72
道法自然 .......................... 244, 245
篤信 ..................... 5, 6, 8–10, 12, 19
度師 ............ 69, 70, 72, 73, 82, 83, 85
土着の信仰 ..............................451

　　　　　　　　ナ

內丹 ....... 292, 296, 304–306, 317, 409
南宗 .................... 379, 380, 396–404
二仙庵コミュニティ ..................452
二仙庵道士コミュニティ ......453

二仙庵版 .......................... 432, 439

　　　　　　　　ハ

白首窮經 .......................... 369, 370

波羅夷 ....130, 131, 134–136, 143, 145,
154

服餌辟穀法 .... 160, 162, 164, 170, 175,
176, 178

扶乩 .......................................411
佛敎 .......................... 431, 434, 450
佛道論爭 ............................ 99, 100
不動心 ............................. 417, 418
不偏不倚 .................................419
扶鸞 .................... 436, 440, 450–452
扶鸞壇 ............................. 436, 450
分野說 ..................................... 30
編集文獻學 ....................... 477, 478
法印 .......................................160
封禪 ..............219, 221, 223, 232, 233
保擧師 ................................ 72, 83
北宗 .......................... 199, 380, 395
菩薩戒 ................................ 67, 75
本生譚 ....100, 108–111, 113, 114, 121,

122

　　　　　　　　マ

道 ....................... 329–331, 341, 342
妙本 .......................... 244–246, 259
無漏 ..............391–395, 398, 401, 402
命功 380, 386, 393–395, 397, 399, 400,

402, 403
冥婚譚 ............................. 374, 375
明師 .......................... 57, 59, 61, 82
盟師 ........................................ 57

　　　　　　　　ヤ

夢の吿知 ............................. 66, 67

　　　　　　　　ラ

理 .... 299–303, 306–309, 313, 316, 317
理學 .......................................437
离男 ................................ 310, 317
龍虎 .................... 304, 307, 308, 311
了出 .......................................258
靈媒 .......................... 60, 67, 82, 85
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　　一般語彙索引

歃血 ................................... 63–66
三敎 432–434, 443, 444, 446–449, 451,

453–455
三敎宗師 .................................448
三君手書 .................................. 59
三師 ................. 69, 70, 73, 77, 83, 85
三尸 . 160, 161, 164, 167, 168, 177, 178
三師の存思 ................. 70, 71, 73, 82
三師の名諱 ................. 72, 73, 76, 82
三十六天 .................... 29, 35, 40, 41
三淸 .......................... 437, 449, 450
三洞 .......................................437
三寶 ..................... 74, 75, 81, 82, 85
三論 ................................ 254, 257
時氣 .................... 503, 511, 516, 522
自慊 ................................ 423, 424
師資相承 .................................. 58
師受 ........................................ 77
自受 ................................... 75, 77
自然 ................................ 244, 245
自然と因緣 99, 106, 113, 114, 118–122
四川土着の信仰 ........................447
四川ネットワーク .. 435, 440, 447, 451
士大夫 .................................. 1, 19
至中 .......................................419
習氣 ....... 384, 385, 392, 395, 397, 402
師寶 ............................... 74, 81, 82
地元コミュニティ .............. 451, 454
若佛子 ....130–135, 137–142, 145, 146,

152
珠遺滄海 .......................... 447, 448
習 .................383, 384, 392, 397, 402
修身 .......................................421
習靜の工夫 ..............................415
習漏 ..............396, 397, 399, 401, 402
授戒 ................................ 454, 455
儒敎 ............................19, 434, 454
術數 .......................................... 8
十方叢林道觀 ...........................453
殊塗同歸論 ..............................343
上根 ..............395, 396, 398, 402, 403
上淸經 .................. 33, 40, 42, 50, 61
逍遙 292, 298–302, 304, 306, 308, 309,

312–317

⻝禁 ..............501, 502, 517–519, 524
至靈 .......................................418
心 ............................. 412, 415, 418
新舊二版 .......................... 435, 449
眞空 ....... 300–302, 304, 307, 309, 310
神霄雷法 .................................437
神仙 .......................................436
身相 .......................................114
新『道藏輯要』 ........... 432, 440, 449
新版 .......................................433
信物 ................................... 63, 64
靜 ..........................................414
誠意 .......................................422
靜觀 ................................ 413, 414
聖賢 .......................................422
性功 380, 386, 393–395, 397–400, 402,

