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江
戸
時
代
の
儒
者
で
あ
り
、
福
岡
藩
の
医
者
で
儒
者
で
も
あ
っ

た
貝
原
益
軒
(
-
六
三
0
|
―
七
―
四
）
は
、
有
名
な
著
作

上
う
じ
ょ
う
く
ん

『
養
生
訓
』
の
巻
第
一
に
お
い
て
、

t
っ

人
の
身
は
百
年
を
以
て
期
と
す
。
上
寿
は
百
歳
、
中
寿
は
八

十
、
下
寿
は
六
十
な
り
。
六
十
以
上
は
長
生
な
り
。
世
上
の

人
を
見
る
に
、
下
寿
を
た
も
つ
人
す
く
な
く
、
五
十
以
下
短

命
な
る
人
多
し
。
人
生
七
十
古
来
ま
れ
な
り
、
と
い
へ
る
は
、

ふ

よ

う

虚
語
に
あ
ら
ず
。
長
命
な
る
人
す
く
な
し
。
五
十
な
れ
ば
不
夭

じ

に

か

く

の

ご

と

く

と
云
て
、
わ
か
死
に
あ
ら
ず
。
人
の
命
な
ん
ぞ
如
レ
此
み
じ
か

き
や
。
是
、
皆
、
養
生
の
術
な
け
れ
ば
な
り
。
（
注
1
)

一
、
寿
命
の
区
切
り
方

や
し
な

さ

し

百
年
を
期
と
日
う
。
願
う
。

と
述
べ
て
い
る
。
右
の
文
中
、
期
の
文
字
を
「
ゴ
」
と
読
ん
で
い

る
が
、
期
の
字
の
発
音
は
、
キ
が
漢
音
で
ゴ
が
呉
音
で
あ
る
と
す

る
の
が
一
般
で
あ
る
。
し
か
し
字
書
の
中
に
は
、
キ
を
漢
音
と
し

ギ
を
呉
音
と
し
て
、
ゴ
を
慣
用
音
と
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
（
注
2
)
0

意
味
の
上
か
ら
は
、
国
語
辞
書
で
は
期
は
定
め
ら
れ
た
時
と
か
約

束
と
か
の
意
味
が
あ
る
と
し
、
期
は
時
間
や
期
限
の
外
に
死
期
と

さ

い

ご

か
命
が
終
わ
る
最
期
の
意
味
な
ど
を
提
示
し
て
い
る
丘
3)°

従
っ

て
、
人
の
寿
命
の
最
期
と
し
て
区
切
る
百
歳
の
場
合
も
、
期
と
訓

読
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
訓
読
み
と
は
異
な
っ
て
、
漢
字
の
熟

語
と
し
て
百
歳
を
指
す
語
の
場
合
は
、
期
願
と
読
ん
で
い
る
。
こ

の
熟
語
の
出
典
は
、
儒
教
の
中
心
経
典
と
さ
れ
る
五
経
の
―
つ
で

ら

い

き

さ

よ

く

ら

い

あ
る
『
礼
記
』
曲
礼
上
第
一
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、

道
教
思
想
を
中
心
と
し
た
人
間
の
寿
命
論

中
国
研
究
集
刊
玉
号
（
総
五
十
号
）
平
成
二
十
二
年
一
月
三
三
ー
六
七
頁
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と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
期
は
、
一
月
一
百
年
と
い
う
一
期
間
を

指
す
こ
と
ば
で
あ
り
、
人
間
は
百
歳
に
も
な
る
と
飲
食
衣
服
す
べ

て
介
助
を
必
要
と
す
る
年
令
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
『
礼
記
』

本
文
を
み
る
と
、
期
も
願
も
そ
こ
で
は
一
字
一
字
独
立
し
た
意
味

で
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
や
が
て
、
そ
れ

き

ぞ
れ
の
文
字
を
結
合
し
て
期
願
と
連
続
し
て
読
ん
で
、
百
歳
と
か

老
人
と
か
の
意
味
を
示
す
熟
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
の
理
由
は
、
『
礼
記
』
曲
礼
上
第
一
の
期
願
の
文
の
少
し
前

に
あ
る
弱
と
冠
と
の
一
字
一
字
独
立
し
て
い
た
文
字
を
連
続
さ
せ

て
、
弱
冠
と
い
う
熟
語
と
し
て
男
子
二
十
歳
を
指
す
こ
と
に
な
っ

た
の
と
関
係
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
（
注
4
)
。
こ
こ
で
、
『
礼
記
』

