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緒　

言

　

曹
洞
宗
で
は
開
祖
道
元
禅
師
以
来
、
只
管
打
坐
を
標
榜
し
て
、
公

案
を
用
い
た
修
行
を
避
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
公
案
の
内
容
を
学
習

す
る
こ
と
で
知
解
に
陥
り
、実
修
に
裏
付
け
ら
れ
た
「
証
」に
至
れ
な

い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
文
字
を
学
ん
で
の
理

解
が
擬
似
体
験
と
な
る
危
険
性
を
含
む
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

視
点
に
立
つ
曹
洞
宗
で
、道
元
禅
師
の
著
し
た
『
正
法
眼
蔵
三
百
則
』

以
外
で
は
、唯
一『
従
容
録
』の
み
が
許
容
さ
れ
て
い
る
。
従
容
録
の

原
点
は
、
宋
代
に
黙
照
禅
を
主
導
し
た
宏
智
正
覚
の
編
集
し
た
『
宏

智
禅
師
頌
古
百
則
』
で
あ
る
。
祖
師
の
行
実
の
要
点
を
本
則
と
し
、

そ
れ
に
宏
智
が
頌
を
付
し
て
要
諦
を
説
い
た
。
宏
智
正
覚
を
道
元
禅

師
は
「
宏
智
古
仏
」
と
尊
敬
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

本
論
考
で
は
、
先
学
の
成
果
を
参
考
に
し
つ
つ
、
独
自
の
考
察
を

進
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
従
来
は
、
坐
禅
体
験
に
基
づ
い
た
提

唱
の
形
態
か
、
学
問
的
考
察
に
よ
る
和
訳
の
形
態
で
ま
と
め
ら
れ
て

き
た
。
本
稿
で
は
、
釈
意
に
重
点
を
置
き
、
宏
智
が
伝
え
よ
う
と
し

た
点
に
迫
ろ
う
と
試
み
た
。

　

大
学
院
に
在
学
す
る
諸
君
と
と
も
に
行
っ
た
研
究
が
基
本
と
な
っ

て
い
る
。
今
回
の（
一
）に
参
加
し
て
く
れ
た
の
は
、
佐
藤
清
道
氏
、

伊
藤
秀
真
氏
、
大
橋
崇
弘
氏
、
西
川
慈
恩
氏
、
杉
原
修
一
氏
を
中
心

と
し
て
、林
徳
立
氏
、
大
塚
将
弘
氏
、
関
美
那
子
氏
の
参
加
も
得
た
。

　

今
後
、
百
則
ま
で
の
考
察
を
目
指
す
が
、
参
加
諸
氏
の
理
解
力
の

進
化
は
著
し
く
、
成
果
と
し
て
ま
と
ま
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

宏
智
禅
師
頌
古
百
則
の
研
究
（
一
）

佐　
　

藤　
　

悦　
　

成　
編
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﹇
和
訳
﹈

諸
君
、
よ
く
聞
き
な
さ
い
。
釈
尊
は
あ
る
日
、
弟
子
や
信
者

の
た
め
に
説
法
を
行
う
た
め
に
高
座
に
上
ら
れ
ま
し
た
。
そ

の
時
、
法
会
を
司
っ
て
い
た
文
殊
菩
薩
が
槌
を
打
っ
て
聴
衆

に
告
げ
ま
し
た
。「
い
ま
行
わ
れ
た
世
尊
の
説
法
を
よ
く
会

得
し
な
さ
い
。
世
尊
の
御
教
え
は
い
ま
す
べ
て
が
示
さ
れ
ま

﹇
釈
意
﹈

説
法
の
場
所
は
記
さ
れ
な
い
が
、
霊
鷲
山
で
あ
ろ
う
か
。
い
つ
も
の
よ
う

に
、
弟
子
・
信
者
を
前
に
し
て
釈
尊
は
教
え
示
す
た
め
に
法
座
に
あ
が
っ
て

説
法
始
め
よ
う
と
さ
れ
た
そ
の
時
、
法
会
の
司
会
を
務
め
て
い
た
文
殊
菩
薩

が
、
突
然
、
説
法
の
終
り
を
告
げ
る
槌
を
一
下
し
て
い
っ
た
。「
諸
君
は
、

釈
尊
の
御
教
え
を
よ
く
観
な
さ
い
。
釈
尊
の
御
教
え
は
、
今
、
余
す
と
こ
ろ

凡
例

一
、
本
稿
の
底
本
に
は
『
大
正
大
蔵
経
』
四
八
巻
所
収
『
宏
智
禅
師
広
録
』
巻
二
「
長
蘆
覚
和
尚
頌
古
拈
古
集
」
を
用
い
た
。

一
、
本
則
と
頌
古
の
本
文
は
底
本
の
表
記
を
踏
襲
し
た
。

一
、
訓
読
文
・
和
訳
・
釈
意
・
註
記
に
つ
い
て
は
新
字
表
記
と
し
た
。

一
、
和
訳
に
つ
い
て
は
丁
寧
体
を
用
い
、
釈
意
で
は
通
体
を
用
い
た
。

一
、
原
文
に
は
、「
臨
済
」
を
「
臨
際
」、「
青
原
」
を
「
清
源
」
と
す
る
な
ど
の
表
記
が
あ
る
。
そ
の
場
合
は
、
訓
読
文
・
和
訳
・
釈
意
で
は
通
例
用
い
る
表
記

と
し
た
。

一
、
原
文
に
註
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
旨
を
註
記
し
た
。

第
一
則　

世
尊
陞
坐

【
本
則
】 

擧
。
世
尊
一
日
陞
座
。
文
殊
白
槌
云
。
諦
觀
法
王
法
。
法
王
法
如
是
。
世
尊
便
下
座
。

﹇
訓
読
﹈ 

挙
す
。
世
尊 

一
日
陞
坐
し
た
ま
ふ
。
文
殊 
白
槌
し
て
云
く
、
諦
観
法
王
法
、
法
王
法
如
是
と
。
世
尊 

便
ち
下
座
し
た
ま
ふ
。
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し
た
」
と
。
釈
尊
は
そ
の
言
葉
が
終
わ
る
と
同
時
に
、
説
法

の
場
か
ら
降
り
ら
れ
ま
し
た
。

な
く
す
べ
て
が
示
さ
れ
ま
し
た
」
と
。
釈
尊
は
文
殊
菩
薩
の
こ
と
ば
を
お
聞

き
に
な
る
と
、
文
殊
菩
薩
の
こ
と
ば
を
認
め
て
法
座
か
ら
降
り
て
し
ま
わ
れ

た
。
文
殊
菩
薩
は
、
釈
尊
が
そ
こ
に
お
ら
れ
る
こ
と
で
、
真
理
は
余
す
と
こ

ろ
な
く
現
れ
て
お
り
、
更
に
言
葉
を
用
い
て
加
え
る
も
の
は
な
に
も
な
い

と
、
説
法
の
終
わ
り
を
告
げ
た
の
で
あ
る
。

求
め
る
べ
き
真
実
は
、
特
別
な
こ
と
ば
で
高
邁
な
思
想
を
教
え
示
す
こ
と
で

は
な
く
、
今
、
こ
こ
に
釈
尊
の
み
で
は
な
く
、
弟
子
・
信
者
の
そ
れ
ぞ
れ
が

存
在
す
る
と
い
う
事
実
こ
そ
が
真
理
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
こ
と
ば
で
表
し
た
瞬
間
に
真
実
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
示
し
た

の
で
あ
る
。
こ
と
ば
や
文
字
の
解
釈
は
各
人
様
々
で
あ
る
。
自
ら
の
経
験
や

過
去
が
理
解
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
普
遍
の
真
実
を
こ
と
ば
で

表
す
の
は
困
難
で
あ
り
、
分
別
・
執
着
を
交
え
ず
観
た
ま
ま
こ
そ
が
真
実
で

あ
る
と
、
文
殊
菩
薩
は
聴
衆
に
教
え
た
の
で
あ
る
。

こ
と
ば
に
依
ら
な
い
と
い
う
点
で
は
「
拈
華
微
笑
の
話
」
に
も
通
じ
る
内
容

で
あ
る
。

【
頌
】 

頌
曰
。
一
段
真
風
見
也

。
綿
綿
化
母
理
機
梭
。
織
成
古
錦
含
春
象
。
無
奈
東
君
漏
泄
何
。

﹇
訓
読
﹈ 

頌
に
曰
く
。
一
段
の
真
風 

見
る
や
ま
た
な
き
や
。
綿
綿
と
し
て
化
母
は
機
梭
を
理
め
、
織
り
成
す
古
錦
は
春
象
を
含
む
。
東
君
の

漏
泄
を
い
か
ん
と
も
す
る
こ
と
な
し
。
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﹇
釈
意
﹈

「
一
段
の
真
風
」
は
、
釈
尊
が
法
座
に
上
り
、
文
殊
菩
薩
の
こ
と
ば
を
聞
い

て
、
座
を
降
り
ら
れ
た
こ
と
を
云
う
。
宏
智
禅
師
は
、
聴
衆
の
そ
れ
ぞ
れ
が

正
し
く
そ
の
説
法
を
会
得
し
た
か
と
質
し
て
い
る
。
無
限
の
過
去
世
よ
り
絶

え
る
こ
と
な
く
、
あ
た
か
も
梭
を
左
右
に
送
っ
て
、
休
む
こ
と
な
く
布
を
織

る
か
の
よ
う
に
、
教
え
の
主
で
あ
る
諸
仏
は
真
理
を
説
き
続
け
て
こ
ら
れ

た
。
御
仏
が
伝
え
て
こ
ら
れ
た
真
理
と
は
、
春
に
は
春
の
景
色
が
生
じ
、
あ

り
の
ま
ま
に
四
季
の
移
り
変
わ
り
が
現
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
春
の
神
が
春
の

景
色
を
毎
年
織
り
成
し
続
け
て
い
る
よ
う
に
、
釈
尊
も
真
実
の
教
え
を
説
き

続
け
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
と
ば
で
は
な
く
、
そ
こ
に
釈
尊
が
お
ら
れ
る
こ

と
、
聴
衆
が
そ
こ
に
居
る
こ
と
が
真
実
の
表
れ
な
の
で
あ
る
。
文
殊
菩
薩
は

そ
の
真
実
を
釈
尊
の
陞
坐
に
観
て
、
槌
を
一
下
し
た
の
で
あ
る
が
、
陞
坐
は

こ
の
場
の
事
実
を
い
う
の
で
あ
り
、
坐
禅
で
も
作
務
で
も
洗
面
で
も
同
じ
で

あ
る
。
釈
尊
が
そ
こ
に
お
ら
れ
る
こ
と
が
仏
法
現
成
で
あ
り
、
人
々
そ
れ
ぞ

れ
に
今
こ
の
時
、
こ
こ
で
仏
法
は
現
成
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
東
君

の
漏
泄
と
は
、
釈
尊
が
そ
こ
に
お
ら
れ
る
だ
け
で
、
こ
と
ば
で
説
か
れ
な
く

て
も
説
法
そ
の
も
の
で
あ
り
、
仏
法
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
云
う
。

﹇
和
訳
﹈

天
童
覚
和
尚
が
頌
に
い
い
ま
し
た
。
釈
尊
が
説
か
れ
た
真
実

の
教
え
を
、
皆
さ
ん
は
会
得
で
き
た
で
し
ょ
う
か
。
古
よ
り

絶
え
る
こ
と
な
く
春
に
新
た
な
命
を
生
み
出
す
母
な
る
神
を

は
じ
め
と
し
て
、
四
季
を
司
る
神
々
は
機
梭
を
往
復
さ
せ
て

布
を
織
っ
て
き
ま
し
た
。
古
く
か
ら
織
り
続
け
ら
れ
て
き
た

錦
の
布
に
は
、
春
の
景
色
を
は
じ
め
と
し
て
、
時
の
移
り
変

り
が
途
絶
え
る
こ
と
な
く
織
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
い
ま
、

春
の
神
様
が
、
春
の
訪
れ
を
人
々
に
思
わ
ず
知
ら
せ
て
い
ま

す
。

﹇
語
彙
﹈ 

【
挙
】
問
題
を
提
起
す
る
時
の
こ
と
ば
。
学
人
に
問
話
の
始
ま
り
を
知
ら
せ
る
。【
陞
坐
】
説
法
を
行
う
た
め
に
法
座
に
上
る
こ
と
。【
文
殊
菩
薩
】
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和
訳
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諸
君
、
よ
く
聞
き
な
さ
い
。
梁
の
武
帝
が
達
磨
大
師
に
質
問

し
ま
し
た
。「
ど
の
よ
う
な
教
え
が
仏
法
の
最
奥
な
の
で

し
ょ
う
か
」
と
。
達
磨
大
師
は
答
え
ま
し
た
。「
す
べ
て
の

こ
だ
わ
り
を
捨
て
て
、
た
と
え
ば
尊
い
と
い
う
分
別
さ
え
生

じ
な
い
心
を
得
る
こ
と
で
す
」。
武
帝
は
再
び
聞
き
ま
し

智
慧
第
一
の
菩
薩
。【
白
槌
】
白
は
申
し
上
げ
る
、
の
意
。【
法
王
】
こ
こ
で
は
釈
尊
の
こ
と
。【
綿
綿
】
絶
え
る
こ
と
な
く
続
く
意
。【
化
母
】
万
象

を
創
造
す
る
神
。
生
み
出
す
と
こ
ろ
か
ら
母
と
い
う
。
こ
こ
で
は
過
去
仏
を
い
う
。【
機
梭
】
機
織
り
で
横
糸
を
通
す
道
具
。【
古
錦
】
過
去
仏
が
絶

え
る
こ
と
な
く
伝
え
て
き
た
真
理
を
、
織
り
続
け
ら
れ
た
錦
の
布
に
喩
え
た
。
積
み
上
げ
た
時
間
を
「
織
り
成
す
」
と
い
い
、
無
限
の
過
去
か
ら
真

実
の
営
み
は
続
い
て
お
り
、
春
夏
秋
冬
に
移
り
変
わ
る
こ
と
を
い
う
。【
東
君
の
漏
泄
】
釈
尊
が
そ
こ
に
お
ら
れ
る
だ
け
で
真
理
が
滲
み
出
し
て
い

る
、
と
の
意
。
そ
の
た
め
、
文
殊
菩
薩
は
つ
い
槌
を
打
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
「
奈
何
と
も
す
る
こ
と
な
し
」
と
い
っ
た
。「
諦
観
法
王
法
、
法

王
法
如
是
」
は
本
来
余
計
な
こ
と
。

第
二
則　

達
磨
廓
然

【
本
則
】 

擧
。
梁
武
帝
問
達
磨
大
師
。
如
何
是
聖
諦
第
一
義
。
磨
云
。
廓
然
無
聖
。
帝
云
。
對
朕
者
誰
。
磨
云
不
識
。
帝
不
契
。
遂
渡

江
至
少
林
。
面
壁
九
年
。

﹇
訓
読
﹈ 

挙
す
。
梁
武
帝 

達
磨
大
師
に
問
う
。
如
何
な
る
か
是
れ
聖
諦
第
一
義
。
磨
云
く
、
廓
然
無
聖
。
帝
云
く
、
朕
に
対
す
る
者
は
誰

ぞ
。
磨
云
く 

不
識
。
帝
契
わ
ず
。
遂
に
江
を
渡
り
て
少
林
に
至
り
、
面
壁
九
年
。

﹇
釈
意
﹈

仏
道
の
最
要
は
、
凡
聖
、
迷
悟
の
分
別
が
な
い
心
の
確
立
で
あ
る
と
す
る
達

磨
に
と
っ
て
、
帝
と
し
て
の
自
分
が
、
祖
師
と
し
て
の
達
磨
を
見
て
い
る
と

い
う
立
場
を
離
れ
ら
れ
な
い
武
帝
の
立
場
は
妄
執
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
武
帝

が
自
分
と
い
う
存
在
を
中
心
に
置
い
て
す
べ
て
を
捉
え
る
限
り
、
そ
れ
は
彼

我
の
見
で
あ
り
、
ま
た
相
対
に
滞
る
分
別
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
知
解
を
離
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れ
て
、
王
と
し
て
の
自
分
、
祖
師
と
し
て
の
達
磨
と
い
う
幻
の
器
を
捨
て
て

み
れ
ば
、
自
分
も
達
磨
も
た
だ
仏
と
い
う
し
か
な
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
に

気
づ
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
廓
然
無
聖
で
あ
り
、
不
識
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
嵩
山
で
の
面
壁
九
年
の
実
践
は
、
聖
諦
第
一
義
の
体
現
で
あ
る
。

廓
然
無
聖
の
語
に
は
、
帝
位
に
あ
る
武
帝
に
対
し
て
、
儒
家
の
用
語
を
元
に

し
て
説
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
廓
然
大
公
（
物
事
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
公
平

な
こ
と
を
い
う
。
聖
人
の
心
を
学
ぶ
君
子
の
心
構
え
を
い
う
）、
大
公
無
私

（
儒
家
が
い
う
利
己
心
が
な
く
、
公
平
で
正
し
い
こ
と
）
な
ど
が
想
起
さ
れ

る
。

宏
智
頌
古
の
本
則
は
，『
碧
巌
録
』
第
一
則
と
比
較
し
て
、
か
な
り
簡
略
で

あ
る
。
宏
智
は
こ
れ
で
す
べ
て
事
足
り
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
と

ば
が
多
く
な
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
こ
と
ば
に
迷
う
者
が
出
て
く
る
こ
と
を
避
け

た
と
も
い
え
る
。

た
。「
悟
り
と
は
分
別
が
生
じ
な
い
こ
と
を
い
う
の
な
ら
、

こ
こ
で
今
、
わ
た
し
と
相
い
対
し
て
い
る
貴
方
自
身
を
、
貴

方
は
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
で
す
か
。
わ
た
し
は
武
帝
で

あ
り
、
あ
な
た
は
達
磨
大
師
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
。
達

磨
大
師
は
答
え
ま
し
た
。「
で
す
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
自
己

へ
の
執
着
が
あ
る
限
り
、
真
実
を
識
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
す
」。
武
帝
に
は
達
磨
大
師
の
教
え
が
理
解
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
つ
い
に
達
磨
大
師
は
梁
の
国
で
の
化
導
を
あ
き
ら

め
、
長
江
を
渡
っ
て
北
へ
歩
を
進
め
、
そ
の
頃
既
に
信
仰
の

場
と
な
っ
て
い
た
嵩
山
少
林
寺
に
居
を
定
め
た
の
で
す
。
自

ら
の
教
え
を
中
国
の
人
々
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
時
が
来
て
、

更
に
、
自
ら
の
法
を
伝
え
る
べ
き
器
量
の
弟
子
が
現
れ
る
ま

で
、
ひ
た
す
ら
坐
禅
を
行
じ
て
待
つ
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

【
頌
】 

頌
曰
。
廓
然
無
聖
。
來
機
逕
庭
。
得
非
犯
鼻
而
揮
斤
。
失
不
迴
頭
而
墮
甑
。
寥
寥
冷
坐
少
林
。
默
默
全
提
正
令
。
秋
清
月
轉

霜
輪
。
河
淡
斗
垂
夜
柄
。
繩
繩
衣

付
兒
孫
。
從
此
人
天
成
藥
病
。

﹇
訓
読
﹈ 

頌
に
曰
く
。
廓
然
無
聖
、
來
機
逕
庭
。
得
は
鼻
を
犯
す
に
非
ず
し
て
斤
を
揮
い
、
失
は
頭
を
廻
ら
さ
ず
し
て
甑
を
堕
す
。
寥
寥
と
し

て
少
林
に
冷
坐
し
、
黙
黙
と
し
て
正
令
を
全
提
す
。
秋
清
く
し
て
月
霜
輪
を
転
じ
、
河
淡
く
し
て
斗
夜
柄
を
垂
る
。
縄
縄
と
し
て
衣

鉢
児
孫
に
付
す
。
此
れ
従
り
人
天
薬
病
と
成
る
。
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天
童
覚
和
尚
が
頌
に
い
い
ま
し
た
。
祖
師
と
し
て
虚
妄
分
別

を
既
に
断
じ
た
達
磨
と
、
世
俗
の
価
値
観
か
ら
脱
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
武
帝
と
の
間
に
は
、
大
き
な
隔
た
り
が
あ
り
ま

し
た
。
達
磨
は
、
武
帝
を
相
手
に
抜
群
の
器
量
を
発
揮
し
ま

し
た
が
、
一
方
で
、
あ
ま
り
に
も
あ
っ
さ
り
と
あ
き
ら
め
て

し
ま
い
ま
し
た
。
第
一
義
諦
に
お
い
て
は
故
事
に
あ
る
匠
石

と
い
う
大
工
が
手
斧
を
使
っ
て
見
事
な
技
を
見
せ
た
よ
う

に
、
水
際
だ
っ
た
手
際
の
良
さ
で
本
領
を
発
揮
し
ま
し
た

が
、
世
俗
諦
に
お
い
て
は
孟
敏
の
異
才
を
見
抜
い
た
郭
林
宗

の
よ
う
に
武
帝
を
う
ま
く
導
く
こ
と
を
せ
ず
、
長
江
を
渡
っ

て
梁
を
去
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
達
磨
は
少
林
寺

に
お
い
て
世
俗
と
の
関
わ
り
を
絶
っ
て
ひ
た
す
ら
坐
禅
を
行

じ
、
端
坐
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏
法
の
す
べ
て
を
体
現
し
ま

し
た
。

そ
の
様
を
喩
え
て
い
う
な
ら
、
爽
や
か
な
秋
の
夜
に
、
冷
え

冷
え
と
し
た
碧
空
を
時
と
と
も
に
名
月
が
東
か
ら
西
に
渡
っ

て
ゆ
き
ま
す
。
そ
の
同
じ
天
空
に
は
天
の
川
が
淡
く
帯
と

な
っ
て
流
れ
、
北
斗
七
星
も
時
と
と
も
に
動
い
て
そ
の
柄
を

﹇
釈
意
﹈

冒
頭
で
、
廓
然
無
聖
と
記
し
て
達
磨
を
表
し
、
武
帝
と
の
境
地
の
隔
た
り
を

表
現
し
て
い
る
。
得
を
第
一
義
諦
の
達
磨
、
失
を
世
俗
諦
の
達
磨
と
み
た
の

は
、
武
帝
の
最
初
の
質
問
が
「
聖
諦
第
一
義
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
宏
智

の
解
釈
と
理
解
し
た
こ
と
に
よ
る
。
郢
人
の
鼻
に
つ
い
た
泥
を
落
と
し
た
匠

石
の
力
量
を
喩
え
て
得
と
す
る
の
は
順
当
で
あ
る
が
、
自
ら
の
落
ち
度
で
割

れ
た
甑
は
振
り
返
る
価
値
も
な
い
と
し
た
孟
敏
に
達
磨
を
当
て
る
だ
け
で
は

違
和
感
を
覚
え
る
。
こ
こ
は
、
孟
敏
に
そ
の
わ
け
を
尋
ね
て
異
才
を
見
抜

き
、
遊
学
さ
せ
て
大
成
に
導
い
た
郭
林
宗
と
な
る
こ
と
を
自
ら
避
け
た
達
磨

を
、
宏
智
は
あ
き
ら
め
が
よ
す
ぎ
る
（
失
）
と
し
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
仏
法
は
第
一
義
諦
の
み
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
人
々
を
導

き
救
う
世
俗
諦
が
あ
っ
て
完
成
す
る
の
で
あ
る
。

仏
法
は
時
の
流
れ
に
埋
没
す
る
こ
と
な
く
，
常
に
真
実
を
指
し
示
し
て
脈
々

と
受
け
継
が
れ
、
今
に
到
る
こ
と
を
後
半
の
句
は
表
し
て
い
る
。
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地
に
近
づ
け
て
ゆ
く
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
こ
に
は
、
人
の

計
ら
い
の
及
ば
な
い
真
実
の
姿
（
諸
法
実
相
）
が
あ
る
の
で

す
。

達
磨
の
法
は
、
絶
え
る
こ
と
な
く
祖
師
か
ら
祖
師
へ
と
連
綿

と
し
て
相
続
さ
れ
、
今
の
我
々
は
そ
の
大
き
な
恩
恵
を
被
っ

て
い
ま
す
。
達
磨
が
西
来
し
た
こ
と
に
よ
り
、
心
の
病
を
治

す
薬
を
得
た
の
で
す
。

﹇
語
彙
﹈ 

【
逕
庭
】
広
い
と
狭
い
の
意
。【
冷
坐
】
ひ
た
す
ら
の
意
。
冷
は
心
を
動
か
さ
な
い
こ
と
の
喩
え
。【
霜
輪
】
霜
は
、
秋
を
受
け
て
の
語
。
冷
え
冷
え

と
し
た
の
意
。
輪
は
天
空
の
円
を
指
す
。【
斗
】
北
斗
七
星
の
こ
と
。
時
間
の
経
過
で
夜
空
を
移
動
し
、
ひ
し
ゃ
く
の
柄
が
地
面
に
近
づ
く
よ
う
に

み
え
る
こ
と
を
い
う
。

第
三
則　

東
印
請
祖

【
本
則
】 

舉
。
東
印
土
國
王
。
請
二
十
七
祖
般
若
多
羅
齋
。
王
問
曰
。
何
不
看
經
。
祖
云
。
貧
道
入
息
不
居
陰
界
。
出
息
不
涉

緣
。

常
轉
如
是
經
。
百
千
萬
億
卷
。

﹇
訓
読
﹈ 

挙
す
。
東
印
土
の
国
王
、
二
十
七
祖
般
若
多
羅
を
請
し
て
斎
す
。
王
問
い
て
曰
く
、
何
ぞ
看
経
せ
ざ
る
や
、
と
。
祖
云
く
、
貧
道
入

息
陰
界
に
居
せ
ず
、
出
息
衆
縁
に
渉
ら
ず
。
常
に
如
是
の
経
を
転
ず
る
こ
と
、
百
千
万
億
巻
。
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諸
君
、
よ
く
聞
き
な
さ
い
。
東
イ
ン
ド
（
現
ス
リ
ラ
ン
カ
）

の
国
王
が
、
釈
尊
よ
り
二
十
七
代
目
の
祖
師
に
あ
た
り
、
菩

提
達
磨
の
師
で
も
あ
る
般
若
多
羅
尊
者
を
招
い
て
食
事
を
供

養
し
ま
し
た
。
供
養
が
終
わ
っ
て
般
若
多
羅
尊
者
は
帰
ろ
う

と
さ
れ
た
の
で
、
国
王
は
呼
び
止
め
て
云
い
ま
し
た
。「
今

日
は
な
ぜ
お
経
を
お
読
み
下
さ
ら
な
い
の
で
す
か
」
と
。
そ

れ
を
聞
い
て
尊
者
は
、「
わ
た
し
は
息
を
吸
う
時
は
た
だ
吸

う
だ
け
で
、
現
実
世
界
の
欲
望
や
執
着
に
迷
い
ま
せ
ん
し
、

息
を
吐
く
時
は
た
だ
吐
く
だ
け
で
、
欲
望
や
執
着
に
迷
わ
さ

れ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
し
て
真
実
の
教
え
を
い
つ
も
示
し

て
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
の
で
す
、
と
。

﹇
釈
意
﹈

古
代
イ
ン
ド
の
慣
習
で
、
信
心
深
い
国
王
は
祖
師
方
を
招
い
て
は
功
徳
を

積
む
た
め
に
食
事
を
提
供
し
た
と
い
う
。
こ
の
則
の
主
題
は
、
ス
リ
ラ
ン

カ
の
国
王
が
般
若
多
羅
尊
者
を
お
斎
に
招
い
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
食

事
を
終
え
て
、
慣
例
に
従
っ
て
の
経
典
の
読
誦
が
行
わ
れ
る
は
ず
が
、
行

わ
れ
な
い
ま
ま
に
尊
者
は
帰
ろ
う
と
し
た
。
国
王
は
不
審
に
思
い
、
呼
び

止
め
て
「
な
ぜ
今
日
は
、
わ
た
し
の
供
養
へ
の
功
徳
を
戴
く
こ
と
が
で
き

な
い
の
か
」
と
不
満
を
漏
ら
し
た
。
尊
者
は
、
見
返
り
を
求
め
る
心
が
あ

る
限
り
、
真
の
供
養
で
は
な
い
こ
と
を
教
え
る
た
め
に
次
の
よ
う
に
説
い

た
。

「
人
は
常
に
自
分
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
自
分
と
い
う
主
観
で
外
の

世
界
を
捉
え
て
い
る
か
ら
、
欲
望
や
執
着
を
心
に
生
じ
さ
せ
て
迷
う
の
で

あ
る
。
ま
た
一
方
で
、
外
の
世
界
は
常
に
客
観
世
界
と
し
て
存
在
し
て
い

る
よ
う
に
思
っ
て
い
る
が
、
わ
た
し
が
捉
え
た
自
分
の
心
の
反
映
で
あ
る

こ
と
を
忘
れ
て
い
る
か
ら
迷
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
仏
の
教
え
を
会
得

す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
自
我
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
」
と
。

日
常
の
中
で
分
別
妄
執
を
離
れ
る
こ
と
が
仏
法
の
枢
要
で
あ
り
、
ブ
ッ
ダ

の
教
え
が
記
さ
れ
た
経
典
に
は
そ
の
点
が
記
さ
れ
て
い
る
。
仏
法
を
信
じ

る
と
言
う
こ
と
は
、
単
に
説
法
を
聞
き
、
経
典
を
読
誦
す
る
こ
と
で
は
な



宏
智
禅
師
頌
古
百
則
の
研
究
（
一
）（
佐
藤
）

156─　   ─

﹇
釈
意
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常
に
形
を
変
え
て
空
を
漂
う
儚
い
雲
が
、
真
実
の
月
の
光
を
浴
び
て
今
を
輝

か
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
人
と
し
て
仮
有
で
あ
る
存
在
が
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え

を
得
る
こ
と
で
迷
い
を
脱
し
て
実
相
を
会
得
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
色

即
是
空
の
立
場
と
言
っ
て
も
よ
い
。
野
を
駆
け
る
木
馬
と
い
う
分
別
を
超
え

た
存
在
が
、
春
と
い
う
現
実
を
楽
し
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
真
理
に
裏
付
け

ら
れ
て
こ
そ
現
実
の
存
在
を
仮
有
と
し
て
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
空
即
是
色
の
立
場
と
い
っ
て
も
よ
い
。

ブ
ッ
ダ
の
教
説
を
真
に
会
得
し
た
般
若
多
羅
尊
者
に
は
、
文
字
解
釈
だ
け
の

ま
や
か
し
は
通
じ
な
い
。
経
典
を
読
破
し
て
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
理
解
し
た

【
頌
】 

頌
曰
。
雲
犀
玩
月
璨
含
輝
。
木
馬
游
春
駿
不
羈
。
眉
底
一
雙
寒
碧
眼
。
看
經
那
到
透
牛
皮
。
明
白
心
超
曠
劫
。
英
雄
力
破
重

圍
。
妙
圓
樞
口
轉
靈
機
。
寒
山
忘
卻
來
時
路
。
拾
得
相
將
攜
手
歸
。

﹇
訓
読
﹈ 

頌
に
曰
く
。
雲
犀 
月
を
玩
ん
で
璨
と
し
て
輝
を
含
み
、
木
馬 

春
に
遊
ん
で
駿
に
し
て
羈
さ
れ
ず
。
眉
底
一
双 

碧
眼
寒
し
。
看
経

な
ん
ぞ
牛
皮
を
透
る
に
到
ら
ん
。
明
白
の
心 

広
劫
を
超
え
、
英
雄
の
力 

重
囲
を
破
る
。
妙
円
の
枢
口 

霊
機
を
転
ず
。
寒
山 

来
時

の
路
を
忘
却
せ
ば
、
拾
得 
相
い
ひ
き
い
て
手
を
携
え
帰
る
。

く
、
こ
こ
に
存
在
す
る
自
分
を
、
正
し
く
自
身
で
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
な

の
だ
、
と
教
示
し
た
の
で
あ
る
。

﹇
和
訳
﹈

天
童
覚
和
尚
が
頌
に
い
い
ま
し
た
。
夜
空
で
犀
牛
の
よ
う
な

形
を
し
た
雲
が
、
ま
る
で
月
を
そ
の
角
で
も
て
あ
そ
ん
で
い

る
よ
う
に
浮
か
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
雲
は
月
の
光
を
受
け
て

輝
き
を
放
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
木
馬
が
春
の
野
原
で
誰
に

も
邪
魔
さ
れ
る
こ
と
な
く
思
う
が
ま
ま
に
跳
ね
て
遊
ん
で
い

ま
す
。
般
若
多
羅
尊
者
は
す
べ
て
を
冷
静
に
見
通
し
て
い

て
、
国
王
に
真
実
を
説
い
た
の
で
す
。
た
だ
経
典
の
文
字
を

読
誦
す
る
だ
け
で
、
ど
う
し
て
仏
法
の
最
奥
を
得
る
こ
と
が

で
き
よ
う
、
と
。



宏
智
禅
師
頌
古
百
則
の
研
究
（
一
）（
佐
藤
）

157─　   ─

ブ
ッ
ダ
の
教
え
は
長
い
時
間
を
超
え
て
変
わ
ら
ず
今
に
伝
わ

り
、
そ
の
教
え
は
ま
る
で
英
雄
が
敵
を
撃
破
す
る
よ
う
に
、

人
々
の
心
の
煩
悩
を
打
ち
破
っ
て
き
ま
し
た
。
す
べ
て
を
備

え
て
い
て
、
欠
け
た
と
こ
ろ
の
な
い
ブ
ッ
ダ
の
教
え
は
、

人
々
を
救
う
偉
大
な
働
き
を
果
た
し
て
き
た
の
で
す
。

そ
れ
は
ま
る
で
、
寒
山
が
来
た
道
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
な

ら
、
拾
得
が
そ
の
手
を
引
い
て
家
に
帰
る
よ
う
な
も
の
で

す
。

つ
も
り
に
な
っ
て
い
て
も
、
知
解
に
よ
っ
て
真
実
を
会
得
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
看
経
と
は
換
言
す
れ
ば
、
諸
法
実
相
た
る
目
前
の
事
実
を