403
靑絲 ........................................ 64
淸淨 .......................................414
聖職者 ............................. 436, 448
聖人 327–329, 331–333, 336, 337, 339,

340, 347
誠信 ............................. 5, 6, 12, 14
正心 .......................................422
生成的批判版 ...........................479
淸靜の術 .................................273
聖僧 ........................................ 81
聖俗 .......................................452
正典 . 436–438, 440, 448, 449, 451–454
正典化 ....................... 441, 450, 453
正統性 ................. 450–452, 454, 455
正統的信仰 ..............................455
正統派 ............................. 449, 453
性命說 ...........379–382, 396, 397, 402
籍師 ........................................ 70
籍師 ..................... 69, 72, 73, 82, 85
世俗 .......................................453
全眞敎 .......... 379–385, 387, 389, 390,

393–396, 398, 400–404, 441, 454, 455
相克 . 505, 506, 509, 512, 515–517, 523
曾師 ..................... 69, 70, 74, 77, 82
相生 . 505, 506, 509, 512, 515, 517, 523
早壇功課 .................................454
僧寶 ........................................ 81

8



一般語彙索引

　　　　　　　　ア

闇寄 ................................... 11, 12
異類婚姻譚 ....................... 374, 375
因緣 ....... 302–304, 306, 308, 309, 311
隱盟 ............................... 75, 76, 82
液丹 ................................... 63, 65
エリート官僚 ...........................436
鈆汞 .......................... 305–309, 315

　　　　　　　　カ

戒愼 .......................................415
戒壇 .......................................455
外丹 .......................... 304–306, 317
解注甁 ....................................375
科擧 .......................................455
科擧制度 .................................454
科擧說話 .................................364
學問的編集 ..............................477
嘉慶版 ...........432, 436, 438, 448, 450
荷澤宗 .... 194, 203, 208, 209, 211, 213
華池 .................... 307, 308, 310, 311
割髮 ............................... 63, 64, 66
閒思妄想 .................................414
坎女 ................................ 310, 317
監度師 ................................ 72, 83
氣 .... 100, 103–106, 109, 118, 119, 121
疑經 .......................................160
機根 ....... 379, 380, 382, 396, 402, 403
鬼神 ................................... 14, 18
舊『道藏輯要』 .... 432, 434, 436, 437,

439, 441–443, 448–454
舊版 .................... 433, 435, 438, 449
虛 ..........................................415
恐懼 .......................................416
凶宅 .......................................364
玉淸天 ....................................451

虛而至靈 .................................419
虛無 .......................................245
虛靈 .......................................419
虛靈知覺 .................................419
虛靈不昧 .................................419
金丹 .................... 291, 295, 304, 315
空 ..........................................254
經師 .. 57, 59, 60, 67–70, 72–77, 82, 83,

85
經弟子 ..................................... 68
月⻝禁 ................. 517, 519, 522, 523
血盟 .......................... 57, 59, 62–64
權 .......... 330–332, 337, 341, 345, 347
嚴雁峰版 .................................439
玄師 ...57–62, 66, 67, 74–78, 80–83, 85
元始舊經 .102, 103, 105, 106, 108, 110,

113, 121, 122
玄中大法師 ...................... 75, 79–82
玄中の師 .................................. 60
玄中法師 ......................... 79, 80, 82
孝 ............................. 111, 112, 122
高官 .......................................435
考偈 ................................ 454, 455
洪州宗 ...........194, 208–211, 213, 214
孝弟忠信 .................................421
皇圖鞏固 .......................... 449, 454
五行 501–507, 509–512, 514–520, 523,

524
虛空 ................................ 116, 118
吿盟 ..................... 62, 64, 74, 76, 82
戶師 ........................................ 83
五臟 ....... 504, 505, 507, 509–512, 522
五味 502–507, 510–513, 516–518, 522,

