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一　

聚
雲
派
晩
期
の
光
耀

　

淸
の
康
熙
帝
は
、
在
位
六
十
一
年
の
長
き
に
及
び
、
そ
の
間
、
政

治
文
教
両
面
に
お
い
て
顕
著
な
業
績
を
遺
し
、
一
代
の
名
君
と
讃
え

ら
れ
て
い
る
の
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
た
だ
治
世
の
前
期
に
は
叛

乱
が
諸
方
に
間
歇
的
に
勃
発
し
、
社
会
に
は
な
お
不
安
定
な
要
因
が

残
存
し
て
い
た
。
帝
は
康
熙
二
十
九
年
と
三
十
五
年
と
、
二
次
に
亙

り
親
征
を
行
っ
て
い
る
。
聚
雲
派
で
は
別
庵
性
統
が
普
陀
山
を
本
拠

と
し
て
化
を
広
め
つ
つ
あ
っ
た
時
期
に
当（

１
）る。
そ
の
嗣
空
焱
が
聖
因

寺
に
開
法
し
た
康
熙
五
十
六
年
に
は
、
チ
ベ
ッ
ト
へ
侵
入
し
た
準
噶

爾
（Zungar

）
の
余
類
を
排
除
す
る
た
め
に
軍
を
起
こ
す
等
の
こ

と
は
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
期
に
国
内
は
大
概
小
康
を
得
て
学
芸

が
蔚
然
と
興
起
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
文
字

の
獄
や
禁
書
の
こ
と
が
あ（

２
）り、

思
想
弾
圧
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ

た
が
、
内
乱
外
禍
を
戡
定
し
、
一
代
の
盛
世
を
謳
わ
れ
て
い（

３
）る。

　

聚
雲
派
は
、
別
庵
の
寂
後
に
当
る
雍
正
・
乾
隆
期
以
降
に
、
他
の

仏
教
諸
派
と
同
様
に
教
勢
漸
く
衰
頽
の
一
途
を
辿
る
こ
と
と
な
っ

た
。
た
だ
そ
の
間
に
在
っ
て
見
灴
焱
、
文
學
斅
の
両
師
等
が
引
続
き

普
陀
・
聖
因
等
、
一
門
有
縁
の
故
刹
に
法
席
を
承
継
し
て
、
灯
を
伝

え
、
し
ば
ら
く
は
傾
陽
の
光
芒
を
江
南
の
雲
宵
に
存
留
す
る
を
得
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

１　

聚
雲
派
第
五
世　

そ
の
一

　

別
庵
性
統
の
法
を
承
継
し
た
の
は
、
上
首
空
懷
、
空
焱
等
一
十

二（
４
）人、
そ
の
余
の
入
室
印
心
の
徒
は
一
百
八
人
を
数
え
、
剃
度
の
弟

聚
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子
に
至
っ
て
は
勝
げ
て
数
え
難
い
ほ
ど
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。

見
灴
空
焱　

師
は
湖
州
府
歸
安
県
の
盧
氏
、
父
の
名
は（

５
）表、
母
は
唐

氏
の
出
で
あ
る
。
母
が
師
を
生
ん
だ
時
、
募
僧
が
来
至
し
、
福
縁
善

慶
の
四
字
を
簽
に
疏
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
福
縁
を
採
っ
て
名
と

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
師
は
幼
に
し
て
聡
慧
を
も
っ
て
知
ら
れ
た

が
、
疾
い
勝
ち
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

稍
々
長
じ
て
よ
り
日
に
佛
号
を
誦
じ
て
輟
む
こ
と
が
な
か
っ
た
と

い
う
。
適
々
一
高
僧
あ
り
、
師
に
嘱
す
る
に
薙
髪
を
以
て
し
、
算
家

の
人
に
延
い
て
之
に
信
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
師
が
七
歳
の
時
、
杭

州
の
吉
祥
庵
に
送
ら
れ
、
舜
則
を
師
と
し
て
剃
落
を
な
し
際
慧
と
名

づ
け
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。『
聖
因
接
待
寺
志
』
に
よ
れ
ば
、
十

五
歳
で
芟
染
し
た
が
、
偶
々
佛（

６
）日に

憩
い
、
老
人
の
棒
喝
を
行
ず
る

を
聴
き
、
心
竊
か
に
こ
れ
を
慕
い
、
名
山
を
遍
歴
し
て
篤
く
参
学
の

志
を
遂
げ
ん
と
し
、
武
康
に
詣
り
、
報（

７
）恩に

よ
っ
て
具
戒
を
円
か
に

し
、
参
証
漸
く
所
得
あ
る
に
至
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
に
お
い
て
師
は

方
丈
の
僧
が
古
則
を
挙
す
る
の
を
聞
い
た
。
そ
れ
に
は
、「
百
年
三

萬
六
千
日
、
反
覆
す
る
に
元
来
是
れ
這
の
漢
、
即
時
に
觸
着
し
て
頓

に
歸
一
の
理
を
識
る
。
然
も
古
人
の
公
案
差
別
の
処
に
お
い
て
、
ま

た
據
る
と
こ
ろ
な
し
」
と
あ
っ
た
。
そ
こ
で
ま
た
師
は
崇
福
、
雲

林
、
理
安
等
に
叩
参
す
る
こ
と
を
久
し
う
し
た
が
、
契
す
る
と
こ
ろ

が
な
か
っ
た
。
遂
に
師
は
東
關
の
蕋
香
庵
に
隠
静
し
た
の
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
元
旦
の
早
課
に
値
い
、
竟
っ
て
禅
榻
に
兀
坐
し
無
字
の

妙
諦
を
究
め
ん
と
し
た
と
こ
ろ
、
忽
ち
飛
虫
が
不
意
に
来
っ
て
鼻
端

を
刺
し
た
。
傷
み
に
驚
い
て
鼻
を
弄
ぐ
る
に
、
覚
え
ず
身
心
粉
砕
し

物
我
と
も
に
消
忘
し
、
目
の
あ
た
り
に
従
前
の
一
切
の
知
見
障
碍
、

了
と
し
て
一
法
の
得
べ
き
な
し
と
見
徹
し
た
の
で
あ
っ
た
。
師
は
こ

れ
よ
り
益
々
厳
し
く
参
究
を
重
ね
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
師
は
、
江
を
渡
り
別
庵
禪
師
が
已
に
無
上
乗
に
詣
れ
る
を

耳
に
し
、
海
に
航
し
て
法
雨
に
別
庵
に
投
じ
た
。
初
め
行（

８
）職に

充
て

ら
れ
、
次
い
で
書
記
と
な
り
、
や
が
て
入
室
し
て
高
弟
の
列
に
加
え

ら
れ
る
に
至
っ
た
。
一
日
師
は
無
面
目
の
漢
に
つ
い
て
問
い
、
棒
下

に
無
字
の
窠
臼
を
透
脱
し
得
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
よ
り
淆
訛
の
公
案
も
す
べ
て
洞
然
と
し
て
障
る
と
こ
ろ
な
き

に
至
り
、
ま
さ
に
人
に
逢
う
が
如
く
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
未

だ
参
証
を
尽
さ
ず
、
因
を
詳
か
に
せ
ざ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
に
よ
っ

て
、
越
中
の
諸
禅
刹
を
遍
歴
し
、
さ
ら
に
大
慧
の
宗
源
に
続
か
ん
と

し
て
普
陀
に
回
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
別
庵
は
示
す
に
歴
代
源
流
を
以

て
し
、
師
は
法
記
を
承
受
し
西
堂
に
任
ぜ
ら
れ
、
改
め
て
名
を
授
け
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ら
れ
て
衆
を
領
じ
、
秉
払
代
座
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
よ
り
後
、
奉
化
の
覆
船
、
寧
海
の
妙
相
、
興
梵
等
の
諸
禅
刹

と
、
そ
の
檀
那
及
び
監
院
は
み
な
公
書
し
て
敦
ろ
に
師
を
請
し
た
の

で
あ
っ
た
が
、
力
辞
し
て
遂
に
赴
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

康
熙
五
十
五
年
、
別
庵
は
師
に
命
じ
て
そ
の
語
録
二
十
四
巻
を
編

輯
せ
し
め
て
い
る
。
翌
康
熙
五
十
六
年
の
春
、
聖
因
に
は
主
席
に
任

ず
る
人
に
乏
し
く
、
こ
れ
に
つ
い
て
紳
縉
の
間
に
書
往
あ
り
、
別
庵

は
師
を
杭
に
遣
わ
し
、
同
年
四
月
聖
因
に
入
院
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
十
月
朔
日
別
庵
は
寂
場
に
入
っ
た
が
、
化
を
遷
す
に
当
り
、
師

に
守
龕
継
席
の
事
を
嘱
し
、
遺
表
を
進
め
し
め
た
。
よ
っ
て
師
は
別

庵
の
遺
本
を
齎
し
て
京
に
赴
き
、
さ
ら
に
玉
峯
空
懷
を
延
い
て
長
遜

峯
に
居
ら
し
め
、
住
持
と
な（

９
）し、

自
ら
は
聖
因
の
方
丈
に
拠
っ
た
。

　

康
熙
五
十
七
年
正
月
普
陀
に
至
り
龕
を
出
す
に
会
し
た
。
同
年
二

月
徑
山
が
師
を
堅
請
す
る
に
よ
り
、
起
っ
て
請
に
応
じ
た
が
、
聖
因

の
事
は
兼
摂
し
た
。
四
月
玉
峯
と
偕
に
別
庵
の
木
主
を
奉
じ
て
、
徑

山
の
祖
堂
に
入
れ
、
ま
た
康
熙
五
十
九
年
に
は
、
聖
因
の
山
門
重
建

の
た
め
労
神
し
た
。
康
熙
六
十
年
冬
、
徑
山
の
院
に
退
き
、
聖
因
に

回
っ
て
結
制
を
行
っ
た
。
壬
寅
六
十
一
年
、
徑
山
・
聖
因
の
二
大
寺

の
志
を
修
し
、
ま
た
こ
の
年
別
庵
の
木
主
を
聖
因
の
祖
堂
に
入
れ
て

い
る
。

　

こ
れ
ら
一
連
の
化
事
に
お
い
て
特
に
注
目
を
惹
く
の
は
、
聚
雲
一

門
の
徑
山
に
対
す
る
関
心
が
異
常
な
程
に
高
い
こ
と
で
あ
る
。
別
庵

が
一
、
両
度
開
法
し
た
に
過
ぎ
な
い
本
山
に
つ
い
て
『
徑
山
録
』
一

巻
を
梓
行
し
て
い
）
10
（
る
こ
と
も
そ
の
一
証
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

先
に
一
言
し
た
よ
う
に
、
派
祖
聚
雲
は
、
深
く
傾
倒
し
宗
源
を
仰

い
だ
大
慧
の
祖
塔
を
掃
わ
ん
と
苦
慮
す
る
も
遂
に
果
さ
ず
、
こ
れ
を

一
門
の
悲
願
と
し
た
衡
山
が
私
か
に
拝
塔
を
な
し
、
そ
の
後
三
山
も

徑
山
へ
の
行
を
試
み
た
が
志
を
遂
げ
得
ず
、
康
熙
二
十
五
年
漸
く
に

し
て
別
庵
が
公
然
祖
塔
を
掃
い
、
ま
た
請
に
応
じ
て
本
山
に
開
法
し

聚
雲
一
門
の
宿
願
を
果
し
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
師
が
先
に
別
庵
の

木
主
を
祖
堂
に
入
れ
た
時
、
徑
山
歴
代
の
住
持
の
像
一
百
零
七
位
に

そ
れ
ぞ
れ
標
題
を
付
し
た
と
い
う
一
事
も
、
併
せ
て
記
憶
に
留
め
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
門
は
そ
れ
以
前
に
も
折
に
触
れ
て
大
慧
の