曲
礼
第
一
の
そ
の
文
を
示
す
と
、

人
は
生
ま
れ
て
十
年
を
幼
と
日
う
。
学
ぶ
。
二
十
を
弱
と
日

そ

う

し

つ

う
。
冠
す
。
三
十
を
壮
と
日
う
。
室
有
り
。
四
十
を
強
と
日

し

こ

う

つ

か

9

9

う
。
而
し
て
仕
う
。
五
十
を
文
と
日
う
。
官
政
に
服
す
。
六

さ

十
を
普
と
日
う
。
指
使
す
。
七
十
を
老
と
日
う
。
而
し
て
伝

な
お

期
は
猶
要
の
ご
と
し
。
願
は
獲
な
り
。

と
な
っ
て
い
る
。
唐
代
の
権
威
あ
る
注
釈
書
の

巻
一
で
は
、

っ
『
礼
記
正
義
』

七
年
、
男
女
席
を
同
じ
く
せ
ず
、
食
を
共
に
せ
ず
。

ぼ
う

う
。
八
十
九
十
を
竜
と
日
う
。

と
は
罪
有
り
と
雖
も
、

や
し
な

う
。
願
う
。

と
う

七
年
を
悼
と
日
う
。
悼
と
紫

刑
を
加
え
ず
。
百
年
を
期
と
日

と
な
っ
て
い
る
。
三
十
四
十
は
血
気
盛
ん
の
時
で
、
壮
と
呼
ば
れ

が
い

て
妻
を
持
ち
、
強
と
い
わ
れ
て
仕
官
す
る
。
五
十
歳
の
文
は
も
ぐ

さ
の
こ
と
で
、
頭
髪
に
白
さ
が
混
じ
る
姿
を
示
し
て
い
る
。
官
職

政
務
を
行
な
う
。
六
十
の
者
は
、
老
人
の
意
味
も
あ
る
が
、
強
い

と
か
長
者
の
意
味
も
あ
る
か
ら
、
指
使
は
人
を
指
揮
す
る
意
味
に

な
る
。
七
十
歳
の
伝
と
は
、
後
翡
に
伝
え
譲
る
意
味
で
あ
る
。
八

ぽ

う

し

う

ろ

く

十
九
十
の
竜
は
、
後
に
も
再
述
す
る
が
、
惹
禄
の
熟
語
で
な
じ
み

深
い
文
字
で
あ
る
。
悼
は
、
憐
れ
み
の
意
味
で
、
幼
子
を
指
す
。

こ
の
悼
と
竜
に
該
当
す
る
も
の
に
は
、
罪
を
犯
し
た
場
合
で
も
刑

を
与
え
な
い
と
し
て
い
る
の
に
は
、
人
間
ら
し
い
配
慮
が
感
じ
ら

れ
る
。
悼
が
七
歳
ま
で
の
幼
児
と
す
る
年
令
の
区
分
に
つ
い
て
は
、

こ

う

ふ

こ

う

せ

ん

ロ
賦
と
か
口
銭
と
呼
ば
れ
る
漢
代
の
人
頭
税
が
七
歳
か
ら
課
せ
ら

だ
い
そ
，
‘

れ
て
い
る
こ
と
が
参
考
に
な
る
（
注
5
)
。
ま
た
『
礼
記
』
内
則
第
十

二
は
、
家
庭
内
の
礼
儀
法
則
を
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
文

の
中
に
、
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と
い
い
、
歯
は
年
令
を
示
す
こ
と
に
通
ず
る
と
こ
ろ
か
ら
、
尚
歯

（
歯
を
尚
ぶ
）
と
い
っ
て
老
人
を
尊
ぶ
語
と
な
る
。

七
歳
の
区
切
り
に
関
し
て
は
、
中
国
医
学
の
方
面
か
ら
考
え
た

場
合
、
七
歳
は
女
子
の
成
長
に
合
わ
せ
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。
中

国
の
代
表
的
古
典
的
医
書
『
黄
帝
内
経
素
問
』
上
天
真
論
篇
第

一
に
よ
れ
ば
、

あ
ら
た

女
子
は
七
歳
に
し
て
腎
気
盛
ん
に
、
歯
は
更
ま
り
、
髪
は
長
ず
。

と
し
て
、
以
下
二
七
の
十
四
歳
か
ら
七
七
の
四
十
九
歳
ま
で
、
七

年
を
中
心
に
女
性
の
身
体
の
盛
衰
を
記
述
し
て
い
る
。
因
み
に
そ

こ
で
は
、
八
歳
を
規
準
と
し
て
、
八
八
の
六
十
四
歳
ま
で
の
男
性

の
肉
体
の
盛
衰
を
示
し
て
い
る
。

老
の
字
は
、
『
礼
記
』
曲
礼
上
で
は
七
十
を
指
し
て
い
る
が
、
諸

お
う
が
ん

説
あ
る
。
梁
の
皇
侃
（
四
八
八
ー
五
四
五
）
の
貴
重
な
『
論
語
義

男
は
八
月
、
女
は
七
月
に
し
て
歯
生
ず
。

と
し

と
あ
る
。
『
礼
記
』
曲
礼
第
一
に
は
、
君
公
の
車
の
馬
の
歯
を
数
え

る
こ
と
を
禁
じ
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
歯
は
、
年

し
ゥ
ら
い
ち
ナ
う
そ

令
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
『
周
礼
注
疏
』
巻
三
十
五

秋
官
小
寇
で
は
、

老
を
年
五
十
以
上
を
謂
う
。

五
十
始
め
て
衰
う
。

と
す
る
。
春
秋
時
代
の
斉
の
政
治
家
で
管
飽
の
交
り
で
有
名
な
管

仲
（
前
？
ー
前
六
四
五
）
の
名
を
冠
す
る
『
管
子
』
海
王
第
七
十

い
ん
ち
し
ょ
う

二
（
軽
重
五
）
の
中
で
、
諸
君
の
語
に
関
す
る
唐
代
の
手
知
章
の

注
釈
で
は
、
諸
君
を
ば
老
男
老
女
と
し
、

し

う

か

と
い
う
（
注
6)°

孔
子
を
亜
ぐ
聖
人
と
し
て
有
名
な
孟
朝

二
？
ー
前
二
八
九
）
の
言
行
を
記
し
た
『
孟
子
』
で
は
、

さ

ぬ

さ

五
十
の
者
は
吊
を
衣
る
べ
し
。
…
…
七
十
の
者
は
肉
を
食
う

べ
し
。

と
あ
る
。
五
十
と
七
十
は
、
対
照
的
に
よ
く
取
り
挙
げ
ら
れ
る
。
老
文

と
い
う
場
合
は
、
五
十
以
上
の
人
を
指
し
て
い
る
。
老
の
文
字
は
、

古
代
の
甲
骨
に
刻
ま
れ
た
文
字
で
は
、

六
十
已
上
を
老
男
と
為
し
、
五
十
已
上
を
老
女
と
為
す
。

疏
』
巻
八
の
季
氏
第
十
六
の

の
解
釈
で
は
、

（
前
三
七

「
其
の
老
い
た
る
に
及
ぶ
や
」

の
句

(35) 



と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
髪
の
毛
が
ぼ
う
ぼ
う
で
、
体
が
こ
わ

ば
っ
て
、
腰
が
曲
っ
て
杖
を
つ
い
て
い
る
形
と
さ
れ
て
い
る
（
注
7
)
0

り
ゅ
う
き

老
人
の
姿
を
実
に
よ
く
示
し
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。
漢
代
の
劉
熙

し
ゃ
く
み
ょ
う

（
後
漢
末
の
人
）
の
文
字
の
解
説
書
『
釈
名
』
の
「
釈
長
幼
」
の

項
で
は
、七

十
歳
を
竜
と
日
い
、
頭
髪
は
白
く
、
惹
惹
然
（
ぼ
さ
ぼ
さ
）

た
り
。

と
記
し
て
い
る
。
こ
の
竜
の
字
は
慣
用
的
に
「
モ
ウ
」
と
発
音
し

て
、
こ
の
字
の
下
に
緑
（
小
石
の
よ
う
に
役
に
立
た
な
い
存
在
）

と
い
う
文
字
を
加
え
て
、
わ
が
国
で
は
老
い
ぼ
れ
の
状
態
に
な
る

こ
と
を
、
惹
緑
と
表
現
し
て
い
る
。

孔
子
は
、
『
論
語
』
為
政
第
二
に
よ
る
と
、

生
を
、

自
ら
の
七
十
年
の
人

と
い
う
形
で
あ
る
。
古
代
の
金
属
に
刻
ま
れ
た
金
文
で
は
、

R
 気 各

@) 