524

　　　　　　　　サ

在家信徒 .......................... 435, 436

7



　　固有名詞索引

明曠 .......................................137
明心 .......................................450
無上黃籙大齋立成儀 ..................282
無上祕要 .30, 32, 33, 35, 38–42, 45, 49,

66, 83, 282
孟子 ..............329, 332, 341–343, 418
森三樹三郞 ............................... 18

　　　　　　　　ヤ

維摩經 ....................................257
佛國品 ..............................256
弟子品 ..............................255

維摩經文疏 ..............................257
維摩經略疏 ....................... 256, 257
熊理斌 ....................................441
楊羲 ................. 59–62, 67, 68, 78, 82
楊歸厚 ....................................281
楊氏產乳集驗方 ........................277
楊朱 .......................................340
姚崇 .......................................241
雍正帝 .... 433, 434, 443, 447, 449, 453
煬帝 .......................................257
揚雄 ................................ 329, 341
與咸 ................................ 137–140
吉川忠夫 ...................3, 19, 224, 233

　　　　　　　　ラ

禮記 ....... 193, 512, 514, 515, 517, 519
月令 .................... 512, 514, 519

雷聞 .......................................224
羅什 .......................................256
羅昭然 ....................................286
李億易 ....................................400
陸修靜 .................. 58, 61, 62, 70, 77
陸甚夷 ..................................... 74
律藏品 ............................. 152–154
李廷福 ....................................440
略辨大乘入道四行 .....................195
劉禹錫 ....................................277
柳下惠 ....................... 329, 331, 332
劉玄靖 ..................................... 65
龍種上尊王佛法 ........................159

劉處玄 ............................. 388, 395
劉知幾 ....................................242
龍門派 ....................... 441, 454, 455
楞伽師資記 ....................... 195–199
兩京耆舊傳 ..............................247
梁固 .......................................369
梁顥 ................................ 368–370
聊齋志異 .................................364
梁肅 .......................................363
梁狀元不伏老 ...........................370
梁陟 .......................................367
梁德珪 ....................................367
呂洞賓 ....368–370, 435–437, 440, 446,

448, 450, 451
理惑論 ............................. 111, 112
靈振 .......................................204
靈樞 .................... 503, 504, 507, 512
靈飛散方傳信錄 ........................276
靈寶經目序 ............................... 61
靈寶五符 .................................. 65
靈寶度人經 ..............................437
靈寶無量度人上經大法 ...............285
歷代三寶紀 ................. 128, 129, 155
歷代法寶記 ..............................194
老君 ................................... 79, 80
老君音誦誡經 ............................ 83
老子 ................. 79–82, 291, 296, 340
老聃 ................................ 335, 336
六家要指 .......................... 343, 344
六祖→惠能
六祖惠能→惠能
六度集經 .................................110
ロビネ，イザベル .....................474
ロビンソン，ピーター ...............480
論語 .................... 5, 7, 9–11, 19, 420

6



洞玄靈寶三洞奉道科戒營始 .......... 33
陶弘景 .............. 58, 61, 62, 71, 72, 77
董思靖 ..................................... 48
登眞隱訣 .................................. 66
洞眞太上太霄琅書 ... 35, 71, 76–78, 85
傳諱訣 .......................... 72, 76

道藏 431–433, 437, 438, 440, 448–450,
475, 486
道藏輯要 .431, 432, 436, 437, 439, 442,

443, 447, 451, 471, 481, 486, 488–492
唐朝名畫錄 ..............................247
道德經 .. 78, 79, 82, 242, 243, 251, 257,

437
道德經序訣 ............................... 81
東坡→蘇軾
桐栢觀 ..................................... 74
道門經法相承次序 ...................... 79
斗姥殿 ....................................452

　　　　　　　　ナ

中嶋隆藏 .................................. 18
南陽和上頓敎解脫禪門直了性壇語 →
壇語
南陽和尙問答雜徵義→雜徵義
二仙庵 .......... 432, 435, 438–441, 444,

451–455
日用經 ....................................437
二入四行論→略辨大乘入道四行
日本靈異記 ....................... 360, 375
忍大師 ....................................205
涅槃經 ....................... 193, 200, 214
能和尙 ....................................212