法
統
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
飽

く
ま
で
も
部
外
者
の
立
場
か
ら
為
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
そ
の

影
響
力
は
微
弱
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
至
っ
て
漸
く
一
派
の

嫡
流
に
位
置
す
る
師
僧
が
相
次
い
で
祖
庭
に
開
堂
し
て
大
慧
の
児
孫

た
る
こ
と
を
公
言
し
、
宗
の
内
外
に
こ
の
こ
と
を
周
知
せ
し
め
る
機
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会
に
恵
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　

雍
正
元
年
、
見
灴
は
普
陀
山
に
帰
山
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
聚

雲
一
門
は
、
聖
因
、
徑
山
、
普
陀
の
法
雨
等
三
大
刹
を
拠
点
と
し
て

分
枝
を
拡
げ
、
化
を
熾
ん
に
し
た
。
聚
雲
派
は
、
そ
の
第
四
、
五
、

六
世
の
間
が
最
も
栄
え
、
盛
期
を
現
出
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。

　

法
雨
に
は
別
庵
の
寂
後
、
玉
峰
、
洞
徹
が
相
次
い
で
法
席
を
継
い

だ
形
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
玉
峰
が
退
院
し
た
後
を
承
け
法
席
を
董

し
た
者
は
兎
角
怠
緩
多
く
、
鐘
鼓
闃
寂
に
し
て
逋
欠
籌
に
盈
つ
る
の

有
様
で
あ
っ
）
11
（

た
。
た
だ
師
が
至
る
に
及
ん
で
残
を
修
し
廃
を
挙
げ
る

と
共
に
逋
を
完
う
し
荒
を
治
し
、
田
園
舟
艇
を
収
贖
す
る
な
ど
し
て

諸
事
漸
く
就
理
す
る
を
見
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
雍
正
二
年
、
朱
家
）
12
（

尖
の
河
道
を
開
濬
し
て
水
利
を
通
じ
、

渓
門
の
塘
岸
を
修
築
し
提
防
を
固
め
る
な
ど
土
木
に
従
っ
た
。
翌
三

年
、
監
院
や
洋
客
等
の
助
力
を
得
て
大
悲
閣
を
建
て
、
大
慧
堂
を
復

整
し
た
。
雍
正
四
年
三
月
杭
州
へ
往
き
、
同
年
冬
普
陀
に
帰
っ
て
法

幢
を
樹
て
結
制
を
行
っ
た
。
翌
五
年
、
聖
因
が
席
を
虚
う
す
る
に
及

ん
で
こ
こ
に
院
事
を
摂
し
、
七
月
に
は
経
期
を
開
き
、
そ
の
年
冬
に

は
ま
た
普
陀
に
帰
っ
て
結
制
、
雍
正
六
年
七
月
に
至
る
や
遂
に
決
志

し
て
退
隠
し
、
聖
因
の
事
を
監
院
文
學
隆
斅
に
付
し
て
経
理
せ
し

め
、
自
ら
は
鼓
掉
し
て
東
甌
に
詣
）
13
（
り
、
羅
山
五
美
院
の
為
に
山
志
を

纂
輯
し
、
次
い
で
永
康
の
西
津
禪
院
に
隠
棲
し
た
。

　

雍
正
七
年
二
月
十
二
日
、
師
は
微
恙
を
示
し
、
十
四
日
に
逝
か
ん

と
予
告
を
な
し
、
期
せ
る
如
く
普
陀
の
法
雨
に
化
を
遷
し
た
。
寿
四

十
六
、
臘
三
十
有
九
と
伝
え
ら
れ
）
14
（
る
。

　

師
は
向
上
の
一
関
透
脱
す
る
こ
と
明
了
に
し
て
、
機
に
随
っ
て
法

を
説
く
や
、
電
掣
き
雷
轟
く
が
ご
と
く
で
あ
っ
た
。
ま
た
博
く
経
史

に
通
じ
、
禅
事
の
余
に
翰
墨
を
事
と
し
、
当
世
の
王
公
大
人
縉
紳
先

生
の
等
し
く
重
ん
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
い
う
。
詩
伝
語
録

あ
）
15
（

り
、
世
に
行
わ
れ
た
。

２　

聚
雲
派
第
五
世　

そ
の
二

　

別
庵
の
門
下
で
は
、
順
序
と
し
て
空
懷
を
第
一
に
列
す
べ
き
で
あ

ろ
う
が
、
見
灴
が
最
も
盛
ん
に
し
、
世
に
顕
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
、
し
ば
ら
く
こ
れ
を
初
め
に
挙
げ
る
こ
と
に
し
た
次
第
で
あ
る
。

玉
峯
空
懷　

師
は
徽
州
の
江
氏
に
出
で
、
幼
時
よ
り
、
志
修
浄
を
切

に
し
た
が
、
や
や
長
じ
て
江
西
の
白
雲
寺
に
て
落
髪
、
の
ち
普
陀
に

至
り
別
庵
に
従
っ
て
受
法
し
深
く
玄
宗
に
契
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ

た
。
別
庵
は
師
に
偈
を
贈
っ
た
。
そ
れ
に
は
「
西
乾
東
土
に
無
相
な
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る
あ
り
、
一
滴
親
傳
し
て
擧
揚
す
る
に
任
す
、
云
々 

」
と
あ
っ
た
と

い
う
。
別
庵
は
示
寂
に
及
ん
で
遺
命
し
て
龕
を
守
ら
し
め
ん
と
し

た
。
別
庵
の
遺
）
16
（
本
が
京
に
至
る
や
、
旨
を
奉
じ
て
出
龕
の
事
を
行
っ

た
。
の
ち
方
丈
に
遺
本
を
内
徒
弟
達
に
交
与
せ
ん
と
し
た
が
、
そ
の

時
点
で
は
六
人
が
列
せ
ら
れ
て
い
た
。
空
懷
は
序
長
な
る
を
以
て
康

熙
五
十
六
年
十
二
月
に
法
雨
の
住
持
と
な
り
宣
揚
提
倡
し
一
以
て
師

旨
を
闡
発
し
た
。
か
く
し
て
梵
俗
は
倶
に
こ
れ
に
帰
礼
し
た
と
い

う
。

洞
徹
空
明　

師
は
湖
黃
麻
城
の
人
で
、
河
南
の
蓮
康
山
に
薙
髪
の

後
、
普
陀
山
に
来
っ
て
別
庵
に
聞
法
し
た
が
、
黙
然
と
し
て
静
会
し

独
り
心
に
得
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
。
か
つ
て
慈
雲
に
赴
い
て
開

法
、
康
熙
五
十
八
年
十
二
月
、
法
雨
寺
の
住
持
で
あ
っ
た
玉
峯
は
、

年
労
の
故
を
も
っ
て
空
明
に
法
席
を
譲
っ
た
。
か
く
し
て
法
雨
の
席

を
主
る
こ
と
四
年
、
そ
れ
よ
り
さ
ら
に
世
に
住
る
こ
と
六
旬
に
し
て

示
寂
し
）
17
（

た
。
の
ち
見
灴
は
請
う
て
明
の
木
主
を
祖
堂
に
入
れ
た
が
、

そ
の
時
の
法
語
に
「
平
常
の
行
履
実
践
実
修
、
末
後
根
に
帰
し
宗
を

得
、
旨
を
得
た
り
」
と
見
え
て
い
る
。
因
み
に
法
雨
寺
内
の
衆
侶
は

之
を
尊
ん
で
師
と
な
し
、
先
覚
堂
中
秋
に
之
を
奉
じ
て
祖
と
な
し

た
、
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

樂
道
空
經　

師
は
直
隷
鉅
）
18
（
鹿
の
陳
氏
に
出
で
、
幼
に
し
て
本
郷
の
臘

觀
寺
に
出
家
し
た
が
、
浪
遊
し
て
普
陀
山
に
来
り
、
別
庵
に
侍
し
て

励
行
勤
苦
し
た
。
時
は
康
熙
の
末
年
の
こ
と
と
み
ら
れ
る
が
、
発
帑

を
蒙
っ
て
興
修
を
な
し
、
經
を
殿
内
に
請
い
坐
関
し
て
勧
募
す
る
こ

と
十
有
三
年
、
卒
に
功
を
成
じ
た
と
い
う
。

　

師
は
修
静
久
し
く
悟
深
く
、
遂
に
別
庵
に
印
可
せ
ら
れ
、
そ
の
法

要
を
伝
え
た
。
か
つ
て
儀
徴
の
功
德
林
、
嘉
興
の
天
寧
寺
の
請
に
応

じ
、
宏
く
法
席
を
開
き
宗
風
を
広
播
し
た
。
雍
正
七
年
、
見
灴
が
帰

寂
す
る
や
、
衆
は
空
經
を
推
し
て
法
雨
の
住
持
と
し
た
。
よ
っ
て
師

は
肫ね
ん

誠ご
ろ

に
誨
え
を
開
い
た
の
で
群
志
み
な
こ
れ
に
敬
服
し
た
と
さ
れ

て
い
る
。

　

雍
正
九
年
に
、
ま
た
勅
修
を
蒙
り
帑
を
賜
う
こ
と
愈
々
多
く
、
そ

れ
に
伴
っ
て
工
程
愈
々
膨
大
と
な
っ
た
。
師
は
時
に
齢
七
十
を
数
え

て
お
り
、
煩
劇
に
耐
え
ず
遂
に
退
を
告
し
た
。
そ
れ
よ
り
精
舎
に
優

遊
し
、
数
年
に
し
て
化
を
遷
し
た
が
、
世
寿
は
七
十
三
を
算
え
た
と

い
う
。

翠
崖（
空
）父　

師
は
、
別
庵
に
参
じ
て
印
心
せ
ら
れ
た
後
、
康
熙
三

十
年
、
西
河
先
生
毛
奇
）
19
（
齡
等
の
公
請
に
応
じ
、
杭
州
府
仁
和
県
永
壽

寺
に
入
院
開
法
、
幾
ば
く
も
な
く
閩
に
入
）
20
（
り
、
粤
を
過
ぎ
康
熙
三
十
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三
年
、
戅
州
府
長
寧
県
獅
林
禪
院
に
開
法
、
再
び
燕
都
に
遷
り
觀
音

禪
院
の
法
席
を
主
り
、
康
熙
三
十
六
年
に
は
京
都
の
嘉
興
禪
寺
を
領

し
て
説
法
を
な
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
上
堂
の
話
、
小
参
、
機
縁
の

語
、
源
流
頌
等
を
収
め
る
四
会
の
語
録
三
巻
が
伝
ら
れ
て
い
）
21
（
る
。

斗
南（
空
）暐　

師
に
つ
い
て
は
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
少
な
い
が
、
別

庵
に
嗣
法
の
後
、
康
熙
三
十
五
年
、
温
郡
の
縉
紳
周
長
茂
等
の
請
を

受
け
、
浙
江
省
温
州
府
接
待
寺
に
晋
住
、
次
い
で
康
熙
三
十
九
年
に

は
、
江
蘇
省
常
州
府
無
錫
県
慈
雲
）
22
（

寺
の
請
に
応
じ
て
進
院
し
て
お

り
、
侍
者
普
潤
、
法
權
が
録
し
た
開
堂
の
語
、
拈
頌
集
等
を
収
め
た

語
録
三
）
23
（

巻
が
遺
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
れ
に
は
、
光
禄
大
夫
兵
部
左

侍
郎
前
巡
撫
貴
州
兼
理
湖
北
川
東
等
處
地
方
提
督
右
副
都
御
史
の
経

歴
を
有
す
る
楊
雍
建
が
序
を
寄
せ
て
い
）
24
（

る
。

在
璸（
空
）璣　

師
は
別
庵
の
法
を
嗣
い
だ
が
、
住
持
の
職
に
は
就
く

こ
と
な
く
、
法
雨
の
監
院
と
し
て
住
持
に
協
力
し
て
法
務
を
処
理

し
、
功
あ
り
と
称
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
晩
年
伴
山
）
25
（