二
、
上
寿
•
中
寿
・
下
寿

人
間
の
寿
命
を
三
区
分
し
、
上
寿
•
中
寿
・
下
寿
の
三
種
と
す

る
の
は
、
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
内
容
に

な
る
と
、
当
初
か
ら
し
て
そ
の
内
容
は
明
確
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難

と
記
さ
れ
て
い
る
。

ご

ご

一
期
を
寿
と
な
す
。
期
久
し
き
を
長
と
な
す
。
（
注
8

と

こ

こ

ろ

ざ

吾
は
十
有
五
に
し
て
学
に
志
す
。
三
十
に
し
て
立
つ
。
四
十

に
し
て
惑
わ
ず
。
五
十
に
し
て
天
命
を
知
る
。
六
十
に
し
て

し
た
が

耳
順
う
。
七
十
に
し
て
心
の
欲
す
る
と
こ
ろ
に
従
が
っ
て
、
矩

を
鍮
え
ず
。

と
述
べ
て
い
る
。
孔
子
の
苦
難
の
生
活
を
通
し
て
発
展
し
た
自
ら

の
精
神
的
成
長
過
程
を
吐
露
す
る
こ
の
こ
と
ば
か
ら
後
世
、
十
五

じ

り

つ

歳
を
志
学
と
し
、
三
十
歳
を
而
立
、
四
十
歳
を
不
惑
、
五
十
歳
を

知
命
、
六
十
歳
を
耳
順
と
言
い
換
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
因
み
に

だ
い
は
つ
ね
は
ん
ぎ
上
う
し
？
つ
げ

仏
教
で
は
、
仏
典
の
解
説
書
の
―
つ
で
あ
る
『
大
般
涅
槃
経
集
解
』

で
は
、

(36) 



と
す
る
。
三
卿
は
、
周
代
諸
侯
の
司
徒
•
司
馬
・
司
空
の
三
官
と

さ
れ
る
。
結
極
、
三
寿
は
判
っ
て
い
る
よ
う
で
、
は
っ
き
り
し
て

い
な
い
面
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
唐
の
大
宗
の
貞
観
十

二
寿
は
三
卿
な
り
。
（
注
11)

と
し
、
後
漢
の
鄭
玄
(
―
二
七
ー
ニ

O
O
)
ま、
•f 

.. 

と
あ
る
。
こ
の
詩
の
解
釈
に
は
、
「
三
卿
を
援
助
者
と
し
て
、
岡
や

陵
の
如
く
ど
っ
し
り
と
魯
を
安
定
せ
し
め
よ
。
」
（
注
9
)

と
す
る
も

の
や
、
「
三
寿
の
老
成
人
と
相
伴
っ
て
、
岡
の
如
く
陵
の
如
く
堅
固

で
あ
る
。
」
と
す
る
の
な
ど
が
あ
る
（
注
lo)°

宋
の
朱
子
(
-
三
〇

|
―
二

O
O
)
は、

い

主

つ

よ

び

三
寿
は
未
だ
詳
ら
か
な
ら
ず
。
…
…
或
い
は
、
願
は
く
は
（
倍
）

公
の
寿
と
岡
陵
と
等
し
く
し
て
三
と
為
す
な
り
。
（
『
詩
集
伝
』
）

ほ

う

な

二
寿
朋
を
作
し
、

ご

と

お

お

お

か

ご

と

岡
の
如
く
陵
の
如
し
。

い
。
中
国
の
古
代
の
詩
を
集
め
た
『
詩
経
』
に
つ
い
て
の
解
説
書

ろ
し
ょ
う

の
―
つ
で
あ
る
『
毛
詩
正
義
』
巻
二
十
の
二
の
魯
頌
（
魯
の
国
の

ひ
つ
き
ゥ
う

宗
廟
の
詩
）
の
間
宮
と
い
う
頌
に
は
、

こ
う
し
少
？
さ
ゅ
う
と

公
漿
は
朽
臨
し
て

二
老
は
即
賦
す
。

く
よ
う
だ
っ

年
（
六
三
八
）
に
孔
穎
達
（
五
七
四
ー
六
四
八
）
撰
述
の
『
春

秋
左
伝
正
義
』
巻
十
七
の
偕
公
三
十
二
（
前
六
二
八
）
の
記
録

こ、

~J 

"
 

な

ん

じ

さ

ょ

う

爾
何
ん
ぞ
知
ら
ん
、
中
寿
な
ら
ば
、
爾
の
墓
の
木
は
棋
な
ら

ん。

と
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
『
春
秋
左
伝
正
義
』
巻
四
十
一

年
（
前
五
三
九
）
の
項
に
、

と
い
う
文
が
あ
る
。
つ
ま
り
齊
公
の
倉
庫
は
朽
ち
て
虫
が
わ
く
ほ

む
ら

ど
穀
物
が
多
く
詰
ま
っ
て
い
る
の
に
、
民
間
で
は
郷
の
三
老
と
呼

こ
ご

ば
れ
る
長
老
た
ち
が
、
凍
え
飢
え
て
い
る
、
と
い
う
。
そ
し
て
こ

ど

よ

の
三
老
の
文
字
の
注
釈
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
晋
代
の
杜
預
（
ニ
ニ

ニ
ー
ニ
八
四
）
の
解
釈
と
し
て
、

正
義
に
日
わ
く
、

上
寿
百
二
十
歳
、
中
寿
百
、

と
い
う
文
が
あ
る
。
供
と
は
、

あ
り
、
中
寿
に
つ
い
て
は
、

抱
え
の
太
さ
、

の
昭
公

下
寿
八
十
。

と
い
う
意
味
で
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上
寿
は
周
よ
り
始
ま
る
。

三
老
は
、
上
寿
•
中
寿
・
下
寿
、
皆
八
十
以
上
な
れ
ど
も
、

養
い
遇
さ
れ
ざ
る
な
り
。

と
い
う
一
文
を
載
せ
て
い
る
。
国
家
の
庫
は
満
ち
て
、

こ
ご

え
凍
え
に
苦
し
ま
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

続
い
て
孔
穎
達
は
、

庶
民
は
飢

こ
の
文
に

ふ
く
け
ん

正
義
に
日
わ
く
、
（
後
漢
の
）
服
虔
は
云
う
、
は
エ
老
・

商
老
・
農
老
…
…
と
。
故
に
杜
（
預
）
は
も
っ
て
上
中
下
寿

と
な
し
て
、
皆
八
十
以
上
と
言
う
。
則
ち
上
寿
百
年
以
上
、

中
寿
九
十
以
上
、
下
寿
八
十
以
上
は
、
こ
れ
も
ま
た
意
を
以

こ

れ

ば

か

っ
て
之
を
言
い
て
、
こ
の
文
を
釈
す
る
の
み
。
余
の
文
に
は

通
ぜ
ざ
る
な
り
。

と
述
べ
て
い
る
。
た
と
え
寿
と
い
っ
て
も
、
以
上
見
て
き
た
よ

う
に
色
々
な
解
釈
が
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
三
寿
は
紀
元
前
の
そ
の
時
代
の
語
で
あ
っ
て
、
物