正
し
く
把
捉
す
る
こ
と
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
文
字
を
追
う
だ
け
で
は
な
い

の
で
あ
る
。

す
べ
て
を
明
ら
か
に
し
た
ブ
ッ
ダ
の
教
え
は
、
時
と
所
を
超
え
、
人
々
に
働

き
か
け
て
、
煩
悩
の
囲
み
を
打
ち
破
り
、
欠
け
た
と
こ
ろ
の
な
い
教
え
は
、

人
々
の
仏
心
に
働
き
か
け
て
、
迷
い
の
世
界
か
ら
自
由
自
在
の
世
界
へ
と
導

く
の
で
あ
る
。

喩
え
に
い
う
、
寒
山
が
来
た
道
を
忘
れ
た
と
い
う
の
は
、
今
の
人
々
の
姿
そ

の
も
の
で
あ
り
、
自
ら
が
本
来
仏
で
あ
る
こ
と
を
う
っ
か
り
見
失
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
拾
得
が
現
れ
て
、
寒
山
の
手
を
引
い
て
家
に
帰
る
と

い
う
の
は
、
い
つ
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
体
得
し
た
祖
師

方
が
人
々
を
仏
の
世
界
（
真
実
の
自
己
）
へ
と
導
く
こ
と
を
言
う
の
で
あ

る
。
国
王
（
寒
山
）
も
般
若
多
羅
尊
者
（
拾
得
）
も
仏
そ
の
も
の
と
い
う
。

﹇
語
彙
﹈ 

【
貧
道
】
自
身
を
指
す
謙
遜
語
。【
陰
界
】
五
蘊
十
二
処
十
八
界
の
こ
と
。
自
分
の
存
在
と
外
世
界
の
す
べ
て
を
指
す
。【
如
是
経
】
自
身
の
在
り
方

そ
の
も
の
。
わ
た
し
と
い
う
存
在
が
こ
こ
に
生
き
て
い
る
真
実
を
い
う
。【
牛
皮
】
経
典
を
理
解
す
る
だ
け
で
は
ブ
ッ
ダ
の
教
説
を
会
得
で
き
な
い
。
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﹇
和
訳
﹈

諸
君
、
よ
く
聞
き
な
さ
い
。
釈
尊
が
お
弟
子
た
ち
と
と
も
に

行
脚
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
た
ま
た
ま
通
り
が
か
っ
た
場
所
を

指
さ
し
て
い
わ
れ
ま
し
た
。「
こ
こ
に
お
寺
を
建
て
ま
し
ょ

う
」
と
。
そ
の
時
、
帝
釈
天
が
一
本
の
草
を
地
面
に
差
し
挟

ん
で
い
い
ま
し
た
「
こ
れ
で
お
寺
を
建
て
終
わ
り
ま
し
た
」

と
。
そ
れ
を
聞
い
て
釈
尊
は
微
笑
ま
れ
ま
し
た
。

第
四
則　

世
尊
指
地

【
本
則
】 

舉
。
世
尊
與
衆
行
次
。
以
手
指
地
云
。
此
處
宜
建
梵
剎
。
帝
釋
將
一
莖
草
。
插
於
地
上
云
。
建
梵
剎
已
竟
。
世
尊
微
笑
。

﹇
訓
読
﹈ 

挙
す
。
世
尊 
衆
と
行
く
次
い
で
、
手
を
以
て
地
を
指
し
て
云
く
、
此
の
処
に
宜
く
梵
剎
を
建
つ
べ
し
、
と
。
帝
釈 

一
莖
草
を
も
っ

て
、
地
上
に
挿
ん
で
云
く
、
梵
剎
を
建
つ
る
こ
と
已
に
竟
ん
ぬ
。
世
尊
微
笑
す
。

﹇
釈
意
﹈

帝
釈
天
は
、
釈
尊
正
覚
の
後
、
梵
天
と
と
も
に
説
法
を
懇
請
し
た
（
梵
天
勧

請
）
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
本
則
は
釈
尊
の
旅
に
同
行
し
て
い
た
時
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。
釈
尊
は
旅
の
途
中
で
弟
子
達
の
境
地
を
試
す
こ
と
を
思
い
立
ち
、

こ
こ
に
伽
藍
を
建
て
よ
う
と
い
っ
た
。
元
来
、
釈
尊
に
と
っ
て
こ
の
世
界
す

べ
て
が
そ
の
ま
ま
伽
藍
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
常
在
霊
鷲
山
」
と
同
様
で
あ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
強
い
て
伽
藍
建
立
を
告
げ
る
の
は
、
別
の
意
図
が

あ
る
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
帝
釈
天
は
、
こ
の
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
場

所
に
法
（
真
理
）
は
如
実
に
現
れ
て
お
り
、
仏
法
現
成
ゆ
え
に
こ
の
世
界
と

し
て
成
立
し
て
い
る
、
と
い
う
釈
尊
の
心
を
見
抜
い
て
一
本
の
草
を
も
っ
て

応
え
た
。
そ
し
て
、
釈
尊
は
「
拈
華
微
笑
」
と
同
様
に
ほ
ほ
え
ん
で
帝
釈
天

の
境
地
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
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【
頌
】 

頌
曰
。
百
草
頭
上
無
邊
春
。
信
手
拈
來
用
得
親
。
丈
六
金
身
功
德
聚
。
等
閑
攜
手
入
紅
塵
。
塵
中
能
作
主
。
化
外
自
來
賓
。

觸
處
生
涯
隨
分
足
。
未
嫌
伎
倆
不
如
人
。

﹇
訓
読
﹈ 
頌
に
曰
く
。
百
草
頭
上
無
辺
の
春
。
手
に
信
せ
拈
じ
来
っ
て
用
い
得
て
親
し
。
丈
六
の
金
身
に
功
德
聚
ま
る
。
等
閑
に
手
を
攜
え
て

紅
塵
に
入
り
、
塵
中
能
く
主
作
る
。
化
外
自
ら
来
賓
す
。
觸
処
生
涯 

分
に
隨
っ
て
足
る
。
未
だ
嫌
わ
ず 

伎
倆
の
人
に
如
か
ざ
る
こ

と
を
。

﹇
和
訳
﹈

天
童
覚
和
尚
が
頌
に
い
い
ま
し
た
。
冬
が
過
ぎ
れ
ば
、
こ
の

世
界
の
す
べ
て
の
草
木
に
春
が
訪
れ
ま
す
。
帝
釈
天
は
、
た

ま
た
ま
手
に
触
れ
た
草
を
地
に
立
て
て
釈
尊
の
心
に
か
な
い

ま
し
た
。
釈
尊
に
は
無
量
の
功
徳
が
備
わ
っ
て
い
ま
す
。
正

覚
の
後
、
梵
天
と
帝
釈
天
の
懇
請
に
よ
り
、
た
ま
た
ま
此
岸

に
戻
り
、
こ
の
世
界
で
の
化
主
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

釈
尊
だ
け
で
は
な
く
、
誰
で
も
ど
こ
に
在
っ
て
も
本
分
の
ま

ま
で
あ
り
、
自
己
が
そ
こ
に
現
成
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら

神
の
世
界
か
ら
も
帝
釈
天
が
こ
の
世
界
に
来
て
釈
尊
に
随
う

の
で
す
。
こ
の
世
界
の
誰
も
が
、
今
こ
こ
で
主
体
的
に
存
在

し
て
い
て
、
人
そ
れ
ぞ
れ
に
無
限
の
功
徳
の
集
合
な
の
で
す

か
ら
、
こ
れ
以
上
何
を
望
む
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
他
者

﹇
釈
意
﹈

偈
頌
の
こ
と
ば
は
た
ま
た
ま
（
等
閑
）
だ
が
、
悟
り
を
得
た
釈
尊
に
と
っ
て

は
必
然
で
あ
る
。
悟
入
す
れ
ば
後
は
此
岸
へ
の
回
帰
で
あ
る
。
還
相
で
も
布

教
で
も
化
導
で
も
異
類
中
行
で
も
仏
向
上
で
も
、
百
尺
竿
頭
上
進
一
歩
で
も

表
す
こ
と
ば
は
な
ん
で
も
よ
い
。
彼
岸
か
ら
此
岸
へ
と
回
帰
し
て
、
未
悟
の

人
々
を
救
う
の
で
あ
る
。
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を
羨
み
妬
む
必
要
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
の
で
す
し
、
競
い
合

う
こ
と
は
最
初
か
ら
必
要
な
い
の
で
す
。

﹇
語
彙
﹈ 

【
梵
刹
】
寺
院
の
こ
と
。【
丈
六
金
身
】
釈
尊
の
こ
と
。【
紅
塵
】
世
間
、
世
俗
の
こ
と
。

第
五
則　

青
原
米
価

【
本
則
】 

舉
。
僧
問
靑
原
。
如
何
是
佛
法
大
意
。
原
云
。
盧
陵
米
作
麼
價
。

﹇
訓
読
﹈ 

挙
す
。
僧 

青
原
に
問
う
。
如
何
な
る
か
是
れ
仏
法
の
大
意
。
原
云
く
、
盧
陵
の
米
作
麼
の
価
ぞ
と
。

﹇
和
訳
﹈

諸
君
、
よ
く
聞
き
な
さ
い
。
あ
る
僧
が
「
仏
教
の
中
で
最
も

大
切
な
こ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
」
と
青
原
行
思
に
尋
ね
ま
し

た
。
青
原
は
「
盧
陵
で
は
米
の
値
段
は
ど
れ
ほ
ど
だ
ろ
う

か
」
と
答
え
ま
し
た
。

﹇
釈
意
﹈

仏
法
の
大
意
は
日
常
底
に
あ
る
。
青
原
は
米
の
値
段
と
い
う
生
活
に
直
結
す

る
言
葉
を
用
い
て
、
修
行
も
日
常
の
自
分
に
根
付
い
た
も
の
で
無
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
丹
精
を
込
め
て
米
を
作
る
よ
う
に
、
日
々
の

修
行
を
続
け
て
い
れ
ば
、
本
来
の
自
己
を
会
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
日
常
の

生
活
そ
の
も
の
が
悟
り
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

【
頌
】 

頌
曰
。
太
平
治
業
無
象
。
野
老
家
風
至
淳
。
只
管
村
歌
社
飲
。
那
知
舜
德
堯
仁
。
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﹇
和
訳
﹈

天
童
覚
和
尚
が
頌
に
い
い
ま
し
た
。
平
和
を
も
た
ら
す
政
治

い
う
も
の
に
枠
組
み
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
田
舎
の
習
俗
は
素

朴
で
飾
り
気
が
な
い
も
の
で
す
。
村
人
は
た
だ
ひ
た
す
ら
飲

め
や
歌
え
の
祭
り
を
し
ま
す
。
そ
の
人
々
が
堯
や
舜
と
い
っ

た
古
代
の
理
想
的
な
皇
帝
の
仁
徳
を
ど
う
し
て
知
る
必
要
が

あ
る
で
し
ょ
う
。

﹇
訓
読
﹈ 

頌
に
曰
く
。
太
平
の
治
業
に
象
無
し
。
野
老
の
家
風
は
至
淳
な
り
。
只
管
に
村
歌
社
飲
す
。
那
ぞ
舜
徳
堯
仁
を
知
ら
ん
。

﹇
釈
意
﹈

真
の
天
下
太
平
の
時
代
に
生
き
る
者
は
、
平
和
も
動
乱
も
意
識
す
る
こ
と
無

く
過
ご
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
仏
道
修
行
に
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
平

和
と
戦
乱
は
悟
り
と
迷
い
と
言
え
る
。
田
舎
の
習
俗
は
素
朴
で
飾
り
気
が
無

い
よ
う
に
、
悟
り
と
は
そ
れ
を
飾
り
立
て
た
り
、
あ
り
が
た
が
る
も
の
で
は

な
く
、
地
に
足
の
着
い
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
村
人
は
た
だ
ひ
た

す
ら
飲
め
や
歌
え
の
祭
り
を
行
い
、
堯
や
舜
と
い
っ
た
古
代
の
理
想
的
な
皇

帝
の
徳
を
知
ら
な
い
。
こ
れ
こ
そ
太
平
で
あ
る
こ
と
の
証
で
あ
る
。
動
乱
が

あ
る
か
ら
平
和
も
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
平
和
と
い
う
概
念
が
無
く
な
っ
て

こ
そ
本
当
の
平
穏
な
時
代
と
い
え
る
。
祖
師
や
仏
祖
が
ど
の
よ
う
に
悟
っ
た

か
を
知
ら
ず
と
も
青
原
の
教
え
を
実
践
す
れ
ば
悟
り
に
至
る
こ
と
を
説
い
て

い
る
。

﹇
語
彙
﹈ 

【
青
原
】
青
原
行
思
（
？
〜
740
）。
姓
は
劉
氏
。
六
祖
慧
能
に
就
い
て
法
を
嗣
い
だ
。【
盧
陵
】
中
国
の
江
西
省
に
あ
る
米
の
産
地
。
質
の
良
い
米
が

と
れ
る
こ
と
で
有
名
だ
っ
た
。【
野
老
】
田
舎
お
や
じ
。
田
夫
野
人
。【
至
淳
】
質
素
で
飾
り
気
が
無
い
様
子
。
情
が
深
く
、
真
心
が
あ
る
こ
と
。

【
村
歌
社
飲
】
村
で
民
た
ち
が
春
や
秋
の
お
祭
り
で
酒
を
飲
み
歌
う
こ
と
。【
舜
德
堯
仁
】
古
代
中
国
で
五
帝
と
呼
ば
れ
、
善
政
を
行
っ
た
王
で
あ
る

堯
や
舜
の
仁
徳
。
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﹇
釈
意
﹈

達
磨
大
師
の
西
来
意
（
本
来
の
自
己
）
と
い
う
仏
教
の
真
意
は
、
知
識
や
言

葉
の
み
に
よ
る
理
解
で
は
得
ら
れ
な
い
。
馬
祖
は
疲
れ
た
時
に
疲
れ
た
と
言

い
、
と
ら
わ
れ
な
く
自
己
を
現
し
た
姿
を
弟
子
に
示
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は

仏
教
の
理
念
や
言
葉
に
よ
る
分
別
な
ど
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
師

と
い
う
体
面
に
と
ら
わ
れ
な
い
馬
祖
の
言
葉
を
聞
い
て
も
弟
子
は
そ
れ
に
気

付
か
ず
、
兄
弟
子
た
ち
に
同
じ
質
問
を
し
て
回
っ
て
い
る
。
智
蔵
は
馬
祖
の

意
を
汲
み
取
り
、
師
と
同
じ
方
法
で
修
行
僧
に
対
応
し
た
。

第
六
則　

馬
祖
白
黒

【
本
則
】 

擧
。
僧
問
馬
大
師
。
離
四
句
絕
百
非
。
請
師
直
指
某
甲
西
來
意
。
大
師
云
。
我
今
日
勞
倦
不
能
爲
汝
說
。
問
取
智
藏
去
。
僧

問
藏
。
藏
云
。
何
不
問
和
尙
。
僧
云
。
和
尙
敎
來
問
。
藏
云
。
我
今
日
頭
痛
不
能
爲
汝
說
。
問
取
海
兄
去
。
僧
問
海
。
海

云
。
我
到
這
裏
卻
不
會
。
僧
擧
似
大
師
。
大
師
云
。
藏
頭
白
海
頭
黑
。

﹇
訓
読
﹈ 

挙
す
。
僧 

馬
大
師
に
問
う
。
四
句
を
離
れ
百
非
を
絶
す
。
請
う
師 

某
甲
に
西
来
意
を
直
指
せ
よ
。
大
師
云
く
、
我
今
日
労
倦
す
。

汝
が
為
に
説
く
こ
と
能
は
ず
。
智
蔵
に
問
取
し
去
れ
。
僧 

蔵
に
問
う
。
蔵
云
く
、
何
ぞ
和
尚
に
問
わ
ざ
る
や
。
僧
云
く
、
和
尚
教

え
来
り
て
問
は
し
む
。
蔵
云
く
、
我
今
日
頭
痛
す
汝
が
為
に
説
く
こ
と
能
は
ず
。
海
兄
に
問
取
し
去
れ
。
僧 

海
に
問
う
。
海
云

く
、
我
這
裏
に
到
っ
て
不
会
。
僧 
大
師
に
挙
似
す
。
大
師
云
く
、
蔵
頭
は
白
く
海
頭
は
黒
し
。

﹇
和
訳
﹈

諸
君
、
よ
く
聞
き
な
さ
い
。
あ
る
僧
が
馬
祖
道
一
に
尋
ね
ま

し
た
。「
四
句
を
離
れ
、
百
非
を
断
ち
切
っ
た
上
で
、
達
磨

大
師
が
西
天
か
ら
渡
来
し
た
意
味
を
直
裁
に
教
え
て
く
だ
さ

い
」
と
。
す
る
と
馬
祖
は
「
今
日
は
疲
れ
て
い
る
か
ら
あ
な

た
に
教
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
智
蔵
に
聞
き
な
さ
い
」

と
言
い
ま
し
た
。
僧
は
智
蔵
に
尋
ね
ま
し
た
。
智
蔵
は
「
な

ぜ
馬
祖
和
尚
に
尋
ね
な
い
の
で
す
か
」
と
言
い
ま
し
た
。
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「
そ
の
和
尚
に
言
わ
れ
て
こ
こ
に
来
て
尋
ね
て
い
る
の
で

す
」
と
僧
が
言
い
ま
し
た
。「
今
日
は
頭
が
痛
い
の
で
あ
な

た
に
説
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
百
丈
懐
海
に
聞
き
に
行
き

な
さ
い
」
僧
は
懐
海
に
尋
ね
ま
し
た
。
懐
海
は
「
衲
も
そ
れ

に
つ
い
て
は
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
答
え
ま
し
た
。
僧
は
馬
祖

に
こ
の
こ
と
を
報
告
し
ま
し
た
。
馬
祖
は
「
智
蔵
の
頭
は
白

く
、
懐
海
の
頭
は
黒
い
な
」
と
言
い
ま
し
た
。

懐
海
は
言
葉
を
用
い
ず
、
本
来
の
自
己
を
会
得
す
る
よ
う
に
促
し
た
。
馬
祖

の
言
葉
は
、
智
蔵
に
は
智
蔵
の
、
懐
海
に
は
懐
海
の
悟
り
が
あ
る
と
述
べ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
年
長
者
の
智
蔵
の
頭
が
白
髪
混
じ
り
で
あ
る
こ

と
と
、
若
い
懐
海
の
頭
が
黒
い
様
子
が
自
然
で
あ
り
の
ま
ま
で
あ
る
と
述
べ

た
。
ま
た
、
そ
の
言
葉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
や
り
方
で
禅
僧
と
し
て
の
は
た
ら

き
を
発
揮
し
た
両
者
を
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
白
と
黒
の
言
葉
を
善

悪
、
優
劣
の
区
別
と
と
ら
え
て
は
な
ら
な
い
。

【
頌
】 

頌
曰
。
藥
之
作
病
。
鑒
乎
前
聖
。
病
之
作
醫
。
必
也
其
誰
。
白
頭
黒
頭
兮
克
家
之
子
。
有
句
無
句
兮
截
流
之
機
。
堂
堂
坐
斷

舌
頭
路
。
應
笑
毘
耶
老
古
錐
。

﹇
訓
読
﹈ 

頌
に
曰
く
。
薬
の
病
と
作
る
。
前
聖
に
鑑
よ
。
病
の
医
と
作
る
。
必
や
其
れ
誰
そ
。
白
頭
黒
頭
克
家
の
子
。
有
句
無
句
截
流
の
機
。

堂
堂
と
し
て
坐
断
す
舌
頭
の
路
。
応
に
笑
う
べ
し
毘
耶
の
老
古
錐
。

﹇
和
訳
﹈

天
童
覚
和
尚
が
頌
に
い
い
ま
し
た
。
薬
が
か
え
っ
て
病
に
な

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
先
人
達
を
よ
く
見
て
手
本
と
し
て
み

な
さ
い
。
病
を
治
す
医
者
に
な
る
者
が
い
ま
す
。
そ
う
で
あ

ろ
う
と
す
る
の
は
誰
で
し
ょ
う
か
。
智
蔵
と
懐
海
は
家
門
を

興
す
人
物
で
す
。
そ
の
こ
と
ば
に
は
分
別
判
断
を
断
ち
切
る

﹇
釈
意
﹈

釈
尊
が
悟
り
を
得
た
こ
と
は
、
そ
の
後
、
多
く
の
人
々
の
救
い
と
な
り
、
仏

道
修
行
者
に
と
っ
て
の
理
想
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
悟
り
を

得
た
い
と
い
う
執
着
を
生
み
出
す
結
果
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
前
聖
と
は

仏
陀
を
指
し
て
お
り
、
医
者
が
病
気
を
治
す
よ
う
に
人
々
の
心
の
病
を
治
す

方
法
を
示
し
た
。
し
か
し
、
悟
り
へ
の
執
着
を
消
し
去
る
の
は
自
身
以
外
に
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働
き
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
威
風
は
堂
々
と
し
て
い
て
分
別
を

断
ち
切
る
の
に
造
作
も
あ
り
ま
せ
ん
。
維
摩
居
士
が
沈
黙
で

返
し
た
と
い
う
手
段
は
使
い
古
し
た
錐
の
よ
う
な
も
の
で
役

に
立
た
ず
、
お
笑
い
ぐ
さ
で
す
。

﹇
語
彙
﹈ 

【
馬
大
師
】
馬
祖
道
一
（
709
〜
788
）
南
岳
懐
譲
の
法
嗣
。「
平
常
心
是
道
」
と
い
っ
た
経
典
に
依
ら
な
い
禅
風
で
多
様
な
弟
子
を
輩
出
し
た
。【
四

句
】
有
・
無
、
有
ま
た
は
無
・
有
に
あ
ら
ず
無
に
あ
ら
ず
、
の
四
種
の
判
断
に
よ
る
論
議
方
法
。【
百
非
】
種
々
の
否
定
【
智
蔵
】
西
堂
智
蔵
（
735

〜
814
）。
馬
祖
の
法
嗣
。
百
丈
懐
海
と
南
泉
普
願
と
合
わ
せ
て
馬
祖
下
の
三
大
士
と
称
さ
れ
た
。【
海
兄
】
百
丈
懐
海
（
749
〜
814
）。
馬
祖
の
法
嗣
。

大
雄
山
大
智
寿
聖
禅
寺
に
住
し
、『
百
丈
清
規
』
を
記
し
た
。【
挙
似
】
言
葉
で
提
示
す
る
こ
と
。
似
は
向
・
与
と
同
じ
意
味
の
助
詞
。【
克
家
之

子
】
よ
く
父
の
業
を
継
ぐ
子
。
師
の
教
え
を
守
る
弟
子
。【
有
句
無
句
】
四
句
の
内
の
二
つ
の
立
場
。
有
句
は
言
語
に
よ
る
肯
定
の
立
場
、
無
句
は

空
な
ど
の
否
定
の
立
場
。【
舌
頭
路
】
言
葉
の
表
面
。
頭
は
接
尾
詞
。【
毘
耶
老
古
錐
】
毘
耶
は
毘
耶
離
城
の
こ
と
。
老
古
錐
は
老
熟
し
た
師
家
。
維

摩
居
士
を
指
す
。

第
七
則　

薬
山
陞
座

【
本
則
】 

擧
。
藥
山
久
不
陞
座
。
院
主
白
云
。
大
衆
久
思
示
誨
。
請
和
尙
爲
衆
說
法
。
山
令
打
鐘
。
衆
方
集
。
山
陞
座
良
久
便
下
座
歸

方
丈
。
主
随
後
問
。
和
尙
適
來
許
爲
衆
說
法
。
云
何
不
垂
一
言
。
山
云
。
經
有
經
師
。
論
有
論
師
。
爭
怪
得
老
僧
。

は
な
い
。
白
髪
頭
の
智
蔵
と
黒
髪
の
懐
海
は
師
の
教
え
を
よ
く
わ
か
っ
て
お

り
、
言
葉
に
よ
る
肯
定
と
否
定
の
ど
ち
ら
に
も
陥
る
こ
と
な
く
、
鋭
い
切
れ

味
で
迷
い
を
斬
り
伏
せ
て
い
る
。
仏
教
の
真
意
と
は
何
か
と
い
う
文
殊
菩
薩

の
問
い
に
対
し
て
沈
黙
を
通
し
た
と
い
う
維
摩
は
、
言
葉
を
離
れ
る
こ
と
に

こ
だ
わ
り
過
ぎ
、
他
に
教
え
る
と
い
う
観
点
が
欠
け
て
い
る
。
こ
の
公
案
に

登
場
す
る
三
人
は
そ
こ
か
ら
一
歩
踏
み
出
し
、
言
葉
を
自
由
に
用
い
て
、
な

お
分
別
に
陥
ら
な
い
境
地
に
い
る
の
で
あ
る
。
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﹇
訓
読
﹈ 

挙
す
。
薬
山
久
し
く
陞
座
せ
ず
。
院
主
白
し
て
云
く
、
大
衆
久
し
く
示
誨
を
思
う
。
請
う
和
尚 

衆
が
為
に
説
法
せ
ん
こ
と
を
。
山

鐘
を
打
た
し
む
。
衆
方
に
集
ま
る
。
山 

陞
座
し
良
久
す
る
に
便
ち
下
座
し
て
方
丈
に
帰
る
。
主 

後
に
随
て
問
う
。
和
尚 

適
来 

衆

の
為
に
說
法
す
る
を
許
す
。
云
何
ぞ
一
言
を
垂
ら
さ
ざ
る
。
山
云
く
、
経
に
経
師
有
り
、
論
に
論
師
有
り
。
争
で
か
老
僧
を
怪
し
み

得
ん
や
。

﹇
和
訳
﹈

諸
君
、
よ
く
聞
き
な
さ
い
。
薬
山
惟
儼
は
長
い
間
、
説
法
を

お
こ
な
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
院
主
が
願
い
出
て
言
い

ま
し
た
。
修
行
僧
た
ち
は
こ
こ
暫
く
説
法
を
拝
聴
し
て
い
ま

せ
ん
。
ど
う
か
彼
ら
の
た
め
に
教
え
を
説
い
て
く
だ
さ
い
、

と
。
薬
山
は
説
法
開
始
の
鐘
を
打
た
せ
、
修
行
僧
た
ち
を
集

め
ま
し
た
。
薬
山
は
上
堂
し
て
法
座
に
就
き
、
し
ば
ら
く
す

る
と
座
を
下
り
て
部
屋
に
帰
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
院
主
が

後
か
ら
つ
い
て
い
っ
て
尋
ね
ま
し
た
。
和
尚
様
は
先
ほ
ど
説

法
を
す
る
こ
と
を
承
諾
さ
れ
た
の
に
、
な
ぜ
一
言
も
説
か
れ

な
か
っ
た
の
で
す
か
、
と
。
薬
山
は
「
経
に
は
経
を
説
く
専

門
家
が
あ
り
、
論
に
は
論
を
説
く
専
門
家
が
あ
り
ま
す
。
ど

う
し
て
衲
に
お
か
し
な
所
が
あ
り
ま
す
か
」
と
言
い
ま
し

た
。

﹇
釈
意
﹈

第
一
則
「
世
尊
陞
座
」
に
通
じ
る
公
案
で
あ
る
。
薬
山
は
言
葉
を
発
す
る
こ

と
な
く
た
だ
法
座
に
坐
る
だ
け
で
、
本
来
の
自
己
と
は
、
今
こ
こ
に
す
べ
て

が
現
れ
て
い
る
こ
と
を
説
示
し
た
。
一
方
、
院
主
は
こ
と
ば
に
よ
る
教
え
を

重
ん
じ
、
こ
と
ば
に
執
着
し
て
い
る
た
め
、
説
法
を
行
わ
な
い
薬
山
の
意
図

を
汲
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
薬
山
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
専
門
が
あ
る
と
し
て
、
経
師
や
論
師

を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。
禅
僧
に
と
っ
て
の
修
行
の
本
分
は
専
一
な
る

坐
禅
で
あ
り
、
経
典
の
文
字
を
学
び
、
学
習
を
重
ね
る
こ
と
で
は
な
い
と
説

い
た
。

薬
山
は
、
絶
え
ざ
る
修
行
の
積
み
重
ね
が
重
要
で
あ
り
、
経
典
の
表
面
的
な

理
解
の
み
で
仏
法
を
知
り
得
た
と
満
足
し
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
、
注
意
を
喚

起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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【
頌
】 

頌
曰
。
癡
兒
刻
意
止
啼
錢
。
良
駟
追
風
顧
影
鞭
。
雲
掃
長
空
巢
月
鶴
。
寒
清
入
骨
不
成
眠
。

﹇
訓
読
﹈ 
頌
に
曰
く
。
癡
児 

意
を
刻
む
止
啼
銭
。
良
駟
追
風
影
鞭
を
顧
み
る
。
雲
長
空
を
掃
う
に
月
に
巣
く
う
鶴
。
寒
清
骨
に
入
っ
て
眠
を

成
さ
ず
。

﹇
和
訳
﹈

天
童
覚
和
尚
が
頌
に
い
い
ま
し
た
。
黄
色
の
葉
を
お
金
の
代

わ
り
に
泣
く
子
供
に
渡
し
、
泣
き
止
ま
せ
よ
う
と
す
る
よ
う

な
苦
心
を
薬
山
は
し
て
い
ま
す
。
名
馬
は
鞭
を
打
た
れ
る
前

に
、
鞭
の
影
を
み
て
速
度
を
上
げ
ま
す
。
空
高
く
に
あ
っ
た

雲
も
消
え
去
り
、
月
に
巣
を
作
っ
て
い
る
鶴
の
姿
が
見
え
て

き
ま
す
。
骨
の
髄
ま
で
寒
さ
が
染
み
わ
た
り
、
眠
気
を
起
こ

す
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

﹇
釈
意
﹈

こ
ど
も
を
泣
き
止
ま
せ
る
た
め
に
木
の
葉
を
お
金
に
み
た
て
て
与
え
た
と
い

う
故
事
の
よ
う
に
、
様
々
な
方
便
を
講
じ
る
薬
山
の
様
子
を
う
た
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
鞭
の
影
を
見
た
だ
け
で
速
度
を
上
げ
る
馬
の
よ
う
に
飲
み
込

み
の
早
い
者
も
い
れ
ば
、
懇
切
丁
寧
に
導
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
院
主
の
よ

う
な
者
も
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
修
行
の
初
期
に
は
方
便
に
よ
る
理
解
を

促
し
、
次
の
段
階
で
自
発
的
に
仏
教
の
大
意
と
は
何
か
を
考
え
、
自
ら
行
動

す
る
よ
う
に
導
く
こ
と
と
も
受
け
取
れ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
雲
が
晴
れ
る

よ
う
に
迷
い
が
消
え
て
悟
り
を
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

月
に
巣
を
構
え
る
鶴
と
は
、
薬
山
が
悟
り
の
境
地
に
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
薬
山
の
説
法
の
真
意
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
冷
え
切
っ
た
体

で
は
眠
気
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
、
迷
い
の
生
じ
る
隙
が
な
い
の
で
あ
る
。

﹇
語
彙
﹈ 

【
薬
山
】
薬
山
惟
儼
（
745
〜
828
）
石
頭
希
遷
の
法
嗣
。
経
論
に
広
く
通
じ
、
戒
律
を
厳
守
し
た
と
い
う
。【
陞
座
】
請
に
よ
り
師
家
が
説
法
で
高
座
に

上
る
こ
と
。【
院
主
】
寺
院
の
一
切
の
事
務
を
執
り
仕
切
る
僧
。
監
院
、
監
寺
。【
示
誨
】
垂
示
教
誨
、
教
え
の
こ
と
。【
良
久
】
し
ば
ら
く
の
間
。
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【
適
来
】
い
ま
し
が
た
、
先
ほ
ど
。【
経
師
】
経
を
読
誦
す
る
法
師
。
禅
宗
で
は
経
典
の
字
面
で
意
味
を
理
解
す
る
者
を
指
す
。【
論
師
】
論
蔵
を
学

び
、
精
通
し
て
い
る
者
。
仏
教
を
文
字
で
の
み
理
解
し
実
践
を
伴
わ
な
い
者
。【
癡
児
】
煩
悩
に
と
ら
わ
れ
た
人
、
も
の
の
道
理
に
明
ら
か
で
な
い

こ
と
。【
刻
意
】
苦
心
す
る
。【
止
啼
銭
】
方
便
説
法
の
こ
と
。
子
を
泣
き
止
ま
せ
る
た
め
、
黄
色
の
葉
を
金
と
し
て
与
え
る
と
泣
き
止
む
こ
と
か

ら
、
衆
生
の
煩
悩
を
取
り
去
る
た
め
に
様
々
な
方
法
を
と
る
こ
と
。【
良
駟
追
風
】
駟
は
四
頭
立
て
の
馬
。
追
風
は
秦
の
始
皇
帝
の
所
有
し
た
名
馬

か
ら
。

第
八
則　

百
丈
野
狐

【
本
則
】 

擧
。
百
丈
上
堂
。
常
有
一
老
人
聽
法
隨
衆
散
去
。
一
日
不
去
。
丈
乃
問
。
立
者
何
人
。
老
人
云
。
某
甲
於
過
去
迦
葉
佛
時
曾

住
此
山
。
有
學
人
問
。
大
修
行
底
人
。
還
落
因
果
也
無
。
對
他
道
。
不
落
因
果
。
堕
野
狐
身
五
百
生
。
今
請
和
尚
。
代
一
轉

語
。
丈
云
。
不
昧
因
果
。
老
人
於
言
下
大
悟
。

﹇
訓
読
﹈ 

挙
す
。
百
丈
上
堂
す
。
常
に
一
老
人
有
っ
て
法
を
聴
き 

衆
に
随
て
散
じ
去
る
。
一
日
去
ら
ず
。
丈
乃
ち
問
う
、
立
つ
者
は
何
人

ぞ
。
老
人
云
く
、
某
甲
過
去
迦
葉
仏
の
時
に 
曽
て
此
の
山
に
住
す
。
学
人
有
っ
て
問
う
。
大
修
行
底
の
人
、
還
っ
て
因
果
に
落
ち