庵
に
退
居
し
て
労

を
息
め
た
。
な
お
法
澤
明
智
は
そ
の
少
な
い
嗣
子
の
一
人
で
あ
る
。

文
樵
空
體　

師
は
徽
州
の
人
、
任
ぜ
ら
れ
て
首
座
と
な
り
、
寺
に
住

し
て
旧
務
を
歴
練
す
る
こ
と
多
年
、
年
老
に
至
る
ま
で
労
を
積
み
、

衆
の
推
称
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

上
述
の
如
く
別
庵
は
普
陀
の
法
雨
寺
を
本
拠
と
し
て
化
を
弘
め
た

が
、
浙
江
の
聖
因
寺
に
も
嗣
を
分
遣
し
、
逓
代
住
持
の
職
に
住
じ

た
。
即
ち
、
聖
因
寺
第
三
十
五
代
廣
慶
空
□　

第
三
十
六
代
麗
天
空

旭　

第
三
十
七
代
見
灴
空
焱　

第
三
十
八
年
紹
宗
空
繼　

第
三
十
九

代
立
文
空
學
等
が
そ
れ
で
あ
り
、
何
れ
も
聚
雲
派
第
五
世
に
列
せ
ら

れ
て
い
る
師
僧
達
で
あ
る
。
以
下
に
知
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
伝
歴

を
付
記
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

廣
慶
空
□　

師
は
、
心
力
を
尽
し
て
研
参
し
、
諸
方
に
参
叩
、
別
庵

の
座
下
に
機
縁
頗
る
洽
し
、
と
さ
れ
て
い
る
。
康
熙
三
十
六
年
、
別

庵
は
、
法
雨
の
工
未
だ
竣
ら
ざ
る
を
以
て
、
師
に
山
に
還
り
院
事
を

主
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
以
後
師
は
他
山
の
請
に
応
ず
る
こ

と
に
な
っ
た
た
め
、
消
息
も
不
明
に
委
し
た
。

麗
天
空
旭　

師
は
、
福
建
邵
武
の
馮
氏
、
父
木
聳
は
江
西
贛
州
に
總

兵
の
重
任
を
担
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
い
、
師
も
ま
た
か
つ
て
千

戎
の
職
に
任
じ
た
と
い
う
。
そ
の
性
澄
静
に
し
て
世
縁
を
喜
ば
ず
、

年
二
十
に
し
て
俗
を
棄
て
、
康
熙
二
十
九
年
普
陀
に
詣
っ
て
宗
旨
を

参
究
し
、
玄
理
を
洞
明
し
て
別
庵
に
得
法
し
、
康
熙
四
十
四
年
に
至

り
、
聖
因
に
住
持
と
な
っ
た
。
師
の
後
を
承
け
た
の
は
、
紹
宗
空
繼

で
あ
る
。
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紹
宗
空
繼　

師
に
つ
い
て
は
第
三
十
八
代
の
法
席
を
襲
い
だ
こ
と
が

知
ら
れ
る
程
度
で
、
事
績
を
詳
ら
か
に
し
な
い
。

見
灴
空
焱　

師
は
、
普
陀
・
聖
因
の
両
刹
を
兼
摂
し
、
繁
多
な
法
務

を
処
決
し
て
道
誉
を
騰
げ
た
。
師
は
聖
因
第
三
十
七
代
に
位
次
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
伝
歴
に
つ
い
て
は
先
に
特
筆
し
た
ご
と
く
で
あ
る
。

立
文
空
學　

師
は
、
雍
正
四
年
に
聖
因
寺
に
継
席
し
た
が
、
恒
産
に

乏
し
い
時
期
に
際
会
し
て
艱
辛
に
値
い
、
一
歳
を
終
え
ざ
る
間
に
退

席
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
如
く
杭
州
聖
因
寺
に
別
庵
以
後
に
つ
い
て
開
化
の
活
動
が

続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
併
せ
て
聚
雲
派

の
本
拠
た
る
普
陀
山
の
動
向
に
つ
い
て
一
瞥
し
て
お
き
た
い
。

　

普
陀
山
は
唐
代
に
慧
鍔
が
開
創
し
て
以
来
幾
星
霜
を
経
、
そ
の
間

寺
運
に
隆
替
が
存
し
、
興
廃
が
繰
返
さ
れ
て
淸
代
ま
で
及
ん
だ
が
、

乾
隆
の
後
期
に
至
っ
て
宝
坊
壊
敗
す
る
も
の
多
く
、
漸
く
凋
落
の
兆

し
を
示
し
た
。
従
っ
て
寺
志
に
つ
い
て
見
る
に
、
堂
塔
修
建
の
経

緯
、
法
灯
相
続
の
次
第
等
に
つ
い
て
も
記
述
が
明
確
を
欠
き
、
実
態

を
把
握
す
る
の
に
因
難
を
覚
え
る
。
な
お
本
山
の
復
興
に
力
を
竭
し

た
總
兵
李
國
）
26
（
樑
が
、
邑
人
の
言
と
し
て
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

康
熙
三
十
八
年
前
後
に
は
普
濟
寺
は
な
お
化
門
盛
大
で
あ
っ
た
が
、

法
雨
寺
に
つ
い
て
は
中
衰
が
云
々
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
時
期

本
山
に
は
、
明
智
に
次
い
で
瑞
林
祥
、
遠
輝
慧
、
明
儀
範
、
朗
和
、

仁
芳
初
と
い
っ
た
諸
師
が
順
次
法
席
を
継
承
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

が
、
聚
雲
派
下
の
世
数
、
住
持
と
し
て
の
代
数
等
明
確
で
な
い
と
こ

ろ
が
多
い
。

３　

聚
雲
派
第
六
世

　

と
こ
ろ
で
是
は
聚
雲
法
派
の
世
間
的
評
価
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る

が
、
当
時
老
宿
の
間
に
、
別
庵
に
は
嫡
嗣
見
灴
あ
る
に
、
ま
た
嫡
孫

あ
り
、
と
伝
語
せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
嫡
孫
は
文
學
を
指
す
と
み

ら
れ
る
が
、
こ
の
一
門
に
有
能
な
嗣
子
を
続
出
し
た
こ
と
が
羨
望
の

的
と
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

文
學
隆
斆　

師
は
浙
江
省
寧
波
府
慈
谿
県
孫
氏
の
子
。
父
は
廷
祐
、

字
を
長
民
と
い
い
、
母
は
桂
氏
、
師
が
生
れ
た
の
は
康
熙
三
十
八
年

十
月
二
十
四
日
で
あ
る
。
六
歳
の
時
、
鄞
県
の
天
童
山
景
德
寺
に
送

ら
れ
、
大
弘
に
就
い
て
得
度
、
年
十
八
に
し
て
別
庵
の
座
下
に
受

具
、
以
後
天
童
、
理
安
、
佛
日
等
名
刹
の
福
縁
の
諸
老
宿
に
参
叩
し

た
。
識
者
は
師
を
指
し
て
釋
王
の
真
弟
子
と
称
し
た
。
師
は
見
灴
禪

師
の
道
風
を
仰
慕
し
て
康
熙
六
十
年
、
徑
山
に
赴
い
た
。
香
）
27
（
雲
に
席

を
主
っ
て
い
た
見
灴
は
、
師
を
一
見
し
て
こ
れ
を
奇
と
し
て
言
っ
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た
。「
少
年
の
人
、
來
來
往
往
し
勞
し
て
禪
林
を
補
う
な
し
。
參
學

は
須
ら
く
身
心
を
放
下
し
公
案
の
云
う
所
を
研
究
す
べ
し
。
考
妣
を

喪
え
る
が
如
く
に
し
て
十
年
、
八
年
し
て
方
に
箇
の
入
頭
の
）
28
（
處
あ
ら

ん
」
と
、
師
こ
れ
を
領
し
て
座
下
に
親
近
し
康
熙
六
十
一
年
、
遂
に

受
記
せ
ら
れ
、
雍
正
五
年
、
見
灴
が
普
陀
に
晋
住
す
る
と
共
に
重
ね

て
聖
因
の
事
を
摂
し
、
師
を
監
院
に
任
じ
た
が
、
雍
正
六
年
に
は
請

に
応
じ
て
本
山
の
住
持
と
な
っ
た
。

　

師
は
生
来
敦
樸
渾
厚
に
し
て
謹
厳
自
ら
持
し
、
志
を
励
ま
し
て
恢

拓
拡
大
し
、
普
済
の
心
を
存
養
し
兼
ね
て
諸
経
の
閫
奥
に
瑩
徹
し
て

い
た
。
毎
に
槌
を
拈
じ
て
登
座
し
そ
の
提
撕
を
蒙
っ
て
開
悟
す
る
者

が
多
か
っ
た
。
か
く
て
四
方
の
緇
素
は
欽
慕
せ
ざ
る
は
な
く
、
師
の

座
下
に
奔
走
し
た
、
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
雍
正
七
年
、
見
灴
が
法

雨
に
示
寂
し
た
。
師
は
訃
報
を
耳
に
す
る
や
維
揚
に
往
い
て
資
を
募

り
、
普
陀
山
に
塔
宇
を
建
て
、
ま
た
躬
ら
龕
を
送
り
出
し
て
聖
因
寺

へ
回
っ
た
。
雍
正
八
年
（
庚
戌
）
圓
通
殿
五
間
を
建
立
し
観
音
大
士

の
金
相
を
重
装
し
て
山
門
の
光
景
と
な
し
、
翌
九
年
、
見
灴
の
全

録
、
年
譜
并
び
に
寶
鏡
堂
詩
集
を
編
刻
し
、
見
灴
の
木
主
を
聖
因
の

祖
堂
に
入
れ
た
。
他
に
千
人
の
大
鍋
二
口
を
募
鋳
し
た
こ
と
が
注
目

を
引
く
。

　

雍
正
十
一
年
に
は
早
魃
に
よ
り
饑
饉
と
な
り
、
数
万
に
及
ぶ
流
民

が
哺
啜
を
待
ち
、
省
城
に
死
者
が
道
に
積
載
す
る
と
い
う
惨
状
を
呈

し
た
。
師
は
心
よ
り
こ
れ
を
惻
み
、
里
中
の
檀
護
夏
瞻
魯
、
瞻
帝
、

瞻
右
、
瞻
陳
公
、
巽
皐
素
、
文
陸
公
且
漣
、
陳
公
起
雲
、
奚
公
等
が

米
穀
一
千
二
百
石
を
捐
て
寺
に
法
賑
齋
を
設
け
た
と
こ
ろ
、
よ
っ
て

生
を
全
う
し
た
者
は
数
え
切
れ
な
い
程
で
あ
っ
た
。
師
は
ま
た
普
濟

道
場
を
樹
て
幽
冥
の
超
度
に
当
っ
た
。
こ
う
し
た
功
が
認
め
ら
れ
て

か
、
朝
廷
よ
り
文
覺
禪
師
に
封
ぜ
ら
れ
た
。
師
は
京
へ
の
路
す
が
ら

一
時
本
寺
に
寓
居
し
、
旨
を
奉
じ
て
数
千
の
僧
衆
に
飯
を
施
し
、
当

仕
の
諸
大
人
に
は
随
っ
て
斎
事
を
取
り
捌
き
、
畢
っ
て
謝
恩
道
場
を

虔
修
す
る
こ
と
七
永
日
、
こ
の
年
の
冬
、
ま
た
和
碩
莊
親
）
29
（

王
よ
り
禅

堂
に
懸
け
る
「
十
方
同
聚
」
の
額
並
び
に
大
僧
枷
黎
一
襲
を
賜
わ

り
、
ま
た
和
碩
果
親
）
30
（

王
よ
り
師
の
退
居
旧
名
海
粟
庵
に
懸
け
る
「
慈

雲
」
の
広
覆
額
を
も
賜
っ
て
い
る
。

　