事
の
初
出
を
探
求
し
て
記
録
し
て
あ
る
『
一
是
紀
始
』
と
い
う
書

物
の
巻
五
に
は
、

と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、
中
国
の
戦
国
時
代
の
道
家
の
荘
周
（
前

三
六
五
ー
前
二
九

0
頃
）
の
思
想
を
ま
と
め
た
『
荘
子
』
と
い
う

書
物
の
中
で
も
、
彼
の
時
代
よ
り
後
れ
て
出
現
し
た
ら
し
い
『
荘

と
う
せ
き

子
』
雑
篇
の
中
の
盗
妬
篇
の
文
章
の
中
で
、
上
寿
百
歳
•
中
寿
八

十
歳
・
下
寿
六
十
歳
と
主
張
さ
れ
る
三
寿
説
が
定
着
す
る
最
初
の

形
式
が
示
さ
れ
て
い
る
。
三
寿
説
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
後
段
で

り
よ
し
し
ナ
ん
じ
ナ
う

も
折
り
に
ふ
れ
て
述
べ
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。
『
呂
氏
春
秋
』
巻

+
「
安
死
」
は
、
人
の
寿
は
百
歳
を
過
ぎ
ず
、
中
寿
は
六
十
を
過

ぎ
ず
と
寿
の
み
を
い
う
。

三
、
百
歳
と
五
十
歳

人
間
の
寿
命
を
百
年
で
区
切
る
こ
と
は
、
上
述
し
た
よ
う
な
歴

史
が
あ
る
が
、
そ
の
半
分
の
人
生
五
十
年
と
い
う
言
葉
も
人
口
に

謄
炎
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
わ
が
国
の
戦
国
武
将
の
一
人
織
田
信

長
(
-
五
三
四
ー
一
五
八
二
）
が
今
川
義
元
の
大
軍
を
迎
え
撃
つ

桶
狭
間
の
戦
(
-
五
六

O
)
に
出
陣
す
る
時
の
様
子
を
記
す
『
信

長
公
記
』
に
は
、

あ

っ

し

り

に

ん

If
ん

げ

て

ん

此
の
時
、
信
長
敦
盛
の
舞
を
遊
ば
し
候
。
人
間
五
十
年
、
下
天

の
内
を
く
ら
ぶ
れ
ば
、
夢
幻
の
如
く
な
り
。
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人
間
五
十
年
け
て
む
の
内
を
く
ら
ぶ
れ
ば
夢
ま
ほ
ろ
し
の

と
書
か
れ
て
い
る
。
下
天
は
、
仏
教
の
六
欲
天
の
中
で
も
、
最
も

下
層
で
劣
っ
た
世
界
で
あ
る
に
し
て
も
そ
れ
で
も
一
昼
夜
の
長
さ

げ

て

ん

が
人
間
界
の
五
十
年
で
あ
る
。
果
報
が
劣
っ
て
少
な
い
下
天
に
比

較
し
て
も
、
人
間
の
命
が
一
瞬
の
は
か
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を

述
べ
て
い
る
の
が
、
右
の
『
信
長
公
記
』
の
意
味
で
あ
る
。
因
み

あ

ず

ら

き

に
『
信
長
公
記
』
は
、
『
信
長
記
』
と
か
『
安
土
記
』
な
ど
と
も
呼

ば
れ
て
、
全
十
六
巻
本
で
あ
る
。
後
世
の
小
瀬
甫
庵
の
編
集
し
た

『
信
長
記
』
は
、
半
分
の
八
巻
本
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

有
名
な
『
平
家
物
語
』
（
流
布
本
の
巻
第
九
）
の
中
に
、
熊
谷
真
実

い

く

さ

た

す

け

ぷ

ね

が
一
の
谷
の
軍
に
破
れ
て
沖
の
助
船
に
向
か
っ
て
い
く
平
家
の

公
達
の
一
人
で
生
年
十
七
歳
の
平
敦
盛
の
首
級
を
あ
げ
る
物
語
が

あ
る
。
こ
の
物
語
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
謡
曲
敦
盛
は
、
よ
く
演
じ

ら
れ
る
。

く
せ

t
ぃ

室
町
時
代
に
出
た
曲
舞
（
久
世
舞
）
の
―
つ
に
幸
若
舞
が
あ
る
。

室
町
時
代
の
桃
井
直
詮
(
-
四

0
三
ー
一
四
八

O
)
幼
名
幸
若
丸

は
、
平
曲
に
声
明
の
曲
節
を
入
れ
た
新
曲
を
編
ん
で
、
後
に
舞
の

振
り
つ
け
も
行
な
っ
た
の
が
幸
若
舞
の
始
ま
り
、
と
い
わ
れ
て
い

る
斥
12)°

そ
の
中
に
は
、
信
長
出
陣
に
際
し
て
謡
い
か
つ
舞
っ
た
、

あ
の
有
名
な
一
句
、

と
く
な
り
。

が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
人
生
が
五
十
年
で
区
切
ら
れ
て
い
る
が
、

上
述
の
よ
う
に
百
歳
が
人
間
の
寿
命
の
―
つ
の
区
切
り
で
あ
る
と

す
る
説
が
、
一
般
的
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
人
の
一

生
は
百
年
を
区
切
り
と
す
る
の
が
よ
い
の
か
、
五
十
年
を
一
区
切

り
と
す
べ
き
な
の
か
、
或
は
、
八
十
年
な
の
か
六
十
年
な
の
か
。

こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
以
下
に
中
国
の
思
想
・
宗
教
・
医
学
・

文
学
な
ど
の
面
か
ら
、
少
し
く
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

ま
ず
思
想
家
と
呼
ば
れ
る
人
々
の
発
言
を
通
し
て
探
求
し
て
み

る
こ
と
と
す
る
。
中
国
の
思
想
界
は
、
儒
家
と
道
家
に
二
大
別
さ

れ
る
。
上
述
の
荘
周
は
道
家
に
属
す
る
人
物
で
あ
る
。
周
代
末
の

春
秋
戦
国
時
代
（
前
七
七

O
I前
ニ
ニ
ニ
）
の
思
想
家
と
さ
れ
る

老
子
も
道
家
に
属
し
て
い
る
。
こ
の
代
表
的
な
二
人
の
名
を
取
っ

て
、
道
家
思
想
は
老
荘
思
想
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
道
家
思