る
や
と
。
他
に
対
え
て
道
く
。
不
落
因
果
と
。
野
狐
身
に
堕
す
こ
と
五
百
生
。
今
和
尚
に
請
う
。
一
転
語
を
代
せ
。
丈
云
く
、
不
昧

因
果
と
。
老
人
言
下
に
於
い
て
大
悟
す
。

﹇
和
訳
﹈

諸
君
、
よ
く
聞
き
な
さ
い
。
百
丈
懐
海
が
法
堂
に
て
説
法
す

る
時
、
僧
た
ち
と
一
緒
に
聴
い
て
帰
っ
て
い
く
一
人
の
老
人

﹇
釈
意
﹈

老
人
の
い
う
不
落
因
果
で
は
、
因
果
の
道
理
に
従
っ
て
い
な
い
。
す
べ
て
に

原
因
が
あ
り
、
結
果
が
生
じ
る
。
こ
の
関
係
を
否
定
し
て
は
、
縁
起
の
理
法
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が
い
ま
し
た
。
あ
る
日
、
老
人
は
帰
ろ
う
と
せ
ず
、
百
丈
が

尋
ね
ま
し
た
。「
そ
こ
に
い
る
あ
な
た
は
誰
で
す
か
」
と
。

老
人
が
言
い
ま
し
た
。「
私
は
迦
葉
仏
の
時
代
に
こ
の
山
で

住
持
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時
、
あ
る
修
行
僧
が
修
行
の

完
成
し
た
人
で
も
、
因
果
に
落
ち
る
こ
と
は
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
と
問
い
ま
し
た
の
で
、
衲
は
因
果
に
落
ち
な
い
と
答
え

ま
し
た
。
す
る
と
、
狐
に
五
百
回
も
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
和
尚
様
、
今
、
私
を
（
輪
廻
か

ら
）
解
き
放
つ
一
言
を
お
願
い
し
ま
す
」
と
。
百
丈
が
言
い

ま
し
た
。「
因
果
に
迷
わ
な
い
こ
と
で
す
」
と
。
老
人
は
こ

の
言
葉
に
よ
っ
て
、
悟
り
を
得
て
狐
身
を
脱
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

も
現
実
世
界
も
成
立
し
な
い
。

存
在
の
原
理
と
し
て
の
因
果
と
い
う
仏
教
の
根
本
理
念
を
否
定
し
た
た
め

に
、
老
人
は
狐
に
生
ま
れ
変
わ
り
続
け
る
と
い
う
連
関
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て

し
ま
っ
た
。
仏
法
の
真
随
を
見
極
め
た
も
の
は
、
因
果
の
法
則
に
と
ら
わ
れ

迷
う
こ
と
は
な
い
。
不
昧
因
果
と
は
、
そ
の
真
理
に
従
っ
て
あ
り
の
ま
ま
を

受
け
入
れ
る
る
こ
と
で
あ
る
。
因
果
を
受
け
入
れ
て
、
し
か
も
因
果
に
と
ら

わ
れ
迷
わ
な
い
こ
と
と
い
え
る
。
こ
の
言
葉
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
老
人
は

因
果
の
真
実
を
会
得
し
、
迷
妄
の
因
果
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
。

【
頌
】 

頌
曰
。
一
尺
水
。
一
丈
波
。
不
五
百
生
前
奈
何
。
不
落
不
昧
商
量
也
、
依
前
撞
入
葛
藤
窠
。
阿
呵
呵
。
会
也
麼
。
若
是
儞
灑

灑
落
落
。
不
妨
我
哆
哆
和
和
。
神
歌
社
舞
自
成
曲
。
拍
手
其
間
唱
哩
囉
。

﹇
訓
読
﹈ 

頌
に
曰
く
。
一
尺
の
水
、
一
丈
の
波
、
五
百
生
前
奈
何
と
も
せ
ず
。
不
落
不
昧
を
商
量
し
、
依
前
と
し
て
撞
入
す
る
葛
藤
窠
。
阿
呵

呵
、
会
す
や
。
若
し
是
れ
汝 

灑
灑
落
落
な
れ
ば
、
我
が
哆
哆
和
和
を
妨
げ
ず
。
神
歌
社
舞
自
ら
曲
を
成
す
。
手
を
拍
ち
て
其
の
間

に
哩
囉
を
唱
う
。
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﹇
釈
意
﹈

不
落
因
果
と
い
う
一
言
の
波
が
、
五
百
生
と
い
う
大
き
な
災
い
を
引
き
起
こ

し
た
。
不
落
因
果
と
い
う
立
場
は
、
落
ち
る
落
ち
な
い
と
い
う
分
別
に
つ
な

が
る
。
そ
の
よ
う
な
境
地
で
は
、
老
人
が
狐
の
身
か
ら
抜
け
出
ら
れ
な
か
っ

た
よ
う
に
、
分
別
と
い
う
蔦
に
絡
め
と
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。「
因
果

に
昧
ま
な
い
」
と
は
因
果
を
も
あ
る
が
ま
ま
に
見
て
、
と
ら
わ
れ
な
い
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
意
味
が
わ
か
る
者
は
、
こ
こ
で
の
説
明
は
赤
子
の
言
葉
の
様

に
、
意
味
の
な
い
も
の
と
感
じ
る
だ
ろ
う
と
宏
智
は
言
う
。
村
祭
り
の
歌
や

舞
り
に
合
わ
せ
て
、
習
わ
ず
と
も
自
然
と
合
い
の
手
を
打
っ
て
し
ま
う
よ
う

に
、
あ
え
て
思
慮
分
別
を
止
め
る
と
い
う
こ
と
も
な
く
、
今
を
あ
り
の
ま
ま

を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
、
不
昧
因
果
と
い
え
る
。

﹇
和
訳
﹈

天
童
覚
和
尚
が
頌
に
い
い
ま
し
た
。
一
尺
の
水
が
一
丈
の
波

に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
一
度
の
間
違
い
を
改
め
る
こ
と

が
で
き
ず
、
五
百
回
も
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
不
落
か
不
昧
か
と
議
論
し
て
い
る
う
ち
は
、
依
然
と
し

て
蔓
が
絡
ま
っ
た
穴
の
中
で
も
が
く
よ
う
な
も
の
で
す
。
ア

ハ
ハ
、
わ
か
り
ま
す
か
。
も
し
、
留
ま
る
こ
と
な
く
流
れ
る

水
の
よ
う
に
、
心
の
中
の
こ
だ
わ
り
を
無
く
せ
ば
、
赤
子
の

よ
う
な
衲
の
言
葉
に
な
ら
な
い
言
葉
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
神
社
の
祭
り
の
歌
や
踊
り
は
自
然
に
音
楽
と

な
り
ま
し
た
。
人
々
は
手
拍
子
で
合
い
の
手
を
入
れ
ま
す
。

﹇
語
彙
﹈ 

【
過
去
迦
葉
仏
】
釈
尊
以
前
の
過
去
七
仏
の
第
六
。【
不
落
因
果
】
因
果
の
法
則
か
ら
離
れ
、
関
わ
ら
な
い
こ
と
。【
一
転
語
】
進
退
窮
ま
っ
た
そ
こ

で
真
の
自
由
に
転
換
さ
せ
る
一
句
。【
不
昧
因
果
】
因
果
を
認
め
つ
つ
、
そ
れ
を
軽
ん
じ
な
い
こ
と
。【
灑
灑
落
落
】
さ
ら
さ
ら
と
流
れ
落
ち
る
様
。

【
哆
哆
和
和
】
幼
児
の
語
を
表
す
。
言
葉
の
体
を
成
し
て
い
な
い
こ
と
を
い
う
。【
哩
囉
】
音
律
に
合
わ
な
い
口
拍
子
。

第
九
則　

南
泉
斬
猫

【
本
則
】 

擧
。
南
泉
一
日
。
東
西
兩
堂
爭
猫
兒
。
南
泉
見
遂
提
起
云
。
道
得
卽
不
斬
。
衆
無
對
。
泉
斬
却
猫
兒
為
兩
段
。
泉
復
擧
前
話

問
趙
州
。
州
便
脫
草
鞋
。
於
頭
上
戴
出
。
泉
云
。
子
若
在
。
恰
救
得
猫
兒
。
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﹇
釈
意
﹈

修
行
僧
た
ち
が
何
を
議
論
し
て
い
た
か
は
不
明
だ
が
、
推
察
す
る
な
ら
猫
に

仏
性
が
あ
る
か
否
か
と
論
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
南
泉
は
理
論
で
の
み
考

え
る
僧
た
ち
の
分
別
を
暴
き
出
し
、
鮮
や
か
に
断
ち
切
っ
て
み
せ
た
。
寺
院

内
で
命
を
奪
う
こ
と
は
考
え
難
い
た
め
、
猫
を
斬
っ
た
素
振
り
を
し
、
そ
の

行
為
で
僧
た
ち
に
対
す
る
否
定
の
意
味
を
込
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、

南
泉
は
外
出
か
ら
戻
っ
た
趙
州
を
試
し
て
い
る
。
趙
州
は
、
本
来
は
足
に
履

く
草
履
を
頭
に
乗
せ
る
こ
と
で
、
分
別
に
と
ら
わ
れ
な
い
あ
り
か
た
を
身
を

も
っ
て
を
示
し
た
。
こ
の
行
動
は
、
仏
性
を
有
る
か
無
い
か
と
い
う
分
別
智

で
考
え
る
僧
た
ち
へ
の
批
判
で
あ
る
。
仏
性
と
は
天
地
に
満
ち
て
い
る
存
在

の
本
源
と
も
言
え
、
千
差
万
別
の
様
相
で
あ
ら
わ
れ
る
が
、
有
無
や
優
劣
で

計
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
趙
州
の
み
が
こ
れ
を
わ
か
っ
て
い
た
た
め
、
南
泉

は
評
価
し
た
の
で
あ
る
。
猫
を
救
う
と
は
、
門
下
の
修
行
者
の
接
化
を
指
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

﹇
和
訳
﹈

諸
君
、
よ
く
聞
き
な
さ
い
。
南
泉
普
願
は
あ
る
日
、
山
内
の

僧
た
ち
が
一
匹
の
猫
を
巡
り
言
い
争
っ
て
い
る
光
景
を
見
ま

し
た
。

南
泉
は
直
ち
に
そ
の
猫
を
つ
ま
み
上
げ
て
言
い
ま
し
た
。「
お

前
た
ち
、
何
と
か
言
っ
て
み
な
さ
い
。
う
ま
く
言
え
た
ら
こ

の
猫
は
救
わ
れ
る
が
、
言
え
な
け
れ
ば
斬
り
捨
て
ら
れ
る
だ

ろ
う
」
と
。
し
か
し
誰
も
何
も
言
う
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で

し
た
。
南
泉
は
仕
方
な
く
猫
を
真
っ
二
つ
に
斬
り
捨
て
て
し

ま
い
ま
し
た
。
弟
子
の
趙
州
が
外
出
か
ら
戻
り
ま
し
た
。
南

泉
は
趙
州
に
猫
の
一
件
を
話
し
ま
し
た
。
聞
き
終
わ
る
と
趙

州
は
、
履
い
て
い
た
草
履
を
脱
い
で
自
分
の
頭
に
載
せ
る
と

部
屋
を
出
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
姿
を
見
て
、
南

泉
は
、
あ
あ
、
お
前
が
あ
の
場
に
い
て
く
れ
た
ら
、
あ
の
猫

を
救
っ
て
や
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
、
と
言
い
ま
し
た
。

﹇
訓
読
﹈ 

挙
す
。
南
泉
一
日
、
東
西
両
堂
猫
児
を
争
う
。
南
泉
見
る
に
遂
に
提
起
し
て
云
く
。
道
ひ
得
れ
ば
即
ち
斬
ら
ず
。
衆
対
ふ
る
無
し
。

泉 

猫
児
を
斬
却
し
て
両
段
と
為
す
。
泉 

復
た
前
話
を
挙
し
て
趙
州
に
問
う
。
州
便
ち
草
鞋
を
脱
ぎ
て
頭
上
に
戴
き
て
出
づ
。
泉
云

く
。
子
若
し
在
ら
ば
、
恰
も
猫
児
の
救
す
る
を
得
ん
。
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【
頌
】 

頌
曰
。
兩
堂
雲
水
尽
紛
拏
。
王
老
師
能
驗
正
邪
。
利
刀
斬
斷
俱
亡
像
。
千
古
令
人
愛
作
家
。
此
道
未
喪
。
知
音
可
嘉
。
鑿
山

透
海
兮
唯
尊
大
禹
。
鍊
石
補
天
兮
獨
賢
女
媧
。
趙
州
老
有
生
涯
。
草
鞋
頭
戴
較
些
些
異
中
來
也
還
明
鑒
。
只
箇
眞
金
不
混
沙
。

﹇
訓
読
﹈ 
頌
に
曰
く
、
両
堂
の
雲
水
尽
く
紛
拏
す
。
王
老
師
能
く
正
邪
を
験
ず
。
利
刀
斬
断
し
て
俱
に
像
を
亡
ず
。
千
古
、
人
を
し
て
作
家
を

愛
せ
し
む
。
此
の
道
未
だ
喪
び
ず
。
知
音
嘉
す
べ
し
。
山
を
鑿
っ
て
海
を
透
す
こ
と
、
唯
り
大
禹
を
尊
と
す
。
石
を
練
っ
て
天
を
補

う
こ
と
、
独
り
女
媧
を
賢
と
す
。
趙
州
老
、
生
涯
有
り
。
草
鞋
頭
に
戴
い
て
些
些
に
較
か
な
り
。
異
中
来
や
、
還
っ
て
明
鑑
。
只
だ

箇
の
真
金
、
沙
に
混
ぜ
す
。

﹇
和
訳
﹈

天
童
覚
和
尚
が
頌
に
い
い
ま
し
た
。
山
内
の
僧
が
東
西
に
分

か
れ
て
あ
れ
こ
れ
と
論
じ
て
い
ま
す
。
王
老
師
（
南
泉
普

願
）
が
正
誤
を
調
べ
て
み
ま
し
た
。
切
れ
味
の
良
い
刀
は
ど

ち
ら
の
像
も
切
っ
て
無
く
し
て
し
ま
い
ま
す
。
昔
か
ら
優
れ

た
禅
者
は
人
々
に
敬
愛
さ
れ
て
い
ま
す
。
禅
の
修
行
の
道
は

未
だ
に
滅
び
て
い
ま
せ
ん
。
心
の
通
う
友
人
が
い
る
の
は
喜

ぶ
べ
き
こ
と
で
す
。
古
代
の
王
禹
は
山
を
切
り
開
い
て
黄
河

を
海
に
通
し
ま
し
た
。
女
媧
は
天
柱
が
砕
け
た
と
き
五
色
の

石
を
練
っ
て
補
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
趙
州
の
人
生
は
禅
に

徹
底
し
て
い
ま
し
た
。
草
鞋
を
頭
に
載
せ
る
な
ど
、
少
し
は

分
か
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
外
か
ら
や
っ
て
来
た
の
で
か

﹇
釈
意
﹈

仏
性
を
鋭
い
刀
で
両
断
し
て
も
、
ど
ち
ら
も
仏
性
で
あ
る
か
ら
二
つ
に
な
る

こ
と
は
な
い
。
南
泉
は
有
無
の
分
別
を
断
ち
切
っ
て
跡
形
も
無
く
消
し
去
っ

た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
修
行
僧
た
ち
の
煩
悩
を
斬
っ
て
捨
て
た
南
泉
と
、
そ

れ
を
理
解
し
た
趙
州
と
の
関
係
を
気
の
お
け
な
い
友
人
に
例
え
て
い
る
。
さ

ら
に
大
河
を
海
ま
で
通
し
た
と
い
う
禹
王
に
鮮
や
か
に
煩
悩
を
切
り
捨
て
た

南
泉
を
な
ぞ
ら
え
、
天
を
補
修
し
た
女
媧
王
と
南
泉
の
問
い
に
答
え
を
見
出

だ
し
、
猫
を
生
か
す
可
能
性
の
あ
っ
た
趙
州
の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。

趙
州
を
少
し
は
わ
か
っ
て
い
た
人
物
と
表
現
す
る
言
葉
（
些
些
）
の
裏
に
は

賞
賛
の
意
味
が
あ
る
。
外
か
ら
や
っ
て
き
た
者
は
全
く
違
っ
た
視
点
か
ら
行

動
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
違
い
が
際
立
つ
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
趙
州

と
そ
の
他
の
僧
と
の
境
地
の
違
い
を
指
し
て
い
る
。
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え
っ
て
鏡
に
映
す
よ
う
に
よ
く
見
え
ま
す
。
真
金
は
砂
の
中

に
あ
っ
て
も
混
ざ
る
こ
と
な
く
輝
く
も
の
な
の
で
す
。

﹇
語
彙
﹈ 
【
提
起
】
猫
を
引
っ
下
げ
る
こ
と
。【
趙
州
】
趙
州
従

（
778
〜
897
）。
南
泉
普
願
の
法
嗣
。
趙
州
の
観
音
院
に
住
し
た
。【
王
老
師
】
南
泉
普
願
（
748

〜
835
）
の
こ
と
。
俗
姓
王
氏
の
た
め
に
こ
う
呼
ば
れ
た
。【
作
家
】
唐
宋
の
詩
文
に
優
れ
る
作
家
を
い
う
。
転
じ
て
禅
機
の
優
れ
た
者
。【
知
音
】

『
列
子
』
の
故
事
よ
り
。
心
の
底
ま
で
理
解
で
き
る
友
人
。【
大
禹
】『
史
記
』
夏
本
記
の
禹
が
黄
河
の
氾
濫
を
よ
く
治
め
た
と
い
う
故
事
か
ら
。【
女

媧
】『
列
子
』
湯
問
篇
に
あ
る
、
戦
で
折
れ
た
天
柱
を
女
媧
氏
が
石
を
練
っ
て
補
修
し
た
と
い
う
故
事
か
ら
。

第
十
則　

台
山
婆
子

【
本
則
】 

擧
。
臺
山
路
上
有
一
婆
子
。
凡
有
僧
問
台
山
路
向
什
麼
處
去
。
婆
云
。
驀
直
去
。
僧
纔
行
。
婆
云
。
好
箇
阿
師
又
恁
麼
去

也
。
僧
挙
似
趙
州
。
州
云
。
待
輿
勘
過
。
州
亦
如
問
。
至
來
日
上
堂
云
。
我
爲
汝
勘
破
婆
子
了
也
。

﹇
訓
読
﹈ 

挙
す
。
台
山
路
上
に
一
婆
子
有
り
。
凡
そ
僧
有
り
て
台
山
の
路
什
麼
の
処
に
向
っ
て
去
る
や
と
問
う
。
婆
云
く
。
驀
直
去
と
。

僧 

纔
に
行
く
。
婆
云
く
。
好
箇
の
阿
師
又
た
恁
麼
に
去
く
と
。
僧 

趙
州
に
挙
似
す
。
州
云
く
。
待
て
与
に
勘
過
せ
ん
。
州 

亦
た

前
の
如
く
問
う
。
来
日
に
至
っ
て
上
堂
し
て
云
く
。
我
汝
が
為
に
婆
子
を
勘
破
し
了
れ
り
。

﹇
和
訳
﹈

諸
君
、
よ
く
聞
き
な
さ
い
。
五
台
山
へ
の
道
に
一
人
の
老
婆

が
い
ま
し
た
。
そ
こ
を
通
る
ほ
と
ん
ど
の
僧
が
聞
き
ま
し

た
。「
五
台
山
へ
向
か
う
に
は
ど
の
道
を
行
け
ば
良
い
で
す

﹇
釈
意
﹈

五
台
山
は
文
殊
菩
薩
を
祀
る
道
場
で
あ
る
。
文
殊
菩
薩
と
は
衆
生
を
悟
り
に

導
く
菩
薩
で
あ
り
、
五
台
山
へ
の
道
と
は
「
悟
り
へ
の
道
」
と
同
義
に
取
る

こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
僧
の
問
い
は
「
悟
り
を
得
る
た
め
の
道
は
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【
頌
】 

頌
曰
。
年
老
成
精
不
謬
傳
。
趙
州
古
仏
嗣
南
泉
。
枯
龜
喪
命
因
圖
象
。
良
駟
追
風
累
纏
牽
。
勘
破
了
老
婆
禪
。
説
向
人
前
不

直
錢
。

﹇
訓
読
﹈ 

頌
に
曰
く
、
年
老
い
て
精
と
成
る
を
謬
っ
て
伝
え
ず
、
趙
州
古
仏
南
泉
に
嗣
ぐ
。
枯
亀
命
を
喪
う
こ
と
図
象
に
因
る
、
良
駟
追
風
も

纏
牽
に
累
さ
る
。
勘
破
し
了
る
老
婆
の
禅
。
人
前
に
説
向
す
れ
ば
銭
に
直
ら
ず
。

か
」
と
。
す
る
と
老
婆
が
言
い
ま
し
た
。「
ま
っ
す
ぐ
に
行

き
な
さ
い
」。
僧
が
少
し
行
く
と
、
老
婆
が
言
い
ま
し
た
。

「
お
人
好
し
の
お
坊
様
が
ま
た
あ
の
よ
う
に
行
き
な
さ
っ

た
」
と
。
僧
は
趙
州
に
こ
の
事
を
話
し
ま
し
た
。
趙
州
が
言

い
ま
し
た
。「
待
っ
て
い
な
さ
い
、
衲
が
見
て
き
ま
し
ょ

う
」。
趙
州
は
先
の
僧
の
よ
う
に
老
婆
に
尋
ね
ま
し
た
。
翌

日
、
趙
州
が
法
堂
に
上
が
っ
て
説
法
す
る
際
に
言
い
ま
し

た
。「
あ
な
た
の
為
に
老
婆
を
見
破
っ
て
き
ま
し
た
」
と
。

何
処
か
」
と
聞
く
意
味
が
暗
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。
禅
の
境
地
に
徹
し
て
い

る
僧
な
ら
ば
老
婆
の
言
葉
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
未
熟
な
者
は
余

計
な
考
え
に
と
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
僧
は
、
趙
州
が
何
を
見
破
っ
た
の
か
を
考
え
て
、
ま
た
迷
う

で
あ
ろ
う
。
趙
州
の
狙
い
は
そ
こ
に
あ
り
、
自
ら
知
ろ
う
と
す
る
努
力
の
積

み
重
ね
に
導
い
た
の
で
あ
る
。
教
え
ら
れ
れ
ば
知
解
に
留
ま
る
が
、
自
ら
会

得
す
れ
ば
真
に
自
己
の
も
の
と
な
る
。

﹇
釈
意
﹈

百
二
十
歳
ま
で
生
き
た
と
さ
れ
る
趙
州
の
老
練
な
手
腕
を
表
し
て
い
る
。
亀

は
占
い
に
用
い
る
甲
羅
を
持
っ
て
い
る
が
為
に
命
を
落
と
す
と
言
わ
れ
る
。

生
半
可
な
禅
に
つ
い
て
の
知
識
を
持
っ
て
い
た
た
め
に
、
老
婆
は
す
る
必
要

の
な
い
こ
と
を
し
て
、
趙
州
に
見
破
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
修
行

﹇
和
訳
﹈

天
童
覚
和
尚
が
頌
に
い
い
ま
し
た
。
年
老
い
て
化
け
物
に
な

る
と
い
う
の
は
本
当
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
長
寿
で
あ
っ
た
趙

州
は
南
泉
普
願
の
法
を
嗣
い
で
い
ま
す
。
亀
が
命
を
奪
わ
れ

る
の
は
甲
羅
に
吉
凶
を
占
う
模
様
が
現
れ
る
か
ら
で
す
。
名
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﹇
語
彙
﹈ 

【
台
山
】
五
台
山
。
五
山
の
一
つ
。
文
殊
菩
薩
を
祀
る
霊
場
と
い
わ
れ
る
。【
驀
直
去
】
ま
っ
す
ぐ
に
行
け
の
意
。【
好
箇
阿
師
】
お
人
よ
し
の
お
坊

様
。【
枯
亀
喪
命
】『
荘
子
』「
外
物
篇
」
の
「
老
亀
の
背
に
吉
凶
禍
福
を
占
う
図
像
が
現
れ
て
い
た
た
め
に
殺
さ
れ
た
」
と
い
う
故
事
。【
良
駟
追

風
】
駟
は
四
頭
立
て
の
馬
車
。
追
風
は
秦
の
始
皇
帝
が
所
有
し
て
い
た
名
馬
の
こ
と
。【
累
纏
牽
】
纏
は
索
の
こ
と
。
手
綱
に
よ
っ
て
自
由
な
行
動

が
奪
わ
れ
る
様
子
。

第
十
一
則　

雲
門
両
病

【
本
則
】 

擧
。
雲
門
大
師
云
。
光
不
透
脱
有
兩
般
病
。
一
切
處
不
明
面
前
有
物
。
是
一
透
得
一
切
法
空
。
隱
隱
地
似
有
箇
物
相
似
。
亦

是
光
不
透
脱
。
又
法
身
亦
有
兩
般
病
。
得
到
法
身
。
爲
法
執
不
忘
已
見
猶
存
。
墮
在
法
身
邊
。
是
一
。
直
饒
透
得
放
過
即
不

可
。
子
細
撿
點
將
來
。
有
什
麼
氣
息
。
亦
是
病
。

﹇
訓
読
﹈ 

挙
す
。
雲
門
大
師
云
く
、
光
透
脱
せ
ざ
れ
ば
両
般
の
病
有
り
。
一
切
の
所 

明
ら
か
な
ら
ず
し
て
面
前
に
物
有
り
。
是
一
に
し
て
一

切
法
空
を
透
得
す
れ
ど
も
、
隠
隠
地
の
箇
の
物
有
る
に
似
て
相
い
似
た
り
。
亦
是
れ
光
透
脱
せ
ざ
る
。
又
法
身
亦
両
般
の
病
有
り
。

法
身
に
到
る
を
得
る
も
、
法
執
を
忘
ぜ
ず
し
て
己
見
猶
存
す
る
が
為
に
、
法
身
辺
に
堕
在
す
。
是
一
な
り
。
直
饒
透
得
す
る
も
放
過

馬
も
綱
に
つ
な
が
れ
て
引
っ
張
り
ま
わ
さ
れ
ま
す
。
趙
州
は

老
婆
の
禅
を
見
破
り
ま
し
た
。
趙
州
が
老
婆
を
見
破
っ
た
こ

と
を
人
前
で
説
い
て
も
、
お
金
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

僧
で
さ
え
、
名
馬
が
手
綱
を
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
老
婆
の
こ
と
ば
に
心
が
縛

ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
こ
で
は
趙
州
が
ど
の
様
に
老
婆
を
見
破
っ
た
か
を
僧

に
教
え
て
は
い
な
い
。
そ
れ
を
伝
え
て
し
ま
う
こ
と
は
、
趙
州
の
見
解
を
な

ぞ
る
こ
と
に
終
止
し
て
し
ま
い
、
こ
の
僧
独
自
の
境
地
に
は
な
ら
な
い
た

め
、
趙
州
は
詳
細
を
伝
え
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。「
不
直
銭
」
と
は
そ
の

意
味
で
使
わ
れ
た
こ
と
ば
で
あ
る
。
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せ
ば
即
ち
不
可
な
り
。
子
細
に
点
検
し
将
来
せ
ば
、
什
麼
の
気
息
か
有
ら
ん
。
亦
是
れ
病
な
り
。

﹇
和
訳
﹈

諸
君
、
よ
く
聞
き
な
さ
い
。
雲
門
大
師
は
、
次
の
よ
う
に
説

法
を
し
ま
し
た
。
無
分
別
心
（
悟
り
）
を
得
た
と
し
て
も
、

そ
れ
を
超
え
な
け
れ
ば
、
二
種
類
の
病
と
な
り
ま
す
。
す
べ

て
の
も
の
は
移
り
変
わ
る
と
会
得
し
て
も
、
目
前
に
存
在
す

る
も
の
に
心
を
捉
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
、
こ
れ
が
一
つ
目
の

病
で
す
。
人
法
と
も
す
べ
て
を
「
空
」
と
会
得
し
て
い
て

も
、
仏
の
境
界
が
あ
る
か
の
よ
う
な
分
別
心
を
持
つ
な
ら

ば
、
真
の
解
脱
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
二
つ
目
の
病
で

す
。

ま
た
、
清
浄
法
身
（
仏
心
）
を
得
て
も
二
つ
の
病
と
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
悟
り
に
到
っ
て
も
、
こ
こ
が
安
住
の
地
と

思
い
、
そ
こ
に
留
ま
っ
て
し
ま
う
の
が
一
つ
目
の
病
で
す
。

さ
ら
に
、
悟
道
に
到
っ
て
も
、
こ
こ
を
悟
り
の
終
着
点
と
考

え
て
、
修
行
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
よ
く

よ
く
自
身
の
悟
り
を
点
検
し
た
と
し
て
も
、
悟
り
と
し
て
完

全
で
あ
る
と
安
堵
し
て
し
ま
え
ば
、
本
来
の
働
き
を
失
っ

﹇
釈
意
﹈

雲
門
文
偃
が
、
悟
入
前
と
悟
入
後
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
両
病
」
と
表
現

し
、
修
行
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
説
法
を
し
て
い
る
。
仏
性
を
得
る
に
は
、

目
の
前
の
も
の
に
対
し
て
、
分
別
心
を
持
た
な
い
こ
と
、
外
に
悟
り
の
世
界

を
求
め
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
た
と
え
仏
性
を
会
得
し
て

も
、
悟
道
し
た
自
分
の
立
場
に
執
着
し
、
こ
れ
で
完
成
し
た
と
い
う
想
い
が

あ
る
な
ら
、
真
に
本
来
の
在
り
方
を
会
得
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。

悟
り
の
本
質
が
会
得
で
き
て
い
れ
ば
、
了
悟
の
後
に
は
自
ず
と
悟
り
の
境
地

を
離
れ
て
、
凡
夫
の
世
界
へ
と
回
帰
す
る
の
で
あ
る
。
本
来
の
自
己
を
了
得

し
て
、
修
行
を
完
了
し
た
と
の
錯
誤
に
陥
ら
な
い
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
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﹇
和
訳
﹈

天
童
覚
和
尚
が
頌
に
い
い
ま
し
た
。
自
然
も
人
も
、
そ
の
ま

ま
が
真
実
の
姿
で
す
。
自
由
自
在
の
悟
り
を
会
得
し
て
も
、

そ
の
境
地
に
執
着
す
れ
ば
、
真
実
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
自
身
の
身
心
の
庭
を
掃
き
尽
く
せ
る
ほ
ど
力
量
の

あ
る
人
は
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
根
源
的
迷
妄
は
容
易
に
は

除
く
こ
と
が
で
き
ず
、
人
の
心
の
奥
底
に
隠
れ
て
、
い
つ
も

分
別
の
世
界
へ
と
後
戻
り
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

漁
師
は
船
を
波
止
場
に
繋
ぎ
、
水
面
に
映
る
青
々
と
し
た
秋

空
と
秋
の
景
色
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
船
を
動
か
す
棹
も
、

雪
が
積
も
っ
た
か
の
よ
う
な
白
い
蘆
の
花
の
中
に
差
し
込
ま

【
頌
】 
頌
曰
。
森
羅
萬
象
許
崢
嶸
。
透
脱
無
方
礙
眼
睛
。
掃
彼
門
庭
誰
有
力
。
隱
人
胸
次
自
成
情
。
船
横
野
渡
涵
秋
碧
。
棹
入
蘆
花

照
雪
明
。
串
錦
老
漁
懷
就
市
。
飄
飄
一
葉
浪
頭
行
。

﹇
訓
読
﹈ 

頌
に
曰
く
。
森
羅
万
象
峥
嶸
に
許
す
。
透
脱
無
方
な
る
も
眼
睛
を
礙
ぐ
。
彼
の
門
庭
を
掃
く
に
誰
ぞ
力
有
る
や
。
人
の
胸
次
に
隠
れ

て
自
ら
情
を
成
す
。
船
は
野
渡
の
秋
に
涵
さ
れ
て
碧
に
横
た
わ
り
、
棹
は
蘆
花
の
雪
に
照
ら
さ
れ
て
明
に
入
る
。
串
錦
の
老
漁 

市

に
就
か
ん
こ
と
を
懐
い
、
飄
飄
と
し
て
一
葉
浪
頭
を
行
く
。

﹇
釈
意
﹈

「
叢
林
の
庭
を
掃
く
」
は
、
ど
の
よ
う
に
自
身
の
煩
悩
を
払
拭
す
る
か
を
譬

え
て
い
る
。
分
別
が
あ
る
か
ら
払
拭
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
、
分
別
に
捉

わ
れ
て
し
ま
う
。
修
行
が
進
み
、
悟
り
の
世
界
（
彼
岸
）
に
達
し
て
も
、
そ

こ
に
映
し
だ
さ
れ
た
絶
景
を
眺
め
て
み
と
れ
て
し
ま
い
、
到
達
し
た
と
こ
ろ

に
留
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
雪
と
白
い
蘆
の
花
の
見
分
け
が
つ
か
な

い
よ
う
な
、
差
別
の
な
い
自
由
無
碍
な
境
地
に
い
る
と
思
っ
て
、
己
見
に
お

ぼ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
老
漁
夫
（
祖
師
）
が
思
い
描
く
こ
と
は
、
魚
を
市
場

で
売
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
衆
生
済
度
の
境
地
で
あ
る
。
悟
り
に
何
の

未
練
も
こ
だ
わ
り
も
な
く
、
船
を
此
岸
へ
と
向
け
て
い
る
。
了
悟
の
後
、
衆

生
を
導
く
手
段
を
弄
す
る
こ
と
を
譬
え
て
い
る
。

て
、
二
つ
目
の
病
と
な
る
の
で
す
。
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れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
魚
を
釣
り
上
げ
た
老
漁
夫
は
、
市