雍
正
十
二
年
に
は
旨
を
奉
じ
て
諸
山
の
法
典
を
採
輯
し
、
欽
ん
で

上
諭
に
遵
い
、『
別
庵
禪
師
廣
録
』
二
十
四
巻
、『
見
灴
禪
師
全
録
』

一
十
六
巻
を
集
め
て
御
覧
に
進
め
、
収
選
入
蔵
の
祖
教
を
流
通
せ
し

め
る
等
の
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
師
の
力
に
藉
り
て
な
さ
れ

た
も
の
と
い
え
よ
う
。
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雍
正
十
三
年
、
師
は
臨
平
齊
明
）
31
（
寺
の
請
を
受
け
た
。
因
っ
て
本
寺

の
事
を
書
記
天
應
師
に
交ま
か

せ
て
管
理
せ
し
め
、
躬
ら
は
齊
明
へ
出
向

い
て
掛
錫
し
た
。
翌
年
の
春
、
天
應
師
が
有
に
赴
い
た
の
で
衆
姓
は

ま
た
師
を
請
し
て
入
院
せ
し
め
ん
と
し
た
。
か
く
て
乾
隆
と
改
元
さ

れ
た
丙
辰
年
（
西
紀
一
七
三
六
）、
旨
を
奉
じ
各
叢
林
に
開
壇
し
て

説
戒
を
行
っ
た
。
師
は
聖
諭
に
遵
っ
て
度
牒
の
給
付
を
受
け
た
。
僧

徒
に
し
て
受
具
し
た
者
は
三
百
余
人
、
師
は
更
に
齊
明
寺
に
往
き
戒

を
開
き
、
事
竣
る
や
寺
に
回
り
願
を
立
て
る
こ
と
四
た
び
に
及
び
、

募
し
て
山
門
並
び
に
一
応
の
堂
殿
廊
宇
を
整
飾
し
光
景
を
加
え
た
。

師
は
ま
た
文
昌
殿
を
建
て
、
多
く
の
紳
士
を
集
め
て
惜
字
会
を
為
し

た
。
こ
の
種
の
催
し
は
淸
代
以
降
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
文
昌
帝
君
と
の
関
わ
り
に
お
い

て
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

　

他
に
師
は
、
大
き
な
銅
仏
を
鋳
造
し
て
禅
堂
に
供
奉
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
師
は
当
時
の
禅
僧
と
し
て
は
珍
し
く
多
方
面
に
亙
り
精

力
的
な
活
動
を
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
寺
務
も
ほ
ぼ
定
着
す
る

に
至
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
乾
隆
二
年
の
春
、
退
隠
を
図
っ
た
。
次
い

で
嘉
定
の
護
國
）
32
（
寺
か
ら
堅
請
せ
ら
れ
た
の
で
、
方
丈
を
以
て
転
じ
て

天
文
師
に
請
う
て
継
席
せ
し
め
た
。
乾
隆
三
年
、
天
文
師
は
事
情
が

あ
っ
て
席
を
退
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
心
德
師
に
請
う
て
住
持

た
ら
し
め
た
。
と
こ
ろ
が
料
ら
ず
も
心
德
師
は
病
い
多
き
に
よ
り
久

し
か
ら
ず
し
て
職
を
辞
し
去
っ
た
。
も
と
よ
り
兩
序
、
壇
越
等
は
師

を
思
募
し
て
お
り
、
合
詞
し
て
走
り
請
う
た
。
師
は
辞
退
に
力
め
た

が
意
を
遂
げ
得
な
か
っ
た
。
か
く
て
前
後
三
た
び
聖
因
の
法
席
を
主

る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

入
院
す
る
に
及
ん
で
資
を
募
り
、
大
雄
寶
殿
、
両
廊
、
天
王
殿
を

重
修
し
、
大
殿
の
仏
像
の
全
身
を
重
装
す
る
な
ど
残
を
修
し
、
欠
を

補
い
、
廃
を
振
わ
し
め
、
蕪
荒
を
治
し
た
。
ま
た
普
同
塔
を
修
し
、

本
山
の
志
を
編
み
、
田
園
を
収
贖
し
、
列
代
の
宗
像
を
図
刻
し
、
諸

荘
厳
宝
相
等
を
一
新
す
る
な
ど
、
縝
蜜
に
経
営
を
な
し
、
法
度
井

然
、
千
百
年
の
古
刹
を
し
て
、
煥
然
と
重
ね
て
光
輝
あ
ら
し
め
、
聖

因
の
た
め
に
不
朽
の
業
を
打
ち
樹
て
た
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
。

法
澤
明
智　

師
は
福
建
省
龍
巖
州
漳
平
県
許
氏
、
母
は
沈
氏
で
、
菩

薩
が
夢
に
現
れ
、
白
蓮
一
朵
を
手
に
し
て
告
げ
て
い
っ
た
。
畀た
ま

う
に

若
）
33
（
若
た
る
を
以
て
せ
ん
。
そ
れ
善
く
之
を
視
よ
と
。
既
に
し
て
師
生

る
る
に
、
慧
相
豊
満
、
幼
に
し
て
、
浄
土
を
仰
慕
し
た
と
言
う
。
と

こ
ろ
で
許
氏
は
も
と
簪
纓
の
家
柄
で
あ
っ
た
が
、
父
母
は
師
の
頴
な

る
を
愛
し
、
手
離
す
に
忍
び
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
師
は
こ
れ
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を
念
ず
る
こ
と
兪
々
堅
固
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。

　

年
十
五
、
高
隱
寺
に
送
ら
れ
て
落
髪
、
十
九
歳
に
し
て
受
具
、
そ

の
後
久
し
く
知
識
に
遍
参
し
、
康
熙
五
十
八
年
普
陀
に
至
り
、
別
庵

の
嫡
嗣
在
璿
璣
公
に
受
法
し
た
。
師
は
慧
性
円
明
に
し
て
頓
に
玄
悟

を
超
え
る
も
の
が
あ
っ
た
。
雍
正
二
年
法
雨
の
住
持
見
灴
は
、
師
に

請
う
て
監
院
た
ら
し
め
た
。
師
は
戒
行
を
重
ん
ず
る
こ
と
厳
卓
、
法

性
精
深
に
し
て
ま
た
練
達
、
事
に
応
じ
て
み
な
当
る
、
と
さ
れ
て
い

る
。
毎
に
他
を
推
譲
し
て
此
の
席
は
法
澤
の
当
る
べ
き
に
は
非
ざ
ら

ん
と
謂
い
、
い
よ
い
よ
謙
退
を
懐
と
し
て
い
た
。
の
ち
法
叔
樂
道
師

が
法
席
を
主
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
師
の
勤
労
は
初
め
と
何
等
変
る

と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。
雍
正
九
年
、
帑
金
七
万
両
を
発
し
て
前
後

両
）
34
（

寺
が
重
修
さ
れ
た
。
樂
道
は
こ
の
頃
、
隠
栖
の
志
を
発
し
た
も
の

の
如
く
で
あ
る
が
、
自
ら
退
を
告
げ
る
に
勝
え
ず
、
当
事
が
合
山
に

公
挙
し
て
席
を
襲
が
し
め
た
。
師
は
理
に
勤
め
工
を
欽
み
鉅
細
と
な

く
畢
く
挙
げ
た
。
工
に
在
っ
た
諸
員
は
倶
に
之
を
敬
礼
し
た
が
、
中

で
も
県
主
黃
應
態
を
礼
護
す
る
こ
と
尤
も
篤
か
っ
た
。
公
は
別
庵
の

一
燈
を
続
く
者
、
そ
れ
斯
に
あ
り
や
、
と
い
っ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
工
は
三
年
に
し
て
竣お
わ

り
、
師
は
闕
に
赴
い
て
恩
に
謝
し

た
。
龍
顔
大
い
に
悦
び
、
賞
礼
優
渥
な
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
。

師
は
性
率
樸
、
事
に
遇
う
て
は
断
制
あ
り
、
大
衆
の
た
め
に
法
蘊
を

宣
闡
す
る
や
肫
懇
切
摯
に
し
て
剖
析
は
精
微
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
遠

近
と
な
く
こ
れ
に
悦
服
し
た
と
い
う
。
寂
後
蓮
華
峯
下
の
右
に
塔
し

た
と
伝
え
ら
れ
）
35
（
る
。

二　

聚
雲
門
派
漸
虧
の
経
緯

　

次
に
世
次
師
承
等
は
詳
ら
か
に
し
な
い
）
36
（
が
、
普
陀
山
衰
頽
の
時
期

に
来
至
し
て
興
復
の
事
に
任
じ
た
遠
輝
慧
に
つ
い
て
僅
か
に
伝
え
ら

れ
る
と
こ
ろ
を
付
記
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

遠
輝
は
本
山
隆
替
の
事
由
を
備
さ
に
李
公
に
語
っ
た
よ
う
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
よ
る
と
前
住
瑞
林
祥
が
法
席
を
主
っ
て
以
来
、
寺
中
の

産
業
（
主
に
田
産
）
法
器
等
が
幾
度
と
な
く
抵
当
に
付
さ
れ
、
各
庵

は
共
に
債
務
を
負
い
、
そ
の
た
め
雲
）
37
（

廚
は
枯
淡
を
致
し
、
香
火
は
式

微
す
る
に
至
っ
た
。
遠
輝
は
直
ち
に
寺
門
振
興
を
志
し
、
募
金
し
て

梵
殿
を
補
修
し
、
頗
る
起
色
あ
り
、
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
寺
業

は
久
し
く
空
白
が
存
し
た
た
め
、
僧
衆
は
依
然
と
し
て
生
計
を
立
て

る
の
に
苦
し
む
有
様
で
あ
っ
た
。
幸
い
李
公
の
勧
諭
を
蒙
っ
て
各
庵

と
も
喜
ん
で
借
財
を
返
済
し
た
。
こ
れ
は
一
に
は
李
公
が
護
法
の
熱

情
の
、
ま
た
一
に
は
遠
輝
が
弘
法
の
赤
誠
の
然
か
ら
し
め
る
と
こ
ろ
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で
あ
り
、
そ
の
故
に
久
し
く
傾
覆
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
で

あ
る
。
な
お
李
國
樑
に
は
「
恢
復
法
雨
田
産
法
器
序
」
の
作
が
あ
っ

た
と
い
う
。
標
題
の
示
す
如
き
事
業
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
聖
因
四
十
二
代
の
法
席
を
主
っ
た
天
文
賢
は
樂
道
空
經
の
嗣
で

あ
る
か
ら
聚
雲
派
下
で
は
第
六
世
に
属
す
る
。
心
德
仁
公
も
立
文
空

學
の
法
嗣
で
あ
る
か
ら
同
じ
く
聚
雲
派
の
第
六
世
に
列
せ
ら
れ
る
。

こ
の
点
を
確
認
し
た
上
で
、
雍
正
・
乾
隆
の
交
に
お
け
る
聖
因
の
住

持
の
慌
し
い
交
替
の
経
緯
に
つ
い
て
も
先
に
概
略
紹
介
し
た
。

１　

聚
雲
派
第
七
世

　

聚
雲
派
六
・
七
世
の
諸
師
が
化
を
開
い
た
の
は
、
大
凡
雍
正
年
中

か
ら
乾
隆
に
か
け
て
で
あ
る
。
そ
の
間
法
雨
に
つ
い
て
は
関
係
資
料

が
乏
し
く
、
僅
か
に
伝
え
ら
れ
る
も
の
も
記
述
に
疏
漏
が
存
し
、
と

く
に
第
七
世
下
に
関
し
て
は
、
法
語
行
状
は
い
う
ま
で
も
な
く
そ
の

名
す
ら
判
然
と
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
だ
住
持
表
の
記
載
か