想
と
対
立
す
る
一
方
の
思
想
が
、
孔
子
（
前
五
五
一
ー
前
四
七
九
）

を
開
祖
と
す
る
儒
家
で
あ
る
。
孔
子
の
後
を
継
ぐ
人
物
の
一
人
で

あ
る
孟
子
（
前
三
七
二
頃
ー
前
二
八
九
）
と
併
せ
て
、
孔
孟
の
教

と
も
儒
家
は
呼
ば
れ
る
。
彼
等
以
後
儒
家
思
想
家
た
ち
は
、
仁
義

礼
智
信
の
五
常
を
、
人
が
常
に
行
い
守
る
べ
き
大
切
な
徳
目
と
す

る
。
五
常
は
こ
の
外
に
、
父
の
義
・
母
の
慈
•
兄
の
友
・
弟
の
恭
・

子
の
孝
な
ど
と
も
さ
れ
る
。
儒
家
と
同
様
に
老
荘
思
想
も
、
仏
教

一
度
生
を
う
け
め
つ
せ
ぬ
者
の
あ
る
へ
き
か
。
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と
い
う
孔
子
の
発
言
で
あ
る
。
儒
家
で
は
人
間
に
生
ま
れ
た
時
か

ら
、
そ
の
人
の
寿
命
や
貧
富
や
名
声
は
運
命
と
し
て
定
ま
っ
た
も

の
が
あ
る
の
で
、
人
間
個
人
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
も
の

と
し
て
受
け
止
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
そ
の
一
方
で
、

「
仁
者
は
寿
」
（
菰
也
第
六
）
と
か
「
大
徳
…
寿
を
得
」
（
『
中
庸
』

第
十
七
章
）
と
い
い
つ
つ
も
、

め
い

死
生
命
あ
り
。
富
貴
天
に
在
り

が
イ
ン
ド
か
ら
中
国
に
伝
来
す
る
以
前
と
以
後
で
は
大
き
な
変
化

を
す
る
。
例
せ
ば
人
間
の
寿
命
に
つ
い
て
は
、
古
代
で
は
宇
宙
の

真
理
を
体
得
し
た
人
間
は
、
不
老
長
生
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
仏
教
が
伝
来
し
て
、
仏
教
の
特
質
の

―
つ
で
あ
る
諸
行
無
常
の
思
想
の
影
響
を
受
け
る
と
、
本
来
の
不

老
長
生
の
寿
命
論
の
外
に
、
人
生
を
無
常
で
は
か
な
い
も
の
と
す

る
人
間
観
も
取
り
入
れ
て
、
相
反
す
る
寿
命
論
が
老
荘
思
想
と
い

ぅ
―
つ
の
流
れ
の
中
に
混
在
す
る
よ
う
に
な
る
。

儒
家
も
仏
教
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
受
け
る
が
、
道
家
や
仏

教
と
は
異
な
る
人
間
の
寿
命
論
を
保
持
し
て
い
る
。
孔
子
（
前
五

五
一
ー
前
四
七
九
）
の
主
張
や
行
動
を
記
し
た
『
論
語
』
に
、
次

の
よ
う
な
表
現
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、

（
顔
淵
第
十
二
）

と
、
思
わ
ず
心
情
を
吐
露
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
ん
な
こ
と
が
あ

（孔）

な
り
。

子
日
わ
く
、
朝
に
道
を
聞
か
ば
、
夕
に
死
す
と
も
可

（
里
仁
第
四
）

と
説
く
。
そ
こ
で
は
、
自
個
の
生
き
方
に
納
得
が
で
き
る
悟
り
を

手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
自
分
の
生
命
の
存
続
に
固
執
す

る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
淡
々
と
し
た
心
境
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
発
言
を
み
る
と
、
儒
家
は
本
来
、
天
の
最
高
支
配
者
で

あ
る
天
帝
に
素
直
に
従
っ
て
生
き
る
宗
教
的
思
想
を
保
持
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
ま
さ
に
孔
子
の
弟
子
の
一
人
子
夏
が
、
「
死
生
命

あ
り
。
富
貴
天
に
在
り
。
」
（
顔
淵
第
十
二
）
と
い
う
通
り
で
あ
る
。

従
っ
て
、
人
間
と
し
て
自
己
の
寿
命
に
執
着
し
な
い
で
、
天
の
命

に
従
っ
て
淡
々
と
生
き
て
い
く
心
構
え
が
大
切
な
の
で
あ
る
、
と

原
則
的
に
は
儒
家
は
主
張
す
る
。
し
か
し
そ
こ
は
人
間
の
心
の
問

題
で
あ
っ
て
、
淡
々
と
割
り
切
っ
て
ば
か
り
は
い
ら
れ
な
い
で
、

動
揺
を
き
た
す
時
も
あ
る
。
孔
子
の
時
代
に
は
不
治
と
さ
れ
て
い

ぜ
ん

9
*“
 

た
病
気
（
ハ
ン
セ
ン
病
）
に
罹
っ
た
弟
子
の
再
伯
牛
（
姓
は
再
、

名
は
耕
、
字
は
伯
牛
）
の
手
を
窓
ご
し
に
握
っ
た
孔
子
は
、

こ

や

ま

い

め
い

之
れ
亡
し
。
命
な
る
か
な
。
斯
の
人
に
し
て
斯
の
疾
有
る
や
。

（
宛
也
第
六
）
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と
説
い
て
、
百
歳
を
人
間
の
上
寿
に
据
え
て
寿
命
の
天
寿
を
定
め

る
は
ず
は
あ
る
ま
い
、
こ
の
よ
う
な
徳
行
に
す
ぐ
れ
た
弟
子
再
伯

牛
（
先
進
第
十
一
で
は
徳
行
の
四
大
弟
子
の
一
人
と
さ
れ
た
人
物
）

に
、
こ
の
よ
う
な
病
が
あ
る
な
ん
て
、
と
嘆
い
て
い
る
。

儒
家
を
代
表
す
る
孔
子
の
天
命
の
ま
ま
に
生
き
て
い
く
天
命
説

の
天
を
、
気
と
い
う
宇
宙
の
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
置
き
換
え
て
自

己
の
主
張
と
し
た
思
想
家
が
、
後
漢
の
有
名
な
王
充
（
二
七

I
-

0
0
頃
）
で
あ
る
。
彼
は
、
宇
宙
を
は
じ
め
人
間
な
ど
の
万
物
の

生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
根
本
の
気
で
あ
る
元
気
（
祖
気
）
と
呼