場
で
魚
を
売
る
こ
と
を
思
い
、
何
の
こ
だ
わ
り
も
な
く
船
を

漕
ぎ
出
し
て
ゆ
き
ま
す
。

﹇
語
彙
﹈ 

【
雲
門
大
師
】
雲
門
文
偃
（
864
〜
949
）。
嘉
興
（
浙
江
省
）
の
人
。
雪
峰
義
存
に
参
じ
、
そ
の
法
を
嗣
ぐ
。【
隠
隠
地
】
表
に
現
わ
れ
な
い
が
、
そ
の

存
在
は
確
か
な
さ
ま
。
地
は
助
詞
。【
放
過
】
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
。【
什
】
写
本
に
よ
っ
て
は
「
甚
」。

第
十
二
則　

地
蔵
種
田

【
本
則
】 

擧
。
地
藏
問
修
山
主
。
甚
處
來
。
修
云
。
南
方
來
。
藏
云
。
南
方
近
日
佛
法
如
何
。
修
云
。
商
量
浩
浩
地
。
藏
云
。
爭
如
我

這
裡
種
田
博
飯
喫
。
修
云
。
爭
奈
三
界
何
。
藏
云
。
爾
喚
什
麼
作
三
界
。

﹇
訓
読
﹈ 

挙
す
。
地
蔵 

脩
山
主
に
問
う
。
甚
処
よ
り
来
る
や
。
脩
云
く
、
南
方
よ
り
来
た
る
。
蔵
云
く
、
南
方 

近
日
の
仏
法
如
何
。
脩
云

く
、
商
量
浩
浩
地
た
り
。
蔵
云
く
、
争
か
我
れ
這
裏
に
田
を
種
え 

飯
を
慱
め
て
喫
せ
ん
が
如
し
。
脩
云
く
、
争
か
三
界
を
奈
何
せ

ん
。
蔵
云
く
、
你 

甚
麼
を
喚
ん
で
か
三
界
と
作
す
や
、
と
。

﹇
和
訳
﹈

諸
君
、
よ
く
聞
き
な
さ
い
。
地
蔵
は
脩
山
主
に
「
ど
こ
か
ら

来
ま
し
た
か
」
と
質
問
を
し
ま
し
た
。
脩
山
主
は
「
南
方
か

ら
来
ま
し
た
」
と
あ
り
に
ま
ま
に
答
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
地

蔵
は
「
近
頃
の
南
方
の
仏
法
は
ど
の
よ
う
な
状
況
で
す
か
」

﹇
釈
意
﹈

地
蔵
桂
琛
は
、
脩
山
主
に
「
ど
こ
か
ら
来
ま
し
た
か
」（
あ
な
た
は
本
来
の

自
己
を
会
得
し
ま
し
た
か
）
と
問
う
て
い
る
。
そ
れ
は
、
仏
法
と
は
，
真
の

自
己
と
は
何
か
を
、
あ
な
た
自
身
の
方
法
で
答
え
な
さ
い
と
尋
ね
て
い
る
の

で
あ
る
。
地
蔵
の
真
意
が
見
抜
け
な
か
っ
た
脩
山
主
は
、
南
か
ら
来
た
と
応
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【
頌
】 

頌
曰
。
宗
説
般
般
盡
強
爲
。
流
傳
耳
口
便
支
離
。
種
田
博
飯
家
常
事
。
不
是
飽
參
人
不
知
。
參
飽
明
知
無
所
求
。
子
房
終
不

貴
封
侯
。
忘
機
歸
去
同
魚
鳥
。
濯
足
滄
浪
煙
水
秋
。

﹇
訓
読
﹈ 

頌
に
曰
く
。
宗
説
般
般
尽
く
強
い
て
為
す
。
耳
口
に
流
伝
す
れ
ば
便
ち
支
離
す
。
田
を
種
え
飯
を
慱
む
家
常
の
事
。
是
れ
飽
参
の
人

に
あ
ら
ず
ん
ば
知
ら
ず
。
参
じ
飽
き
て
明
ら
か
に
知
る
求
む
所
無
し
と
。
子
房
終
に
封
侯
を
貴
ば
ず
。
機
を
忘
じ
帰
り
去
ら
ば
魚
鳥

に
同
じ
し
。
足
を
滄
浪
に
濯
う
煙
水
の
秋
。

と
問
い
ま
し
た
。
脩
山
主
は
「
問
答
が
盛
ん
で
す
」
と
返

事
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
て
、
地
蔵
は
「
そ
れ
な
ら
、

衲
が
こ
こ
で
米
を
作
り
、
握
り
飯
を
作
っ
て
い
る
こ
と
と

変
わ
り
は
な
い
な
」
と
答
え
ま
し
た
。
脩
山
主
は
「
で
は
、

三
界
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
お
み
え
で
す
か
」

と
問
い
ま
し
た
。
地
蔵
は
「
あ
な
た
の
言
う
三
界
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
す
か
」
と
質
し
ま
し
た
。

え
、
問
答
の
盛
ん
な
さ
ま
を
報
告
し
た
。
地
蔵
は
、
ど
ん
な
弁
舌
を
用
い
て

も
、
知
解
分
別
に
止
ま
れ
ば
仏
法
の
会
得
に
は
至
ら
ず
、
文
字
や
こ
と
ば
に

捉
わ
れ
な
い
日
々
の
修
行
こ
そ
、
真
の
仏
法
で
あ
る
と
教
え
た
。
し
か
し
、

脩
山
主
は
南
方
で
修
行
し
た
自
負
を
も
っ
て
、
地
蔵
を
「
三
界
」
で
や
り
込

め
ん
と
し
た
。
地
蔵
は
、
こ
の
現
実
世
界
を
措
い
て
別
に
三
界
が
あ
る
の
で

は
な
い
。
理
念
と
し
て
の
三
界
に
執
着
し
、
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
誤

る
こ
と
に
な
る
と
、
米
を
作
り
に
ぎ
り
め
し
を
丸
め
て
い
る
と
教
え
た
の
で

あ
る
。
後
、
脩
山
主
は
地
蔵
の
方
便
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
界
こ
そ
真
実
、
と

い
う
教
え
に
気
付
き
、
地
蔵
の
法
を
嗣
い
だ
。

﹇
和
訳
﹈

天
童
覚
和
尚
が
頌
に
い
い
ま
し
た
。
南
方
で
は
、
問
答
が
盛

ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
耳
で
聞
い
た
仏
法
を
、

﹇
釈
意
﹈

本
則
に
記
さ
れ
る
地
蔵
と
脩
山
主
の
問
答
は
、
理
念
に
と
ら
わ
れ
て
日
常
を

忘
れ
て
は
、
真
実
の
在
り
方
を
会
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
説
い
て
い
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い
く
ら
言
葉
巧
み
に
説
い
て
も
、
間
違
っ
た
方
向
へ
と
い
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
田
に
稲
を
実
ら
せ
、
米
を
作
り
握
り
飯
を

作
る
日
常
底
こ
そ
真
実
の
姿
で
す
。
了
悟
の
人
は
、
今
こ
の

日
常
こ
そ
真
実
で
あ
り
、
こ
の
ほ
か
に
仏
の
世
界
が
あ
る
と

虚
妄
分
別
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
張
子
房
の

よ
う
に
、
栄
誉
を
捨
て
て
故
郷
に
帰
り
、
自
然
の
中
で
魚
や

鳥
と
同
じ
よ
う
に
生
き
る
こ
と
こ
そ
、
真
の
生
き
方
と
い
え

ま
す
。
清
ら
か
な
水
で
は
冠
の
紐
を
洗
い
、
水
が
濁
れ
ば
足

を
洗
う
よ
う
に
、
時
に
応
じ
た
捉
わ
れ
の
な
い
生
活
こ
そ
理

想
の
生
き
方
な
の
で
す
。

る
。
こ
と
ば
（
論
理
）
か
ら
離
れ
て
、
日
々
の
修
行
を
ひ
た
す
ら
続
け
る
こ

と
こ
そ
が
、
何
物
に
も
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
求
道
者
の
生
き
方
で
あ

る
。
頌
で
は
、
迷
い
を
離
れ
、
自
由
な
在
り
方
に
つ
い
て
、
張
子
房
が
諸
侯

と
な
る
の
を
断
っ
た
こ
と
は
、
魚
が
水
中
を
泳
ぎ
、
鳥
が
大
空
を
羽
ば
た
く

よ
う
に
自
然
と
一
体
に
な
る
こ
と
で
、
そ
れ
は
理
想
の
境
地
で
あ
る
も
の

の
、
そ
こ
に
安
住
し
て
は
悟
境
へ
の
執
着
と
な
っ
て
し
ま
う
と
説
く
。
さ
ら

に
一
歩
を
進
め
て
、
自
在
に
生
き
る
こ
と
が
、
引
い
て
は
導
く
と
い
う
意
識

な
く
人
々
を
接
化
す
る
こ
と
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
、
川
の
水
で
足
を
洗

う
こ
と
を
挙
げ
て
示
し
て
い
る
。

﹇
語
彙
﹈ 

【
地
蔵
】（
867
〜
928
）
地
蔵
桂
琛
。
常
山
（
浙
江
省
）
の
人
。
雲
居
道
膺
・
雪
峰
義
存
・
玄
沙
師
備
に
参
じ
た
。
玄
沙
師
備
の
法
嗣
。
地
蔵
院
（
閩
の

西
石
山
）、
羅
漢
院
（
漳
州
）
に
住
す
。【
脩
山
主
】（
唐
末
五
代
頃
）。
龍
済
紹
修
と
も
。
桂
琛
の
法
を
嗣
ぐ
。【
浩
浩
地
】
さ
か
ん
な
さ
ま
。
地
は

助
詞
。【
博
】（
＝
愽
）。
こ
こ
で
は
「
慱
」（
意
・
ま
る
め
る
）。【
争
奈
】
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。【
三
界
】
欲
界
・
色
界
・
無
色
界
の
こ
と
。【
宗

説
】
宗
通
・
説
通
の
略
。
宗
旨
の
根
本
を
悟
り
、
弁
舌
を
も
っ
て
説
き
示
す
。【
子
房
】
漢
の
高
祖
の
重
臣
、
張
良
（
？
〜
186
）
の
こ
と
。
紀
元
前

二
〇
三
年
、
劉
邦
と
項
羽
の
戦
い
で
項
羽
を
滅
ぼ
し
た
。
褒
賞
と
し
て
、
諸
侯
と
な
る
よ
う
に
す
す
め
ら
れ
る
が
こ
れ
を
辞
退
し
、
留
に
封
ぜ
ら

れ
、
留
侯
と
な
っ
た
。【
封
侯
】
地
方
君
主
。
諸
侯
に
任
ぜ
ら
れ
る
。【
滄
浪
】
川
の
名
。『
楚
辞
』
漁
夫
第
七
の
引
用
。【
什
】
写
本
に
よ
っ
て
は

「
甚
」。
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﹇
釈
意
﹈

臨
済
義
玄
が
入
滅
し
よ
う
と
し
た
時
の
、
臨
済
と
三
聖
慧
然
の
問
答
で
あ

る
。
仏
仏
祖
祖
、
法
は
師
か
ら
弟
子
へ
と
相
伝
し
て
い
る
。
仏
法
の
真
髄

は
、
言
葉
や
文
字
で
説
明
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
師
の
は
た
ら
き

が
、
そ
の
ま
ま
、
弟
子
に
伝
え
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
三
聖
の
一
喝
は
、

臨
済
の
教
え
を
継
承
し
た
こ
と
を
指
し
、
臨
済
は
、
三
聖
を
罵
る
こ
と
で
、

殺
活
自
在
の
は
た
ら
き
を
認
め
て
い
る
。
仏
、
祖
師
は
尊
ぶ
べ
き
存
在
で
あ

る
と
い
う
既
成
概
念
を
退
け
る
た
め
に
、
後
継
者
で
あ
る
三
聖
を
瞎
驢
と
呼

び
、
特
別
な
継
承
す
べ
き
何
か
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
な
誤
り
を
避
け
る
た

め
に
、
滅
却
と
い
っ
て
い
る
。
弟
子
へ
の
伝
法
を
、
叱
責
の
言
葉
や
悪
口
・

第
十
三
則　

臨
済
瞎
驢

【
本
則
】 

擧
。
臨
際
將
示
滅
。
囑
三
聖
云
。
吾
遷
化
後
。
不
得
滅
却
吾
正
法
眼
藏
。
聖
云
。
爭
敢
滅
却
和
尚
正
法
眼
藏
。
際
云
。
忽
有

人
問
汝
。
作
麼
生
對
。
聖
便
喝
。
際
云
。
誰
知
吾
正
法
眼
藏
。
向
這
瞎
驢
邊
滅
却
。

﹇
訓
読
﹈ 

挙
す
。
臨
際 
将
に
滅
を
示
さ
ん
と
す
。
三
聖
に
嘱
し
て
云
わ
く
、
吾
が
遷
化
の
後
、
吾
が
正
法
眼
蔵
を
滅
却
す
る
こ
と
を
得
ざ

れ
。
聖
云
く
、
争
か
敢
え
て
和
尚
の
正
法
眼
蔵
を
滅
却
せ
ん
や
。
際
云
く
、
忽
ち
人
有
り
て
汝
に
問
わ
ば
、
作
麼
生
か
対
え
ん
。

聖 

便
ち
喝
す
。
際
云
く
、
誰
か
知
ら
ん
吾
が
正
法
眼
蔵
、
這
の
瞎
驢
辺
に
向
か
っ
て
滅
却
せ
る
を
。

﹇
和
訳
﹈

諸
君
、
よ
く
聞
き
な
さ
い
。
臨
済
が
ま
さ
に
入
滅
し
よ
う
と

し
た
時
、
三
聖
に
後
の
こ
と
を
依
嘱
し
て
言
い
ま
し
た
。

「
衲
の
死
後
、
継
承
し
た
正
し
い
仏
法
の
真
髄
を
、
絶
や
さ

な
い
よ
う
に
相
伝
し
て
下
さ
い
」
と
。
三
聖
は
言
い
ま
し

た
。「
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
絶
や
す
こ
と
は
い

た
し
ま
せ
ん
」。
臨
済
は
「
も
し
誰
か
が
、
あ
な
た
に
仏
法

の
心
髄
を
尋
ね
た
ら
、
ど
の
よ
う
に
答
え
ま
す
か
」
と
問
い

ま
し
た
。
三
聖
は
「
喝
」
と
声
を
発
し
ま
し
た
。
臨
済
は

「
一
体
誰
が
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
衲
の
仏
法
は
、
役
に



宏
智
禅
師
頌
古
百
則
の
研
究
（
一
）（
佐
藤
）

181─　   ─

立
た
な
い
驢
馬
の
よ
う
な
お
ろ
か
な
弟
子
に
よ
っ
て
断
絶
し

て
し
ま
っ
た
こ
と
を
」
と
嘆
き
ま
し
た
。

罵
倒
の
言
葉
で
表
現
す
る
の
は
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。

師
の
仏
法
の
心
髄
は
、
ま
さ
し
く
余
す
と
こ
ろ
な
く
弟
子
へ
と
継
承
さ
れ
る

が
、
そ
の
現
し
方
は
師
と
同
一
で
は
な
く
、
弟
子
の
個
性
が
表
れ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
形
ま
で
も
真
似
る
こ
と
は
、
師
の
跡
を
な
ぞ
る
だ
け
の
ま

や
か
し
だ
か
ら
で
あ
る
。
師
と
並
び
立
つ
に
は
、
臨
済
に
は
臨
済
の
、
三
聖

に
は
三
聖
の
、
修
行
に
よ
り
導
き
出
さ
れ
た
表
現
が
あ
り
、
そ
れ
を
家
風
と

も
称
す
る
の
で
あ
る
。

【
頌
】 

頌
曰
。
信
衣
半
夜
付
盧
能
。
攪
攪
黄
梅
七
百
僧
。
臨
際
一
枝
正
法
眼
。
瞎
驢
滅
却
得
人
憎
。
心
心
相
印
祖
祖
傳
燈
。
夷
平
海

岳
變
化
鯤
鵬
。
只
箇
名
言
難
比
擬
。
大
都
手
段
解
翻
騰
。

﹇
訓
読
﹈ 

頌
に
曰
く
。
信
衣
半
夜
に
盧
能
に
付
す
。
撹
撹
た
る
黄
梅
七
百
の
僧
。
臨
際
一
枝
の
正
法
眼
、
瞎
驢
滅
却
し
て
人
の
憎
し
み
を
得
た

り
。
心
心
相
印
し 

祖
祖
の
燈
を
伝
う
。
海
岳
を
夷
平
し 

鵾
鵬
を
変
化
す
。
只
箇
の
名
言 

比
擬
す
る
こ
と
難
し
。
大
都
手
段
は
翻

騰
な
る
こ
と
を
解
す
べ
し
。

﹇
和
訳
﹈

天
童
覚
和
尚
が
頌
に
い
い
ま
し
た
。
五
祖
弘
忍
か
ら
六
祖
慧

能
へ
と
、
深
夜
の
三
更
（
午
前
〇
〜
二
時
）
に
仏
法
が
伝
え

ら
れ
、
東
禅
寺
の
修
行
僧
七
百
人
は
騒
然
と
な
り
ま
し
た
。

臨
済
が
法
を
伝
え
た
時
も
、
お
ろ
か
な
弟
子
が
、
臨
済
の
教

﹇
釈
意
﹈

六
祖
慧
能
が
五
祖
弘
忍
の
法
を
嗣
い
だ
時
も
、
三
聖
が
臨
済
の
法
を
嗣
い
だ

時
も
、
法
灯
が
正
し
く
受
け
継
が
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
海
や
山
を

平
ら
に
す
る
と
い
う
譬
え
は
、
弟
子
が
大
機
大
用
の
人
と
な
り
、
こ
と
ば
で

表
現
で
き
な
い
程
の
力
量
を
備
え
て
い
る
喩
え
で
あ
る
。
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彙
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【
臨
際
】
臨
済
義
玄
（
？
〜
867
）
の
こ
と
。
曹
州
（
山
東
省
）
南
華
の
人
。
黄
檗
希
運
の
法
嗣
。『
続
蔵
経
』
で
は
「
臨
際
」
と
あ
る
。【
三
聖
】
三

聖
慧
然
（
唐
代
の
人
）。
鎮
州
（
河
北
省
）
三
聖
院
に
住
す
。【
瞎
驢
】
盲
目
の
驢
馬
。
転
じ
て
、
お
ろ
か
な
も
の
。【
信
衣
】
伝
衣
。【
盧
能
】
六
祖

慧
能
（
638
〜
713
）。
范
陽
（
河
北
省
）
の
人
。
新
州
（
広
東
省
新
興
県
）
に
生
ま
れ
る
。
生
誕
地
の
旧
宅
を
国
恩
寺
と
し
、
こ
こ
に
報
恩
塔
を
建
て

寂
し
た
。【
黄
梅
七
百
僧
】
五
祖
弘
忍
の
開
法
説
法
を
し
た
東
禅
寺
。
こ
の
時
の
首
座
は
神
秀
。【
鵾
鵬
】
北
海
に
住
む
と
い
う
大
き
な
魚
と
南
海
に

向
か
っ
て
は
ば
た
く
お
お
と
り
の
こ
と
。
非
常
に
大
き
な
事
業
や
大
人
物
の
た
と
え
。『
荘
子
』
逍
遥
遊
篇
か
ら
の
引
用
。【
名
言
】
名
相
言
句
（
＝

形
と
言
葉
）。

第
十
四
則　

廓
侍
過
茶

【
本
則
】 

擧
。
廓
侍
者
問
徳
山
。
從
上
諸
聖
向
什
麼
處
去
也
。
山
云
。
作
麼
作
麼
。
廓
云
。
勅
点
飛
龍
馬
。
跛

出
頭
來
。
山
便
休

去
。
來
日
山
浴
出
。
廓
過
茶
與
山
。
山
撫
廓
背
一
下
。
廓
云
。
這
老
漢
方
始
瞥
地
。
山
又
休
去
。

え
を
潰
し
た
と
、
人
の
憎
し
み
を
か
い
ま
し
た
。
師
の
心
と

弟
子
の
心
が
一
体
と
な
っ
て
、
仏
祖
の
教
え
が
伝
え
ら
れ
て

き
た
の
で
す
。
弟
子
は
達
悟
に
よ
り
、
深
い
海
、
高
い
山
を

平
に
す
る
よ
う
な
力
量
を
具
え
た
優
れ
た
祖
師
と
な
っ
て
闊

達
自
在
に
羽
ば
た
き
ま
す
。
こ
の
「
喝
」
は
ど
の
よ
う
な
こ

と
ば
を
も
っ
て
し
て
も
言
い
尽
く
せ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
接
化
の
方
法
は
、
祖
師
そ
れ
ぞ
れ
に
自
由
自
在
な
の
で

す
。
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﹇
訓
読
﹈ 

挙
す
。
廓
侍
者 

徳
山
に
問
う
。
従
上
の
諸
聖
什
麼
の
処
に
向
か
い
て
去
る
や
。
山
云
く
、
作
麼
作
麼
。
廓
云
く
、
飛
龍
馬
を
勅
点

す
れ
ば
、
跛

出
頭
し
来
る
。
山
便
ち
休
し
去
る
。
来
日 

山 

浴
よ
り
出
ず
。
廓 

茶
を
わ
た
し
入
れ
て
山
に
与
う
。
山 

廓
が
背
を

撫
す
る
こ
と
一
下
す
。
廓
云
く
、
這
の
老
漢
方
に
始
め
て
瞥
地
。
山
又
休
し
去
る
。

﹇
和
訳
﹈

諸
君
、
よ
く
聴
き
な
さ
い
。
廓
侍
者
が
徳
山
宣
鑑
に
「
輪
廻

の
世
界
か
ら
脱
し
た
歴
代
の
仏
祖
方
は
一
体
ど
こ
へ
行
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
」
と
問
い
ま
し
た
。
徳
山
は
「
何
。
何
。」

と
聞
こ
え
な
い
ふ
り
し
て
廓
侍
者
の
意
図
を
見
抜
い
て
、
は

ぐ
ら
か
し
ま
し
た
。
廓
侍
者
は
「
皇
帝
の
駿
馬
を
用
意
す
る

よ
う
に
命
じ
た
の
に
、
な
ん
と
期
待
に
反
し
て
と
ん
で
も
な

い
鈍
馬
が
出
て
来
て
し
ま
っ
た
」
と
呟
き
ま
し
た
。
徳
山
は

廓
侍
者
の
こ
と
ば
を
聞
い
て
も
何
も
言
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

翌
日
、
徳
山
が
入
浴
を
終
え
た
と
こ
ろ
へ
、
廓
侍
者
が
い
つ

も
と
変
わ
ら
ぬ
様
子
で
、
茶
を
い
れ
て
手
渡
し
ま
し
た
。
す

る
と
徳
山
は
黙
っ
て
廓
侍
者
の
背
中
を
ひ
と
な
で
し
ま
し

た
。
廓
侍
者
は
「
こ
の
老
僧
も
少
し
は
衲
の
境
界
を
つ
か
め

た
よ
う
だ
」
と
再
び
呟
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
徳
山
は
こ
の

時
も
何
も
い
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

﹇
釈
意
﹈

廓
侍
者
は
、
仏
の
世
界
は
ど
こ
に
も
い
か
な
い
こ
と
、
仏
と
は
自
身
で
あ
る

こ
と
を
解
っ
て
い
て
質
問
し
た
の
で
、
徳
山
は
「
何
、
何
」
と
聞
こ
え
な
い

ふ
り
を
し
た
。
廓
侍
者
は
駿
馬
と
鈍
馬
を
出
し
て
、
徳
山
の
対
応
を
挑
発
し

た
が
、
徳
山
は
弟
子
に
け
な
さ
れ
て
も
黙
っ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
廓
侍
者
は
、
自
ら
の
境
地
を
徳
山
に
評
価
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る

が
、
も
く
ろ
み
が
外
れ
て
、
境
地
を
見
透
か
さ
れ
た
ば
か
り
か
、
軽
く
い
な

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
次
に
、
廓
侍
者
は
、
風
呂
か
ら
出
て
き
た
徳
山
に
、
侍

者
の
役
目
で
あ
る
お
茶
を
出
し
た
と
こ
ろ
、「
仏
は
こ
こ
お
ら
れ
る
か
」
と

背
中
を
ひ
と
な
で
さ
れ
た
。
徳
山
は
、
日
常
を
離
れ
て
仏
法
の
真
理
は
な
い

こ
と
を
示
し
た
。
そ
こ
で
廓
侍
者
は
「
衲
の
境
地
を
少
し
は
わ
か
っ
た
ら
し

い
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
徳
山
は
今
度
も
何
も
言
わ
ず
に
そ
の
場
を
去
っ

た
の
で
あ
る
。
師
と
し
て
の
立
場
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
黙
し
て
去
っ
た
の
は
、

廓
侍
者
に
自
己
顕
示
を
ぬ
ぐ
い
去
れ
な
い
未
熟
さ
を
教
え
る
た
め
で
あ
っ
た

が
、
こ
の
時
、
廓
侍
者
は
そ
の
こ
と
が
理
解
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
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﹇
和
訳
﹈

天
童
覚
和
尚
が
頌
に
い
い
ま
し
た
。
修
行
者
が
眼
の
前
に
突

然
来
た
時
に
、
指
導
者
の
力
量
が
判
る
も
の
で
す
。
徳
山
の

対
応
は
電
光
石
火
よ
り
も
早
い
も
の
で
し
た
。
弟
子
に
負
け

た
ふ
り
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
徳
山
の
深
い
意
図
が
あ
り
、

敵
を
あ
な
ど
っ
て
挑
む
廓
侍
者
に
は
深
慮
遠
謀
な
ど
な
い
の

で
す
。
徳
山
は
、
弓
の
名
人
の
よ
う
に
、
百
発
百
中
で
相
手

を
見
抜
き
、
外
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
誰
も
欺
く
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
別
格
の
人
を
相
手
に
す
る
時
は
用
心
を
し
な

け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
廓
侍
者
も
、
そ
れ
ま
で
の
修
行
の
成

果
で
、
一
応
の
見
識
が
備
わ
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
徳
山
の

親
切
な
指
導
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

﹇
釈
意
﹈

徳
山
の
変
幻
自
在
の
接
化
が
記
さ
れ
て
い
る
。
徳
山
の
棒
と
称
さ
れ
た
荒
々

し
さ
は
こ
こ
に
な
い
。
境
地
が
熟
し
て
、
棒
を
下
す
の
み
の
時
代
と
は
異
な

る
の
で
あ
る
。
円
熟
し
た
徳
山
に
挑
む
廓
侍
者
は
、
い
な
さ
れ
、
身
を
躱
さ

れ
て
、
何
も
さ
せ
て
も
ら
え
な
い
で
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
侍
者
自

身
は
理
解
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。「
あ
ぎ
と
」
が
後
か
ら
見
え
る
と

は
、
特
別
な
人
、
化
け
物
の
意
味
で
、
徳
山
を
指
す
。「
眉
低
に
眼
を
著

け
」
て
い
る
の
は
普
通
の
人
の
意
味
で
廓
侍
者
を
言
う
。

背
中
を
撫
で
ら
れ
た
廓
侍
者
は
、
強
が
っ
て
み
た
も
の
の
、
背
筋
が
凍
り
付

い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

【
頌
】 

頌
曰
。
覿
面
來
時
作
者
知
。
可
中
石
火
電
光
遅
。
輸
機
謀
主
有
深
意
。
欺
敵
兵
家
無
遠
思
。
發
必
中
。
更
謾
誰
。
腦
後
見
腮

兮
人
難
觸
犯
。
眉
低
著
眼
兮
渠
得
便
宜
。

﹇
訓
読
﹈ 
頌
に
曰
く
。
覿
面
に
来
る
時 

作
者
知
る
。
こ
の
う
ち
石
火
電
光
遅
し
。
機
を
つ
く
す
謀
主
に
深
意
有
り
。
敵
を
欺
く
兵
家
に
遠
思

無
し
。
発
す
れ
ば
必
ず
あ
た
る
。
更
に
誰
を
か
謾
ぜ
ん
や
。
脳
後
に
腮
を
見
て 

人
触
犯
し
難
し
。
眉
低
に
眼
を
著
け
て
渠
れ
便
宜

を
得
た
り
。
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﹇
語
彙
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【
廓
侍
者
】
守
廓
侍
者
、
伝
不
詳
。
侍
者
は
師
長
に
常
侍
し
て
補
佐
す
る
役
。【
徳
山
】
徳
山
宣
鑑
（
782
〜
865
）
諡
号
は
見
性
大
師
。
俗
姓
は
周
氏
。

剣
南
の
人
。
龍
潭
崇
信
の
法
嗣
。
朗
州
（
湖
南
省
）
の
徳
山
に
住
す
。
奔
放
豪
放
な
禅
風
を
も
っ
て
知
ら
れ
、「
徳
山
の
棒
、
臨
済
の
喝
」
と
並
称

さ
れ
た
。【
飛
龍
馬
を
勅
点
す
…
…
】
飛
龍
馬
は
駿
馬
。
跛

は
鈍
馬
の
こ
と
。
勅
点
は
天
子
の
勅
命
に
よ
っ
て
点
呼
す
る
意
。
駿
馬
を
求
め
た

ら
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
鈍
馬
が
き
た
と
い
う
意
。【
輪
】
負
け
る
。

第
十
五
則　

仰
山
挿
鍬

【
本
則
】 

擧
。

山
問
仰
山
。
甚
處
來
。
仰
云
。
田
中
來
。
山
云
。
田
中
多
少
人
。
仰
挿
下
鍬
子
。
叉
手
而
立
。
山
云
。
南
山
大
有
人

刈
茆
。
仰
拈
鍬
子
便
行
。

﹇
訓
読
﹈ 

挙
す
。

山 

仰
山
に
問
う
。
甚
の
処
よ
り
来
る
や
。
仰
云
く
、
田
中
よ
り
来
る
。
山
云
く
、
田
中
多
少
の
人
ぞ
。
仰 

鍬
子
を
挿
下

し
叉
手
し
て
立
つ
。
山
云
く
、
南
山
に
大
に
人
有
っ
て
茆
を
刈
る
。
仰 

鍬
子
を
拈
じ
て
便
ち
行
く
。

﹇
和
訳
﹈

諸
君
、
よ
く
聞
き
な
さ
い
。

山
霊
祐
は
仰
山
慧
寂
が
帰
っ

て
き
た
の
を
見
て
、「
ど
こ
へ
行
っ
て
来
た
の
か
」
と
問
い

ま
し
た
。
仰
山
は
「
水
田
で
の
仕
事
を
終
え
て
戻
っ
て
来
ま

し
た
」
と
応
え
ま
し
た
。

山
は
「
水
田
に
は
誰
か
い
た
の

か
」
と
聞
き
ま
し
た
。
仰
山
は
担
い
で
き
た
鍬
を
地
に
突
き

立
て
、
両
手
を
胸
の
前
で
組
み
合
わ
せ
る
動
作
で

山
に
応

﹇
釈
意
﹈

山
は
、
仰
山
が
鍬
を
担
い
で
帰
っ
て
き
た
の
を
見
て
心
境
を
試
し
た
。

「
ど
こ
か
ら
帰
っ
て
来
た
」
と
は
現
実
に
則
し
た
言
葉
で
あ
る
の
で
、
仰
山

は
分
別
を
交
え
る
こ
と
な
く
、
あ
り
の
ま
ま
「
野
良
仕
事
か
ら
で
す
」
と
応

え
て
い
る
。

山
は
更
に
、「
田
で
は
何
人
が
働
い
て
い
た
の
か
」
と
問

い
、
仏
の
所
在
を
「
更
に
一
句
い
え
」
の
問
い
で
迫
っ
た
。
仰
山
は
そ
こ
で

山
の
意
図
を
く
ん
で
、
何
処
に
お
い
て
も
仏
と
自
己
は
同
一
と
、
威
儀
を
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﹇
和
訳
﹈

天
童
覚
和
尚
が
頌
に
い
い
ま
し
た
。
老
練
の
指
導
者
が
き
め

細
や
か
な
配
慮
で
子
孫
の
こ
と
を
念
い
ま
す
。
今
の
自
分
を

真
摯
に
反
省
す
る
こ
と
で
、
師
の
後
を
継
ぎ
、
師
資
で

仰

宗
を
起
こ
し
ま
し
た
。
今
の
学
人
も
、
弟
子
に
託
し
た
南
山

（

山
）
の
こ
と
ば
を
し
っ
か
り
と
覚
え
て
お
か
な
け
れ
ば

い
け
ま
せ
ん
。
我
が
身
に
刻
み
つ
け
て
、
決
し
て
忘
れ
な
い

え
ま
し
た
。
そ
れ
を
見
て

山
が
云
い
ま
し
た
。「
今
日
、

こ
の
南
山
で
は
修
行
僧
が
総
出
で
茆
を
刈
っ
て
い
る
」
と
。

そ
れ
を
聞
い
て
仰
山
は
、
鍬
を
と
っ
て
立
ち
去
り
ま
し
た
。

正
し
て
叉
手
で
応
じ
た
。
そ
れ
を
見
て

山
は
、
悟
道
の
人
は
次
に
何
を
す

べ
き
か
を
、「
南
山
で
は
皆
が
茆
を
刈
っ
て
い
る
」
と
云
い
、
達
悟
す
れ
ば

そ
れ
で
終
わ
り
で
は
な
い
こ
と
を
改
め
て
説
い
た
。
百
尺
竿
頭
上
進
一
歩
が

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
覚
地
に
留
ま
る
こ
と
は
悟
り
へ
の
執
着
に
他
な
ら
な
い