ら
、
玉
山
通
、
有
光
玉
師
等
が
こ
れ
に
該
当
す
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　

聖
因
寺
に
つ
い
て
も
四
十
一
代
天
應
銘
と
四
十
四
代
玉
山
凡
が
知

ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。
天
應
は
、
聚
雲
第
六
世
に
属
す
る
二
師
に
先

ん
じ
て
聖
因
に
住
持
と
な
っ
て
い
る
門
係
で
、
便
宜
上
第
六
世
の
条

で
取
り
挙
げ
た
。
よ
っ
て
こ
こ
に
は
再
説
す
る
こ
と
は
避
け
た
い
。

玉
山
凡　

諱
は
濟
）
38
（
凡
、
江
蘇
省
太
倉
州
嘉
定
県
唐
氏
の
子
で
、
九
歳

の
時
留
光
寺
の
德
容
を
礼
し
て
出
家
し
た
。
師
は
普
陀
山
法
雨
寺
の

法
澤
に
就
い
て
受
具
し
た
後
、
諸
方
を
遍
歴
し
て
名
匠
を
参
叩
し
、

乾
隆
五
年
春
、
親
を
省
み
る
べ
く
回
っ
て
嘉
定
に
至
っ
た
が
、
折
し

も
文
學
斅
公
が
護
國
寺
の
住
持
の
任
に
在
っ
た
。
そ
こ
で
師
は
往
い

て
こ
れ
に
参
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

師
は
文
禪
師
が
上
堂
す
る
に
遇
い
、「
三
世
の
諸
佛
は
有
る
こ
と

を
知
ら
ず
、
黧
奴
白
牯
却
っ
て
有
る
こ
と
を
知
）
39
（

る
」
の
問
い
を
め

ぐ
っ
て
応
酬
あ
り
、
言
下
に
所
疑
を
頓
釈
し
て
偈
を
呈
し
、
従
上
源

流
を
も
っ
て
印
証
せ
ら
れ
、
以
後
座
下
に
在
っ
て
親
炙
す
る
も
の
こ

れ
を
久
し
う
し
た
が
、
乾
隆
十
一
年
、
ま
た
聖
因
に
至
っ
た
。
こ
の

頃
文
禪
師
は
退
隠
を
望
ん
で
い
た
が
意
に
反
し
て
三
た
び
本
山
を
主

持
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
衆
請
の
辞
し
難
い
も
の
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
し
て
師
の
至
る
を
得
る
や
、
禪
師
は
嗣
席
の

人
あ
る
を
喜
び
、
随
っ
て
本
寺
の
法
席
を
も
っ
て
せ
ん
と
し
、
法
眷

耆
宿
と
両
序
大
衆
と
が
共
同
し
て
、
吉
日
を
択
ん
で
位
に
送
り
、
即

日
祝
聖
上
堂
の
運
び
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

師
は
人
と
な
り
澄
静
に
し
て
幽
雅
で
あ
っ
た
。
た
だ
聖
因
寺
は
衝

衢
の
要
道
に
掛
か
り
し
た
め
、
往
来
の
衲
子
雲
聚
し
、
応
酬
紛
紜
と
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し
て
息
つ
く
暇
も
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

乾
隆
十
二
年
夏
、
師
は
そ
の
身
濕
疾
に
染
み
、
院
事
を
負
う
を
恐

れ
、
檀
護
法
眷
両
序
等
が
共
同
し
て
監
院
瑞
周
禪
師
を
送
っ
て
主
住

と
し
、
そ
れ
よ
り
遂
に
退
い
て
留
）
40
（
光
に
回
っ
た
。
師
の
示
寂
の
年
時

は
知
ら
れ
な
い
。

　

玉
山
に
継
い
で
聖
因
第
四
十
五
代
の
住
持
と
な
っ
た
瑞
周
鱗
は
、

法
澤
に
就
い
て
受
具
し
て
い
る
が
、
雲
門
廣
孝
の
宏
栽
に
嗣
い
だ
人

で
あ
り
、
第
四
十
六
代
前
參
乘
は
曉
堂
）
41
（

淸
の
法
嗣
で
あ
る
。
以
後
に

つ
い
て
は
聚
雲
派
の
師
僧
の
消
息
は
詳
か
に
し
な
い
。

２　

淸
朝
末
期
の
普
陀
山

　

聚
雲
派
第
七
世
以
下
に
関
し
て
は
、
普
陀
、
聖
因
の
両
寺
と
も
法

席
承
継
の
次
第
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
今
や
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近

い
。
志
に
は
乾
隆
中
期
以
降
、
こ
こ
に
化
を
開
い
た
師
僧
の
若
干
に

つ
い
て
名
を
録
し
少
し
く
行
業
を
記
し
て
は
い
る
が
、
法
派
の
帰
属

が
明
ら
か
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
『
普
陀
洛
迦
新

志
』
巻
六
、
淸
の
記
を
受
け
、
こ
れ
に
接
続
す
る
部
分
で
あ
る
か
ら

聚
雲
派
と
に
連
が
り
を
有
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
い
う
の
は
、
別
庵
が
入
山
し
開
法
す
る
以
前
、
普
陀
の
普
濟
寺

に
は
眞
歇
淸
了
、
自
得
慧
暉
等
が
住
持
と
し
て
法
席
を
主
り
、
ま
た

聖
因
に
は
別
庵
に
先
立
っ
て
、
雪
關
誾
、
蕃
光
璨
と
い
っ
た
洞
門
の

宗
匠
が
住
持
と
な
っ
て
お
り
、
別
庵
の
直
前
に
住
山
し
た
法
鐘
）
42
（
覺

は
、
虎
丘
派
下
密
雲
の
法
脉
に
繋
が
る
師
僧
で
あ
る
。
ま
た
本
山
に

は
十
方
寄
寓
と
し
て
名
僧
の
多
く
が
掛
錫
し
て
お
り
、
も
と
も
と
法

系
や
門
派
の
別
に
関
わ
り
な
く
、
広
く
名
宿
を
請
し
て
住
持
と
す

る
、
十
方
選
賢
叢
林
の
内
実
を
具
え
て
い
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
淸
代
に
は
各
法
派
と
も
嗣
法
者
の
数
が
増
加
し
、
派
勢
が
著
る

し
く
発
展
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
十
方
刹
が
特
定
法
派
に
専
有
さ
れ

る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
普
陀
山
の
場
合
も
例
外
で

は
な
い
。
寧
ろ
聚
雲
派
は
そ
の
成
立
に
関
わ
る
特
殊
事
情
か
ら
徒
弟

院
化
を
積
極
的
に
推
進
し
、
先
駆
的
役
割
を
果
し
た
観
が
あ
る
。

　

普
陀
の
普
濟
寺
に
は
、
通
旭
の
後
密
雲
の
法
孫
が
暫
く
住
持
の
席

を
承
継
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
の
に
対
し
、
法
雨
寺
に
は
聚
雲
一
門

に
連
が
り
を
も
つ
師
僧
達
が
継
席
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。『
普
陀

洛
迦
新
志
』
巻
六
、
禪
德
、
法
雨
の
條
、
遠
輝
に
続
い
て
収
録
さ
れ

て
い
る
諸
師
に
つ
い
て
は
、
師
承
の
次
第
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
な

い
が
、
上
述
し
た
関
係
経
緯
か
ら
、
何
れ
も
聚
雲
派
に
属
す
る
者
と

み
な
し
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
住
持
表
の
記
載
に
も
不
備
は
免

れ
な
い
が
、
乾
隆
四
十
年
代
以
降
、
光
緒
三
十
四
年
に
至
る
ま
で
の
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間
、
法
雨
に
進
住
し
た
師
僧
、
明
儀
範
以
下
開
然
德
定
に
至
る
二
十

八
人
の
号
諱
が
列
挙
さ
れ
て
い
）
43
（
る
。
そ
の
う
ち
何
程
か
本
山
と
住
持

の
動
静
を
伝
え
る
記
事
を
捃
摭
し
て
略
述
し
て
お
く
。

超
塵
續
恩　

師
は
嘉
慶
の
初
め
法
雨
の
席
を
董
し
た
人
で
あ
る
が
、

師
よ
り
凡
そ
九
代
前
の
法
雨
の
住
持
朗
和
性
は
、
舟
山
列
島
東
南
朱

家
尖
白
山
頭
に
蕩
田
の
開
墾
に
着
手
し
た
が
工
を
竣
え
る
に
は
至
ら

ず
、
超
塵
は
提
督
李
公
の
授
け
を
受
け
て
塘
を
築
き
、
十
七
年
を
歴

て
田
八
百
畝
を
得
た
と
い
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
知
県
宋
如
林
が
事

の
経
緯
を
記
し
て
い
）
44
（

る
。

海
南
性　

江
蘇
省
松
江
府
華
亭
県
、
繆
氏
の
子
。
普
陀
山
觀
音
洞
で

薙
髪
し
、
戒
行
厳
卓
で
志
は
焚
香
修
道
に
篤
か
っ
た
。
道
光
六
年
、

推
さ
れ
て
法
雨
の
住
持
と
な
る
も
時
に
飢
饉
に
遇
い
、
斎
糧
敷
か
ず

雑
う
る
に
山

を
以
て
し
た
が
、
能
く
衆
心
を
悦
服
せ
し
め
た
。
道

光
二
十
二
年
（
一
八
四
二
）
に
席
を
退
い
た
が
已
に
古
稀
を
過
ぎ
て

い
た
。
住
持
た
る
こ
と
十
七
年
に
及
び
、
そ
の
苦
行
は
後
人
の
景
仰

す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

３　

法
雨
寺
門
の
隆
替

　

清
末
、
内
外
多
難
な
時
期
に
在
っ
て
法
雨
の
寺
門
の
護
持
に
当
っ

た
者
と
し
て
立
山
、
化
聞
、
開
如
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

立
山
滿
圓　

別
に
無
著
老
人
と
号
し
た
。
江
蘇
松
江
府
金
山
県
顧
氏

の
子
で
、
父
は
福
本
悟
公
で
あ
る
。
十
四
歳
の
時
に
父
が
出
家
し
た

の
で
心
に
こ
れ
に
随
わ
ん
と
の
思
い
が
あ
っ
た
が
、
母
が
世
に
在
り

し
を
以
て
果
さ
ず
、
若
冦
に
至
り
父
を
礼
し
て
祝
髪
、
大
崇
福
に

詣
っ
て
具
足
戒
を
受
け
た
。
折
し
も
冦
兵
の
南
京
に
據
る
を
も
っ
て

参
方
に
便
せ
ず
、
遂
に
普
陀
に
止
住
し
た
。
師
は
あ
る
い
は
松
江
に

居
り
、
迹
を
晦
ま
し
光
を
韜
み
、
無
心
に
世
に
応
ず
る
と
い
う
風
で

あ
っ
た
。
同
治
九
年
（
一
八
七
二
）、
伴
山
庵
に
掩
関
し
、
日
に
華

嚴
經
を
礼
し
、
徧
ね
く
海
衆
に
参
じ
た
と
い
う
。

　

当
時
法
雨
は
兵
荒
を
経
て
凋
落
そ
の
極
に
達
し
て
い
た
。
本
山
の

尊
宿
信
）
45
（

眞
は
諸
法
眷
を
率
い
て
関
を
叩
き
、
圓
に
住
持
た
ら
ん
こ
と

を
請
う
た
。
か
く
て
同
治
十
一
年
春
進
院
し
、
興
復
を
以
て
己
が
任

と
し
力
を
竭
し
て
経
営
し
、
整
理
修
葺
に
努
め
た
結
果
、
数
年
な
ら

ず
し
て
百
廃
倶
に
挙
げ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
時
点
で
は
、
完
全
に
旧