　　　　　　　　ハ

バーナード，ルー .....................481
伯夷 .......................... 329, 331, 332
白雲觀 ....................... 443, 454, 455
白居易 ....................................267
白玉蟾 ............................. 399, 400
博物志 ............................. 164, 173
馬祖→馬祖道一
馬祖道一 .................... 194, 210, 213

馬丹陽 ....382, 383, 385–388, 390, 392,
393, 395, 402

八景玉籙 .................................. 68
八素眞經 .................................. 78
波羅提木叉 ..............................143
萬曆野獲編 ..............................370
祕藏詮 .... 291–294, 297, 312, 313, 315
祕要→無上祕要
武則天 ....219–221, 224, 225, 227, 232,

233
佛說金毘羅童子威德經 ...............176
佛說三廚經 ..............................174
船山徹 ....................................... 2
孚佑上帝 .................................451
孚佑帝君 .......................... 451, 452
ブライアント，ジョン ...............478
文曲星 ............................. 368, 370
文昌 .......................................448
文昌帝君 .................................370
辟穀諸法 . 160–162, 169, 174, 176–178
碧洞堂 ....................................440
別傳→曹溪大師別傳
ペリオ二六三七 ........................175
辯僞錄 ................................ 28–30
辯正論 .................. 99, 108–110, 122
彭瀚然 ...........432, 439–441, 444, 447
寶刻叢編 .................................288
房山石經 .......................... 242, 248
奉宸府 ....................................229
彭定求 ............................. 432, 451
彭文勤 ....................................452
抱朴子 .................... 57, 59, 164, 170
墨子 .......................................340
北斗經 ....................................437
菩薩波羅提木叉 ..... 127, 128, 153, 154
菩提逹摩→逹摩
菩提逹摩南宗定是非論→定是非論
本田濟 ..................................... 13
梵網經 ....................................127

　　　　　　　　マ

マックガン，ジェローム ............480
マッケンジー，デビット ............478

5



　　固有名詞索引

續夷堅志 .............. 361, 364, 366, 367
續高僧傳 .................................195
蘇軾 .................................. 17, 337
蘇東坡→蘇軾
素問 . 503–506, 508, 510–512, 514, 517
孫思邈 ................. 502, 519, 522, 523
孫眞人攝養論 .................... 502, 519
孫不二 ....................................382
孫遊嶽 ..................................... 77

　　　　　　　　タ

大學 .......................................424
太極隱注 ............................. 79, 81
太極眞人敷靈寶齋戒威儀要訣 ....... 81
太玄經 ..................................... 29
太玄眞一本際經 ..... 114, 118, 120, 121
大慈圓通禪仙紫陽眞人張平叔語錄 434
大乘開心顯性頓悟眞宗論 ............259
太上業報因緣經 ......................... 80
太上除三尸九蟲保生經 ........ 168, 177
太上道君 .100–103, 105, 106, 115–117,

119
太上洞玄靈寶授度儀 .......... 66, 70, 75
太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經 .......... 65
太上洞玄靈寶智慧上品大戒 .........283
太上洞玄靈寶智慧定志通微經 110, 112
太上靈寶五符序 .......... 160–165, 167,

169–171, 173–175, 177, 178
太上老君說常淸靜經 ..................273
太霄琅書→洞眞太上太霄琅書
太淸經斷穀法 .................... 170–173
胎精中記 ............... 38, 39, 42, 49, 50
太素 .......................................512
太宗 ..............291–297, 312, 316, 317
太丹隱書 ............................. 46, 47
大中祥符法寶錄 ................. 292–294
題塔記 ....................................370
大洞眞經 ............... 44, 46–48, 64, 68
逹摩 .......................... 195, 196, 198
壇經 .................... 203, 206–208, 212
壇語 .......................... 197–199, 201
譚處端 ....................... 383, 386, 388
湛然 ................................ 256, 257

智慧上品大戒經 ........................283
智顗 ....... 131, 136, 153, 155, 256, 257
中華傳心地禪門師資承襲圖→承襲圖
中華電子佛典協會 .....................485
中庸 .......................................415
中論 ................................ 254, 255
張宇初 ....................................450
張易之 ...........221, 222, 227, 228, 232
重刊 432, 434, 435, 439, 440, 442–444,