と
戒
め
た
の
で
あ
る
。
仰
山
は
、
師
の
戒
め
を
受
け
る
ま
で
も
な
く
、
今
既

に
悟
後
の
修
を
実
践
し
て
い
る
こ
と
を
、
鍬
を
か
つ
い
で
出
て
ゆ
く
こ
と
で

示
し
た
の
で
あ
る
。

【
頌
】 

頌
曰
。
老
覺
情
多
念
子
孫
。
而
今
慚
愧
起
家
門
。
是
須
記
取
南
山
語
。
鏤
骨
銘
肌
共
報
恩
。

﹇
訓
読
﹈ 

頌
に
曰
く
、
老
覚
情
多
く
し
て
子
孫
を
念
う
。
而
今
の
慚
愧
家
門
を
起
こ
す
。
是
れ
須
ら
く
南
山
の
語
を
記
取
す
べ
し
。
骨
に
鏤
め

肌
に
銘
じ
て
共
に
恩
を
報
ぜ
よ
。

﹇
釈
意
﹈

山
の
老
婆
親
切
と
、
仰
山
の
誠
実
さ
が
、

仰
宗
立
宗
に
結
び
つ
い
た
。

弟
子
は
師
の
戒
め
を
心
に
し
る
し
、
報
恩
行
に
徹
す
る
。
達
悟
し
て
も
悟
り

の
地
に
留
ま
ら
ず
、
向
上
門
か
ら
向
下
門
へ
転
じ
て
、
化
道
と
し
て
の
修
行

は
終
わ
ら
な
い
こ
と
を
、
肝
に
銘
じ
た
の
で
あ
る
。
日
常
の
自
己
を
離
れ
て

仏
法
は
な
い
こ
と
を
仰
山
は
明
確
に
示
し
た
。
後
、

山
の
法
系
は
弟
子
の

仰
山
と
共
に
五
家
最
初
の

仰
宗
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
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よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

﹇
語
彙
﹈ 
【

山
】

山
霊
祐
（
771
〜
853
）、
百
丈
懐
海
の
法
嗣
で

仰
宗
の
祖
。
俗
姓
は
趙
氏
、
福
州
長
渓
の
人
。
湖
南
の
大

山
同
慶
寺
に
住
す
る
こ
と
四

十
二
年
、
謹
厳
綿
密
な
家
風
を
も
っ
て
道
俗
を
教
化
し
た
。【
仰
山
】
仰
山
慧
寂
（
807
〜
883
）、
俗
姓
は
葉
氏
、
韶
州
の
人
、

山
の
法
を
嗣
い
だ
。

袁
州
大
仰
山
に
住
し
た
。
そ
の
門
流
を

仰
宗
と
い
う
。
仰
山
は
円
相
を
も
ち
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
が
こ
の
宗
の
特
異
な
門
風
と
も
な
っ
た
。

第
十
六
則　

麻
谷
振
錫

【
本
則
】 

擧
。
麻
谷
持
錫
到
章
敬
。
遶
禅
床
三
匝
振
錫
一
下
。
卓
然
而
立
。
敬
云
。
是
是
。
谷
又
到
南
泉
。
遶
禅
床
三
匝
振
錫
一
下
。

卓
然
而
立
。
泉
云
。
不
是
不
是
。
谷
云
。
章
敬
道
是
。
和
尚
爲
什
麼
道
不
是
。
泉
云
。
章
敬
即
是
。
是
汝
不
是
。
此
是
風
力

所
転
。
終
成
敗
壊
。

﹇
訓
読
﹈ 

挙
す
。
麻
谷 

錫
を
持
し
て
章
敬
に
到
る
。
禅
牀
を
遶
る
こ
と
三
匝
し
て
錫
を
振
る
う
こ
と
一
下
し
、
卓
然
と
し
て
立
つ
。
敬
云

く
、
是 

是
。
谷
ま
た
南
泉
に
到
る
。
禅
牀
を
遶
る
こ
と
三
匝
し
て
錫
を
振
る
う
こ
と
一
下
し
、
卓
然
と
し
て
立
つ
。
泉
云
く
。
不

是 

不
是
。
谷
云
く
、
章
敬
は
是
と
道
い
、
和
尚
は
什
麼
と
し
て
か
不
是
と
道
う
や
。
泉
云
く
。
章
敬
は
即
ち
是
。
是
れ
汝
は
不

是
。
此
れ
は
是
れ
風
力
の
転
ず
る
所
な
り
。
終
に
敗
壊
を
成
せ
り
。

﹇
釈
意
﹈

麻
谷
は
錫
杖
を
持
っ
て
章
敬
の
元
に
ゆ
き
、
本
則
に
記
さ
れ
る
行
動
を
見
せ

た
。
傍
若
無
人
な
態
度
を
窘
め
る
こ
と
な
く
章
敬
は
「
な
か
な
か
よ
ろ
し

い
」
と
認
め
た
。
章
敬
が
認
め
た
の
は
策
励
で
あ
り
、
こ
の
後
君
は
ど
う
す

﹇
和
訳
﹈

諸
君
、
よ
く
聞
き
な
さ
い
。
麻
谷
宝
徹
が
、
錫
杖
を
持
っ
て

章
敬
懐
暉
の
所
へ
来
ま
し
た
。
そ
し
て
、
章
敬
が
坐
し
て
い

る
禅
床
を
三
回
ま
わ
り
、
錫
杖
を
一
回
振
っ
て
、
面
前
に
立
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﹇
釈
意
﹈

章
敬
の
是
も
南
泉
の
不
是
も
方
便
で
あ
る
。
認
め
ら
れ
て
喜
び
、
退
け
ら
れ

﹇
和
訳
﹈

天
童
覚
和
尚
が
頌
に
い
い
ま
し
た
。
章
敬
の
是
と
南
泉
の
不

【
頌
】 

頌
曰
。
是
與
不
是
。
好
看

。
似
抑
似
揚
。
難
兄
難
弟
。
縱
也
彼
既
臨
時
。
奪
也
我
何
特
地
。
金
錫
一
振
太
孤
標
。
縄
床

三
遶
閑
游
戲
。
叢
林
擾
擾
是
非
生
。
想
像
髑
髏
前
見
鬼
。

﹇
訓
読
﹈ 

頌
に
曰
く
。
是
と
不
是
と
、
好
く

を
看
よ
。
抑
す
る
に
似
た
り 

揚
す
る
に
似
た
り
、
兄
た
り
難
く
弟
た
り
難
し
。
縦
や 

彼
れ

既
に
時
に
臨
む
。
奪
や 

我
れ
何
ぞ
特
地
な
ら
ん
。
金
錫
一
た
び
振
い
て
太
だ
弧
標
。
縄
床
三
た
び
遶
り
て
閑
り
に
遊
戯
す
。
叢
林

擾
擾
と
し
て
是
非
生
ず
。
想
い
や
る 

髑
髏
前
に
鬼
を
見
る
こ
と
を
。

ち
ま
し
た
。
そ
こ
で
章
敬
は
「
よ
し
」
と
い
い
ま
し
た
。
さ

ら
に
麻
谷
は
南
泉
普
願
の
と
こ
ろ
へ
行
き
、
章
敬
の
時
と
同

じ
よ
う
に
、
禅
床
を
三
回
ま
わ
り
、
錫
杖
を
一
回
振
っ
て
、

面
前
に
立
ち
ま
し
た
。
す
る
と
南
泉
は
「
だ
め
だ
」
と
麻
谷

に
告
げ
た
の
で
す
。
麻
谷
は
「
章
敬
和
尚
は
是
と
い
う
の

に
、
何
故
、
和
尚
は
不
是
と
云
う
の
で
す
か
」
と
尋
ね
ま
し

た
。
南
泉
が
言
ま
し
た
。「
章
敬
和
尚
は
い
い
の
だ
が
、
ほ

か
な
ら
ぬ
君
が
だ
め
な
の
だ
。
今
の
君
の
思
い
は
心
の
中
に

吹
く
分
別
の
風
が
起
こ
す
執
着
で
あ
り
、
最
後
に
は
壊
し
て

し
ま
う
べ
き
も
の
な
の
だ
」
と
。

る
、
と
問
っ
た
の
で
あ
る
。
悟
境
を
認
め
ら
れ
た
と
有
頂
天
に
な
っ
た
麻
谷

は
、
思
い
上
が
っ
た
ま
ま
今
度
は
南
泉
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
同
じ
こ
と
を
し

た
。
全
く
同
じ
作
法
な
の
に
南
泉
は
「
全
く
認
め
ら
れ
な
い
」
と
、
麻
谷
の

境
界
を
退
け
た
。
そ
こ
で
麻
谷
は
不
満
を
南
泉
に
告
げ
た
こ
と
で
、
馬
脚
を

現
し
て
し
ま
っ
た
。
南
泉
は
、
ほ
め
ら
れ
て
は
喜
び
、
貶
さ
れ
て
は
不
満
を

抱
く
よ
う
で
は
了
悟
に
ほ
ど
遠
い
と
諫
め
た
の
で
あ
る
。
麻
谷
は
章
敬
に
認

め
ら
れ
て
、
そ
の
境
地
を
南
泉
の
も
と
で
再
確
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
自

身
に
不
安
の
思
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
修
行
の
成
果
が
そ
こ
に
あ
る
。

南
泉
は
章
敬
の
意
図
を
見
抜
き
つ
つ
、
麻
谷
を
器
量
の
人
と
見
込
ん
で
親
切

を
施
し
て
い
る
。
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【
麻
谷
】
麻
谷
宝
徹
（
不
詳
）、
馬
祖
道
一
の
法
嗣
で
、
蒲
州
麻
谷
山
に
住
し
た
。【
章
敬
】
章
敬
懐
暉
（
754
〜
815
）、
俗
姓
は
謝
氏
、
泉
州
同
安
の

人
。
馬
祖
道
一
に
参
じ
、
開
悟
の
の
ち
斉
州
の
雲
巌
山
章
敬
寺
の
毘
婆
舍
那
院
等
に
住
し
た
。
大
覚
禅
師
、
追
諡
を
大
宣
教
禅
師
と
い
う
。【
禅
牀

を
遶
る
こ
と
三
匝
】
禅
牀
と
は
坐
禅
を
す
る
牀
。
遶
る
こ
と
三
匝
は
仏
教
に
お
け
る
イ
ン
ド
以
来
の
礼
法
で
、
禅
牀
を
三
た
び
ま
わ
る
こ
と
。【
南

泉
】
南
泉
普
願
（
748
〜
834
）、
馬
祖
道
一
禅
師
の
法
嗣
。【
四
大
】
個
人
お
よ
び
万
有
を
構
成
す
る
四
の
元
素
。
地
・
水
・
火
・
風
。【
風
力
所
転
】

『
維
摩
經
』
方
便
品
に
「
是
の
身
は
無
作
、
風
力
（
仏
の
力
）
の
所
転
な
り
」（
私
と
い
う
も
の
に
何
ら
か
の
力
が
加
わ
る
も
の
で
な
い
）
と
あ
る
。

【

】

は
木
を
ま
げ
て
作
っ
た
盆
。
繢
に
も
作
る
。

は
一
説
に
圏
套
と
い
い
、
罠
の
こ
と
。【
兄
た
り
難
く
弟
た
り
難
し
】
東
漢
の
陳
元
方
の
子

の
長
文
と
秀
方
の
子
の
孝
光
の
二
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
父
の
功
績
の
優
劣
を
論
じ
て
決
着
が
つ
か
な
い
の
で
、
祖
父
の
太
丘
に
判
定
を
求
め
た
。
す
る

と
太
丘
が
元
方
は
兄
た
り
難
く
、
秀
方
は
弟
た
り
難
し
と
云
っ
た
。
二
人
は
兄
弟
で
あ
る
が
優
劣
が
な
い
と
い
う
意
。
南
泉
と
章
敬
を
さ
す
。【
特

地
】
地
は
助
字
、
特
は
特
別
で
「
わ
ざ
と
」
と
訓
む
。
故
意
と
い
う
こ
と
。【
孤
標
】
卓
然
と
し
て
独
立
し
た
様
子
を
形
容
し
た
詞
。【
縄
牀
】
縄
を

是
と
、
ど
ち
ら
も
麻
谷
を
試
す
陥
穽
な
の
で
す
。
不
是
と
告

げ
て
の
策
励
も
是
と
告
げ
て
の
策
励
も
、
ど
ち
ら
の
接
化
が

優
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
ほ
ど
拮
抗
し
て
い
ま
す
。
麻
谷

の
境
地
を
許
す
と
い
う
の
も
そ
の
時
の
方
便
で
あ
り
、
許
さ

な
い
と
い
う
の
も
方
便
で
あ
り
特
別
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
真
の
自
己
を
見
い
だ
す
た
め
の
錫
杖
を
振
る
い
、
章
敬

と
南
泉
の
周
り
を
巡
っ
た
の
も
麻
谷
自
身
の
内
に
あ
る
仏
心

に
動
か
さ
れ
て
の
こ
と
で
し
た
。
こ
の
後
、
修
行
道
場
で
は

こ
の
問
答
の
是
と
不
是
を
巡
っ
て
論
議
が
起
こ
り
ま
し
た

が
、
そ
れ
は
ま
る
で
、
髑
髏
を
見
て
鬼
を
想
像
し
て
し
ま
う

よ
う
な
愚
か
な
こ
と
で
し
た
。

て
不
満
を
漏
ら
す
麻
谷
は
未
だ
自
己
に
徹
底
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

章
敬
に
認
め
ら
れ
て
、
尚
、
南
泉
の
元
を
訪
れ
た
の
は
、
自
分
に
自
信
が
持

て
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
で
麻
谷
は
真
摯
に
修
行
を
積
み
重

ね
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
幸
い
な
こ
と
に
、
南
泉
の
卓
越
し
た
指
導
を
受

け
て
分
別
を
抜
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
宏
智
は
、
こ
の
問
答
に
つ
い
て
論
議

す
る
修
行
僧
を
、
是
と
不
是
と
い
う
幻
に
振
り
回
さ
れ
て
、
真
実
を
見
る
こ

と
が
で
き
な
い
愚
か
な
者
達
と
断
じ
て
い
る
。
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﹇
和
訳
﹈

諸
君
、
よ
く
聞
き
な
さ
い
。
法
眼
文
益
が
脩
山
主
に
、「
わ

ず
か
な
違
い
が
あ
れ
ば
、
天
と
地
ほ
ど
に
隔
た
る
と
い
う
意

味
を
、
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
会
得
し
て
い
ま
す
か
」
と
質

問
を
し
ま
し
た
。
脩
山
主
は
、「
わ
ず
か
な
違
い
が
あ
れ

ば
、
天
と
地
ほ
ど
に
隔
た
る
の
で
す
」
と
答
え
ま
し
た
。
法

眼
は
、「
そ
の
よ
う
に
会
得
し
た
だ
け
で
、
ど
う
し
て
（
悟

り
を
）
得
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
」
と
い
い
ま
し
た
。

﹇
釈
意
﹈

法
眼
文
益
が
脩
山
主
に
、『
信
心
銘
』
か
ら
引
用
し
て
「
毫
釐
有
差
天
地
懸

隔
」
の
理
解
に
つ
い
て
質
問
を
し
て
い
る
。
脩
山
主
は
、「
わ
ず
か
な
違
い

が
あ
れ
ば
、
天
と
地
ほ
ど
に
隔
た
る
」
と
文
字
通
り
に
答
え
た
。
そ
れ
を
聞

い
て
法
眼
は
、
た
だ
そ
の
よ
う
に
会
得
し
た
だ
け
で
、
ど
う
し
て
悟
り
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
っ
て
脩
山
主
に
さ
ら
な
る
一
句
を
求
め
た
。

境
地
を
確
認
す
る
た
め
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
脩
山
主
は
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
で
は
和
尚
様
は
い
か
が
で
す
か
、
と
問
う
こ
と
で
、
悟
境
の
徹
底
を
表

組
ん
で
作
っ
椅
子
で
、
そ
の
上
に
敷
物
を
敷
い
て
坐
禅
す
る
一
種
の
椅
子
。【
叢
林
】
僧
が
一
処
和
合
し
て
修
得
す
る
こ
と
樹
林
の
ご
と
し
、
と
い

う
と
こ
ろ
か
ら
、
修
行
の
道
場
の
こ
と
。【
髑
髏
前
に
鬼
を
見
る
こ
と
を
】
事
実
が
な
い
の
に
な
い
も
の
を
見
て
し
ま
う
。

第
十
七
則　

法
眼
毫
釐

【
本
則
】 

擧
。
法
眼
問
脩
山
主
。
毫
釐
有
差
。
天
地
懸
隔
。
汝
作
麼
生
會
。
脩
云
。
毫
釐
有
差
。
天
地
懸
隔
。
眼
云
。
恁
麼
又
爭
得
。

脩
云
。
某
甲
只
如
此
。
和
尚
又
如
何
。
眼
云
。
毫
釐
有
差
。
天
地
懸
隔
。
脩
便
禮
拜
。

﹇
訓
読
﹈ 

挙
す
。
法
眼 

脩
山
主
に
問
う
。
毫
釐
も
差
有
れ
ば
、
天
地
懸
か
に
隔
た
る
。
汝
作
麼
生
か
会
す
。
脩
云
く
、
毫
釐
も
差
有
れ
ば
、

天
地
懸
か
に
隔
た
る
。
眼
云
く
、
恁
麼
な
れ
ば
又
争
か
得
ん
。
脩
云
く
、
某
甲 

只
だ
此
の
如
し
、
和
尚
又
如
何
。
眼
云
く
、
毫
釐

も
差
有
れ
ば
天
地
懸
か
に
隔
た
る
。
脩 

便
ち
礼
拝
す
。
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脩
山
主
は
「
衲
は
た
だ
そ
の
よ
う
に
会
得
し
た
だ
け
で
す
。

和
尚
様
（
法
眼
）
は
ど
う
な
の
で
す
か
」
と
応
え
ま
し
た
。

法
眼
は
「
わ
ず
か
な
違
い
が
あ
れ
ば
、
天
と
地
ほ
ど
に
隔
た

る
」
と
答
え
ま
し
た
。
脩
山
主
は
問
答
を
終
え
て
礼
拝
し
ま

し
た
。

し
た
。
徳
山
の
こ
と
ば
に
も
揺
ら
ぐ
こ
と
の
な
い
、
真
の
自
己
の
会
得
が
表

明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
聞
い
て
徳
山
は
、「
毫
釐
有
差
天
地
懸
隔
」
と
繰

り
返
し
て
、
悟
境
を
証
明
し
た
の
で
あ
る
。
最
後
の
礼
拝
は
、
徳
山
の
証
明

に
対
す
る
脩
山
主
の
謝
拝
で
あ
る
。

【
頌
】 

頌
曰
。
秤
頭
蠅
坐
便
欹
傾
。
萬
世
權
衡
照
不
平
。
斤
兩
錙
銖
見
端
的
。
終
歸
輸
我
定
盤
星
。

﹇
訓
読
﹈ 

頌
に
曰
く
。
秤
頭
蠅
坐
す
れ
ば
便
ち
欹
傾
す
。
万
世
の
権
衡 

不
平
を
照
ら
す
。
斤
両
錙
銖 

端
的
を
見
る
も
、
終
に
帰
し
て
我
が
定

盤
星
に
輸
く
。

﹇
和
訳
﹈

天
童
覚
和
尚
が
頌
に
い
い
ま
し
た
。
精
巧
な
秤
は
、
蝿
が
止

ま
る
だ
け
で
傾
き
ま
す
。
永
く
均
衡
の
と
れ
た
秤
の
わ
ず
か

な
傾
き
を
明
確
に
照
ら
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
ほ
ん
の
僅
か

な
重
さ
の
違
い
を
見
つ
け
て
、
秤
の
均
衡
を
た
だ
し
た
と
し

て
も
、
秤
を
秤
と
し
て
成
り
立
た
せ
て
い
る
起
点
の
存
在
に

は
か
な
わ
な
い
の
で
す
。

﹇
釈
意
﹈

均
衡
が
と
れ
た
秤
は
竿
が
上
下
し
な
い
よ
う
に
、
悟
境
が
徹
底
し
た
仏
は
、

ど
の
よ
う
な
場
合
も
自
身
に
疑
念
が
な
い
。
僅
か
で
も
心
に
迷
い
が
あ
れ

ば
、
徳
山
に
追
い
詰
め
ら
れ
る
こ
と
で
、
馬
脚
を
現
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
脩

山
主
は
一
応
の
見
識
に
達
し
て
い
た
。
徳
山
は
そ
の
徹
底
を
は
か
っ
た
の
で

あ
る
。
徳
山
に
認
め
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
脩
山
主
は
均
衡
状
態
に
あ
る

秤
の
よ
う
な
も
の
で
、
何
時
崩
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
徳
山
は
、
決
し
て
動
く
こ
と
の
な
い
秤
の
起
点
の
よ
う
な
存
在
で
あ

る
。
ま
だ
ま
だ
脩
山
主
は
徳
山
に
は
か
な
わ
な
い
の
で
あ
る
。
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﹇
語
彙
﹈ 

【
法
眼
】
法
眼
宗
の
開
祖
・
法
眼
文
益
（
885
〜
958
）
の
こ
と
。
俗
姓
は
魯
氏
。
余
杭
（
浙
江
省
）
の
人
。
羅
漢
桂
琛
の
法
嗣
。【
脩
山
主
】
龍
済
紹

修
。
生
没
年
不
詳
。
羅
漢
桂
琛
の
法
嗣
。
第
十
二
則
に
も
登
場
。【
毫
釐
有
差
天
地
懸
隔
】
三
祖
鑑
智
僧
璨
の
『
信
心
銘
』
に
よ
る
。
至
道
無
難
。

唯
嫌
揀
擇
。
但
莫
憎
愛
。
洞
然
明
白
。
毫
釐
有
差
。
天
地
懸
隔
。（『
大
正
蔵
』
48
、
376
ｂ
）【
権
衡
】
権
は
は
か
り
の
お
も
り
。
衡
は
秤
の
竿
。【
斤

両
錙
銖
】
重
量
の
名
数
。
銖
は
一
両
の
二
四
分
の
一
。
錙
は
六
銖
。
斤
は
一
六
両
。
一
両
は
一
六
グ
ラ
ム
。【
定
盤
星
】
天
秤
の
桿
の
基
点
に
あ
る

星
の
印
。
物
の
軽
重
に
関
わ
ら
な
い
、
起
点
ま
た
零
点
の
こ
と
。

第
十
八
則　

趙
州
狗
子

【
本
則
】 

擧
。
僧
問
趙
州
。
狗
子
還
有
佛
性
也
無
。
州
云
有
。
僧
云
。
既
有
。
爲
什
麼
却
撞
入
這
箇
皮
袋
。
州
云
爲
他
知
而
故
犯
。
又

有
僧
問
。
狗
子
還
有
佛
性
也
無
。
州
云
無
。
僧
云
。
一
切
衆
生
皆
有
佛
性
。
狗
子
爲
什
麼
却
無
。
州
云
。
爲
伊
有
業
識
在
。

﹇
訓
読
﹈ 

挙
す
。
僧 

趙
州
に
問
う
。
狗
子
に
還
っ
て
仏
性
有
り
や
無
し
や
。
州
云
く
、
有
。
僧
云
く
、
既
に
有r

ら
ば
、
甚
麼
と
為
し
て
か

却
っ
て
這
箇
の
皮
袋
に
撞
入
す
る
や
。
州
云
く
、
他 

知
っ
て
こ
と
さ
ら
に
犯
す
が
為
な
り
。
又 

僧
有
り
て
問
う
、
狗
子
に
還
っ
て

仏
性
有
り
や
無
し
や
。
州
云
く
、
無
。
僧
云
く
、
一
切
衆
生
皆
有
仏
性
と
、
狗
子
什
麼
と
し
て
か
却
っ
て
無
と
為
す
や
。
州
云
く
、

伊
に
業
識
の
有
り
在
る
が
為
な
り
。

﹇
和
訳
﹈

諸
君
、
よ
く
聞
き
な
さ
い
。
僧
が
趙
州
従

に
、「
は
た
し

て
犬
に
も
仏
性
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と
質
問
を
し
ま
し

た
。
趙
州
は
「
あ
る
」
と
答
え
ま
し
た
。
僧
は
「
犬
に
仏
性

﹇
釈
意
﹈

二
人
の
僧
が
、
趙
州
従

に
対
し
て
「
狗
子
還
有
仏
性
也
無
」
と
、
同
じ
質

問
を
し
て
い
る
。
僧
の
問
い
に
、
趙
州
は
、
そ
れ
ぞ
れ
逆
の
答
え
を
返
し
て

い
る
。
二
人
の
僧
は
、「
有
無
」
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
こ
か
ら
抜
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が
既
に
具
わ
っ
て
い
る
の
な
ら
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
姿

で
い
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と
質
問
を
し
ま
し
た
。
趙
州
は

「
犬
は
仏
性
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
わ
ざ
と
そ
う
し

て
い
る
の
で
す
」
と
答
え
ま
し
た
。
ま
た
あ
る
時
、
別
の
僧

が
「
は
た
し
て
犬
に
も
仏
性
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と
質

問
を
し
ま
し
た
。
趙
州
は
「
な
い
」
と
答
え
ま
し
た
。
僧
は

「
す
べ
て
の
衆
生
に
仏
性
が
あ
る
と
仏
法
は
説
く
の
に
、
犬

に
は
ど
う
し
て
無
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
質
問
を
し
ま
し

た
。
趙
州
は
「
犬
に
は
前
世
の
行
い
が
あ
る
か
ら
で
す
」
と

答
え
ま
し
た
。

け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

趙
州
の
返
答
は
、
こ
と
さ
ら
知
的
に
解
明
で
き
な
い
よ
う
僧
を
導
い
て
い

る
。
そ
こ
に
僧
が
気
づ
け
ば
、
有
無
の
教
え
を
会
得
す
る
糸
口
と
な
る
。

理
解
と
し
て
の
有
に
は
、
理
解
と
し
て
の
無
が
対
抗
し
、
決
着
の
つ
か
な

い
誤
謬
に
陥
る
こ
と
と
な
る
。
趙
州
本
人
が
有
無
の
矛
盾
し
た
両
見
解
を

説
く
こ
と
で
、
有
無
を
分
別
す
る
誤
り
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。
説
示

を
聞
く
学
人
が
、
あ
る
時
は
有
、
あ
る
時
は
無
と
い
う
は
矛
盾
で
は
な
い

か
、
と
考
え
た
な
ら
ば
、
趙
州
の
思
う
壺
に
は
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
こ
そ
が
趙
州
の
狙
い
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

目
前
の
事
実
こ
そ
が
真
実
で
あ
る
と
識
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
犬
に
仏
性

が
あ
る
な
し
を
思
慮
す
る
こ
と
な
ど
、
元
よ
り
必
要
の
な
い
こ
と
と
解
る

は
ず
で
あ
る
。
有
見
・
無
見
の
両
所
を
断
ず
る
こ
と
で
、
知
解
の
領
域
に

留
ま
る
誤
り
を
端
的
に
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

【
頌
】 

頌
曰
。
狗
子
佛
性
有
狗
子
佛
性
無
。
直
鉤
元
求
負
命
魚
。
逐
氣
尋
香
雲
水
客
。
嘈
嘈
雜
雜
作
分
疏
。
平
展
演
大
鋪
舒
。
莫
怪

儂
家
不
愼
初
。
指
點
瑕
疵
還
奪
璧
。
秦
王
不
識
藺
相
如
。

﹇
訓
読
﹈ 

頌
に
曰
く
。
狗
子
仏
性
有 

狗
子
仏
性
無
。
直
鈎
元
命
に
負
く
魚
を
求
む
。
気
を
逐
い
香
を
尋
ぬ
雲
水
の
客
。
嘈
嘈
雑
雑 

分
疎
と
作

す
。
平
に
展
演
し 

大
に
舗
舒
す
。
怪
む
こ
と
莫
れ 

儂
が
家 
初
め
を
慎
し
ま
ざ
る
こ
と
を
。
瑕
疵
を
指
点
し
て
還
っ
て
璧
を
奪

う
。
秦
王
識
ら
ず 

藺
相
如
。
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﹇
和
訳
﹈

天
童
覚
和
尚
が
頌
に
い
い
ま
し
た
。
趙
州
は
「
狗
子
仏
性

有
、
狗
子
仏
性
無
」
の
こ
と
ば
を
用
い
て
、
真
っ
直
ぐ
な
釣

ば
り
に
か
か
る
よ
う
な
、
希
な
魚
を
求
め
ま
し
た
。
文
字
や

言
葉
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
雲
水
は
、
有
と
無
に
迷
っ
て
分

別
を
お
こ
し
、
心
が
収
ま
る
こ
と
な
く
、
せ
わ
し
く
考
え
を

巡
ら
せ
て
い
ま
す
。
趙
州
は
、
分
別
を
離
れ
た
と
こ
ろ
で
説

法
を
し
て
お
り
、
誰
に
も
平
等
に
お
し
み
な
く
真
実
を
伝
え

て
い
ま
す
。
有
と
無
は
い
か
に
も
い
い
加
減
な
そ
の
場
限
り

の
返
答
に
み
え
ま
す
が
、
心
配
に
は
及
び
ま
せ
ん
。
喩
え
る

な
ら
、
藺
相
如
が
秦
王
に
「
璧
に
疵
有
り
」
と
い
っ
て
誑
か

し
、
ま
ん
ま
と
無
疵
の
璧
を
取
り
返
し
た
よ
う
な
も
の
で

す
。
僧
達
は
「
有
無
」
の
言
葉
を
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
秦
王
が
無
疵
の
璧
で
あ
る
こ
と
を
知
ら

ず
に
藺
相
如
と
対
面
し
、
そ
の
意
図
を
見
抜
け
な
か
っ
た
の

と
同
じ
こ
と
で
す
。

﹇
釈
意
﹈

本
則
で
は
、
趙
州
が
「
狗
子
仏
性
有
、
狗
子
仏
性
無
」
の
語
句
を
用
い
て
、

こ
と
ば
に
捉
わ
れ
る
こ
と
で
、
分
別
に
心
を
滞
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を

諭
し
て
い
る
。
理
知
か
ら
離
れ
ら
れ
ず
、
分
別
に
終
始
す
る
な
ら
、
ど
こ
ま

で
も
対
立
が
続
き
、
心
が
落
ち
着
く
こ
と
が
な
い
。
仏
道
修
行
と
は
、
様
々

な
分
別
に
揺
れ
る
心
を
脱
し
て
、
欲
望
執
着
に
動
く
こ
と
の
な
い
自
己
を
確

立
す
る
こ
と
と
い
え
る
。

秦
王
は
、
璧
が
無
疵
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
璧
を
取
ら
れ
て
も
惜
し
む
こ

と
が
な
か
っ
た
。
疵
の
有
無
に
捉
わ
れ
、
分
別
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
藺
相

如
の
虚
言
に
迷
い
、
真
実
を
見
抜
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
分
別
を
捨
て

て
、
真
実
を
見
極
め
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
疵
の
有
無
に
迷
い
、
宝
を
盗

ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
学
人
達
が
趙
州
の
意
図
に

気
づ
か
ず
、
有
無
に
縛
ら
れ
て
い
る
姿
と
同
じ
で
あ
る
。

﹇
語
彙
﹈ 

【
趙
州
】
趙
州
従

（
778
〜
897
）
の
こ
と
。
山
東
省
曹
州
郝
郷
の
人
。
俗
姓
は
郝
氏
。
南
泉
普
願
の
法
嗣
。【
一
切
衆
生
皆
有
仏
性
】
一
切
の
衆
生
に

仏
性
が
具
わ
っ
て
い
る
の
意
。【
業
識
】
根
本
無
明
の
力
に
よ
っ
て
生
じ
た
不
覚
の
心
の
こ
と
。【
直
鈎
元
求
負
命
魚
】
姜
子
牙
の
故
事
の
引
用
。
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『
従
容
録
』
の
頌
の
後
に
、「
直
鉤
釣
獰
龍
。
曲
鉤
釣
蝦
蟆
。」（『
大
正
蔵
』
48
、
238
ｃ
）
の
語
句
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
っ
す
ぐ
な
鉤
は
、
仏
性
を

得
た
本
来
人
（
黒
い
龍
）
を
釣
る
も
の
で
あ
り
、
曲
が
っ
た
鉤
は
、
悟
っ
て
い
な
い
者
（
蛙
・
凡
夫
）
を
釣
り
あ
げ
る
と
い
う
意
で
あ
る
。【
嘈
嘈

雑
雑
】
騒
が
し
く
、
一
向
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
。【
指
点
瑕
疵
還
奪
壁
】『
史
記
』
藺
相
如
の
故
事
の
引
用
。

第
十
九
則　

雲
門
須
弥

【
本
則
】 

擧
。
僧
問
雲
門
。
不
起
一
念
。
還
有
過
也
無
。
門
云
。
須
彌
山
。

﹇
訓
読
﹈ 

挙
す
。
僧 

雲
門
に
問
う
、
不
起
一
念
、
還
っ
て
過
有
り
や
ま
た
無
し
や
。
門
云
く
、
須
弥
山
。

﹇
和
訳
﹈

諸
君
、
よ
く
聞
き
な
さ
い
。
僧
が
雲
門
文
偃
に
「
心
に
動
き

が
全
く
起
こ
ら
な
い
境
地
は
、
誤
り
で
し
ょ
う
か
、
正
し
い

の
で
し
ょ
う
か
」
と
質
問
を
し
ま
し
た
。
雲
門
は
た
だ
「
須

弥
山
」
と
の
み
答
え
ま
し
た
。

﹇
釈
意
﹈

僧
が
、
心
の
中
に
分
別
・
執
着
な
ど
の
想
い
が
起
こ
ら
な
い
と
し
た
ら
、
そ

の
心
境
は
か
え
っ
て
誤
り
な
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
が
正
し
い
の
で
し
ょ
う

か
、
と
雲
門
文
偃
に
質
問
を
し
て
い
る
。
不
起
一
念
を
質
問
し
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
過
の
有
無
を
問
う
の
は
、
起
こ
る
こ
と
は
過
が
有
り
、
不
起

は
過
無
し
の
分
別
に
と
ら
わ
れ
て
お
り
、
自
己
の
心
の
在
り
方
に
優
劣
を
観

て
い
る
と
告
白
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

悟
り
に
意
識
を
向
け
て
い
る
自
己
を
離
れ
な
く
て
は
、
本
来
の
面
目
を
得
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
心
が
動
か
な
い
こ
と
の
み
を
求
め
て
実
現
し