ば
れ
る
気
を
、
人
間
が
一
人
一
人
誕
生
の
時
に
多
大
に
受
け
た
人

と
稀
薄
に
与
え
ら
れ
た
人
と
の
違
い
が
、
寿
命
の
長
短
の
差
と
な

っ
て
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

気
を
稟
く
る
こ
と
、

一
巻
、
気
寿
第
四
）

あ

つ

い

う

す

い

渥
と
薄
と
を
謂
う
な
り
。

お
も
う

百
歳
の
寿
は
、
盗
に
人
の
の
正
数
な
り
。
（
気
寿
第
四
）

な

道
を
学
び
て
仙
と
為
ら
ば
、
百
を
通
え
て
死
せ
ず
。
（
第
七
巻
、

道
虚
）

と
王
充
は
説
い
て
い
る
。
こ
の
王
充
も

（
『
論
衡
』
第

め
い

て
い
る
。
因
み
に
王
充
は
、
『
論
語
』
の
子
夏
の
「
死
生
命
有
り
、

富
貴
天
に
在
り
。
」
（
顔
淵
第
十
二
）
に
つ
い
て
、
夭
寿
の
命
と
富

貴
の
命
に
関
し
、
独
自
の
義
論
を
展
開
し
て
い
る
（
注
13)°

王
充
の

思
想
を
引
き
継
い
だ
人
物
が
、
王
充
の
二
百
年
程
後
の
晋
代
の
神

か
っ
こ
う

仙
思
想
家
慈
洪
（
二
八
三
ー
三
四
三
頃
）
で
あ
る
。
慈
洪
は
、
人

間
の
願
望
で
あ
る
不
老
長
寿
は
、
完
全
に
効
力
を
発
揮
す
る
本
物

の
薬
物
（
金
丹
薬
）
を
手
に
入
れ
さ
え
す
れ
ば
、
実
現
で
き
る
と
、

強
力
に
主
張
す
る
。
そ
の
一
方
で
王
充
と
同
じ
よ
う
に
慈
洪
は
、

ど
ん
な
方
策
を
講
じ
よ
う
と
も
夭
逝
し
て
し
ま
う
の
は
、
個
人
個

人
が
受
胎
の
時
に
運
命
を
支
配
す
る
本
命
星
と
の
巡
り
合
い
で
決

定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
と
す
る
。
慈
洪
は
『
抱
朴
子
』
内

い
の
ち

篇
で
、
そ
の
当
人
の
命
が
生
星
に
属
す
る
場
合
は
長
寿
の
た
め
の

修
行
に
入
っ
て
行
け
る
が
、
死
星
に
属
し
て
い
る
場
合
は
、
不
老

長
生
を
求
め
る
心
す
ら
生
じ
な
い
人
間
と
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い

う
（
巻
七
、
塞
難
）
。
結
果
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
一
方
は
長
寿
の

人
と
な
り
、
一
方
は
夭
逝
の
人
と
な
る
の
で
あ
る
。

道
家
思
想
に
つ
い
て
論
ず
る
場
合
、
慈
洪
も
広
い
意
味
で
の
道

家
の
流
れ
に
属
し
て
い
る
。
今
広
い
意
味
で
と
限
定
す
る
の
は
、

彼
の
時
代
に
至
る
ま
で
に
道
家
思
想
自
体
多
岐
に
亘
っ
て
変
化
し

て
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
道
家
の
歴
史
を
概
観
す
る
手
が
か
り

と
し
て
荘
子
（
前
三
六
五
ー
前
二
九

0
頃
）
を
考
え
て
み
た
い
。

貝
原
益
軒
(
-
六
三
0

|

―
七
―
四
）
が
、
上
述
の
よ
う
に
、
上
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寿
•
中
寿
・
下
寿
の
三
寿
説
を
提
示
し
て
い
た
そ
の
百
歳
•
八
十

歳
•
六
十
歳
の
三
寿
説
こ
そ
荘
子
の
思
想
を
収
載
し
て
い
る
『
荘

子
』
に
、
は
じ
め
て
見
出
さ
れ
る
説
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ

の
『
荘
子
』
と
い
う
書
物
は
、
成
立
上
複
雑
な
経
歴
を
持
っ
て
い

る
文
献
な
の
で
あ
る
。
前
漢
時
代
の
極
め
て
初
め
の
頃
の
大
歴
史

し

ば

せ

ん

家
司
馬
遷
（
前
―
四
五
ー
？
）
の
撰
述
し
た
『
史
記
』
と
い
う
歴

史
書
で
は
、
『
荘
子
』
と
い
う
書
物
は
十
余
万
言
も
の
文
字
で
書
か

れ
て
い
る
、
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
や
が
て
時
代
は
下
っ
て
後
漢

の
時
代
に
入
っ
て
、
班
固
（
三
ニ
ー
九
二
）
と
い
う
勝
れ
た
歴
史

か
ん
じ
ょ

家
が
出
現
す
る
。
彼
も
ま
た
『
漢
書
』
と
い
う
前
漢
時
代
の
こ
と

を
記
し
た
歴
史
書
に
お
い
て
、
『
荘
子
』
と
い
う
書
物
に
つ
い
て
触

れ
て
い
る
。
彼
は
、
そ
の
歴
史
書
の
中
に
中
国
初
の
文
献
目
録
を

残
し
、
そ
こ
で
彼
は
、
当
時
存
在
し
て
い
た
『
荘
子
』
と
い
う
書

物
は
、
五
十
篇
で
構
成
さ
れ
て
い
る
、
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
そ
の
書
物
の
全
体
の
文
字
数
に
つ
い
て
は
、
記
述
し
て
い

な
い
。
そ
の
後
更
に
時
代
が
下
っ
て
、
晋
代
の
郭
象
（
二
五
三
ー

三
―
二
）
と
い
う
人
物
は
、
当
時
伝
え
ら
れ
て
い
た
『
荘
子
』
と

い
う
テ
キ
ス
ト
を
整
理
し
て
、
内
篇
七
・
外
篇
十
五
・
雑
篇
十
一

の
合
計
三
十
三
篇
の
書
と
し
た
。
こ
れ
が
今
日
伝
え
ら
れ
て
い
る

『
荘
子
』
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
全
体
の
文
字
数
で
い
う
と
、
約

六
万
六
千
字
程
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
前
漢
の
司
馬
遷
の
『
史
記
』

の
い
う
十
余
万
の
文
字
数
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
変
化
の
様
子
を

か
い
ま
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
『
漢
書
』
の
五
十
篇
と
い

う
篇
数
と
比
較
し
て
も
、
二
十
篇
ほ
ど
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
篇

の
数
の
基
礎
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
表
面
的
な
比
較
で
は
あ
る

が
、
減
少
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
に
『
荘
子
』
と
い
う
書
物
の
経
た
歴
史
は
複
雑
で
あ
る
。
今
日