447–449, 451–455
重刊道藏輯要 . 432, 435, 438, 439, 444,

446, 452, 486, 489
張九齡 ............................. 247, 250
張元和 ....................................441
張三丰 ............................. 447, 448
張三丰先生全集 ........................447
張氏兄弟→張易之
張昌宗 ................. 221, 222, 227, 228
張道陵 ..................................... 79
張伯端 ....379–381, 396, 399–401, 403,

434
張萬福 ..................................... 73
趙明誠 ....................................221
陳摶 ................................ 295, 296
陳明昌 ....................................442
通道觀 ..................................... 58
塚本善隆 .................................. 10
程伊川 ..................................... 17
定觀經 ....................................437
貞元新定釋敎目錄 .....................247
丁少微 ....................................295
鄭餘慶 ....................................280
傳授經戒儀注訣 ......................... 73
傳信方 ....................................277
傳信方集釋 ..............................278
天台山 ..................................... 74
道氤 .................... 250, 252, 253, 260
唐會要 ....................................230
道敎義樞 .................... 114, 119, 120
道敎靈驗記 ..............................284
道君 ........................................ 80
洞元子內丹訣 ...........................317
洞玄靈寶三師記 ......................... 74
洞玄靈寶三師名諱形狀居觀方所文 . 73

4



四庫全書 .................................436
資治通鑑 .................................228
七眞 ....... 380–383, 385, 394, 400, 403
司馬承禎 .................................242
司馬貞 ....................................242
思有 .......................................242
周易 ................................ 193, 291
衆經目錄 .......................... 128, 155
周氏冥通記 ............................... 72
周子良 ............................ 62, 72, 78
修心要論 .................................196
宗密 .................... 194, 208–214, 244
十無盡藏戒品 .................... 153, 154
珠英學士 .................................232
珠英學士集 ....................... 230, 231
朱景玄 ....................................247
袾宏 .......................................434
朱子 .................................. 6, 7, 17
出家人受菩薩戒法 .. 127, 141, 152–154
出三藏記集 ........... 127–129, 153, 154
十地經 ....................................195
淨覺 .......................................195
正觀論 ....................................254
蔣元庭 ....................................432
蕭濟川 ....................................440
承襲圖 ....................... 208, 211–213
上淸大洞眞經 ............................ 45
定是非論 .................... 199, 202, 211
升仙太子碑 ........... 220, 225, 232–235
饒宗頤 ............................. 223, 232
唱道眞言 .................................409
笑道論 ...........100, 101, 103–110, 122
祥邁 ............................... 28, 29, 31
逍遙詠 .......... 291–299, 302, 304–309,

311–318
蔣予蒲 .... 432, 436, 437, 450, 451, 486
諸子百家 .......................... 334, 340
シリングスバーグ，ピーター 477, 480
鍼灸甲乙經 ..............................512
眞誥 ................................... 59, 71
眞經始末 ............................ 77
眞誥敍錄 ............................ 60

神秀 .......................................196
神仙感遇傳 ..............................285

神仙傳 ....................................164
心地法門品 ....................... 153, 154
秦芃生 ....................................440
神祕之印、竝法 ..... 158–161, 176, 177
眞武宮 ....................................441
人物禽獸文高腳香盒 ..................234
甄鸞 .................... 100, 102, 107, 108
嵩山 219, 220, 223, 225, 227, 229, 232,

233
圖經衍義本草 ...........................173
スダーナ太子 ........ 108, 110–113, 122
スタイン二〇六八 .............. 248, 249
スタイン二四三八 ....... 157, 161–168,

170–178
正一威儀經 ............................... 72
正一修眞略儀 ............................ 65
靑華上帝 .................................411
成玄英 ....................................316
西山群仙會眞記 ................. 512, 516
西昇經 ....................................245
靑城山 ....................................441
生神章經 .................... 31, 44, 49, 50
靑童君 ....................... 77, 78, 81, 82
靑袍記 ....................................370
靑羊宮 ............................. 441, 444
政和新修經史證類備用本草 .........275
石泰 ................................ 399, 402
薛景晦 ....................................279
折桂記 ............................. 368, 370
薛玄眞 ....................................280
薛稷 .......................................226
薛道光 ....................... 398, 399, 402
千金要方 .502, 505, 506, 511, 512, 514,