た
と
し
て
も
そ
れ
が
悟
り
と
は
い
え
な
い
。
対
象
を
覚
知
し
て
心
に
動
き
の
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【
頌
】 

頌
曰
。
不
起
一
念
須
彌
山
。
韶
陽
法
施
意
非
慳
。
肯
來
兩
手
相
分
付
。
擬
去
千
尋
不
可
攀
。
滄
海
闊
白
雲
閑
。
莫
將
毫
髮
著

其
間
。
假
雞
聲
韻
難
謾
我
。
未
肯
模
胡
放
過
關
。

﹇
訓
読
﹈ 

頌
に
曰
く
。
不
起
一
念
須
弥
山
。
韶
陽
の
法
施 
意
慳
む
に
非
ず
。
肯
い
来
ら
ば 

両
手
に
相
分
付
せ
ん
。
擬
し
去
ら
ば 

千
尋
攀
く

可
か
ら
ず
。
滄
海
濶
く 

白
雲
閑
か
な
り
。
毫
髪
を
将
っ
て
其
の
間
に
著
く
る
こ
と
莫
れ
。
仮
鶏
の
声
韻 

我
を
謾
じ
難
し
。
未
だ
肯

え
て
模
胡
し
て
関
を
放
過
せ
ず
。

起
こ
ら
な
い
人
な
ど
有
る
は
ず
が
な
い
。
諸
法
実
相
の
覚
知
が
な
け
れ
ば
、

真
実
の
会
得
に
は
到
達
し
な
い
。
雲
門
が
「
須
弥
山
」
と
答
え
た
の
は
、
須

弥
山
が
こ
の
世
界
に
「
唯
一
」
で
あ
る
よ
う
に
、
自
分
の
存
在
の
真
実
は
而

今
こ
こ
に
在
る
自
己
の
み
と
示
し
た
の
で
あ
る
。

是
非
を
問
う
僧
に
対
し
て
、
雲
門
は
思
慮
分
別
を
離
れ
て
、
自
己
と
は
今
の

自
分
の
み
と
示
す
た
め
に
、
須
弥
山
と
譬
え
た
の
で
あ
る
。
期
待
し
た
返
答

と
は
全
く
異
な
る
「
須
弥
山
」
を
、
是
非
分
別
の
な
い
自
己
確
立
の
意
味
と

会
得
し
た
な
ら
、
こ
の
僧
は
悟
入
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
結
末
ま
で

を
記
さ
ず
、
読
む
者
を
し
て
悟
り
の
擬
似
体
験
に
陥
ら
な
い
よ
う
導
く
の
が

宏
智
の
親
切
で
も
あ
る
。

﹇
和
訳
﹈

天
童
覚
和
尚
が
頌
に
い
い
ま
し
た
。「
不
起
一
念
」
の
質
問

﹇
釈
意
﹈

本
則
で
雲
門
が
「
須
弥
山
」
と
、
一
言
で
答
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
悟
り
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に
、
雲
門
が
「
須
弥
山
」
と
答
え
ま
し
た
。
雲
門
は
懇
切
に

教
え
を
説
い
た
の
で
あ
り
、
決
し
て
惜
し
ん
で
法
を
説
か
な

か
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
ぐ
に
そ
の
こ
と
が
分
か
れ

ば
、
両
手
で
余
す
と
こ
ろ
な
く
全
て
の
教
え
を
つ
か
む
こ
と

に
な
り
ま
す
。
疑
う
心
が
起
こ
る
な
ら
ば
、
須
弥
山
に
登
り

き
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
真
の
自
己
を
会
得
す
る
こ

と
は
永
遠
に
で
き
ま
せ
ん
。

滄
い
海
は
ど
こ
ま
で
も
広
く
、
空
に
は
白
い
雲
が
ゆ
っ
た
り

と
浮
か
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
あ
り
の
ま
ま
の
世
界
に

毛
筋
ほ
ど
も
我
見
を
入
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
故
事
で
は
鶏

の
鳴
き
ま
ね
で
、
孟
嘗
君
は
関
所
を
通
過
で
き
ま
し
た
が
、

雲
門
に
ご
ま
か
し
は
き
か
な
い
よ
う
に
、
衲
（
宏
智
）
に
も

ご
ま
か
し
は
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
に
、
仏
法
の
関
門
を
曖

昧
な
ま
ま
通
過
で
き
た
人
は
い
な
い
の
で
す
。

の
境
地
を
言
葉
で
説
明
す
れ
ば
支
離
滅
裂
に
な
り
、
余
計
に
修
行
者
の
混
乱

を
き
た
す
た
め
、
敢
え
て
関
わ
り
の
な
い
一
言
で
答
え
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

に
真
実
の
在
り
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
悟
入
す
る
目
的
を
持
っ
た
修
行
な
ら

ば
、
結
果
と
し
て
何
も
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
真
の
自
己
の
会
得
に
は
、

徹
底
し
て
思
慮
分
別
を
除
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
ご
ま
か
し
や
真
似
事
で

は
通
用
し
な
い
こ
と
を
よ
く
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

﹇
語
彙
﹈ 

【
雲
門
】
雲
門
文
偃
（
864
〜
949
）。
嘉
興
（
浙
江
省
）
の
人
。
雪
峰
義
存
に
参
じ
、
そ
の
法
を
嗣
ぐ
。【
須
弥
山
】
古
代
イ
ン
ド
の
宇
宙
説
に
よ
れ

ば
、
世
界
の
中
央
に
山
が
あ
り
、
そ
の
山
の
こ
と
。【
韶
陽
】
雲
門
文
偃
の
異
称
。【
仮
鶏
声
韻
】『
史
記
』
孟
嘗
君
の
故
事
の
引
用
。【
模
胡
】
ご
ま

か
し
。
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第
二
十
則　

地
蔵
親
切

【
本
則
】 

擧
。
地
蔵
問
法
眼
。
上
座
何
往
。
眼
云
。
迤

行
脚
。
藏
云
。
行
脚
事
作

生
。
眼
云
。
不
知
。
藏
云
。
不
知
最
親
切
。
眼

豁
然
大
悟
。

﹇
訓
読
﹈ 

挙
す
。
地
蔵 
法
眼
に
問
う
、
上
座 

何
く
に
か
往
く
や
。
眼
云
く
、
迤

と
し
て
行
脚
す
。
蔵
云
く
、
行
脚
の
事
作

生
。
眼
云

く
、
不
知
。
蔵
云
く
、
不
知
最
も
親
切
。
眼 

豁
然
と
し
て
大
悟
す
。

﹇
釈
意
﹈

何
処
に
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
い
は
、
修
行
を
ど
の
よ
う
に

捉
え
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
で
も
あ
る
。
今
を
離
れ
て
、
仏
の
世
界
と
い

う
理
想
世
界
に
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
修
行
そ
の
も
の
が
誤

り
で
あ
る
。
仏
法
の
「
智
」
と
は
、
論
理
的
知
識
を
指
す
の
で
は
な
い
。
知

を
捨
て
去
っ
た
時
、
現
れ
て
く
る
「
智
」
を
不
知
と
い
い
、
空
と
呼
ぶ
。
本

則
は
そ
の
「
不
知
」
が
テ
ー
マ
で
あ
り
、「
わ
か
ら
な
い
」
と
訳
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
が
、
不
明
な
の
で
は
な
く
、
知
識
や
論
理
・
分
別
の
及
ば
な
い
こ

と
を
い
う
の
で
あ
る
。
論
理
に
よ
る
追
求
は
対
立
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
善
に
対
し
て
悪
が
提
示
さ
れ
る
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
知
識
や

分
別
を
超
え
て
、
こ
と
ば
で
は
表
現
で
き
な
い
「
不
知
」
こ
そ
修
行
を
表
す

﹇
和
訳
﹈

諸
君
、
よ
く
聞
き
な
さ
い
。
地
蔵
桂
琛
が
法
眼
文
益
に
問
い

ま
し
た
。「
あ
な
た
は
ど
こ
へ
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
す

か
」
と
。
法
眼
は
、「
仏
道
を
求
め
て
修
行
し
て
い
ま
す
」

と
答
え
ま
し
た
。
す
る
と
地
蔵
は
、「
修
行
と
は
何
で
す

か
」
と
尋
ね
ま
し
た
。
法
眼
は
「
修
行
を
こ
と
ば
で
は
表
わ

せ
ま
せ
ん
」
と
応
え
ま
し
た
。
地
蔵
が
言
い
ま
し
た
。「
あ

れ
こ
れ
と
区
分
け
す
る
こ
と
は
な
い
、
わ
か
ら
な
い
と
い
う

こ
と
が
適
切
な
の
で
す
」
と
。
法
眼
は
言
下
に
大
悟
し
た
の

で
す
。
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【
頌
】 
頌
曰
、
而
今
參
飽
似
當
時
。
脱
盡
廉
纖
到
不
知
。
任
短
任
長
休
剪
綴
。
随
高
随
下
自
平
治
。
家
門
豊
儉
臨
時
用
。
田
地
優
游

信
歩
移
。
三
十
年
前
行
脚
事
。
分
明
辜
負
一
双
眉
。

﹇
訓
読
﹈ 

頌
に
曰
く
、
而
今 

参
じ
飽
い
て
当
時
に
似
た
り
。
廉
纖
を
脱
尽
し
て
不
知
に
至
る
。
短
に
任
せ
長
に
任
せ
て
剪
綴
す
る
こ
と
を
休

め
よ
。
高
き
に
随
い
下
き
に
随
っ
て
自
ず
か
ら
平
治
す
。
家
門
の
豊
倹
は
時
に
臨
ん
で
用
う
。
田
地
優
游
歩
に
信
せ
て
移
す
。
三
十

年
前
の
行
脚
の
事
、
分
明
に
辜
負
す 

一
双
の
眉
。

﹇
和
訳
﹈

天
童
覚
和
尚
が
頌
に
い
い
ま
し
た
。
い
ま
了
悟
し
て
み
れ
ば

悟
る
前
の
自
分
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。
微
細
な
迷
い
の
心
を

す
っ
か
り
無
く
し
て
不
知
に
到
達
し
ま
し
た
。
今
の
自
分
を

あ
る
が
ま
ま
に
ま
か
せ
れ
ば
い
い
の
で
す
、
取
り
繕
う
の
を

止
め
な
さ
い
。
自
分
の
位
置
付
け
を
自
覚
し
て
、
不
平
不
満

の
心
を
起
こ
す
こ
と
な
く
修
行
す
る
の
で
す
。
家
が
豊
か
で

あ
る
時
は
そ
の
よ
う
に
暮
ら
し
、
家
が
貧
し
い
時
は
そ
れ
に

応
じ
て
暮
ら
す
よ
う
な
も
の
で
す
。
物
事
の
状
態
に
随
っ

て
、
こ
だ
わ
り
な
く
、
あ
る
が
ま
ま
に
進
む
こ
と
で
す
。
三

十
年
前
に
行
脚
を
始
め
た
時
の
想
い
は
、
間
違
っ
て
い
た
こ

﹇
釈
意
﹈

長
い
修
行
を
経
て
き
た
法
眼
が
、
機
縁
熟
し
て
了
悟
に
至
っ
た
。
悟
道
し
て

み
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
思
い
描
い
て
い
た
仏
と
は
異
な
り
、
自
身
が
仏
で
あ

り
、
煩
悩
の
世
界
と
思
っ
て
い
た
こ
の
世
界
が
仏
の
世
界
そ
の
も
の
で
あ
っ

た
、
と
明
確
に
了
智
し
た
。
悟
り
の
前
と
悟
り
の
後
と
、
自
身
の
姿
が
何
ら

変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
ば
な
の
で
あ
る
。
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﹇
語
彙
﹈ 

【
地
蔵
】
地
蔵
桂
琛
（
867
〜
928
）
羅
漢
桂
琛
と
も
。
玄
沙
師
備
の
法
嗣
。【
法
眼
】
法
眼
文
益
（
885
〜
958
）
法
眼
宗
の
祖
。
大
法
眼
禅
師
。【
廉
纖
】

微
細
な
こ
と
。
こ
こ
で
は
煩
悩
。【
剪
綴
】
剪
は
長
を
き
り
と
る
こ
と
。
綴
は
短
を
綴
り
補
う
こ
と
。【
豊
倹
】
豊
は
豊
饒
、
倹
は
倹
約
の
略
。【
辜

負
】
孤
負
と
同
じ
。
背
く
こ
と
。【
迤

】
た
わ
ま
ず
。
つ
ず
け
て
。【
親
切
】
ぴ
っ
た
り
、
当
っ
て
い
る
、
適
切
。

第
二
十
一
則　

雲
巌
掃
地

【
本
則
】 

擧
。
雲
巌
掃
地
次
。
道
吾
云
。
太
區
區
生
。
巌
云
。
須
知
有
不
區
區
者
。
吾
云
。
恁

則
有
第
二
月
也
。
巌
提
起
掃
箒
云
。

這
箇
是
第
幾
月
。
吾
便
休
去
。
玄
沙
云
。
正
是
第
二
月
。
雲
門
云
。
奴
見
婢
殷
勤
。

﹇
訓
読
﹈ 

挙
す
。
雲
巌
掃
地
の
次
、
道
吾
云
く
、
太
区
区
生
。
巌
云
く
、
須
ら
く
知
る
べ
し 

区
区
た
ら
ざ
る
者
有
る
こ
と
を
。
吾
云
く
、
恁

な
ら
ば
則
ち
第
二
月
あ
り
や
。
巌 

掃
箒
を
提
起
し
て
云
く
、
這
箇
は
是
れ
第
幾
月
ぞ
。
吾 

便
ち
休
し
去
る
。
玄
沙
云
く
、
正
に

是
れ
第
二
月
。
雲
門
云
く
、
奴
は
婢
を
見
て
殷
勤
。

﹇
和
訳
﹈

諸
君
、
よ
く
聞
き
な
さ
い
。
雲
巌
曇
晟
が
庭
掃
除
を
し
て
い

た
時
の
こ
と
で
す
。
道
吾
円
智
が
声
を
か
け
ま
し
た
。「
ず

い
ぶ
ん
掃
除
を
頑
張
り
ま
す
ね
」。
雲
巌
が
言
い
ま
し
た
。

と
が
は
っ
き
り
と
解
り
ま
し
た
。
本
当
は
今
の
自
分
が
そ
の

ま
ま
仏
で
あ
り
、
こ
の
世
界
が
仏
の
世
界
だ
っ
た
の
で
す
。

﹇
釈
意
﹈

第
一
月
は
真
実
の
月
、
こ
れ
を
見
た
衲
の
認
識
が
第
二
月
で
あ
る
。
掃
除
を

し
て
い
る
姿
が
あ
り
の
ま
ま
の
姿
で
、
別
に
「
真
の
自
己
」
が
あ
る
の
で
は

な
い
。
仏
と
い
う
第
一
の
わ
た
し
と
、
今
の
自
分
と
い
う
第
二
わ
た
し
が
あ
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「
働
く
こ
と
の
な
い
者
が
い
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
よ
」
と
。
道
吾
が
い
い
ま
し
た
。「
も
し
そ
れ
な
ら
ば
第

二
月
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
す
か
」。
雲
巌
は
箒
を
ま
っ

す
ぐ
に
立
て
て
応
じ
ま
し
た
。「
こ
れ
は
第
何
番
目
の
月
で

す
か
」。
道
吾
は
そ
こ
で
黙
り
込
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
そ

れ
を
聞
い
て
玄
沙
が
云
い
ま
し
た
。「
正
し
く
そ
れ
が
第
二

月
で
す
」。
ま
た
、
雲
門
が
い
い
ま
し
た
。「
使
用
人
の
男
女

の
交
際
は
、
主
人
の
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」

と
。

る
か
の
よ
う
な
雲
巖
の
こ
と
ば
は
、
誤
解
を
生
む
要
素
を
含
ん
で
い
た
。
道

吾
は
第
二
の
月
と
い
っ
て
そ
の
こ
と
を
質
し
た
の
で
あ
る
。
雲
巖
は
そ
の
こ

と
に
気
づ
い
て
、
た
だ
こ
の
自
己
の
み
と
箒
を
立
て
て
示
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
雲
巌
の
問
い
に
対
し
て
道
吾
が
沈
黙
し
た
の
は
、
第
一
と
応
じ
れ

ば
、
第
二
、
第
三
を
生
み
出
し
て
、
不
終
焉
の
誤
謬
に
陥
る
か
ら
で
あ
る
。

す
べ
て
を
包
括
し
て
「
た
だ
ひ
と
つ
」
で
あ
る
か
ら
、
沈
黙
し
か
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
雲
巖
の
問
い
は
道
吾
を
誘
い
込
む
罠
で
あ
る
。
黙
し
た
の
は
道

吾
が
既
に
分
別
を
離
れ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
。
雲
巌
も
道
吾
も
悟
達
の
人

で
あ
る
が
、
玄
沙
師
備
と
雲
門
文
偃
は
こ
の
問
答
に
厳
し
い
目
を
向
け
て
い

る
。

玄
沙
は
、
そ
ん
な
問
答
で
は
本
来
の
仏
法
を
表
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
、
と

い
い
、
雲
門
も
、
真
の
仏
法
（
主
人
）
と
は
関
わ
り
の
な
い
こ
と
（
使
用
人

の
交
際
）
で
あ
り
、
低
次
元
の
問
答
だ
と
断
じ
た
。

【
頌
】 

頌
曰
。
借
来
聊
爾
了
門
頭
。
得
用
随
宜
即
便
休
。
象
骨
巌
前
弄
蛇
手
。
兒
時
做
處
老
知
羞
。

﹇
訓
読
﹈ 

頌
に
曰
く
。
借
り
来
た
っ
て
聊
爾
と
し
て
門
頭
を
了
ず
。
用
う
る
こ
と
を
得
て
宜
し
き
に
随
っ
て
即
便
ち
休
す
。
象
骨
巌
前
に
蛇
を

弄
す
る
の
手
、
児
の
時
の
做
処 

老
い
て
羞
を
知
る
や
。
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﹇
釈
意
﹈

こ
の
公
案
は
、
禅
院
の
庭
掃
除
に
例
え
て
心
の
掃
除
を
取
り
あ
げ
な
が
ら
、

雲
巌
、
道
吾
、
雲
門
、
玄
沙
四
人
の
話
の
中
で
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
眼

に
は
見
る
働
き
が
あ
る
も
の
の
、
そ
こ
で
美
醜
が
分
別
さ
れ
る
の
で
は
な

い
。
舌
に
は
味
を
覚
知
す
る
働
き
は
あ
る
が
、
美
味
、
不
味
を
舌
が
分
別
す

る
こ
と
は
な
い
。
六
根
す
べ
て
に
同
じ
で
あ
り
、
修
行
も
迷
悟
が
付
随
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、
悟
り
は
仏
、
迷
い
は
凡
夫
と
、
自
身
が
分
別
を
加
え
て

い
る
だ
け
で
あ
る
。
雲
巌
の
問
い
に
道
吾
が
黙
し
た
の
は
適
切
で
あ
っ
た
。

宏
智
は
、
二
人
の
問
答
を
手
厳
し
く
批
判
し
た
玄
沙
と
雲
門
の
二
人
は
、
修

行
を
積
み
重
ね
て
今
日
に
到
っ
た
の
を
忘
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
雪
峰
義
存

に
杖
を
弄
し
た
こ
と
を
忘
れ
た
と
は
い
わ
さ
な
い
と
、
雲
巖
と
道
吾
を
擁
護

し
て
い
る
。

﹇
和
訳
﹈

天
童
覚
和
尚
が
頌
に
い
い
ま
し
た
。
た
ま
た
ま
掃
地
と
い
う

日
常
の
行
為
を
用
い
て
、
心
の
中
を
す
っ
か
り
掃
除
し
ま
し

た
。
こ
の
問
答
に
よ
っ
て
、
眼
は
見
る
働
き
が
あ
り
、
舌
は

味
を
覚
知
す
る
働
き
が
あ
る
よ
う
に
、
六
根
す
べ
て
に
同
じ

な
の
で
す
。
そ
こ
に
分
別
は
生
じ
ま
せ
ん
。
二
人
の
問
答
を

手
厳
し
く
批
判
し
た
玄
沙
と
雲
門
で
す
が
、
そ
の
昔
、
象
骨

峰
で
雪
峰
義
存
に
杖
を
蛇
に
見
立
て
る
作
略
を
弄
し
た
こ
と

を
忘
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

﹇
語
彙
﹈ 

【
第
二
月
】
も
と
も
と
『
円
覚
経
』
の
話
に
、「
妄
り
に
四
大
を
認
め
て
自
ら
の
身
相
と
為
し
、
六
塵
の
縁
影
を
自
ら
の
心
相
と
為
す
。
彼
の
病
目
の

空
中
の
華
と
、
及
び
第
二
の
月
と
を
見
る
に

う
。
空
は
実
に
華
な
す
、
病
者
の
妄
執
な
り
」
と
あ
る
。
衆
生
が
迷
い
に
陥
っ
た
こ
と
を
い
う
。

【
雲
巌
曇
晟
】（
780
〜
841
）
多
年
に
わ
た
っ
て
百
丈
懐
海
に
参
じ
て
の
ち
、
薬
山
惟
儼
の
法
を
う
け
た
。
曹
洞
宗
の
祖
洞
山
良
价
の
師
。
無
住
大
師
。

【
道
吾
円
智
】（
769
〜
835
）
薬
山
惟
儼
に
嗣
法
し
た
。
雲
巌
曇
晟
の
法
弟
。【
玄
沙
師
備
】（
831
〜
906
）
雪
峰
義
存
の
法
嗣
。
当
時
の
叢
林
で
は
稀
に
馬

祖
道
一
の
馬
大
師
、
南
泉
普
願
の
王
老
師
、
徳
山
宣
鑑
の
周
金
鋼
と
同
じ
く
、
俗
姓
を
呼
ん
で
謝
三
郎
と
称
さ
れ
る
。
宗
一
大
師
と
諡
す
。【
雲
門

文
偃
】（
864
〜
949
）
雪
峰
の
弟
子
で
雲
門
宗
の
開
祖
。【
象
骨
巌
】
雪
峯
山
に
あ
る
象
の
骨
の
形
に
似
た
岩
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
雪
峯
義
存
を
指
し
て

い
る
。【
弄
蛇
手
】
第
二
十
四
則
の
話
に
、
雪
峯
の
投
じ
た
一
条
の
鼈
（
亀
）
鼻
蛇
の
話
に
、
玄
沙
・
雲
門
の
両
人
が
様
々
に
反
応
し
て
見
せ
た
。

そ
の
故
実
を
指
し
て
い
る
。
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第
二
十
二
則　

巌
頭
拝
喝

【
本
則
】 

擧
。
巌
頭
到
徳
山
。
跨
門
便
問
。
是
凡
是
聖
。
山
便
喝
。
頭
禮
拜
。
洞
山
聞
云
。
若
不
是
豁
公
。
大
難
承
當
。
頭
云
。
洞
山

老
漢
不
識
好
悪
。
我
當
時
一
手
擡
一
手
捺
。

﹇
訓
読
﹈ 

挙
す
。
巌
頭 
徳
山
に
到
る
。
門
に
跨
っ
て
便
ち
問
う
、
是
れ
凡
か
是
れ
聖
か
。
山 

便
ち
喝
す
。
頭 

礼
拝
す
。
洞
山
聞
い
て
云

く
、
若
し
是
れ
豁
公
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
大
に
承
当
し
難
か
ら
ん
。
頭
云
く
、
洞
山
老
漢 

好
悪
を
識
ら
ず
。
我
れ
当
時
一
手
は
抬
げ

一
手
は
捺
う
。

﹇
和
訳
﹈

諸
君
、
よ
く
聴
き
な
さ
い
。
巌
頭
全
豁
が
徳
山
宣
鑑
の
所
に

到
り
、
門
に
片
足
を
入
れ
て
す
ぐ
に
問
い
ま
し
た
。
こ
の
状

態
は
迷
い
で
す
か
、
そ
れ
と
も
悟
り
で
す
か
、
と
。
徳
山
は

す
ぐ
に
一
喝
し
ま
し
た
。
巌
頭
は
喝
の
意
図
を
理
解
し
て
、

三
拝
し
ま
し
た
。
洞
山
が
そ
れ
を
聞
い
て
言
い
ま
し
た
。
も

し
も
巌
頭
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
喝
を
理
解
す
る
こ
と

は
出
来
な
か
っ
た
だ
ろ
う
、
と
。
巌
頭
が
い
い
ま
し
た
。
洞

山
老
は
何
が
良
く
、
何
が
悪
い
か
見
分
け
て
お
ら
れ
な
い
の

で
す
。
衲
は
あ
の
時
、
片
方
の
手
で
は
持
ち
上
げ
て
、
片
方

﹇
釈
意
﹈

巌
頭
全
豁
は
徳
山
宣
鑑
の
優
れ
た
弟
子
の
一
人
で
あ
る
。
徳
山
の
も
と
に

や
っ
て
き
て
、
凡
夫
か
仏
か
、
の
問
い
を
発
し
た
。
片
足
が
寺
内
に
あ
り

「
仏
」
を
示
し
、
片
足
は
門
外
に
あ
っ
て
世
俗
を
示
す
。
徳
山
は
、
突
然
の

問
い
に
「
喝
」
と
応
じ
て
、
そ
の
よ
う
な
分
別
を
離
れ
な
け
れ
ば
仏
法
の
心

髄
は
得
ら
れ
な
い
と
、
自
在
の
応
対
を
み
せ
て
巌
頭
の
妄
想
を
打
破
し
た
。

そ
こ
で
巌
頭
は
問
答
終
了
の
三
拝
を
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
聞
い
た
洞

山
が
、「
さ
す
が
巌
頭
だ
。
徳
山
の
教
え
を
会
得
し
て
い
る
」
と
褒
め
上
げ

た
。
賞
賛
さ
れ
た
巌
頭
は
、
洞
山
老
も
本
当
の
と
こ
ろ
が
わ
か
っ
て
い
な

い
、
と
思
わ
ず
本
音
を
漏
ら
し
て
し
ま
っ
た
。
抬
と
捺
の
意
味
は
、
半
分
は
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【
頌
】 
頌
曰
。
挫
來
機
。
總
權
柄
。
事
有
必
行
之
威
。
國
有
不
犯
之
令
。
賓
尚
奉
而
主
驕
。
君
忌
諌
而
臣
佞
。
底
意
巌
頭
問
徳
山
。

一
擡
一
捺
看
心
行
。

﹇
訓
読
﹈ 

頌
に
曰
く
。
来
機
を
挫
き
、
権
柄
を
総
ぶ
。
事
に
必
行
の
威
あ
り
、
国
に
不
犯
の
令
あ
り
。
賓
は
奉
を
尚
ん
で
主
驕
り
、
君
は
諌
を

忌
ん
で
臣
佞
す
。
底
の
意
ぞ
巌
頭 

徳
山
に
問
う
。
一
抬
一
捺
の
心
行
を
看
よ
。

師
に
随
い
、
半
分
は
自
分
を
捨
て
て
い
な
い
状
態
と
い
え
る
。

﹇
和
訳
﹈

天
童
覚
和
尚
が
頌
に
い
い
ま
し
た
。
来
参
の
学
人
の
勢
い
を

挫
き
、
教
え
導
く
主
導
権
を
握
り
ま
し
た
。
事
に
対
処
し
て

必
ず
達
成
し
よ
う
と
す
る
強
い
力
は
必
要
で
す
が
、
国
に
は

犯
し
て
は
い
け
な
い
法
令
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
客
が
腰
を
低

く
す
れ
ば
主
人
は
傲
慢
と
な
り
、
君
主
が
諌
め
ら
れ
る
の
を

嫌
え
ば
家
臣
が
と
り
い
り
ま
す
。
巌
頭
が
徳
山
に
問
っ
た
意

図
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
片
方
は
持
ち
上
げ
、
片
方

は
押
さ
え
る
と
い
う
そ
の
意
を
正
し
く
知
ら
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

で
は
押
さ
え
て
い
た
の
で
す
。

﹇
釈
意
﹈

徳
山
は
巌
頭
の
勢
い
を
「
喝
」
の
一
声
で
削
ぎ
、
法
の
要
諦
を
示
し
た
。
宏

智
は
、
巌
頭
と
徳
山
の
関
係
を
威
力
と
法
令
で
示
し
、
洞
山
と
巌
頭
を
客
と

主
人
、
徳
山
と
巌
頭
を
君
主
と
家
臣
の
関
係
で
示
し
た
。
物
事
を
行
う
時
に

は
相
手
を
屈
服
さ
せ
る
よ
う
な
力
（
徳
山
の
喝
）
が
必
要
で
あ
る
が
、
一
方

で
、
守
る
べ
き
規
範
（
巌
頭
の
礼
拝
）
も
あ
る
。
賓
（
洞
山
）
が
あ
ま
り
に

も
褒
め
そ
や
し
た
の
で
、
主
（
巌
頭
）
は
罠
に
は
ま
っ
て
本
音
を
吐
い
た
。

横
暴
な
君
（
徳
山
）
と
お
も
ね
る
臣
（
巌
頭
）
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る

が
、
巌
頭
の
本
当
の
意
図
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
巌
頭
が
洞
山
の
こ

と
ば
に
触
発
さ
れ
て
、
往
時
の
自
分
は
不
完
全
で
あ
っ
た
と
振
り
返
っ
て
い

る
。
本
来
、
修
行
の
過
程
で
は
自
分
勝
手
な
想
い
を
捨
て
て
、
弟
子
と
し
て

師
の
教
え
を
す
べ
て
受
領
す
る
も
の
の
、
一
方
で
、
接
化
の
方
途
に
お
い
て

は
師
の
跡
を
た
だ
辿
る
も
の
で
は
な
い
。
巌
頭
に
は
巌
頭
の
個
性
が
あ
り
、
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そ
れ
で
巌
頭
な
の
で
あ
る
。
教
え
を
受
け
て
巌
頭
が
徳
山
に
な
っ
て
は
い
け

な
い
の
で
あ
る
。
巌
頭
は
、
当
時
か
ら
今
に
到
る
ま
で
の
修
行
の
積
み
重
ね

が
あ
っ
て
、
真
の
自
己
を
了
畢
で
き
た
の
で
あ
る
。

﹇
語
彙
﹈ 

【
巌
頭
】
巌
頭
全
豁
（
828
〜
887
）
諡
号
は
清
巌
大
師
。
俗
姓
は
柯
氏
。
泉
州
の
人
。
徳
山
宣
鑑
の
法
嗣
。
鄂
州
の
巌
頭
院
に
住
す
。【
徳
山
】
徳
山
宣

鑑
（
782
〜
865
）
諡
号
は
見
性
大
師
。
俗
姓
は
周
氏
。
剣
南
の
人
。
龍
潭
崇
信
の
法
嗣
。【
洞
山
】
洞
山
良
价
（
807
〜
869
）
曹
洞
宗
の
派
祖
。
諡
号
は

悟
本
大
師
。
雲
巌
曇
晟
の
法
嗣
。
洪
州
の
洞
山
に
住
す
。【
権
柄
】
物
の
大
小
軽
重
を
測
る
具
。
こ
こ
で
は
物
事
を
随
意
に
処
理
す
る
威
力
の
こ
と
。

第
二
十
三
則　

魯
祖
面
壁

【
本
則
】 

擧
。
魯
祖
凡
見
僧
來
便
面
壁
。
南
泉
聞
云
。
我
尋
常
向
他
道
。
空
劫
已
前
承
當
。
佛
未
出
世
時
會
取
。
不
得
一
箇
半
箇
。
他

恁
麼
驢
年
去
。

﹇
訓
読
﹈ 

挙
す
。
魯
祖 

凡
そ
僧
の
来
る
を
見
て
便
ち
面
壁
す
。
南
泉
聞
い
て
云
く
、
我 

尋
常
他
に
向
か
っ
て
空
劫
以
前
に
承
当
せ
よ
と
。
仏

未
だ
出
世
せ
ざ
る
時
に
会
取
せ
よ
と
道
う
す
ら
、
一
箇
半
箇
を
得
ず
。
他 

恁
麼
な
れ
ば
驢
年
に
し
て
去
ら
ん
。

﹇
和
訳
﹈

諸
君
、
よ
く
聞
き
な
さ
い
。
魯
祖
宝
雲
は
修
行
者
が
来
る
と

壁
に
向
っ
て
坐
禅
を
く
む
の
で
す
。
そ
の
事
を
聞
い
た
南
泉

普
願
は
言
い
ま
し
た
。
衲
は
い
つ
も
、
修
行
僧
に
対
し
て
説

示
す
る
の
で
す
が
、「
真
の
自
己
を
天
地
が
ま
だ
誕
生
す
る

﹇
釈
意
﹈

魯
祖
宝
雲
は
修
行
者
の
前
で
は
、
壁
に
向
っ
て
た
だ
面
壁
を
す
る
だ
け
な
の

で
あ
る
。
魯
祖
は
禅
の
修
行
は
、
文
字
や
言
葉
で
は
な
く
、
面
壁
こ
そ
真
実

の
姿
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
魯
祖
の
接
化
は
面
壁
す
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
聞
い
た
南
泉
は
、



宏
智
禅
師
頌
古
百
則
の
研
究
（
一
）（
佐
藤
）

206─　   ─

【
頌
】 

頌
曰
。
淡
中
有
味
。
妙
超
情
謂
。
綿
綿
若
存
兮
象
先
。
兀
兀
如
愚
兮
道
貴
。
玉
彫
文
以
喪
淳
。
珠
在
淵
而
自
媚
。
十
分
爽
氣

兮
清
磨
暑
秋
。
一
片
閑
雲
兮
遠
分
天
水
。

﹇
訓
読
﹈ 

頌
に
曰
く
、
淡
中
に
味
有
り
、
妙
は
情
謂
を
超
え
る
。
綿
綿
と
し
て
存
す
る
が
若
く
に
し
て
象
を
先
ん
じ
、
兀
兀
と
し
て
愚
の
如
く