の
研
究
で
は
、
晋
の
郭
象
が
内
篇
七
篇
と
し
た
部
分
こ
そ
荘
子
本

人
の
本
質
的
な
思
想
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
古
い
時
代
の
も
の
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
こ
の
内
篇
以
外
の
外
篇
や
雑
篇
は
後
人
の
手
が
加

わ
っ
た
荘
周
の
思
想
の
解
釈
書
で
あ
ろ
う
、
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

今
こ
こ
で
、
荘
周
の
本
来
の
思
想
を
伝
え
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い

る
内
篇
の
冒
頭
の
逍
逢
遊
篇
第
一
を
開
い
て
み
よ
う
。
す
る
と
そ

こ
ま
、

こ

t
i過

か
な
る
姑
射
山
に
は
、
神
人
有
り
て
こ
こ
に
住
め
り
。
肌
膚

は
氷
や
雪
の
若
く
に
て
、
津
約
な
る
こ
と
処
子
の
若
し
。
五

く
ら

穀
を
食
わ
ず
、
風
を
吹
い
露
を
飲
み
、
の
気
に
乗
り
、
飛

ぶ
龍
を
御
し
て
、
四
海
の
外
に
遊
ぶ
。

と
、
仙
女
と
も
見
間
違
え
る
よ
う
な
、
そ
し
て
ス
ー
パ
ー
マ
ン
の

L
ん
じ
ん

よ
う
な
神
人
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
寿
命
の
こ
と
に
関
し
て
い
え

ば
、
不
老
長
生
の
仙
人
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
人
物
が
、
そ
こ
に
描

写
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
同
じ
『
荘
子
』
の
書
で
あ
り
な
が
ら
、
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と
う
せ
き

後
世
の
成
立
と
見
倣
さ
れ
る
雑
篇
の
中
に
あ
る
盗
妬
篇
に
な
る
と
、

貝
原
益
軒
が
自
ら
の
『
養
生
訓
』
と
い
う
書
物
に
引
用
し
て
い
る

と
こ
ろ
の
上
寿
百
歳
•
中
寿
八
十
・
下
寿
六
十
の
三
寿
説
を
ば
説

く
文
章
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
盗
妬
篇
と
い
う
チ
ャ
プ
タ
ー
の

名
前
で
あ
る
が
、
盗
妬
と
い
う
の
は
、
中
国
の
伝
説
時
代
の
帝
王

こ
う
て
い

で
あ
る
黄
帝
（
イ
エ
ロ
ウ
エ
ン
ペ
ラ
ー
）
頃
の
人
と
も
、
ま
た
は
、

春
秋
時
代
（
前
七
七

O
I前
ニ
ニ
―
)
頃
の
人
と
も
い
わ
れ
る
中

国
を
代
表
す
る
大
盗
賊
の
名
前
で
あ
る
。
こ
の
『
荘
子
』
雑
篇
中

の
盗
妬
篇
は
、
仁
だ
の
義
だ
の
礼
だ
の
を
説
く
儒
家
の
代
表
者
孔

子
を
手
玉
に
と
っ
て
、
そ
の
聖
人
ぶ
っ
た
態
度
や
理
想
政
治
を
大

泥
棒
の
盗
妬
の
口
を
借
り
て
痛
烈
に
批
判
す
る
文
章
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、

人
、
上
寿
は
百
歳
、
中
寿
は
八
十
、
下
寿
は
六
十
。
病
痩
•
死

そ

う

ゆ

う

か

ん

喪
•
憂
患
を
除
け
ば
、
そ
の
中
、
口
を
開
い
て
笑
う
と
き
は
、

月
の
中
、
四
五
日
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。

と
あ
る
。
こ
の
表
現
は
、
荘
子
の
古
い
思
想
を
伝
え
て
い
る
と
い

は
る

わ
れ
て
い
る
上
述
の
内
篇
の
例
の
逍
遥
遊
篇
の
過
か
な
る
姑
射
山

の
神
人
の
天
地
と
同
様
の
無
限
に
近
い
寿
命
を
保
て
る
姿
と
は
、

全
く
異
な
る
人
間
の
寿
命
観
を
示
し
て
い
る
。
盗
距
篇
は
、
人
間

の
寿
命
が
は
か
な
く
、
し
か
も
苦
し
み
に
満
ち
て
い
る
も
の
で
あ

る
か
を
巧
み
に
表
現
し
て
い
る
。
人
間
は
一
生
で
、
口
を
開
い
て

笑
う
時
間
を
合
計
し
て
み
る
と
、
な
ん
と
一
月
の
中
で
四
五
日
分

し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
痛
烈
な
表
現
で
あ
る
。

し
中
ん
め

盗
妬
に
言
わ
せ
る
と
、
人
間
の
寿
命
な
ど
は
駿
馬
が
戸
の
隙
間
を

通
り
過
ぎ
る
く
ら
い
短
い
瞬
間
で
あ
る
、
と
。
こ
ん
な
は
か
な
い

寿
命
し
か
な
い
人
間
に
向
か
っ
て
、
や
れ
礼
だ
と
か
、
や
れ
教
だ

と
か
説
教
し
て
い
る
孔
子
よ
、
お
前
は
宇
宙
と
共
に
呼
吸
し
て
永

遠
の
生
命
の
中
に
生
き
る
神
人
の
よ
う
な
生
き
方
も
知
ら
な
い
で

い
る
小
賢
し
い
小
人
物
だ
。
そ
ん
な
孔
子
よ
、
と
っ
と
と
消
え
失

せ
ろ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

貝
原
益
軒
は
、
こ
の
上
寿
百
歳
•
中
寿
八
十
・
下
寿
六
十
の
三

寿
説
を
、
『
荘
子
』
盗
妬
篇
か
ら
得
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
の
な
い

こ
と
で
あ
る
。
更
に
益
軒
は
こ
の
三
寿
の
あ
と
に
、
現
実
社
会
を

見
る
と
長
寿
の
人
は
少
な
い
こ
と
か
ら
、

と
い
う
表
現
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
江
戸
時
代
の
わ
が

日
本
人
の
平
均
寿
命
の
低
さ
か
ら
考
え
れ
ば
、
充
分
理
解
で
き
る

発
言
と
い
え
よ
う
。
五
十
で
も
不
夭
で
あ
る
、
と
い
う
発
言
に
関

連
し
て
、
中
国
の
国
土
に
生
ま
れ
育
っ
た
と
い
わ
れ
る
中
国
人
の

宗
教
で
あ
る
道
教
の
徒
が
初
期
の
段
階
か
ら
大
切
に
し
て
い
る
経

五
十
な
れ
ば
不
夭
と
い
い
て
、
わ
か
死
に
あ
ら
ず
。
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典
に
『
太
平
経
』
が
あ
る
。
こ
の
経
典
や
道
教
の
成
立
に
つ
い
て