517, 520, 522
千福寺 ....................................247
曹溪大師別傳 ........ 203–206, 208, 212
宋高僧傳 .......................... 250, 251
莊子 .......193, 258, 291, 292, 299, 316,

323–328, 331–334, 338–340 , 342
天下篇 .....334–339, 341, 342, 346

僧肇 ................................ 253, 256
搜神記 .... 355, 360, 361, 363, 374, 375
宗炳 ........................................ 15
僧祐 ................................... 16, 17

3



　　固有名詞索引

顏之推 ..................................... 11
漢書
藝文志 ....................... 343–346

觀心論 ....................................196
觀世音菩薩 ....................... 160, 174
觀世音菩薩祕密藏如意輪陀羅尼神呪經

176
觀音菩薩最勝妙香丸法 ...............175
窺基 .......................................251
魏夫人 ............................ 59–61, 82
キャンパニー，ロバート ............473
丘處機 ...........381, 382, 387–392, 403
九天瓊文 ........... 31–33, 42–45, 47, 48
九天生神章 ........ 31, 34, 42–44, 47–49
許翽 ................................... 59, 62
玉皇 .......................................437
玉樞經 ....................................437
許黃民 ..................................... 61
御選語錄 .................................433
御注金剛般若經 ..... 242, 246, 248, 250
許謐 ............................... 59–61, 84
金匱要略 .................................522
金籙億文三元威儀自然眞一經 .. 69, 75
黃籙億文 ............................ 70
玉籙億文 ............................ 70

弘贊 .......................................138
句道興 ....................................355
舊唐書 ............................. 220, 233
音樂志 ..............................233
禮儀志 ..............................220

弘忍 ................................ 196, 205
グレッグ，Ｗ・Ｗ, 477
敬愛寺 ....................................242
嵆康 ........................................ 14
經史證類大觀本草 .....................274
繫辭傳 ....................................343
瓊文帝章經 ............................... 50
瓊文帝章經 ... 31, 33, 35, 38, 42, 47, 49
圭峰宗密→宗密
嚴雁峰 ............................. 438–440
玄嶷 ........................................ 27
元行沖 ....................................242
元好問 ....................................361
元始號 ......... 33, 35, 37–41, 43–45, 48

元始上眞衆仙記 ................. 104, 105
元始天尊 ... 99–106, 108–110, 113–122
元始天王 .................... 104–106, 109
玄奘 .......................................252
甄正論 ................................ 27, 29
玄宗 .......................................241
太上玄門功課經 ........................454
控鶴府 ....................... 226, 227, 229
孝經 .......................................242
廣惠寺 ....................................450
寇謙之 ..................................... 83
孔子 ..............329, 332, 337, 341, 421
洪州 ................................ 209–211
高上神霄玉淸眞王紫書大法 .........438
廣成儀制 .................................444
高宗 .......................... 219, 224, 232
高僧傳 ....................................128
黃素四十四方經 ................ 67, 76, 85
黃庭外景經 ............................... 63
黃庭經 ....................................437
黃帝內經 . 503, 504, 514, 517, 522, 523
黃庭內景經 .......................... 63, 68
黃庭內景經序 ....................... 64, 66
興唐寺 ....................................247
國際敦煌プロジェクト ...............157
古今集驗方 ..............................277
伍崧生 ....................................439
牛頭 .......................................209
金剛般若經 ....................... 242, 246
金剛般若論會釋 ........................251

　　　　　　　　サ

崔禹錫⻝經 ..............................515
左玄眞人 .................... 109, 111, 112
雜徵義 ....................... 198, 199, 201
三敎珠英 .......................... 229, 232
三元品戒 .................................. 71
三洞奉道科 ............................... 75
三萬佛同根本神祕之印、竝法→神祕之
印、竝法