に
し
て
道
貴
し
。
玉
に
文
を
彫
っ
て
以
っ
て
淳
を
喪
い
、
珠
は
淵
に
在
っ
て
自
ず
か
ら
媚
む
。
十
分
の
爽
気
清
く
暑
秋
を
磨
き
、
一

片
の
閑
雲
遠
く
天
水
を
分
か
つ
。

﹇
和
訳
﹈

天
童
覚
和
尚
が
頌
に
い
い
ま
し
た
。
味
が
薄
い
よ
う
に
見
え

て
、
実
は
深
い
味
わ
い
が
あ
り
、
そ
の
優
れ
た
様
は
思
慮
分

別
を
超
え
て
い
ま
す
。

絶
え
ま
な
く
続
け
る
事
は
す
ぐ
れ
て
い
て
、
坐
禅
の
様
に
動

か
な
い
様
は
愚
か
な
よ
う
に
見
え
る
の
で
す
が
、
と
て
も
重

﹇
釈
意
﹈

頌
で
は
魯
祖
の
面
壁
を
褒
め
称
え
て
い
る
。
一
句
ご
と
対
句
で
あ
ら
わ
し
て

い
る
。
一
句
目
で
は
魯
祖
の
面
壁
は
、
一
見
た
だ
坐
る
と
い
う
味
気
な
い
接

化
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
ん
な
あ
っ
さ
り
と
し
た
面
壁
は
、
す
べ
て
の
分

別
を
捨
て
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
修
行
に
於
い
て
は
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
優

れ
た
も
の
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
坐
る
こ
と
に
、
言
葉
や
文
字
は
い

前
に
会
得
し
な
さ
い
。
仏
が
ま
だ
こ
の
世
に
出
現
す
る
前
に

会
得
し
な
さ
い
、
と
。
そ
れ
で
も
弟
子
の
一
人
、
二
人
を
得

る
こ
と
す
ら
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
魯
祖
は
い
つ

ま
で
も
弟
子
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
し
ょ
う
」
と
。

そ
れ
だ
け
で
は
弟
子
た
ち
に
は
理
解
し
づ
ら
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
第
一
義

諦
と
し
て
の
面
壁
だ
け
で
は
弟
子
達
に
伝
わ
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
ま
だ
悟
り
の
境
地
に
達
し
て
い
な
い
修
行
者
に
面
壁
の
姿
を
見
せ
る
だ

け
で
は
、
そ
の
意
義
は
伝
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
分
別
に
迷
わ
な
い
自
己
の

確
立
を
、
南
泉
は
「
空
劫
以
前
」
の
語
や
、「
仏
未
だ
出
世
せ
ざ
る
時
」
で

示
し
て
い
る
。
優
れ
た
教
え
を
伝
え
て
ゆ
く
に
は
方
便
が
必
要
な
の
で
あ

る
。
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ら
な
い
こ
と
か
ら
、
情
謂
を
超
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

二
句
目
で
は
坐
禅
を
続
け
る
こ
と
が
最
要
で
あ
り
、
一
見
、
愚
か
な
よ
う
で

も
仏
道
を
重
ん
ず
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ま
た
坐
禅
は
ひ
た
す
ら
坐
る
こ
と

に
意
味
が
あ
り
、
彩
り
、
つ
ま
り
文
字
や
言
葉
は
必
要
な
い
こ
と
を
三
句
目

で
は
い
っ
て
い
る
。
最
後
で
は
夏
が
終
わ
り
秋
に
な
る
変
わ
り
目
や
、
海
と

空
の
境
目
が
わ
か
る
く
ら
い
、
面
壁
ほ
ど
わ
か
り
や
す
く
、
理
解
し
や
す
い

こ
と
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
魯
祖
の
面
壁
を
賞
賛
す
る
の
は
、
宏
智
自
身
の
禅
観
で
あ
る
黙
照

禅
と
、
相
通
じ
る
点
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

要
な
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。

宝
玉
に
彩
り
を
彫
る
こ
と
で
、
本
来
の
輝
き
を
失
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
珠
は
淵
に
在
っ
て
こ
そ
自
ら
輝
く
の
で
す
。
爽
や

か
な
空
気
は
十
分
な
ほ
ど
に
、
夏
の
終
わ
り
を
感
じ
さ
せ
、

空
に
浮
か
ぶ
雲
は
秋
風
に
吹
か
れ
て
遠
く
に
流
れ
、
空
と
海

を
分
け
る
目
印
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

﹇
語
彙
﹈ 

【
魯
祖
】
魯
祖
宝
雲
の
こ
と
。
生
没
年
不
詳
。
馬
祖
道
一
の
法
嗣
で
魯
祖
山
に
住
し
た
。【
南
泉
】
南
泉
普
願
（
784
〜
834
）
馬
祖
道
一
の
法
嗣
。【
空

劫
以
前
】
天
地
未
開
以
前
の
意
。
有
無
・
迷
悟
・
善
悪
・
凡
聖
な
ど
の
相
対
差
別
の
す
べ
て
の
現
象
が
分
か
れ
起
こ
る
以
前
の
絶
対
的
存
在
を
指

す
。
法
と
し
て
は
本
来
の
自
己
と
し
て
も
指
す
。【
承
当
】
会
得
す
る
こ
と
、
ま
た
合
点
・
首
肯
な
ど
の
意
。【
一
箇
半
箇
】
一
人
半
人
と
言
う
の
と

同
じ
く
、
き
わ
め
て
少
数
の
人
を
言
う
。
箇
は
個
体
と
し
て
ま
と
ま
り
の
あ
る
も
の
を
数
え
る
量
詞
。
ひ
と
つ
、
ひ
と
り
。
半
箇
は
一
個
の
半
分
。

ま
た
数
の
少
な
い
こ
と
の
た
と
え
。【
驢
年
】
十
二
支
の
な
か
に
驢
が
な
い
こ
と
か
ら
、
永
遠
に
出
会
わ
な
い
事
を
指
す
。【
情
謂
】
情
は
情
識
、
謂

は
言
謂
。
分
別
や
言
語
の
こ
と
。【
綿
綿
・
兀
兀
】
綿
綿
は
長
く
続
い
て
絶
え
ま
な
い
様
の
こ
と
。
兀
兀
は
坐
禅
し
て
い
て
、
少
し
も
動
か
な
い

様
。【
先
・
貴
】
先
に
は
重
ん
ず
る
や
優
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
。
貴
し
（
た
っ
と
し
）
は
重
ん
ず
る
、
大
切
に
す
る
と
い
う
意
味
。
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﹇
和
訳
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諸
君
、
よ
く
聞
き
な
さ
い
。
雪
峰
義
存
が
大
衆
に
向
っ
て
言

い
ま
し
た
。
こ
の
雪
峰
山
に
一
匹
の
亀
の
頭
の
様
な
毒
蛇
が

い
る
の
で
注
意
深
く
観
察
を
し
な
さ
い
、
と
。
長
慶
が
い
い

ま
し
た
。
今
日
伽
藍
内
に
い
る
修
行
僧
は
、
皆
凡
夫
の
身
を

離
れ
、
仏
心
を
具
現
し
て
い
る
の
で
す
、
と
。
あ
る
僧
が
そ

の
こ
と
を
玄
沙
師
備
に
告
げ
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
玄
沙
は
言

い
ま
し
た
。
長
慶
和
尚
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
よ
う
に
答
え
る

第
二
十
四
則　

雪
峰
看
蛇

【
本
則
】 

擧
。
雪
峰
示
衆
云
。
南
山
有
一
條
鼈
鼻
蛇
。
汝
等
諸
人
。
切
須
好
看
。
長
慶
云
。
今
日
堂
中
。
大
有
人
喪
身
失
命
。
僧
擧
以

玄
沙
。
沙
云
。
須
是
稜
兄
始
得
。
然
雖
如
是
。
我
卽
不
恁
麼
。
僧
云
。
和
尚
作
麼
生
。
沙
云
。
用
南
山
作
麼
。
雲
門
以
拄

杖
。

向
峰
面
前
作
怕
勢
。

﹇
訓
読
﹈ 

挙
す
。
雪
峰
衆
に
示
し
て
云
く
。
南
山
に
一
条
の
鼈
鼻
蛇
あ
り
、
汝
等
諸
人
切
に
須
ら
く
好
く
看
る
べ
し
。
長
慶
の
云
く
、
今
日
堂

中
、
大
い
に
人
有
り
て
喪
身
失
命
す
。
僧
、
玄
沙
に
挙
似
す
。
沙
云
く
、
須
ら
く
是
稜
兄
に
し
て
始
め
て
得
る
。
然
も
是
の
如
く
な

り
と
雖
も
、
我
は
即
ち
不
恁
麼
。
僧
云
く
、
和
尚
作
麼
生
。
沙
云
く
、
南
山
を
用
い
て
作
麼
と
せ
ん
。
雲
門
、
拄
杖
を
以
っ
て
峰
の

面
前
に

向
に
し
て
、
怕
れ
る
勢
を
作
す
。

﹇
釈
意
﹈

こ
の
則
で
の
毒
蛇
と
は
煩
悩
や
迷
い
の
世
界
と
思
い
が
ち
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
誰
も
が
も
っ
て
い
る
悟
り
の
境
地
や
仏
性
の
こ
と
で
あ
る
。
雪
峰
は
弟

子
た
ち
に
、
僧
堂
内
の
誰
も
が
持
っ
て
い
る
仏
性
を
、
修
行
に
よ
っ
て
自
ら

会
得
す
る
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。
そ
の
問
い
に
い
ち
早
く
答
え
た
の
が
長

慶
慧
稜
で
あ
る
。
長
慶
は
僧
堂
内
に
い
る
修
行
者
全
員
に
仏
性
が
あ
る
と
答

え
た
。

し
か
し
、
次
に
答
え
た
玄
沙
は
、
誰
も
が
持
っ
て
い
る
仏
性
は
普
遍
で
、
こ
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【
頌
】 

頌
曰
。
玄
沙
大
剛
長
慶
少
勇
。
南
山
鼈
鼻
死
無
用
。
風
雲
際
會
頭
角
生
。
果
見
韶
陽
下
手
弄
下
手
弄
。
激
電
光
中
看
變
動
。

在
我
也
能
遣
能
呼
。
於
彼
也
有
擒
有
縦
。
底
事
如
今
付
阿
誰
。
冷
口
傷
人
不
知
痛
。

﹇
訓
読
﹈ 

頌
に
曰
く
。
玄
沙
は
大
剛
、
長
慶
は
少
勇
。
南
山
の
鼈
鼻
死
し
て
用
な
し
。
風
雲
際
会
し
て
、
頭
角
生
ず
。
果
た
し
て
見
ん
韶
陽
手

を
下
し
て
弄
す
る
こ
と
を
。
手
下
し
て
弄
す
。
激
電
光
中
の
変
動
を
看
る
。
我
に
在
る
や
、
能
く
遣
り
、
能
く
呼
ぶ
。
彼
に
於
い
て

や
擒
有
り
、
縦
有
り
。
底
事
ぞ
如
今
阿
誰
に
付
す
。
冷
口
は
人
を
傷
け
ど
も
、
痛
み
を
知
ら
ず
。

の
世
界
は
仏
の
世
界
そ
の
も
の
だ
か
ら
こ
そ
、
雪
峰
山
に
居
る
者
の
み
が
持

つ
の
で
は
な
い
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
仏
性
は
修
行
道
場
だ
け
で
な
く
、

こ
の
世
の
す
べ
て
の
人
々
に
も
具
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
雲
門
は

拄
杖
を
わ
ざ
と
投
げ
捨
て
、
怖
が
っ
た
そ
ぶ
り
を
し
た
裏
に
は
、
悟
り
の
境

地
を
得
て
も
、
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
な
い
意
味
を
示
し
て
い
る
。
拄
杖
は
毒
蛇

の
こ
と
で
あ
り
、
仏
性
の
こ
と
で
も
あ
る
。
修
行
僧
は
拄
杖
を
手
放
さ
な
い

も
の
で
あ
り
、
投
げ
捨
て
た
と
い
う
事
は
、
悟
り
を
得
て
も
そ
こ
に
と
ど
ま

ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
れ
は
悟
り
の
境
地
に
惑
わ
さ
れ
な
い
こ
と
で
も
あ
る
。
悟
り
の
境
地
に
惑

わ
さ
れ
ず
、
留
ま
ら
な
い
で
修
行
を
継
続
す
る
こ
と
（
仏
向
上
）
が
重
要
な

の
で
あ
る
。

こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
。
長
慶
和
尚
が
言
う
事
も
も
っ

と
も
で
す
が
、
衲
の
考
え
は
違
い
ま
す
、
と
。
そ
の
僧
が
聞

き
ま
し
た
。
玄
沙
和
尚
な
ら
ど
の
よ
う
に
言
う
の
で
す
か
、

と
。
玄
沙
は
答
え
ま
し
た
。
南
山
に
い
る
修
行
僧
だ
け
が
仏

性
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
、
と
。
ま
た
、
雲
門

文
偃
は
持
っ
て
い
た
拄
杖
を
雪
峰
の
前
に
投
げ
捨
て
て
、
怖

が
っ
た
素
ぶ
り
を
し
ま
し
た
。
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﹇
和
訳
﹈

天
童
覚
和
尚
が
頌
に
い
い
ま
し
た
。
玄
沙
は
強
い
人
で
長
慶

は
勇
気
が
あ
ま
り
な
い
人
で
す
。
雪
峰
が
示
し
た
仏
性
（
鼈

鼻
の
毒
蛇
）
は
、
二
人
の
前
で
は
す
で
に
死
ん
で
い
て
用
は

な
い
の
で
す
。
雲
と
風
が
出
会
う
こ
と
で
虎
や
龍
が
躍
り
出

ま
す
。
は
た
し
て
雲
門
が
拄
杖
を
持
っ
て
弄
び
ま
す
が
、
そ

れ
は
見
事
な
手
際
で
す
。
雲
門
は
雪
峰
の
問
い
に
対
応
し
た

の
で
す
が
、
雷
鳴
の
如
く
、
光
の
よ
う
に
早
い
変
わ
り
よ
う

で
の
対
応
だ
っ
た
の
で
す
。
雲
門
は
、
雪
峰
の
放
し
た
毒
蛇

を
呼
び
よ
せ
、
捉
え
て
思
う
ま
ま
に
し
た
の
で
す
。
こ
の
手

際
を
今
誰
に
付
し
ま
し
ょ
う
か
。
冷
た
い
蛇
の
口
は
人
を
傷

つ
け
ま
す
が
、
痛
み
は
無
い
の
で
す
。

﹇
釈
意
﹈

頌
の
始
め
に
あ
る
長
慶
と
玄
沙
の
評
価
は
た
だ
の
優
劣
で
は
な
く
、
二
人
の

答
え
は
ど
れ
も
優
れ
て
い
る
が
、
今
一
歩
及
ば
な
い
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
、
二
人
の
前
で
は
雪
峰
が
示
し
た
教
え
は
生
か
さ
れ
ず
、
毒
蛇

は
死
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
雲
門
が
拄
杖
を
投
げ
た
こ
と
で
状
況

が
一
変
す
る
の
で
あ
る
。
雪
峰
が
放
っ
た
毒
蛇
を
見
事
に
捕
ま
え
た
の
が
雲

門
で
あ
っ
た
。
雲
門
の
採
っ
た
行
動
は
正
に
雪
峰
が
放
っ
た
蛇
を
捕
ら
え
る

答
え
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
冷
口
は
雪
峰
が
示
し
た
蛇
の
事
で
あ
る
。
仏
性
は

誰
に
も
具
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
誰
も
が
気
づ
い
て
い
る

訳
で
は
な
い
。
蛇
の
口
は
人
を
傷
つ
け
て
も
痛
み
は
な
い
と
は
、
こ
の
こ
と

を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

﹇
語
彙
﹈ 

【
雪
峰
】
雪
峰
義
存
（
822
〜
908
）
姓
は
曾
氏
。
徳
山
宣
鑑
の
法
嗣
。【
長
慶
】
長
慶
慧
稜
（
854
〜
932
）
姓
は
孫
氏
。
雪
峰
義
存
の
法
嗣
。【
玄
沙
】
玄

沙
師
備
（
835
〜
908
）
姓
は
謝
氏
。
雪
峰
義
存
の
法
嗣
。
ま
た
、
第
二
十
一
則
に
も
登
場
。【
雲
門
】
雲
門
文
偃
（
864
〜
949
）
姓
は
張
氏
。
雪
峰
義
存

の
法
嗣
。
ま
た
、
第
十
一
則
に
も
登
場
。
韶
陽
は
雲
門
の
異
称
。【
鼈
鼻
】
ハ
ナ
ペ
チ
ャ
の
蛇
、
三
角
頭
の
毒
蛇
の
事
。【

向
】

は
な
げ
う
つ
こ

と
。
手
に
持
て
い
る
も
の
を
投
げ
捨
て
る
事
。【
拄
杖
】
身
体
を
支
え
る
杖
の
事
。
禅
僧
が
持
つ
長
い
杖
。
錫
杖
と
同
じ
。【
喪
身
失
命
】
身
命
を
喪

失
す
る
こ
と
。
仏
法
の
た
め
に
身
命
を
抛
う
つ
事
。
ま
た
、
身
心
も
命
根
も
み
な
こ
と
ご
と
く
脱
落
す
る
こ
と
。【
頭
角
生
ず
】
煩
悩
の
念
が
起
こ

る
事
。
ま
た
波
と
波
が
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
出
来
た
頭
角
の
た
と
え
と
も
。
こ
の
則
で
は
長
慶
と
玄
沙
の
二
人
の
答
え
を
示
し
て
い
る
。【
如
今
阿

誰
】
如
今
は
今
、
阿
誰
は
誰
の
意
。【
風
雲
際
会
】「
雲
は
龍
に
従
い
、
風
は
虎
に
従
う
、
聖
人
作
っ
て
萬
物
覩
ゆ
」
に
よ
る
。
際
は
時
、
会
は
遇
の

意
。
竜
虎
も
風
雲
に
際
会
し
な
い
と
、
そ
の
能
力
を
十
分
に
発
揮
す
る
事
が
出
来
な
い
事
。
時
運
に
巡
り
合
う
と
も
。
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﹇
釈
意
﹈

塩
官
は
い
つ
も
傍
ら
に
い
る
侍
者
を
呼
び
、
修
行
の
成
果
を
犀
牛
の
扇
子
と

表
現
し
て
聞
く
の
で
あ
る
。
侍
者
は
、
修
行
が
完
成
し
、
本
来
の
自
己
を
会

得
し
た
、
と
答
え
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
塩
官
は
そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
、

修
行
が
完
成
し
た
の
な
ら
ば
、
そ
の
成
果
を
見
せ
な
さ
い
と
言
う
の
で
あ

る
。
扇
の
骨
と
は
、
虚
妄
分
別
が
な
く
な
っ
た
後
の
自
己
を
い
う
。

し
か
し
、
塩
官
の
問
い
に
侍
者
は
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
時

点
で
侍
者
は
悟
り
の
境
地
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
後
の
こ
と

を
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
塩
官
の
質
問
に
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
侍

者
に
代
わ
っ
て
、
資
福
は
円
相
を
描
き
、
そ
の
中
に
「
牛
」
の
字
を
書
く
の

で
あ
る
。

﹇
和
訳
﹈

諸
君
、
よ
く
聞
き
な
さ
い
。
塩
官
は
あ
る
日
、
侍
者
を
呼
ん

で
い
い
ま
し
た
。「
衲
に
犀
牛
の
扇
子
を
持
っ
て
き
て
く
だ

さ
い
」
と
。
侍
者
は
答
え
ま
し
た
。「
扇
子
は
す
で
に
破
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
」。
さ
ら
に
塩
官
は
言
い
ま
す
。「
扇
子
が

破
れ
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
破
れ
た
扇
子
の
牛
の
骨
を

持
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
」
と
。
侍
者
は
答
え
ら
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
資
福
は
一
つ
の
円
相
を
描
き
、
そ
の
中
に
「
牛
」
の

一
文
字
を
書
き
ま
し
た
。

第
二
十
五
則　

塩
官
犀
扇

【
本
則
】 

擧
。
鹽
官
一
日
喚
侍
者
。
與
我
過
犀
牛
扇
子
來
。
者
云
。
扇
子
破
也
。
官
云
。
扇
子
卽
破
。
還
我
犀
牛
兒
來
。
者
無
對
。
資

福
畫
一
円
相
。
於
中
書
一
牛
字
。

﹇
訓
読
﹈ 

挙
す
、
鹽
官
一
日
侍
者
を
喚
ぶ
。
我
た
め
に
犀
牛
の
扇
子
を
過
ご
し
来
た
れ
。
者
云
く
、
扇
子
破
れ
ぬ
。
塩
官
云
く
、
扇
子
既
に
破

れ
な
ば
、
我
に
犀
牛
児
を
還
し
来
た
れ
。
者
対
う
る
無
し
。
資
福
は
一
円
相
を
画
き
、
中
に
一
つ
牛
の
字
を
書
す
。



宏
智
禅
師
頌
古
百
則
の
研
究
（
一
）（
佐
藤
）

212─　   ─

円
相
は
完
成
、
つ
ま
り
悟
り
の
世
界
を
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、
単
な
る
完

成
で
は
な
く
、
故
意
に
不
完
全
な
円
を
描
き
、
円
相
の
内
に
痕
跡
を
残
し

て
、
未
完
を
表
現
す
る
こ
と
も
多
い
。

そ
れ
は
、
悟
り
の
境
地
に
達
し
て
も
、
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
更
に
修
行
を

続
け
る
こ
と
（
悟
後
の
修
）
を
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

【
頌
】 

頌
曰
。
扇
子
破
索
犀
牛
。

攣
中
字
有
來
由
。
誰
知
桂
轂
千
年
魄
。
妙
作
通
明
一
點
秋
。

﹇
訓
読
﹈ 

頌
に
曰
く
。
扇
子
破
れ
て
犀
牛
を
索
む
。
捲
攣
中
の
字
に
来
由
有
り
。
誰
か
知
ら
ん
桂
轂
千
年
の
魄
。
妙
に
通
明
一
点
の
秋
と
作

す
。

﹇
和
訳
﹈

天
童
覚
和
尚
が
頌
に
い
い
ま
し
た
。
扇
子
が
破
れ
て
、
犀
牛

の
骨
を
探
し
ま
す
。
円
相
の
中
に
字
を
書
い
た
こ
と
に
は
由

来
が
あ
る
の
で
す
。
誰
が
知
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
、
月
千
年

の
光
は
、
こ
の
上
な
く
す
っ
き
り
と
し
た
秋
を
作
る
と
い
う

こ
と
を
。

﹇
釈
意
﹈

塩
官
は
侍
者
に
対
し
て
犀
牛
の
扇
子
と
い
う
表
現
で
修
行
の
成
果
、
つ
ま
り

悟
り
の
境
地
を
表
す
こ
と
を
せ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
侍
者
は
最
終

的
に
塩
官
の
問
い
に
答
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
資
福
は
、
円
相
の
中

に
牛
の
一
字
を
書
い
た
の
で
あ
る
。
捲
攣
中
の
字
と
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。

捲
攣
は
円
相
を
示
し
、
そ
こ
に
字
を
書
い
た
こ
と
を
指
す
。

次
の
桂
轂
も
円
相
を
意
味
し
、
千
年
の
魄
は
長
い
年
月
の
こ
と
で
あ
る
が
、

い
つ
の
時
代
も
変
わ
ら
な
い
真
理
、
つ
ま
り
仏
法
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

通
妙
一
点
は
資
福
が
円
相
の
中
に
字
を
書
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

ど
ん
な
に
長
い
間
修
行
し
、
悟
り
を
得
て
も
、
そ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
は
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﹇
釈
意
﹈

こ
の
色
を
過
ぎ
る
者
と
い
う
仰
山
の
こ
と
ば
に
は
陥
穽
が
あ
る
。
比
較
が
そ

こ
に
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
白
い
者
が
現
れ
れ
ば
、
よ
り

白
い
者
が
現
れ
て
際
限
が
な
く
な
る
。
そ
の
よ
う
な
分
別
を
捨
て
る
こ
と
が

﹇
語
彙
﹈ 

【
塩
官
】
塩
官
斉
安
（
？
〜
843
）
姓
は
李
氏
。
馬
祖
道
一
の
法
嗣
。【
資
福
】
資
福
如
宝
の
こ
と
。
資
福
貞
邃
の
法
嗣
。【
犀
牛
の
扇
子
】
犀
角
を
骨

子
と
し
た
扇
子
の
事
。【
牛
児
】
牛
は
仏
性
、
あ
る
い
は
本
来
の
面
目
に
た
と
え
て
用
い
る
。【
捲
攣
】
円
相
の
事
。【
桂
轂
】
月
の
異
名
の
事
。
車

輪
の
事
と
も
。【
通
明
】
事
理
に
通
達
し
て
あ
き
ら
か
な
こ
と
。【
一
点
】
一
つ
の
点
。
ひ
と
か
け
ら
の
こ
と
。
一
で
全
を
表
わ
す
。。【
円
相
】
円
い

形
、
ま
た
そ
れ
を
描
く
事
。
円
相
を
も
っ
て
真
如
・
仏
性
・
実
相
・
法
性
な
ど
の
絶
対
の
真
理
を
表
す
。
ま
た
悟
り
の
境
地
。

第
二
十
六
則　

仰
山
指
雪

【
本
則
】 

擧
。
仰
山
指
雪
師
子
云
。
還
有
過
得
此
色
者

。
雲
門
云
。
當
時
便
興
推
倒
。
雪
竇
云
。
只
解
推
倒
不
解
扶
起
。

﹇
訓
読
﹈ 

挙
す
。
仰
山 

雪
獅
子
を
指
し
て
云
く
。
還
っ
て
こ
の
色
を
過
ぎ
得
る
者
有
ら
ん
や
。
雲
門
云
く
、
当
時
便
ち
た
め
に
推
倒
せ
ん
。

雪
竇
云
く
、
只
だ
推
倒
を
解
し
て
扶
起
を
解
せ
ず
。

﹇
和
訳
﹈

諸
君
、
よ
く
聞
き
な
さ
い
。
仰
山
慧
寂
が
雪
ダ
ル
マ
を
指
し

て
言
い
ま
し
た
。「
こ
の
雪
ダ
ル
マ
の
白
さ
よ
り
白
い
者
が

誰
か
い
る
だ
ろ
う
か
」
と
。
雲
門
は
言
い
ま
し
た
。「
そ
の

真
に
仏
法
を
会
得
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
資
福
が
円
相
の
中

に
字
を
書
い
た
よ
う
に
、
悟
り
を
得
て
も
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
悟
後
の
修

へ
と
進
む
こ
と
が
出
来
て
い
れ
ば
、
侍
者
は
塩
官
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
が

出
来
た
で
あ
ろ
う
。
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【
頌
】 

頌
曰
。
一
倒
一
起
雪
庭
獅
子
。
愼
於
犯
而
懐
仁
。
勇
於
為
而
見
義
。
清
光
照
眼
似
迷
家
。
明
白
転
身
還
堕
位
。
衲
僧
家
了
無

寄
。
同
死
同
生
何
此
何
彼
。
暖
信
破
梅
兮
春
到
寒
枝
。
涼

脱
葉
兮
秋
澄
了
潦
水
。

﹇
訓
読
﹈ 

頌
に
曰
く
。
一
倒
一
起
雪
庭
の
獅
子
。
犯
す
こ
と
を
慎
ん
で
仁
を
懐
き
、
為
す
に
勇
ん
で
義
を
見
る
。
清
光
眼
を
照
す
も
家
に
迷
う

に
似
た
り
。
明
白
身
を
転
じ
還
っ
て
位
に
堕
す
。
衲
僧
家
つ
い
に
寄
る
こ
と
無
し
。
同
死
同
生
何
れ
を
此
と
し
何
れ
を
彼
と
せ
ん
。

暖
信
梅
を
破
り
春
寒
枝
に
到
り
、
涼

葉
を
脱
し
秋
潦
水
を
澄
ま
し
む
。

修
行
の
最
要
と
示
す
た
め
の
方
便
で
あ
る
。
雲
門
は
、
分
別
の
元
と
な
る
雪

ダ
ル
マ
な
ど
倒
し
て
潰
し
て
し
ま
え
と
い
う
。
修
行
を
重
ね
て
虚
妄
分
別
を

淘
汰
し
て
ゆ
く
往
相
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
雪
竇
は
、
倒
す
だ
け
で
は

次
の
展
開
に
繋
が
ら
な
い
と
し
て
、
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
く
て
は
い
け
な

い
と
い
う
。
悟
道
し
た
後
は
、
悟
り
の
世
界
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
此
岸
に

戻
っ
て
化
道
を
敷
く
の
で
あ
る
。
往
相
と
還
相
が
揃
っ
て
仏
法
は
完
成
す
る

の
で
あ
る
。

時
そ
こ
に
居
た
な
ら
雪
ダ
ル
マ
を
潰
し
て
形
を
無
く
し
た
も

の
を
」
と
。
さ
ら
に
雪
竇
重
顕
は
言
い
ま
し
た
。「
雲
門
は

押
し
潰
す
こ
と
は
知
っ
て
い
ま
す
が
、
雪
ダ
ル
マ
を
起
こ
し

あ
げ
る
こ
と
を
知
り
ま
せ
ん
」
と
。

﹇
和
訳
﹈

天
童
覚
和
尚
が
頌
に
い
い
ま
し
た
。
仰
山
慧
寂
が
示
し
た
庭

の
雪
ダ
ル
マ
を
、
雲
門
は
推
倒
し
雪
竇
は
扶
起
し
ま
し
た
。

仰
山
は
思
い
や
る
心
か
ら
問
い
を
発
し
、
そ
れ
に
応
え
た
人

た
ち
が
い
ま
す
。
月
の
光
が
あ
ま
り
に
眩
し
く
て
家
路
を
見

﹇
釈
意
﹈

仰
山
慧
寂
は
、
こ
こ
で
雲
門
と
雪
竇
の
二
人
の
弟
子
を
介
し
て
、
仏
法
の
在

り
方
を
説
い
て
い
る
。
仰
山
の
質
問
に
呼
応
し
て
、
雲
門
は
知
識
や
言
葉
に

捉
わ
れ
な
い
在
り
方
を
示
し
た
。
さ
ら
に
、
雪
竇
が
、
知
識
や
こ
と
ば
に
捉

わ
れ
な
い
の
は
無
論
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
だ
け
に
こ
だ
わ
っ
て
い
て
は
、
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失
っ
て
迷
う
の
に
似
て
い
ま
す
。
明
白
の
世
界
に
行
く
こ
と

が
あ
っ
て
も
そ
こ
に
留
ま
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
修
行
僧
は

何
処
に
も
留
ま
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
す
。
死
と
生
も
あ
れ

こ
れ
と
別
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
暖
か
い
風
が
梅
の
蕾

を
開
か
せ
れ
ば
、
春
が
寒
枝
に
到
っ
て
い
る
と
気
づ
き
ま

す
。
ま
た
、
涼
し
い
風
が
木
の
葉
を
落
と
し
、
沼
の
淀
み
が

澄
め
ば
秋
な
の
で
す
。

再
び
分
別
に
陥
る
と
示
し
た
。
春
が
来
れ
ば
枝
は
芽
吹
き
、
秋
が
来
た
な
ら

葉
を
落
と
す
よ
う
に
、
あ
り
の
ま
ま
に
移
り
変
わ
り
ゆ
く
の
が
本
来
の
姿
な

の
で
あ
る
。
そ
こ
に
自
分
勝
手
な
分
別
を
挟
む
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。

﹇
語
彙
﹈ 

【
仰
山
慧
寂
】（
807
〜
883
）
広
東
省
の
人
。

山
霊
祐
の
法
嗣
。
師
の

山
と
資
の
仰
山
の
山
号
の
頭
字
を
と
っ
て

仰
宗
と
し
た
。【
雲
門
文
偃
】

（
864
〜
949
）
浙
江
省
の
人
。
睦
州
道
蹤
、
霊
樹
如
敏
、
広
主
劉
龍
に
参
じ
た
。
雪
峰
義
存
の
法
嗣
。【
雪
竇
重
顕
】（
980
〜
1052
）
四
川
省
の
人
。
雲
門

宗
の
智
門
光
祚
の
法
嗣
。
五
年
間
、
雲
門
宗
の
祖
文
偃
に
宗
旨
に
学
ぶ
。【
推
倒
】
押
し
倒
す
こ
と
。
転
じ
て
一
切
の
人
法
を
奪
っ
て
し
ま
う
こ

と
。【
扶
起
】
扶
け
起
こ
す
こ
と
。
宗
師
家
が
学
人
を
指
導
す
る
の
に
用
い
る
接
化
の
手
段
。【
潦
水
】
水
た
ま
り
、
沼
池
の
こ
と
。

第
二
十
七
則　

法
眼
指
簾

【
本
則
】 

擧
。
法
眼
以
手
指
簾
。
時
有
二
僧
。
同
去
捲
簾
。
眼
云
。
一
得
一
失
。

﹇
訓
読
﹈ 

挙
す
。
法
眼 

手
を
以
て
簾
を
指
さ
す
。
時
に
二
僧
あ
り
。
同
じ
く
去
っ
て
簾
を
巻
く
。
眼
云
く
、
一
得
一
失
。
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﹇
釈
意
﹈

法
眼
文
益
は
、
簾
を
巻
き
上
げ
る
と
い
う
同
じ
行
為
を
し
た
二
人
の
僧
を
、

片
方
は
褒
め
、
片
方
を
諌
め
た
。
も
し
、
こ
の
二
人
が
異
な
る
評
価
を
さ
れ

た
こ
と
に
迷
う
な
ら
ば
、
是
非
分
別
に
留
ま
る
こ
と
に
な
る
。
二
人
の
侍
者

も
読
者
も
法
眼
の
言
葉
に
惑
わ
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
本
来
の
自
己
は
、
相