制
に
復
し
た
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
大
勢
と
し
て
大
い
に
見
る
べ
き

も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
を
久
し
う
し
て
師
は
浄
業
を
修
す
る

計
を
な
し
た
。
光
緒
十
年
（
一
八
八
四
）
に
は
常
明
庵
に
退
席
し
、

決
し
て
西
帰
を
志
し
念
仏
し
て
息
め
ず
、
二
時
の
課
誦
、
念
仏
を
永

く
恒
規
た
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
寺
産
と
し
て
師
は
稲
田
三
百
二
十
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二
畝
を
置
き
、
無
著
公
堂
に
撥）

46
（

せ
る
一
百
畝
を
除
い
て
余
は
永
く

常
明
の
大
衆
の
念
仏
の
資
糧
た
ら
し
め
た
。
師
は
浄
土
の
一
法
こ
そ

上
中
下
三
根
の
衆
生
が
普
ね
く
利
益
を
被
ら
し
む
る
も
の
で
等
し
く

修
持
し
て
廃
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
確
信
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

光
緒
十
五
年
（
一
八
八
九
）
化
を
遷
し
た
。
世
寿
六
十
五
。
所
度
の

弟
子
は
数
十
人
を
算
え
る
。

化
聞
福
悟　

奉
天
鐵
嶺
の
張
氏
、
名
門
の
出
で
あ
る
と
い
う
。
幼
に

し
て
儒
を
業
と
し
た
が
、
髪
捻
の
乱
に
値
い
、
僧サ
ン

格コ

林リ
ン

泌チ
ン

の
）
47
（

幕
下

に
投
じ
、
勦
捻
の
功
を
以
て
監
司
に
拔
擢
さ
れ
た
。

　

因
み
に
髪
捻
と
は
長
髪
賊
・
捻
匪
の
こ
と
で
あ
る
。
捻
事
は
、
も

と
河
南
の
郷
民
が
神
を
迎
え
疫
を
逐
う
時
、
紙
を
裏
ん
で
燃
や
し
拝

捻
を
行
っ
た
こ
と
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
張
洛
に
行
わ
れ
、
魯
皖
蘇
豫

の
諸
方
に
拡
が
り
、
さ
ら
に
洪
楊
軍
と
声
気
を
通
じ
、
東
西
に
分

れ
、
東
捻
は
河
北
に
西
捻
は
陝
西
か
ら
、
や
が
て
国
内
各
地
に
禍
を

及
ぼ
し
、
長
髪
賊
と
結
び
つ
き
革
命
的
性
格
を
帯
び
る
に
至
っ
た
も

の
で
あ
る
。

　

こ
の
兵
乱
に
よ
っ
て
普
陀
山
の
寺
庵
は
法
器
の
類
い
ま
で
破
壊
さ

れ
、
日
課
と
し
て
の
仏
事
の
行
修
に
も
滞
礙
を
生
ず
る
有
様
で
あ
っ

た
。

　

光
緒
元
年
、
師
は
海
に
航
し
て
觀
音
大
士
を
拝
し
た
が
、
宿
因
を

感
じ
て
立
山
圓
公
に
依
り
伴
山
庵
に
祝
髪
し
、
年
を
踰
え
て
金
山
江

天
寺
に
具
足
戒
を
禀
け
た
。
け
だ
し
立
山
が
法
雨
を
重
興
す
る
に

当
っ
て
は
福
悟
の
力
を
得
る
こ
と
が
大
で
あ
る
と
し
、
志
尚
同
じ
く

道
契
合
し
、
遂
に
衣
鉢
を
付
せ
ら
れ
た
。

　

光
緒
七
年
、
師
は
北
の
か
た
京
師
に
遊
び
、
簡
を
欽
み
翠
微
山
香

界
）
48
（
寺
に
住
持
し
、
光
緒
十
年
南
に
返
っ
て
師
を
省
み
、
遂
に
法
雨
寺

に
継
席
し
、
続
興
す
る
こ
と
を
以
て
己
が
任
と
し
、
そ
の
師
の
凡
そ

未
だ
之
を
工
す
る
に
暇
あ
ら
ざ
る
と
こ
ろ
を
或
い
は
創
し
、
あ
る
い

は
修
す
る
な
ど
し
て
一
処
だ
に
一
新
せ
し
め
ざ
る
は
な
か
っ
た
と
い

う
。
な
お
山
中
に
は
貢
）
49
（

茶
が
あ
り
、
一
歳
当
り
数
百
金
を
費
し
た
。

首
め
知
廳
陳
公
に
白
し
て
之
を
裁
決
せ
し
め
た
の
で
、
合
山
は
德
に

感
じ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
師
は
夏
に
は
講
、
冬
に
は
禪
、
と
未
だ

曾
っ
て
輟
め
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

　

光
緒
十
九
年
、
龍
藏
を
頒
賜
さ
れ
、
師
は
旨
を
奉
じ
て
萬
壽
大
戒

を
伝
授
し
た
が
、
七
衆
弟
子
は
五
百
人
を
逾
え
る
に
至
っ
た
。

　

因
み
に
普
陀
山
は
梁
代
に
開
山
し
て
よ
り
こ
の
方
、
志
乗
を
纂
輯

す
る
に
代
代
人
に
乏
し
い
と
い
う
訳
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
多
く

は
散
佚
し
て
伝
わ
ら
な
い
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
志
は
、
元
代
に
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亀
茲
の
盛
熙
明
に
よ
る
『
普
陀
洛
迦
山
傳
』（
七
篇
）
一
巻
、
か
ら

始
ま
っ
て
、
明
の
侯
繼
高
（
萬
暦
十
七
年
）、
明
周
應
賓
（
萬
暦
三

十
五
年
）、
通
旭
・
性
統
・
裘
璉
共
編
の
『
南
海
普
陀
山
志
』（
康
熙

三
十
七
年
頃
）、
陳
璿
の
増
集
本
（
康
熙
四
十
四
年
）、
繆
燧
、
法

澤
、
能
崙
、
秦
耀
、
朱
謹
編
の
志
等
諸
本
の
存
在
が
知
ら
れ
る
）
50
（
が
、

化
聞
が
法
雨
の
住
持
で
あ
っ
た
頃
、
康
熙
中
に
裘
璉
等
が
纂
輯
し
た

山
志
は
伝
を
失
し
て
已
に
久
し
く
時
を
経
過
し
て
い
た
。
化
聞
は
日

本
の
岸
）
51
（

櫻
に
親
交
を
獲
て
よ
り
そ
の
書
を
入
手
す
る
に
至
り
、
こ
れ

を
徒
弟
の
開
如
に
付
し
、
長
生
禪
林
に
珍
蔵
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

と
い
う
。

　

当
時
名
山
の
文
献
が
海
外
に
流
出
し
、
逆
に
外
洋
を
経
由
し
て
諸

名
山
に
帰
入
す
る
と
い
う
状
況
が
見
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
之
を

し
て
流
れ
を
尋
ね
、
源
を
遡
り
典
を
教
え
て
（
祖
業
を
）
忘
ず
る
を

致
さ
し
め
な
か
っ
）
52
（

た
も
の
と
し
て
、
そ
の
功
績
が
讃
え
ら
れ
て
い

る
。

　

と
こ
ろ
で
師
は
、
連
年
に
亙
り
重
洋
を
跋
渉
、
東
奔
西
走
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
精
力
已
に
疲
困
し
た
。
光
緒
二
十
三
年
秋
、
ま
た
京
都

に
詣
り
蔵
閣
を
新
た
に
せ
ん
と
謀
っ
た
が
、
幾
ば
く
も
な
く
疾
を
得

て
帰
山
し
、
同
年
十
一
月
趺
坐
し
て
西
逝
し
た
。
寿
五
十
有
八
、
臘

二
十
三
。
披
剃
の
徒
四
十
人
、
開
霽
、
開
如
は
そ
の
尤
な
る
者
で
、

別
に
嗣
法
の
弟
子
は
二
十
余
人
を
数
え
る
。

開
如
德
月　

師
は
江
蘇
省
松
江
府
の
望
族
葉
氏
の
出
身
で
、
幼
く
し

て
礼
仏
誦
経
を
喜
び
、
弱
冦
に
し
て
出
家
せ
ん
と
普
陀
の
伴
山
庵
に

詣
り
、
化
聞
悟
公
の
座
下
に
精
虔
に
祝
髪
を
請
う
た
。
悟
は
そ
の
丰

骨
が
爽
快
で
、
亭
亭
と
し
て
蒼
松
の
野
鶴
の
如
く
な
る
を
見
て
、
将

来
必
ず
や
大
事
を
成
就
す
る
者
で
あ
ろ
う
と
し
、
遂
に
薙
髪
を
許
し

た
。

　

次
い
で
旋
り
て
具
を
天
童
に
受
け
た
が
、
幾
ば
く
も
な
く
本
山
に

帰
っ
た
。
悟
は
命
じ
て
法
雨
の
副
寺
に
任
じ
、
さ
ら
に
監
院
に
升
せ

た
。
そ
れ
よ
り
十
有
四
年
を
経
過
す
る
間
、
悟
の
法
雨
を
興
修
す
る

に
値
い
、
師
は
力
の
限
り
悟
を
賛
助
し
、
如
何
な
る
労
苦
を
も
嫌
わ

な
か
っ
た
。
悟
が
西
帰
す
る
に
及
び
衆
に
推
さ
れ
て
継
席
し
た
が
寺

門
の
修
工
が
竣
ら
ざ
る
に
よ
り
堅
く
旧
職
に
止
ま
り
、
黽
勉
も
っ
て

事
に
従
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

　

試
み
に
い
ま
少
し
く
法
雨
の
志
乗
を
辿
っ
て
み
る
と
、
兵
燹
後
一

山
を
重
興
し
た
者
は
立
山
圓
公
で
あ
り
、
続
興
の
事
に
当
っ
た
の
は

化
聞
悟
公
、
完
全
に
之
が
荘
厳
を
為
し
た
の
は
德
月
如
公
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
あ
り
、
祖
孫
三
代
、
德
一
門
に
萃
ま
る
と
し
て
そ
の
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盛
挙
が
讃
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
先
に
遠
輝
以
下
の
諸
師
を
一
様

に
、
聚
雲
の
法
孫
と
し
て
扱
っ
て
き
た
が
、
開
如
は
法
澤
を
十
二
世

の
祖
と
仰
ぎ
、『
新
志
』
に
も
戒
文
、
開
如
を
別
庵
の
法
裔
と
記
し

て
い
る
か
ら
同
一
法
系
に
属
す
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
師

は
長
生
庵
が
、
創
建
以
来
年
久
し
く
頽
廃
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、

こ
れ
が
恢
復
を
切
願
し
、
任
満
ち
退
を
告
げ
る
ま
で
そ
の
中
に
住
し

憩
労
禅
悦
の
所
と
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

　

明
末
萬
暦
の
間
、
普
陀
に
は
五
度
に
亙
り
藏
經
を
頒
賜
さ
れ
て
お

り
、
淸
の
聖
祖
か
ら
も
賜
経
が
為
さ
れ
て
い
る
が
、
度
重
な
る
兵
乱

で
焼
失
し
た
の
で
あ
ろ
う
）
53
（

か
、
光
緒
十
九
年
に
福
悟
は
廳
に
申
請
書

を
呈
し
、
道
撫
が
秦
聞
を
し
て
准
允
を
得
た
。
か
く
し
て
化
聞
が
北

京
に
赴
い
て
請
蔵
を
な
し
龍
）
54
（

藏
を
得
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
搬
送

す
る
に
当
っ
て
北
京
圓
庵
寺
か
ら
推
薦
さ
れ
た
印
光
（
一
八
六
一

－

一
九
四
〇
）
が
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
事
を
運
び
、
無
事
法
雨
の
蔵