三論玄義 .................................265
四季攝生圖 ..............................522
施肩吾 ....................................516

2



固有名詞索引

　　　　　　　Ａ－Ｚ

ＣＢＥＴＡ ..............................485
Ｓ二四三八→スタイン二四三八

　　　　　　　　ア

アンスォース，ジョン ...............481
伊尹 .......................... 329, 331, 332
夷堅志 ....................................365
醫心方 ............................. 502, 515
一切道經音義妙門由起 ......... 79, 114,

118–121
尹喜 ................................... 79, 82
尹志平 ....381–384, 386, 387, 391, 392,

394, 403
陰符經 ....................................437
右玄眞人 .................... 109, 111, 112
雲笈七籤
庚申部 ....................... 165, 177

雲棲蓮池大師語錄 .....................434
惠可 .......................................195
エガート，ポール .....................478
淮南子 ..................................... 30
惠能 .......................... 193, 203–208
閻永和 .... 439, 441, 444, 447, 452, 455
圓覺經大疏鈔 ...........................244
緣識 ..............291–294, 314, 315, 317
閻朝隱 ....................................228
圓明居士語錄 ...........................434
王安石 .... 323–325, 327–334, 336–347
應夷節 ..................................... 74
王該 ........................................ 10
翁山寺僧→靈振
王志謹 ....................................395
王士禛 ....................................371
王子晉 ................. 220–223, 234, 235
王樹勳 ....................................450

王處一 ............................. 382, 394
王常月 ....................................454
王象乾 ....................................371
王象晉 ....................................371
王昶 .................... 222, 223, 225, 226
王重陽 ....379–389, 393, 394, 396, 400,

402, 403
王伏陽 ....................................441
翁葆光 ............................. 398, 401
王靈期 ..................................... 76
オキーフ，カトリーヌ・オブライエン

481

　　　　　　　　カ

外國放品 ......................... 40, 41, 50
海上集驗方 ..............................274
迴文偈頌 .................... 291–294, 297
何起重 ....................................440
鶴臞子 ....................................411
郝經 .......................................365
覺源壇 ....................... 436, 450, 452
樂子長 ....................................169
郭象 .......................................316
樂淨信 ....................... 111, 112, 114
樂靜信 ............................. 114, 119
郝大通 ....................................395
覺壇 ................................ 451, 452
岳池 .......................................440
河上眞人 ............................. 79, 82
賈晉華 ....................................231
荷澤 .......................................209
神塚淑子 .................................224
賀龍驤 ....432, 434, 439, 440, 443, 444,

447, 449, 451
關尹 ................................ 335, 336
刊刻道藏輯要焚書呈天修齋疏 ......452

1





固有名詞索引

一般語彙索引



Zhuangzi莊子 in Wang Anshi’s王安石 Thought. FUJII, Kyomi ..... 323

A study of the Legend of the Wife Awarded by Heaven: The Story of a Bride
that Came Flown with the Wind. KIN, Bunkyo ..... 355

Some Problems of the Perseverance (jigen機根) in the Theory of Inner Nature
and Vital Force性命說 of Quanzhen全眞 Daoism : With a Focus on a Com-
parison with the Daoist Southern School (Nanzong南宗).

MATSUSHITA, Michinobu ..... 379

Confucian Understanding of Inner Alchemy in Chang Dao Zhen Yan唱道眞
言. AKIOKA, Hideyuki ..... 409

The Daozang jiyao 道藏輯要 as Receptacle of the Three Teachings in Qing
Taoism: Lay and Clerical Authorities Face to Face.

ESPOSITO, Monica ..... 431

Digital Editions of Premodern Chinese Texts: Problems and Solutions
— Exemplified using the Daozang jiyao道藏輯要.