対
的
な
価
値
判
断
を
超
越
し
て
い
る
。
法
眼
の
目
的
は
そ
こ
に
気
づ
か
せ
る

こ
と
に
あ
る
。

﹇
和
訳
﹈

諸
君
、
よ
く
聞
き
な
さ
い
。
法
眼
文
益
は
何
も
言
わ
ず
に
簾

を
指
さ
し
ま
し
た
。
傍
ら
に
居
た
二
人
の
僧
が
、
同
時
に
簾

を
巻
き
上
げ
に
行
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
見
て
法
眼
は
言
い
ま

し
た
。「
一
人
は
良
い
が
一
人
は
い
け
な
い
」
と
。

【
頌
】 

頌
曰
。
松
直
棘
曲
。
鶴
長
鳧
短
。
羲
皇
世
人
倶
忘
治
亂
。
其
安
也
濳
龍
在
淵
。
其
逸
也
翔
鳥
脱
絆
。
無
何
祖
禰
西
来
。
裡
許

得
失
相
半
。
蓬
随
風
而
転
空
。
舡
截
流
而
到
岸
。
箇
中
霊
利
衲
僧
。
看
取
清
涼
手
段
。

﹇
訓
読
﹈ 

頌
に
曰
く
。
松
は
直
く
棘
は
曲
れ
り
。
鶴
は
長
く
鳧
は
短
し
。
羲
皇
世
の
人 

倶
に
治
亂
を
忘
る
。
其
の
安
や
濳
龍 

淵
に
在
り
。
其

の
逸
や
翔
鳥 

絆
を
脱
す
。
何
ん
と
も
す
る
こ
と
な
し 

祖
禰
西
来
し
て
、
裡
許
得
失
相
い
半
ば
す
。
蓬
は
風
に
随
っ
て
空
に
転
じ
。

舡
は
流
れ
を
截
っ
て
岸
に
到
る
。
箇
の
中 
霊
利
の
衲
僧
、
清
涼
の
手
段
を
看
取
せ
よ
。

﹇
和
訳
﹈

天
童
覚
和
尚
が
頌
に
い
い
ま
し
た
。
松
は
真
っ
直
ぐ
そ
び

え
、
い
ば
ら
は
曲
が
り
育
ち
ま
す
。
鶴
の
足
は
長
く
、
鴨
は

短
い
の
で
す
。
羲
皇
の
世
の
民
は
治
乱
を
忘
れ
て
生
活
を
営

み
ま
し
た
。
そ
れ
は
淵
に
潜
む
龍
の
よ
う
に
安
ら
で
す
。
そ

﹇
釈
意
﹈

法
眼
文
益
は
、
同
じ
よ
う
な
行
為
を
し
た
二
人
の
僧
を
片
方
は
褒
め
、
片
方

は
諌
め
た
。
異
な
る
評
価
に
心
を
奪
わ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
が
是
非
分
別
に
迷

う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
真
っ
直
ぐ
に
伸
び
た
松
が
良
で
、
曲
が
り
く
ね
る

い
ば
ら
が
悪
と
分
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
鳥
の
足
の
長
短
も
同
じ
あ
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る
。
こ
だ
わ
り
を
持
ち
、
分
別
に
留
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
、
達
磨
以
前
は
、
悟
り
の
有
無
は
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
が
、
達
磨
が

来
て
以
来
、
悟
り
に
拘
泥
す
る
人
も
現
れ
た
。
優
れ
た
修
行
僧
が
法
眼
の
教

え
を
会
得
す
れ
ば
、
是
非
分
別
に
迷
う
こ
と
の
な
い
平
穏
な
境
地
を
会
得
で

き
よ
う
。

し
て
籠
を
脱
し
た
鳥
の
よ
う
に
囚
わ
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

の
土
地
に
達
磨
が
西
来
し
て
以
来
、
有
無
得
失
の
分
別
が
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
よ
も
ぎ
の
綿
帽
子
が
風
に

乗
っ
て
空
に
飛
び
出
す
よ
う
に
、
ま
た
、
船
が
川
の
流
れ
を

横
切
っ
て
対
岸
に
着
く
よ
う
に
、
優
れ
た
師
の
弟
子
な
ら

ば
、
煩
悩
な
き
平
穏
の
境
地
を
会
得
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。

﹇
語
彙
﹈ 

【
法
眼
文
益
】
法
眼
文
益
（
885
〜
958
）
地
蔵
桂
琛
の
法
嗣
。
五
家
七
宗
の
一
つ
法
眼
宗
の
祖
。
浙
江
省
余
杭
の
人
。
育
王
寺
で
希
覚
律
師
か
ら
律
を

学
ぶ
。【
羲
皇
】
古
代
中
国
の
伝
説
上
の
帝
王
。
伏
羲
と
も
い
う
。
姿
は
人
面
蛇
身
と
さ
れ
、
世
を
治
め
た
天
子
。
伏
羲
の
在
位
は
百
十
一
年
続

き
、
羲
皇
の
民
は
自
然
の
ま
ま
の
原
始
生
活
を
平
和
に
暮
ら
し
た
と
さ
れ
る
。【
裡
許
】
裏
許
。
こ
こ
、
そ
の
中
の
意
。
許
は
場
所
を
示
す
助
詞
。

第
二
十
八
則　

護
国
三

【
本
則
】 

擧
。
僧
問
護
國
。
鶴
立
枯
松
時
如
何
。
國
云
。
地
下
底
一
場

羅
。
僧
云
。
滴
水
滴
凍
時
如
何
。
國
云
。
日
出
後
一
場

羅
。
僧
云
。
會
昌
沙
汰
時
護
法
善
神
向
甚

處
去
也
。
國
云
。
三
門
頭
両
箇
一
場

羅
。

﹇
訓
読
﹈ 

挙
す
。
僧
、
護
国
に
問
う
。
鶴
枯
松
に
立
つ
時
如
何
。
国
云
く
、
地
下
底
、
一
場
の

羅
。
僧
云
く
。
滴
水
滴
凍
の
時
如
何
。
国
云

く
。
日
出
で
て
後
、
一
場
の

羅
。
僧
云
く
。
会
昌
沙
汰
の
時
、
護
法
善
神
い
づ
れ
の
處
に
向
っ
て
去
る
や
。
国
云
く
。
三
門
頭
の

両
箇
、
一
場
の

羅
。
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﹇
和
訳
﹈

諸
君
、
よ
く
聞
き
な
さ
い
。
僧
が
護
国
守
澄
に
質
問
し
ま
し

た
。
鶴
が
老
松
に
停
ま
っ
て
い
る
姿
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

し
ょ
う
、
と
。
護
国
は
答
え
ま
す
。「
樹
の
下
か
ら
見
れ
ば

不
格
好
で
恥
さ
ら
し
で
す
」。
僧
が
ま
た
問
い
ま
す
。
水
滴

が
一
滴
一
滴
凍
る
姿
は
い
か
が
で
す
か
、
と
。
護
国
は
答
え

ま
す
。「
太
陽
が
昇
っ
た
後
は
、
気
温
が
上
が
り
溶
け
る
の

で
、
恥
さ
ら
し
で
す
」。
僧
が
言
い
ま
す
。
唐
の
武
帝
に
よ

る
会
昌
の
破
仏
で
は
、
護
法
善
神
は
ど
こ
に
行
っ
て
い
た
の

で
し
ょ
う
か
、
と
。
護
国
は
言
い
ま
す
。「
護
法
善
神
も
恥

さ
ら
し
で
す
」。

﹇
釈
意
﹈

修
行
僧
が
護
国
守
澄
に
仏
法
を
求
め
る
姿
勢
を
三
つ
質
問
す
る
。
ま
ず
、

「
鶴
が
老
松
に
留
ま
っ
て
い
る
様
」
は
、
修
行
者
が
悟
り
の
境
地
に
至
っ
た

姿
を
例
え
て
い
る
。
悟
っ
て
終
わ
り
で
は
な
く
悟
後
の
修
へ
と
踏
み
出
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、「
水
が
滴
る
た
び
に
凍
っ
て
い
く
様
」
は
、
煩

悩
の
暖
気
に
自
分
を
見
失
う
こ
と
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
理
想
に

執
着
す
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
欲
望
の
世
界
に
後
戻
り
と
な
る
。
最
後
に
、「
武

帝
の
廃
仏
時
、
護
法
善
神
は
何
を
し
て
い
た
の
か
」
と
の
問
い
に
、
護
法
善

神
は
三
門
に
立
っ
て
い
た
だ
け
だ
と
答
え
て
い
る
。
仏
法
は
理
念
で
は
な

く
、
継
続
し
た
日
常
の
実
修
が
あ
っ
て
こ
そ
機
能
す
る
の
で
あ
る
。

【
頌
】 

頌
曰
。
壮
士
綾
綾
鬢
鬢
未
秋
。
男
児
不
憤
不
封
侯
。
翻
思
清
白
傳
家
客
。
洗
耳
溪
頭
不
飲
牛
。

﹇
訓
読
﹈ 

頌
に
曰
く
。
壮
士
綾
綾
と
し
て
鬢
未
だ
秋
な
ら
ず
。
男
児
憤
ぜ
ず
ん
ば
侯
に
封
ぜ
ら
れ
ず
。
翻
っ
て
思
う
清
白
伝
家
の
客
。
耳
を
洗

う
渓
頭 

牛
に
飲
ま
せ
ず
。

﹇
和
訳
﹈

天
童
覚
和
尚
が
頌
に
い
い
ま
し
た
。
こ
の
僧
は
、
白
髪
も
な

く
威
勢
の
い
い
青
年
で
す
。
若
者
は
発
憤
し
な
け
れ
ば
領
主

が
領
土
を
与
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
対
す
る
護
国
は
、

﹇
釈
意
﹈

こ
の
僧
は
い
か
に
も
若
く
、
自
分
が
悟
り
を
会
得
し
て
い
る
こ
と
を
分
か
っ

て
も
ら
お
う
と
焦
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
悟
り
の
姿
を
考
え
て
体
裁
を
整
え

て
も
、
そ
れ
は
何
の
役
に
も
立
た
ず
、
恥
を
晒
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ



宏
智
禅
師
頌
古
百
則
の
研
究
（
一
）（
佐
藤
）

219─　   ─

﹇
語
彙
﹈ 

【
護
国
】
護
国
守
澄
（
不
詳
）
洞
山
下
、
疎
山
匡
仁
の
法
嗣
。【

羅
】
梵
語
の
恥
さ
ら
し
の
意
。【
会
昌
沙
汰
】
唐
の
武
帝
に
よ
る
会
昌
三
年
（
843

年
）
の
仏
教
弾
圧
。
中
国
仏
教
の
廃
仏
で
は
最
も
大
規
模
な
も
の
。【
三
門
頭
の
両
箇
】
三
門
は
空
・
無
想
・
無
作
の
三
解
脱
門
を
表
し
、
山
門
の

意
と
同
じ
。
両
箇
は
三
門
に
立
つ
仁
王
・
護
法
善
神
の
こ
と
。【
侯
】
封
建
時
代
の
領
主
。
大
名
の
称
号
。【
清
白
傳
家
客
】
清
白
は
清
廉
潔
白
の

略
。『
後
漢
書
』、
家
計
を
守
る
よ
り
清
廉
潔
白
を
守
る
信
義
を
子
孫
に
伝
え
る
た
め
富
を
廃
し
た
楊
震
伝
。【
耳
を
洗
う
溪
頭
牛
に
飲
は
ず
】『
史

記
』
伯
夷
伝
。
堯
帝
か
ら
天
下
を
譲
る
と
さ
れ
た
許
由
は
辞
し
て
箕
山
に
隠
栖
す
る
が
、
再
度
召
さ
れ
た
の
で
、
汚
れ
た
事
を
聞
い
た
と
川
で
耳
を

洗
っ
た
。
そ
こ
へ
牛
に
水
を
飲
ま
せ
よ
う
と
巣
父
通
り
か
か
り
、
そ
の
よ
う
な
水
を
牛
に
飲
ま
せ
ら
れ
な
い
と
上
流
に
牛
を
引
い
て
行
っ
た
と
い
う

伝
記
。

第
二
十
九
則　

風
穴
鉄
牛

【
本
則
】 

擧
。
風
穴
在
郢
州
衙
内
。
上
堂
云
。
祖
師
心
印
。
状
似
鐵
牛
之
機
。
去
即
印
住
。
住
即
印
破
。
只
如
不
去
不
住
。
印
即
是
不

印
即
是
。
時
有
盧
陂
長
老
。
出
問
云
。
某
甲
有
鐵
牛
之
機
。
請
師
不
搭
印
。
穴
云
。
慣
釣
鯨
鯢
澄
巨
浸
。
却
嗟
蛙
歩
謌
泥

沙
。
陂
佇
思
。
穴
喝
云
。
長
老
何
不
進
語
。
陂
擬
議
。
穴
便
打
一
拂
子
云
。
還
記
得
話
頭
麼
。
試
擧
看
。
陂
擬
開
口
。
穴
又

打
一
拂
子
。
牧
主
云
。
佛
法
與
王
法
一
般
。
穴
云
。
見
箇
什
麼
。
牧
云
。
當
斷
不
斷
。
返
招
其
亂
。
穴
便
下
座
。

﹇
訓
読
﹈ 

挙
す
。
風
穴 

郢
州
の
衙
内
に
在
っ
て
、
上
堂
し
て
云
く
。
祖
師
の
心
印
、
状 

鉄
牛
の
機
に
似
た
り
。
去
れ
ば
即
ち
印
住
し
、
住
す

清
廉
公
正
を
守
っ
て
富
を
捨
て
た
楊
震
の
よ
う
で
す
。
ま

た
、
耳
を
洗
っ
て
体
裁
を
整
え
る
許
由
を
、
理
想
に
滞
る
者

と
し
て
退
け
、
そ
の
河
の
水
を
牛
に
飲
ま
せ
な
か
っ
た
巣
父

の
よ
う
で
す
。

る
。
悟
道
へ
の
想
い
す
ら
捨
て
て
、
た
だ
ひ
た
す
ら
修
行
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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﹇
釈
意
﹈

風
穴
延
沼
は
、
悟
り
は
鉄
牛
の
働
き
に
似
て
い
る
と
説
い
て
い
る
。
河
の
流

れ
を
制
御
す
る
た
め
に
、
禹
王
が
鉄
で
造
っ
た
牛
を
川
に
沈
め
た
。
鉄
牛
が

ど
の
よ
う
な
働
き
で
洪
水
を
防
い
で
い
る
の
か
、
見
よ
う
と
し
て
も
見
え
な

い
。
こ
れ
は
学
人
を
導
く
た
め
の
餌
で
あ
る
。
盧
陂
長
老
が
針
に
か
か
っ
た

が
、
風
穴
の
指
導
は
予
想
外
で
、
何
も
応
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
風
穴
の
こ
と

ば
は
「
知
の
分
断
」
を
計
っ
て
い
る
。
了
悟
は
知
恵
で
は
な
く
、
論
理
で
も

な
い
。
ど
の
よ
う
に
思
考
し
て
も
、
こ
の
世
界
が
そ
の
ま
ま
仏
の
世
界
で
あ

り
、
自
分
が
そ
の
ま
ま
仏
で
あ
る
こ
と
を
こ
と
ば
で
は
説
明
で
き
な
い
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
風
穴
に
一
蹴
さ
れ
た
盧
陂
長
老
で
あ
る
が
、
名
が
記
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
後
日
、
達
悟
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
牧
主
の
こ
と
ば
を
風
穴
は
ど
の
よ
う
に
聞
い
た
で
あ
ろ
う
。
是

﹇
和
訳
﹈

諸
君
、
よ
く
聞
き
な
さ
い
。
風
穴
延
沼
が
郢
州
の
太
守
の
邸

宅
に
招
か
れ
て
、「
祖
師
の
心
印
（
悟
り
）
は
、
河
水
の
氾

濫
を
防
い
だ
鉄
牛
の
機
き
に
似
て
い
ま
す
」
と
説
法
を
し
ま

し
た
。「
そ
の
働
き
は
、
去
ろ
う
と
す
れ
ば
留
ま
り
、
留
め

よ
う
と
す
れ
ば
去
る
。
そ
の
境
地
を
超
え
て
、
去
ろ
う
と
せ

ず
留
ま
ろ
う
と
し
な
い
時
を
、
悟
り
と
認
め
て
も
良
い
の
で

し
ょ
う
か
、
い
け
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
。
そ
の
時
、
盧
陂

長
老
が
出
て
、「
衲
は
河
水
の
氾
濫
を
防
ぐ
よ
う
な
働
き

（
仏
性
）
を
得
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
師
を
求
め
て
、
こ
れ

以
上
、
認
め
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
い
ま
し

た
。
風
穴
は
「
鯨
鯢
を
い
つ
も
な
ん
な
く
釣
り
あ
げ
て
、
海

れ
ば
即
ち
印
破
す
。
只
だ
去
ら
ず
住
せ
ざ
る
が
如
き
は
、
印
す
る
が
即
ち
是
か
、
印
せ
ざ
る
が
即
ち
是
か
。
時
に
盧
陂
長
老
有
っ

て
、
出
で
て
問
う
て
云
く
。
某
甲
鉄
牛
之
機
有
り
。
請
う
師
、
印
を
搭
せ
ざ
れ
。
穴
云
く
。
鯨
鯢
を
釣
り
て
、
巨
浸
を
澄
ま
し
む
る

に
慣
れ
、
却
っ
て
嗟
く 

蛙
歩
の
泥
沙
に
謌
す
る
こ
と
を
。
陂 

佇
思
す
。
穴 

喝
し
て
云
く
。
長
老
何
ぞ
進
語
せ
ざ
る
。
陂 

擬
議

す
。
穴 
打
つ
こ
と
一
払
子
に
し
て
云
く
。
還
っ
て
話
頭
を
記
得
す
や
、
試
み
に
挙
せ
よ
看
ん
。
陂 

口
を
開
か
ん
と
擬
す
。
穴 

又

打
つ
こ
と
一
払
子
す
。
牧
主
云
く
。
仏
法
と
王
法
と
一
般
な
り
。
穴
云
く
。
箇
の
什
麼
を
見
る
や
。
牧
云
く
。
当
に
断
ず
べ
き
に
断

ぜ
ざ
れ
ば
、
返
っ
て
其
の
乱
を
招
く
。
穴 

便
ち
下
座
す
。
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【
頌
】 

頌
曰
。
鐵
牛
之
機
。
印
住
印
破
。
透
出
毘
盧
頂
潼
行
。
却
來
化
佛
舌
頭
坐
。
風
穴
當
衡
盧
陂
負
墮
。
棒
頭
喝
下
。
電
光
石

火
。
歴
歴
分
明
珠
在
盤
。

起
眉
毛
還
蹉
過
。

を
静
か
に
す
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
泥
水

の
中
で
蛙
が
こ
ろ
げ
ま
わ
っ
て
い
る
の
を
見
る
の
は
嘆
か
わ

し
い
こ
と
で
す
」
と
い
い
ま
し
た
。
盧
陂
長
老
は
こ
れ
を
聞

い
て
考
え
込
み
ま
し
た
。
風
穴
は
叱
っ
て
、「（
盧
陂
）
長

老
、
何
も
言
わ
な
い
の
で
す
か
」
と
。
盧
陂
長
老
は
言
葉
を

出
そ
う
と
し
ま
し
た
。
風
穴
は
、
間
髪
を
入
れ
ず
に
払
子
を

振
っ
て
一
打
し
、「
先
ほ
ど
、
あ
な
た
が
言
っ
た
言
葉
を
、

も
う
一
度
言
っ
て
み
な
さ
い
」
と
い
い
ま
し
た
。
長
老
は
、

再
び
こ
と
ば
を
出
そ
う
と
し
ま
し
た
。
風
穴
は
再
び
払
子
を

振
っ
て
一
打
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
見
て
、
郢
州
の
太
守
は

「
仏
法
も
政
治
も
同
じ
で
す
ね
」
と
い
い
ま
し
た
。
風
穴

は
、「
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
同
じ
だ
と
分
か
り
ま
す
か
」

と
尋
ね
ま
し
た
。
太
守
は
、「
判
断
す
べ
き
時
に
判
断
を
し

な
け
れ
ば
、
あ
と
で
混
乱
が
起
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
仏
法
も

政
治
も
同
じ
で
す
」
と
応
え
ま
し
た
。
風
穴
は
法
座
か
ら
下

り
ま
し
た
。

非
の
分
別
を
離
れ
る
仏
法
と
、
是
非
の
判
断
を
必
要
と
す
る
世
法
を
「
一

般
」
と
評
さ
れ
て
は
下
座
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
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﹇
訓
読
﹈ 

頌
に
曰
く
。
鉄
牛
の
機
。
印
住
印
破
。
毘
盧
頂
潼
を
透
出
し
て
行
き
、
化
仏
舌
頭
に
却
来
し
て
坐
す
。
風
穴
衡
に
当
た
っ
て
盧
陂
負

堕
す
。
棒
頭
喝
下
。
電
光
石
火
。
歴
歴
分
明
に
し
て
珠 

盤
に
在
り
。
眉
毛
を

起
す
れ
ば 

還
っ
て
蹉
過
す
。

﹇
和
訳
﹈

天
童
覚
和
尚
が
頌
に
い
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
鉄
牛
が
河
水

の
氾
濫
を
防
ぐ
働
き
は
、
悟
り
さ
え
も
超
え
て
い
る
の
で

す
。
そ
れ
は
、
毘
盧
遮
那
仏
の
頭
上
を
超
え
、
人
々
を
導
く

自
由
自
在
の
立
場
に
居
る
の
で
す
。
風
穴
が
、
自
在
な
働
き

を
発
揮
し
ま
し
た
が
、
盧
陂
は
、
そ
の
境
地
に
及
び
ま
せ
ん

で
し
た
。
こ
と
ば
で
何
も
い
う
必
要
が
な
い
か
ら
、
こ
と
ば

を
発
す
る
前
に
払
子
を
振
り
、
喝
を
下
し
ま
し
た
。
そ
の
早

さ
は
、
目
に
も
止
ま
り
ま
せ
ん
。
珠
が
盆
の
上
を
転
が
る
よ

う
な
、
変
幻
自
在
な
風
穴
の
働
き
は
、
盧
陂
と
の
境
界
の
違

い
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
真
実
は
目
を
凝
ら
し
て
見
極
め

よ
う
と
し
て
も
、
鉄
牛
の
よ
う
に
却
っ
て
見
え
な
い
も
の
で

す
。

﹇
釈
意
﹈

達
道
の
人
は
、
毘
盧
遮
那
仏
の
頭
上
を
超
え
た
か
の
よ
う
な
、
自
由
自
在
な

境
地
に
い
る
。
風
穴
の
接
化
を
受
け
て
も
、
盧
陂
長
老
は
悟
り
に
至
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
悟
り
を
得
よ
う
と
す
る
な
ら
、
分
別
を
脱
し
て
、
真
実
を
見

極
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
の
自
分
を
正
し
く
捉
え
る
こ
と
が
必
要
な
の

で
あ
る
。

﹇
語
彙
﹈ 

【
風
穴
】
風
穴
延
沼
（
896
〜
973
）
の
こ
と
。
餘
抗
（
浙
江
省
）
の
人
。
俗
姓
は
劉
氏
。
鏡
清
道

、
南
院
慧
顒
等
に
参
じ
る
。
郢
州
の
広
恵
寺
に
二

十
年
住
し
た
。【
郢
州
衙
内
】
郢
州
の
太
守
の
官
邸
。【
心
印
】
仏
心
印
の
略
。
印
は
印
証
。
師
と
弟
子
と
の
心
が
相
い
契
合
し
、
不
二
一
体
に
な
る

こ
と
。【
状
鉄
牛
の
機
】
牛
頭
は
河
南
、
牛
尾
は
河
北
に
あ
り
、
禹
王
が
河
水
の
氾
濫
を
防
い
だ
と
い
わ
れ
る
、
巨
大
な
鉄
の
牛
。『
碧
巌
録
』
に
、
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擒
得
盧
陂
跨
鉄
牛
。
三
玄
戈
甲
未
軽
酬
。
楚
王
城
畔
朝
宗
水
。
喝
下
曾
令
却
倒
流
。（『
大
正
蔵
』
48
、
177
ａ
）
と
、
盧
陂
に
対
し
て
風
穴
が
一
喝
し

た
意
味
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
永
平
広
録
』（
一
〇
）
に
、「
鉄
牛
鎖
断
天
河
水
、
頂
上
毘
盧
脚
下
随
」
と
あ
る
。
鉄
牛
も
毘
盧
遮
那
仏
も
、

自
由
自
在
な
境
地
を
示
し
て
い
る
。【
盧
陂
長
老
】
不
詳
。
風
穴
の
随
身
か
。【
牧
主
】
郢
州
の
太
守
の
こ
と
。【
毘
盧
頂
潼
】
向
上
の
位
に
留
ま
ら

な
い
で
、
向
下
門
の
は
た
ら
き
を
示
す
こ
と
。【
負
堕
】
負
け
る
。
破
れ
る
。【
珠
在
盤
】
珠
が
盤
の
上
を
走
る
と
き
は
、
宛
転
自
在
し
、
少
し
も

礙
が
な
い
。【

起
】
動
か
す
こ
と
。【
蹉
過
】
時
期
を
逸
し
て
し
ま
う
。

第
三
十
則　

大
隋
劫
火

【
本
則
】 

擧
。
僧
問
大
隨
。
劫
火
洞
然
。
大
千
倶
壞
。
未
審
。
這
箇
壞
不
壞
。
隨
云
壞
。
僧
云
。
恁
麼
則
隨
他
去
也
。
隨
云
。
隨
他

去
。
僧
問
龍
濟
。
劫
火
洞
然
。
大
千
倶
壞
。
未
審
。
這
箇
壞
不
壞
。
濟
云
不
壞
。
僧
云
。
爲
什
麼
却
不
壞
。
濟
云
。
爲
同
大

千
。

﹇
訓
読
﹈ 

挙
す
。
僧 

大
隋
に
問
う
。
劫
火
洞
然
と
し
て
大
千
倶
に
壊
す
。
未
審
し
、
這
箇
壊
か
不
壊
か
。
隋
云
く
壊
。
僧
云
く
、
恁
麼
な
ら

ば
則
ち
他
に
随
い
去
れ
る
や
。
隋
云
く
、
他
に
随
い
去
る
。
僧 

龍
斉
に
問
う
。
劫
火
洞
然
と
し
て
大
千
倶
に
壊
す
。
未
審
し
、
這

箇
壊
か
不
壊
か
。
済
云
く
不
壊
。
僧
云
く
、
什

と
し
て
か
不
壊
な
る
や
。
済
云
く
、
大
千
に
同
じ
き
が
為
な
り
。

﹇
和
訳
﹈

諸
君
、
よ
く
聞
き
な
さ
い
。
僧
が
大
隋
法
真
に
問
い
ま
し

た
。「
こ
の
世
界
に
大
火
災
が
あ
り
、
世
界
が
一
度
に
壊
滅

す
る
時
、
仏
の
世
界
も
壊
滅
す
る
の
で
し
ょ
う
か
、
し
な
い

﹇
釈
意
﹈

大
隋
法
真
と
龍
済
紹
修
に
、
僧
が
「
世
界
に
終
わ
り
が
来
た
時
、
仏
の
世
界

も
壊
れ
る
の
か
」
と
質
問
を
し
て
い
る
。
僧
は
分
別
に
滞
り
、
壊
か
不
壊
か

の
答
え
を
期
待
し
て
い
る
が
、
壊
と
不
壊
の
対
立
は
、
最
初
か
ら
な
い
。
僧
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の
で
し
ょ
う
か
」。
大
隋
「
壊
滅
し
ま
す
」
と
。
僧
「
も
し

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
世
界
と
一
緒
に
す
べ
て
が
壊
滅

す
る
の
で
し
ょ
う
か
」。
大
隋
「
こ
の
世
界
と
一
緒
に
す
べ

て
壊
滅
し
て
し
ま
い
ま
す
」。
僧
は
、
龍
済
に
問
い
ま
し

た
。「
大
火
災
で
世
界
が
壊
滅
す
る
時
、
仏
の
世
界
も
壊
滅

す
る
の
で
し
ょ
う
か
」。
龍
済
「
壊
滅
し
ま
せ
ん
」。
僧
「
ど

う
し
て
壊
滅
し
な
い
の
で
し
ょ
う
か
」。
龍
済
「
こ
の
世
界

と
仏
の
世
界
は
一
体
だ
か
ら
で
す
」。

に
対
し
て
大
隋
と
龍
済
は
、
敢
え
て
矛
盾
し
た
こ
と
ば
を
提
示
す
る
こ
と

で
、
分
別
に
滞
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。

【
頌
】 

頌
曰
。
壞
不
壞
隨
他
去
也
大
千
界
。
句
裡
了
無
鉤
鎖
機
。
脚
頭
多
被
葛
藤
礙
。
會
不
會
。
分
明
底
事
丁
寧
㬠
。
知
心
拈
出
勿

商
量
。
還
我
當
行
相
買
賣
。

﹇
訓
読
﹈ 

頌
に
曰
く
。
壊
と
不
壊 

他
に
随
っ
て
去
る
大
千
界
。
句
裏
了
に
鈎
鎖
の
機
無
し
。
脚
頭
多
く
葛
藤
に
礙
え
ら
る
。
会
か
不
会
か
。

分
明
底
の
事 

丁
寧
㬠
し
。
知
心
は
拈
出
し
て
商
量
す
る
こ
と
勿
れ
。
我
が
当
行
に
相
い
買
売
す
る
に
輸
く
。

﹇
和
訳
﹈

天
童
覚
和
尚
が
頌
に
い
い
ま
し
た
。
大
隋
の
壊
と
龍
済
の
不

壊
、
こ
の
世
界
と
一
緒
に
壊
滅
す
る
こ
と
と
、
こ
の
世
界
は

仏
の
世
界
と
一
体
で
あ
り
、
壊
滅
し
な
い
と
い
う
教
え
に

は
、
修
行
僧
を
落
と
し
入
れ
る
罠
の
よ
う
な
は
た
ら
き
は
あ

﹇
釈
意
﹈

相
対
す
る
関
係
を
代
表
さ
せ
た
壊
・
不
壊
の
こ
と
ば
は
、
分
別
を
離
れ
る
た

め
の
端
緒
で
あ
り
、
と
り
わ
け
意
味
を
持
た
な
い
。
仏
法
を
会
得
し
て
い
る

人
は
、
そ
の
こ
と
を
論
じ
る
こ
と
も
な
い
。
壊
・
不
壊
を
離
れ
た
、
何
の
分

別
も
な
い
と
こ
ろ
が
、
到
達
す
べ
き
と
こ
ろ
（
悟
り
）
で
あ
る
。
そ
の
こ
と



宏
智
禅
師
頌
古
百
則
の
研
究
（
一
）（
佐
藤
）

225─　   ─

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、（
受
け
取
る
側
は
）
こ
と
ば
が
多
く

あ
り
す
ぎ
て
、
も
の
の
見
方
が
か
え
っ
て
分
か
ら
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
。
理
解
で
き
て
も
、
理
解
で
き
な
く
て
も
、

真
実
そ
の
も
の
で
す
。
大
隋
と
龍
済
は
、
誰
も
が
分
か
る
よ

う
な
丁
寧
な
教
え
を
説
い
て
い
ま
す
。
仏
法
が
よ
く
分
か
っ

て
い
る
人
は
壊
・
不
壊
を
持
ち
出
し
て
、
問
答
を
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。
真
実
の
値
段
が
つ
い
て
い
る
わ
た
し
の
店

の
商
品
は
、
そ
の
ま
ま
駆
け
引
き
な
し
で
売
り
買
い
を
す
る

の
で
、
値
段
の
交
渉
を
し
よ
う
と
す
る
と
、
あ
な
た
は
恥
を

か
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

を
こ
と
ば
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
、
真
実
が
見
え
な
く
な
る
。
大
隋
も
龍

済
も
、
は
じ
め
か
ら
真
実
を
さ
ら
け
出
し
て
何
も
隠
し
て
い
な
い
こ
と
を
、

「
買
売
す
る
に
輸
く
」
と
い
っ
た
。

﹇
語
彙
﹈ 

【
大
随
】
大
隋
法
真
（
834
〜
915
）
の
こ
と
。
梓
州
（
四
川
省
）
塩
亭
の
人
。
俗
姓
は
王
氏
。
長
慶
大
安
の
法
嗣
。
天
彭
珊
口
山
の
竜
懐
寺
、
大
隋
山

に
住
し
た
。『
従
容
録
』、『
続
蔵
経
』
で
は
「
大
随
」
と
あ
る
。【
劫
火
洞
然
】『
仁
王
経
』
護
国
品
五
の
引
用
。
世
界
が
壊
滅
す
る
時
期
を
い
い
、

火
の
熾
ん
な
る
か
た
ち
を
い
う
。「
劫
火
」
は
、
四
劫
（
成
劫
・
住
劫
・
壊
劫
・
空
劫
）
の
壊
劫
を
指
す
。【
龍
済
】
龍
済
紹
修
（
生
没
年
不
詳
）
の

こ
と
。
地
蔵
桂
琛
の
法
嗣
。
撫
州
（
江
西
省
臨
川
）
竜
済
山
に
住
し
、
修
山
主
と
し
て
知
ら
れ
る
。「
龍
斉
」
と
も
。『
碧
巌
録
』（『
大
正
蔵
』
48
、

169
ａ
〜
ｃ
）
に
は
、
龍
済
の
内
容
が
含
ま
れ
て
い
な
い
。【
鈎
鎖
機
】
人
に
ひ
っ
か
け
縛
り
つ
け
る
仕
掛
け
。【
殺
】『
従
容
録
』
写
本
に
よ
っ
て

「
㬠
」。【
知
心
】
気
心
の
知
れ
た
人
。【
商
量
】
問
答
を
し
、
審
議
す
る
こ
と
。【
当
行
】
行
は
商
店
の
義
、
当
は
本
の
義
で
本
店
（
天
童
山
）。
わ
が

こ
の
店
の
こ
と
。
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