経
楼
に
安
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
）
55
（

た
と
い
う
。

　

法
雨
は
玉
山
海
通
よ
り
こ
の
方
、
香
火
日
に
日
に
盛
ん
と
な
り
、

人
事
ま
た
日
に
繁
し
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
幹
済
の
才
を
具
有
す
る

者
で
な
け
れ
ば
能
く
緇
流
の
領
袖
と
し
て
、
自
在
に
紛
俗
に
対
処
す

る
に
足
り
な
い
で
あ
ろ
う
と
み
ら
れ
て
い
た
。

　

師
は
光
緒
二
十
七
年
に
始
め
て
法
雨
の
住
持
の
請
に
応
じ
た
の
で

あ
る
が
、
光
緒
の
末
年
、
宗
教
界
に
僧
教
育
会
創
設
の
動
き
が
あ

り
、
有
力
者
が
こ
れ
を
普
陀
山
に
招
致
し
、
之
に
附
庸
せ
ん
と
考
え

た
の
で
あ
っ
た
。
師
は
苦
心
し
て
想
を
凝
ら
し
衆
を
集
め
て
堅
く
こ

れ
を
拒
み
、
県
に
ま
た
省
に
請
う
て
、
山
中
に
独
自
に
教
育
会
を
設

立
し
、
会
舎
を
建
て
、
僧
小
学
、
国
民
小
学
を
附
設
し
、
漸
次
こ
れ

を
拡
張
し
て
い
く
こ
と
を
企
て
た
。

　

中
華
民
國
の
成
立
後
、
世
に
社
会
党
、
共
和
促
進
会
等
に
名
を
借

り
る
者
達
が
前
後
し
て
来
山
し
、
師
が
教
育
会
の
会
長
で
あ
っ
た
と

こ
ろ
か
ら
、
向
之
勒
は
巨
資
を
調
達
せ
ん
と
籌
り
、
無
頼
の
徒
を
糾

合
し
、
声
勢
騷
然
と
喧
し
く
、
銃
器
炸
裂
彈
を
以
て
脅
迫
し
た
。

よ
っ
て
官
廳
に
走
り
事
を
告
げ
た
が
、
放
置
し
て
処
理
す
る
こ
と
を

せ
ず
、
た
め
に
合
山
の
秩
序
は
紊
乱
に
近
い
状
態
と
な
っ
た
。
開
如

は
剛
と
柔
と
を
交
互
に
使
い
分
け
、
冒
険
し
防
禦
を
な
し
た
。
浙
江

都
督
蔣
公
に
上
申
す
る
に
至
り
、
知
県
を
査
弁
し
て
、
は
じ
め
て
各

自
が
竄
に
驚
く
も
恙
な
し
、
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

開
如
も
ま
た
師
の
化
聞
と
同
じ
く
山
志
の
纂
輯
に
関
心
を
有
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
佛
陀
の
実
悟
実
証
の
旨
に
負
か
ざ
ら
ん
こ
と
を
期
し

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
先
に
化
聞
が
岸
田
吟
香
か
ら
山
志
を
贈
ら
れ
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た
こ
と
に
つ
い
て
は
一
言
し
た
が
、
こ
の
裘
志
な
る
も
の
は
、
確
か

に
詞
華
の
面
で
長
ず
る
と
こ
ろ
は
あ
っ
た
も
の
の
志
例
に
昏
い
の
が

欠
点
の
一
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
例
を
下
す
に
し
て
も
沿
襲
多

く
、
甚
だ
し
き
は
「
主
を
入
れ
奴
を
出
）
56
（
す
」
の
喩
え
が
引
か
れ
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
編
述
の
姿
勢
に
公
正
を
欠

き
、
省
略
に
つ
い
て
も
一
部
偏
愛
が
存
す
る
こ
と
が
難
点
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
実
情
の
下
で
志
は
必
要
不
可
欠
の
も
の
と
し
て
そ

の
纂
修
が
要
請
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
開
如
は
志
の
決
定

的
な
不
足
を
補
い
、
不
備
を
匡
す
べ
く
そ
の
重
修
を
発
願
し
た
と

い
っ
）
57
（

て
い
る
。

　

師
は
平
生
持
戒
安
禅
に
力
め
、
己
れ
の
分
を
格
守
し
、
事
に
処
す

る
に
当
っ
て
は
詳
慎
を
極
め
、
各
方
面
の
賑
務
に
対
応
す
る
に
も
ま

こ
と
を
竭
し
て
賛
助
し
、
且
つ
先
に
浄
資
を
出
し
て
之
が
倡
を
な

し
、
度
生
の
本
願
を
尽
さ
れ
た
。
こ
の
時
点
で
師
は
古
稀
に
近
く
、

宴
坐
退
院
し
た
も
の
の
山
政
を
主
持
し
宗
綱
を
振
作
し
た
の
で
、
群

衲
は
こ
れ
に
帰
依
し
た
と
い
う
。
師
は
広
い
分
野
に
及
ぶ
精
力
的
な

活
動
で
世
人
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
、
晩
年
の
動
静
、
示

寂
の
年
時
等
は
明
ら
で
な
い
。
法
如
の
師
化
聞
も
退
隱
後
し
ば
ら
く

法
化
の
事
に
携
わ
っ
て
い
た
が
、
光
緒
二
十
四
年
普
陀
山
に
滅
を
唱

え
）
58
（
た
。

　

中
華
民
國
六
年
か
ら
八
年
に
か
け
て
、
了
淸
廣
香
が
一
住
三
年
本

山
の
法
席
を
董
し
た
が
、
民
國
六
年
、
上
海
に
結
成
さ
れ
た
仏
教
慈

悲
義
賑
会
の
分
会
が
普
陀
山
に
も
設
立
さ
れ
て
お
）
59
（
り
、
当
時
仏
教
界

に
広
く
行
わ
れ
た
僧
教
育
の
振
興
と
共
に
、
社
会
福
祉
慈
善
事
業
の

推
進
に
普
陀
一
山
も
参
画
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で

あ
る
。結　

　

語

　

本
稿
で
は
、
聚
雲
の
派
祖
吹
萬
以
下
歴
代
の
諸
祖
が
諸
方
の
厳
し

い
論
難
批
判
に
曝
さ
れ
な
が
ら
法
化
の
活
動
を
展
開
し
、
禅
門
の
一

派
と
し
て
大
成
せ
し
め
た
事
情
経
緯
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
道
光

末
年
以
後
、
国
内
が
流
賊
に
踐
踏
蹂
躙
せ
ら
れ
る
間
、
僅
か
に
法
脈

を
縷
続
し
た
こ
の
一
門
の
動
向
に
つ
い
て
略
説
し
た
次
第
で
あ
る
。

注（
１
） 

概
説
書
、
稻
葉
君
山
『
淸
朝
全
史
』
冨
山
房
、
一
九
一
五
。
ブ
ー

ヴ
ェ
著
、
後
藤
末
雄
訳
『
康
熙
帝
伝
』
平
凡
社
、
一
九
七
〇
。

（
２
） 
丁
原
基
『
淸
代
康
雍
乾
三
期
禁
書
原
因
之
研
究
』
華
正
書
局
、
一
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九
七
二
。

（
３
） 
宮
崎
市
定
『
雍
正
帝
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
〇
。
後
藤
末
雄
『
乾

隆
帝
傳
』
生
活
社
、
一
九
四
二
。
内
藤
虎
次
郎
『
淸
朝
史
通
論
』
弘
文

堂
、
一
九
四
四
。

（
４
） 

『
聖
因
接
待
寺
志
』『
普
陀
洛
迦
新
志
』
等
に
諸
師
の
事
績
、
略
伝

を
載
せ
る
。
他
に
語
録
参
照
。

（
５
） 

父
廬
表
は
、
僑
と
な
っ
て
德
淸
に
居
た
と
い
う
。
歸
安
県
よ
り
東

苕
溪
に
沿
っ
て
南
下
す
れ
ば
德
淸
県
に
至
る
。

（
６
） 

杭
州
府
仁
和
県
城
東
北
五
十
里
に
在
り
。
呉
越
王
が
建
て
た
古

刹
。
老
人
は
別
庵
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
師
が
こ
こ
に
住
持
と

な
っ
た
こ
と
は
い
わ
れ
て
い
な
い
が
、
来
化
し
た
こ
と
は
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

（
７
） 

浙
江
省
湖
州
府
武
康
県
西
南
金
車
山
に
あ
り
。
圓
修
、
通
琇
、
行

重
等
、
幻
有
の
法
孫
が
歴
代
住
持
し
て
い
る
。

（
８
） 

役
僧
の
下
で
庶
務
を
弁
ず
る
行
者
の
職
を
い
う
か
。

（
９
） 

玉
峯
は
別
庵
の
会
下
に
在
っ
て
上
首
の
弟
子
と
し
て
衆
を
領
し
、

師
の
寂
後
、
法
雨
に
師
席
を
襲
い
だ
。
後
に
改
め
て
約
言
す
る
。

（
10
） 

『
聖
因
接
待
寺
志
』
巻
三

－

二
七
、『
普
陀
洛
新
志
』
巻
一
〇

－

一

〇
。

（
11
） 

正
税
を
多
額
に
滞
納
し
て
い
る
の
意
か
。

（
12
） 

普
陀
山
の
西
南
海
中
に
あ
る
島
の
名
。
普
陀
の
僧
衆
が
開
懇
を

し
、
後
に
免
糧
の
恩
典
を
蒙
っ
た
。
従
っ
て
こ
こ
に
寺
産
を
保
有
し

た
。
宋
如
林
「
朱
家
尖
白
山
頭
築
塘
碑
記
」。

（
13
） 

東
甌
は
浙
江
省
甌
海
道
永
嘉
地
方
一
帯
の
称
。
羅
山
は
永
嘉
県
西

南
四
十
里
在
、
大
羅
山
か
。

（
14
） 

西
暦
で
は
一
六
八
四

－

一
七
二
九
年
の
間
。
師
の
寂
後
に
つ
い
て

異
聞
が
あ
り
、
莫
逆
の
間
柄
に
あ
っ
た
燒
火
僧
方
顯
が
こ
れ
に
絡
ん
で

い
る
。

（
15
） 

『
見
灴
語
録
』『
見
灴
詩
文
集
』
が
印
行
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

逸
し
て
伝
わ
ら
な
い
。
許
琰
『
重
修
南
海
普
陀
山
志
』
序
に
記
あ
り
と

い
う
。

（
16
） 

別
庵
に
よ
る
遺
言
の
上
奏
文
の
こ
と
。

（
17
） 

前
後
の
関
係
か
ら
師
の
示
寂
は
雍
正
元
年
中
か
。

（
18
） 

直
隷
省
の
南
端
、
順
德
府
鉅
鹿
県
。
民
國
期
、
平
郷
県
に
治
す
。

（
19
） 

翰
林
檢
討
を
授
け
ら
れ
『
明
史
』
の
纂
修
に
当
っ
た
博
学
の
士
と

し
て
知
ら
れ
る
。

（
20
） 

『
翠
崖
禪
師
語
録
』
の
序
に
は
、
師
は
閩
に
次
い
で
五
臺
、
さ
ら

に
長
安
に
進
む
云
々
と
見
え
て
い
る
。

（
21
） 

中
華
大
藏
經　

一

－

二
、
二
七
九
冊
、
№
四
八
七
所
収
。

（
22
） 

慈
雲
寺
は
師
の
別
庵
が
開
法
し
た
御
賜
の
道
場
。

（
23
） 

中
華
大
藏
經　

一

－

二
、
七
九
冊
、
№
四
八
八
。

（
24
） 

雍
公
は
、
康
熙
三
十
六
年
武
林
に
お
い
て
別
庵
に
謁
し
た
が
、
そ

の
時
請
わ
れ
て
師
の
編
著
『
續
燈
正
統
』
に
も
序
し
て
い
る
。

（
25
） 

『
普
陀
洛
迦
新
志
』
巻
五

－

二
九
。

（
26
） 
福
建
省
興
安
州
の
人
、
陳
君
も
同
じ
く
興
安
の
出
身
で
あ
る
が
國

樑
よ
り
早
く
普
陀
に
来
て
修
造
の
事
に
関
与
し
て
い
る
。
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（
27
） 