WITTERN, Christian ..... 471

An Interpretation of Taboo Food in the Wu Xing五行 Theory.
KAMEDA, Masami ..... 501

Index of Proper Names

Index of General Terms



CONTENTS

Preface

A Sketch of ”Faith” in the Six Dynasties. USAMI, Bunri ..... 1

The Theory of Nine Heavens in Taoism. KAKIUCHI, Tomoyuki ..... 27

Master of Mystery 玄師 and Master of Scripture 經師 : New Concepts of the
Master in Taoism and their Development. KIM, Jihyun ..... 57

Interactions between the Three Teachings concerning Yuanshi tianzun元始天
尊. KAMITSUKA, Yoshiko ..... 99

Re-examining the Precedence of the Second Fascicle of the Scripture of Brahma’s

Net (Fanwang jing梵網經). FUNAYAMA, Toru ..... 127

Buddhist Acceptance of the Drug Ingestion and the Grain Avoidance Methods
as seen in Stein.2438 : With a Focus on the Relationship with the Taishang

Lingbao Wufu Xu太上靈寶五符序. IKEHIRA, Noriko ..... 157

Developments of the Theory of Jianxing 見性 (direct realization of Buddha-
nature) from Heze Shenhui荷澤神會 to his Disciples.

SAITO, Tomohiro ..... 193

The Background of Wu Zetian’s武則天 Erection of the Prince Shengxian Stele
升仙太子碑. KOGACHI, Ryuichi ..... 219

A Study of Tang Xuanzong’s 唐玄宗 Annotations of Three Canons: With a
Focus on the Annotation of the Diamond Sutra (Jinggang banruo jing金剛般
若經). MUGITANI, Kunio ..... 241

Cui Xuanliang’s崔玄亮 Life as Taoist. FUKAZAWA, Kazuyuki ..... 267

Xiaoyao yong逍遙詠 of Taizong太宗 of the Northern Song北宋 Dynasty.
YAMADA, Takashi ..... 291





Interactions between the Three Teachings II

edited by
MUGITANI KUNIO

DOKISHA
Institute for Research in Humanities, Kyoto University

2011





　　　　
　　　　執筆者紹介

宇佐美文理 京都大學大學院文學硏究科准敎授
垣內智之 和歌山大學非常勤講師
金　志玹 京都大學人文科學硏究所助敎
神塚淑子 名古屋大學大學院文學硏究科敎授
船山　徹 京都大學人文科學硏究所敎授
池平紀子 大阪巿立大學非常勤講師
齋藤智寛 東北大學大學院文學硏究科准敎授
古勝隆一 京都大學人文科學硏究所准敎授
麥谷邦夫 京都大學人文科學硏究所敎授
深澤一幸 大阪大學大學院言語文化硏究科敎授
山田　俊 熊本縣立大學文學部敎授
藤井京美 同志社大學非常勤講師
金　文京 京都大學人文科學硏究所敎授
松下道信 皇學館大學專任講師
秋岡英行 大阪巿立大學非常勤講師
ESPOSITO, Monica 京都大學招聘外國人學者
WITTERN, Christian 京都大學人文科學硏究所准敎授
龜田勝見 福井縣立大學學術敎養センター准敎授

　　　　



三
敎
交
涉
論
叢
續
編

二
〇
一
一
年
三
月
二
二
日
　
發
行

編
　
者
　
麥
谷
邦
夫

製
作
者
　
道
氣
社

發
行
者
　
京
都
大
學
人
文
科
學
硏
究
所
　

　
　
　
　
京
都
巿
左
京
區
吉
田
本
町

印
刷
所
　
中
西
印
刷
株
式
會
社



　


	まえがき
	目次
	六朝時代における「信仰」の素描
	道敎における九天說とその周邊
	玄師と經師
	元始天尊をめぐる三敎交涉
	梵網經下卷先行說の再檢討
	スタイン二四三八に見える佛敎の服餌辟穀法受容について
	荷澤神會の見性論とその變容
	武則天「升仙太子碑」立碑の背景
	唐・玄宗の三經御注をめぐる諸問題
	崔玄亮の道敎生活
	宋・太宗『逍遙詠』に就いて
	王安石の思想に於ける莊子
	天賜夫人考
	全眞敎の性命說に見える機根の問題について
	『唱道眞言』における內丹の儒敎的理解
	淸代道敎における三敎の寶庫としての『道藏輯要』
	道藏輯要の編纂と電子化をめぐる諸問題
	五行理論による⻝禁解釋の試み
	一般語彙索引
	固有名詞索引