徑
山
能
仁
寺
の
別
号
、
淸
代
に
は
こ
の
称
呼
が
頻
り
に
用
い
ら
れ

て
い
る
。
龔
・
李
氏
修
纂
『
杭
州
府
志
』
巻
三
八

－

寺
觀
五

－

一
。

（
28
） 
悟
り
の
初
め
の
段
階
に
入
る
こ
と
。『
傳
心
法
要
』『
碧
巖
録
』
第

七
則

－

評
唱
。

（
29
） 

聖
祖
の
第
十
六
子
允
禄
（
一
六
九
五

－

一
七
六
七
）、『
淸
代
文
獻

通
考
』
巻
二
四
六
、
封
建
一
。

（
30
） 

聖
祖
の
第
十
七
子
允
禮
（

－

一
七
三
八
）、
上
掲
書
お
よ
び
『
淸

史
稿
』
巻
二
二
六
。
著
に
『
春
和
堂
集
』
が
あ
る
。

（
31
） 

師
が
関
わ
り
を
も
っ
た
諸
地
域
な
い
し
活
動
の
範
囲
か
ら
推
し

て
、
杭
州
府
仁
和
県
臨
平
鎮
内
に
あ
る
可
能
性
は
高
い
が
、
齊
明
寺
の

所
在
は
定
か
で
は
な
い
。
な
お
府
の
東
北
六
十
里
に
臨
平
山
あ
り
、
山

下
が
臨
平
鎮
で
こ
こ
で
は
明
因
寺
、
安
隱
寺
は
著
名
。
臨
平
湖
は
山
の

東
南
五
里
に
あ
る
。
齊
明
寺
は
淸
の
王
室
と
関
わ
り
が
深
か
っ
た
新
創

の
大
刹
ら
し
く
授
戒
会
も
開
か
れ
て
い
る
。

（
32
） 

江
蘇
省
太
倉
州
嘉
定
県
合
浦
門
下
に
在
っ
た
護
國
寺
を
指
す
の
で

あ
ろ
う
。
嘉
定
は
文
學
斅
の
後
を
承
け
た
玉
山
梵
の
生
地
で
あ
る
。
係

わ
り
の
生
じ
た
経
緯
、
前
後
の
脈
絡
関
係
は
明
確
で
な
い
。

（
33
） 

長
く
下
方
に
垂
れ
た
さ
ま
。

（
34
） 

普
濟
を
前
寺
、
法
雨
を
後
寺
と
呼
ん
だ
。
因
み
に
大
雄
寶
殿
、
圓

通
殿
が
修
復
さ
れ
た
の
は
こ
の
頃
で
あ
る
。

（
35
） 

光
熙
峯
は
ま
た
石
蓮
華
峰
と
も
い
う
。
佛
頂
山
左
、
別
庵
、
見

灴
、
樂
道
の
塔
所
の
所
在
。

（
36
） 

こ
の
前
後
の
時
期
に
演
法
し
た
諸
師
を
含
め
、
列
通
字
等
に
よ
り

確
認
す
る
手
掛
り
を
見
出
し
難
い
。『
徑
山
虎
丘
分
宗
訣
』
で
は
大
慧

か
ら
始
ま
っ
て
焱
・
斅
・
銘
で
終
り
、
徑
山
下
十
九
世
聖
因
文
學
に
よ

る
續
演
法
派
偈
は
、
隆
・
濟
・
能
字
に
始
ま
る
。

（
37
） 

雲
堂
厨
庫
の
略
か
。

（
38
） 

『
虎
丘
徑
山
分
宗
訣
』
續
演
法
偈
、
諱
の
上
字
は
一
致
す
る
。

（
39
） 

『
碧
巖
録
』
第
六
一
則

－

評
唱
、『
従
容
録
』
第
六
九
則
。

（
40
） 

太
倉
州
嘉
定
県
澄
江
門
外
一
里
の
地
に
あ
り
、
師
の
授
業
寺
。

（
41
） 

あ
る
い
は
巨
靈
融
の
嗣
鏡
堂
淸
の
誤
植
か
。
た
だ
生
存
の
時
期
が

早
過
ぎ
る
嫌
い
が
あ
る
。

（
42
） 

語
録
あ
り
。
但
し
残
欠
本
。
現
存
目
次

－

二
紙
、
巻
一

－

五
紙
、

巻
二

－

一
四
紙
の
み
。

（
43
） 

法
澤
の
後
は
、
無
相
慧
、
瑞
林
祥
、
遠
輝
慧
、
明
儀
範
、
朗
和

性
、
仁
芳
初
と
次
第
相
承
け
文
學
に
接
続
す
る
。

（
44
） 

「
朱
家
尖
白
山
頭
築
塘
碑
記
」『
普
陀
洛
迦
新
志
』
巻
五

－

二
三
。

（
45
） 

鄞
県
陳
氏
の
子
。
普
陀
慧
濟
寺
定
育
に
投
じ
剃
髪
、
寧
郡
白
衣
寺

に
受
具
し
慧
濟
の
頂
超
に
得
法
。
道
光
二
十
八
年
、
慧
濟
に
主
席
、
咸

豊
三
年
天
童
寺
の
法
席
を
主
り
、
同
治
九
年
退
院
。『
普
陀
洛
迦
新

志
』
巻
六

－

三
三
。

（
46
） 

『
明
律
』
に
「
凡
功
臣
之
家
、
除
撥
賜
公
田
外
云
々 

」
と
見
え
る
。

た
だ
近
代
の
公
文
書
で
、
除
は
、
本
題
に
関
連
す
る
事
務
・
書
類
手
続

き
の
扱
い
を
付
言
し
て
述
べ
る
書
式
に
お
け
る
附
言
語
で
、
上
・
平
・

下
行
文
と
も
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
。
山
腰
敏
寛
『
中
国
歴
史
公
文
書

解
読
辞
典
』
一
一
七
頁
。
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（
47
） 

蒙
古
科
爾
泌
親
王
、
僧
忠
は
髪
捻
を
勦
除
す
る
べ
く
直
隷
山
東
河

南
安
徽
湖
北
の
各
地
に
転
戦
し
、
ま
た
太
平
軍
が
天
津
に
侵
攻
し
た

際
、
撃
っ
て
之
を
潰
滅
し
た
。
同
治
の
初
め
捻
匪
を
魯
南
に
追
い
、
伏

に
遇
っ
て
陣
に
亡
じ
た
と
い
う
。『
淸
史
稿
』
巻
四
一
〇
、
列
傳
四

五
。

（
48
） 

河
北
省
順
天
府
大
興
県
杏
子
口
に
在
り
。
唐
代
創
建
、
元
代
平
坡

寺
・
洪
熙
元
年
重
建
、
宣
德
元
年
圓
通
と
改
め
、
乾
隆
元
年
名
を
聖
感

と
賜
う
。『
順
天
府
志
』
巻
一
七

－

三
二
。

（
49
） 

茶
の
最
上
品
を
い
う
。
元
明
淸
期
、
福
建
の
武
夷
山
四
曲
溪
に
御

茶
園
と
呼
ば
れ
た
設
焙
局
が
設
置
さ
れ
、
大
い
に
貢
茶
が
製
造
さ
れ

た
。
陳
宗
懋
『
中
國
茶
經
』
一
八
五
頁
、
舒
玉
杰
『
中
国
茶
文
化
今
古

大
観
』
六
九
頁
。

（
50
） 

漢
籍
類
が
良
く
保
存
さ
れ
て
い
る
わ
が
国
で
は
普
陀
山
志
に
つ
い

て
も
、
周
應
賓
の
六
巻
本
（
萬
暦
三
十
五
年
刊
）、
裘
璉
等
編
刊
本
、

許
琰
重
修
本
、
秦
耀
曾
編
刊
本
等
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

（
51
） 

岸
田
吟
香
（
一
八
三
三

－
一
九
〇
五
）
の
号
で
あ
ろ
う
。
氏
は
美

作
国
の
人
、
緒
方
洪
庵
に
つ
い
て
蘭
学
を
修
め
、
ヘ
ボ
ン
に
よ
る
『
和

英
語
林
集
成
』
の
編
輯
に
協
力
、
ま
た
東
亜
同
文
会
の
設
立
に
も
関
与

し
、
特
に
化
聞
と
親
交
を
も
っ
た
。

（
52
） 

脱
字
が
あ
る
の
か
解
し
難
い
。
恐
ら
く
は
「
數
典
忘
祖
」
の
諺
を

念
頭
に
置
い
て
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
祖
業
は
、
寺
山

志
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
53
） 

た
だ
普
濟
寺
に
は
、
こ
の
時
点
で
た
だ
一
蔵
を
存
し
た
と
い
う
。

（
54
） 

淸
藏
七
二
四
函
、
目
録
一
巻
、
な
お
先
に
普
陀
山
に
賜
与
さ
れ
た

明
藏
は
、
六
七
八
函
か
ら
成
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
55
） 

こ
う
し
た
経
緯
が
あ
っ
て
印
光
は
以
後
普
陀
に
止
ま
り
閉
関
し
、

在
山
二
十
五
年
と
も
三
十
年
と
も
い
わ
れ
、
こ
こ
で
藏
經
を
精
究
し

た
。
民
國
八
年
に
は
『
石
印
普
陀
山
志
』
が
成
り
、
十
三
年
に
は
摺
写

（
序
刊
）
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。
な
お
書
に
よ
っ
て
は
印
光
を
普
陀
の

住
持
と
み
な
し
て
い
る
向
き
も
あ
る
が
、
こ
の
時
点
で
法
系
を
異
に
す

る
印
光
が
主
持
し
た
と
は
考
え
難
い
。

（
56
） 

先
入
見
に
捉
わ
れ
、
自
ら
の
主
張
を
押
し
通
し
、
他
の
説
を
無
視

す
る
動
き
。
自
己
の
奉
ず
る
宗
教
、
学
説
を
奉
ず
る
の
を
主
、
異
端
を

排
斥
し
て
之
を
斥
け
る
の
を
奴
と
い
う
。

（
57
） 

中
華
民
國
十
三
年
、
王
亨
彦
が
版
行
し
た
『
普
陀
洛
迦
新
志
』（
十

二
巻
）
は
そ
の
成
果
で
あ
る
。
こ
の
書
は
民
國
二
十
年
に
上
海
國
光
書

局
が
上
梓
し
、『
中
國
名
山
勝
蹟
志
叢
刊
』
第
一
輯
、『
中
國
佛
寺
志
』

第
一
輯
に
そ
れ
ぞ
れ
編
入
さ
れ
て
い
る
。

（
58
） 

こ
の
年
印
光
が
法
雨
寺
に
至
り
、
化
聞
の
喪
を
弔
っ
た
と
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
。
于
凌
波
『
中
国
近
現
代
佛
教
人
物
志
』
三
一
頁
。

（
59
） 

民
國
六
年
、
普
陀
山
に
慈
悲
義
賑
会
の
分
会
設
立
の
挙
に
与
っ
た

の
は
、
時
の
法
雨
の
住
持
了
淸
で
あ
る
。
師
と
了
余
と
は
法
系
上
の
連

が
り
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
聚
雲
派
と
の
関
わ
り
は
明
ら
か
に
し

得
な
い
。
于
氏
上
掲
書
、
阮
仁
沢　

高
振
農
主
編
『
上
海
宗
教
史
』
三

一
八
頁
等
参
照
。