は
、
後
段
で
更
に
詳
述
す
る
が
、
そ
の
『
太
平
経
』
で
は
、

上
寿
は
一
百
十
、
中
寿
は
八
十
、
下
寿
は
六
十
な
り
。
（
『
太

平
経
紗
乙
部
』
、
巻
二
）
（
注
14)

と
い
う
独
自
の
三
寿
説
を
提
起
し
た
後
で
、
下
寿
六
十
に
も
な
ら

わ
か
じ
に

な
い
で
死
ん
で
い
く
も
の
は
、
夭
逝
と
し
て
い
る
。

れ
つ
ざ
ょ
こ
う

『
荘
子
』
の
盗
拓
篇
の
次
に
は
、
列
御
寇
篇
と
い
う
チ
ャ
プ
タ

ー
が
続
い
て
い
る
。
こ
の
列
御
寇
と
い
う
人
物
は
戦
国
時
代
（
前

四

0
三
ー
前
ニ
ニ
―
)
の
人
で
列
子
と
も
呼
ば
れ
て
道
家
に
属
し

て
い
る
。
彼
の
思
想
は
、
『
列
子
』
八
巻
と
も
八
篇
と
も
呼
ば
れ
る

書
物
と
し
て
今
日
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
『
列
子
』
の
一
篇
で

あ
る
楊
朱
篇
に
も
人
間
の
寿
命
に
つ
い
て
、

た
い
せ
い

楊
朱
日
わ
く
、
百
年
は
寿
の
大
斉
（
最
長
限
度
）
に
し
て
、

百
年
を
得
る
も
の
は
、
千
に
つ
も
無
し
。
（
楊
朱
第
七
）

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
『
列
子
』
楊
朱
篇
の
中
に
も
、
『
荘
子
』
の

盗
妬
篇
で
述
べ
て
い
る
人
生
は
は
か
な
く
苦
し
み
は
長
い
と
い
う

主
張
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
列
子
』
で
は
、
も
し
百
年

生
き
る
人
が
千
人
の
中
に
た
だ
一
人
い
た
と
す
る
と
、
そ
の
人
物

と
い
う
の
が
、

人
生
七
十
年
の
人
間
の
生
き
様
で
あ
る
と
す
る
の

の
人
生
も
、
生
ま
れ
た
て
の
時
期
と
晩
年
の
時
期
、
つ
ま
り
乳
幼

児
期
と
老
衰
期
で
人
生
の
半
分
が
占
め
ら
れ
て
い
る
。
更
に
夜
は

睡
眠
で
意
識
が
ス
ト
ッ
プ
し
て
い
る
時
間
で
あ
り
、
昼
間
は
目
覚

め
て
は
い
て
も
意
味
も
な
く
無
為
に
過
ご
し
て
い
る
時
間
が
、
折

角
残
さ
れ
た
貴
重
な
時
間
の
半
分
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
上
に
、

お
そ

ぽ
ん
や
り

痛
み
や
疾
病
や
悲
哀
や
労
苦
、
或
い
は
亡
侠
し
た
り
憂
え
憚
れ
た

り
す
る
時
間
を
合
計
す
る
と
、
そ
れ
で
ま
た
残
さ
れ
た
僅
少
の
時

間
の
半
分
が
浪
費
さ
れ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
残
さ
れ
た
十
数
年
の

時
間
を
推
測
す
る
と
、
煩
い
の
な
い
時
間
は
一
季
間
三
箇
月
に
も

満
た
な
い
程
に
短
い
期
間
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
列
子
の
主
張
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
生
の
把
握
の
仕
方
は
、
中
国
人
の
宗
教
を

代
表
す
る
道
教
で
も
見
出
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
百
歳
の
寿
命
の

三
万
六
千
日
の
中
で
、
人
生
を
古
稀
の
七
十
歳
で
区
切
っ
た
場
合

で
も
、
悪
い
こ
と
ば
か
り
す
る
よ
う
な
考
え
を
起
こ
し
、
苦
海
に

漂
流
し
て
目
的
の
港
も
見
定
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
昏
乱
を
き
た
し

て
い
る
人
間
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

如
し
も
人
生
大
き
く
限
り
て
も
三
万
六
千
日
、
世
間
に
て
は
能

ほ
と

く
幾
ん
ど
七
十
の
春
。
皆
是
れ
諸
悪
の
知
識
を
起
こ
し
て
、

苦
海
迷
津
の
内
に
昏
乱
す
。
（
『
本
命
延
生
真
経
註
解
』
）
（
注
15)
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で
あ
る
。
し
か
し
上
述
の
葛
洪
な
ど
は
、
「
百
年
を
得
る
も
、
喜
笑

平
和
は
則
ち
五
六
十
年
に
過
ぎ
ず
」
（
『
抱
朴
子
』
巻
十
四
、
勤
求
）

と
い
う
。

次
に
、
中
国
の
医
学
思
想
か
ら
人
間
の
寿
命
に
つ
い
て
考
え
て

み
る
こ
と
に
す
る
。
中
国
の
古
典
的
な
医
書
の
代
表
で
あ
る
『
黄

帝
内
経
素
問
』
の
冒
頭
に
は
、
次
の
よ
う
な
主
張
が
な
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
は
、
各
部
族
を
統
一
し
て
中
国
に
初
め
て
文
化
的
な

一
大
平
和
国
家
を
礎
い
た
と
さ
れ
る
偉
大
な
帝
王
と
し
て
尊
敬
さ

こ
う
て
い

れ
て
い
る
伝
説
上
の
人
物
黄
帝
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
、
と
記

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
自
ら
の
政
治
上
の
ブ
レ
イ
ン
で
あ
る
臣
下

へ
の
質
問
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
、

余
聞
く
、
上
古
の
人
は
春
秋
皆
百
歳
を
度
え
て
動
作
は
衰
え

ご
じ
？
っ

ず
、
と
。
今
時
の
人
は
、
年
半
百
に
し
て
動
作
皆
衰
う
る
と

ま

い
う
は
、
時
世
の
異
り
か
、
人
将
た
こ
れ
を
失
う
か
。
（
上
古

天
真
論
第
一
）

と
、
自
分
の
医
学
上
の
プ
レ
イ
ン
で
、
天
子
様
の
師
と
い
う
こ
と

か
ら
天
師
岐
伯
と
称
さ
れ
る
人
物
に
自
ら
の
疑
問
を
投
げ
か
け
て

い
る
。
こ
の
文
章
か
ら
み
て
も
、
上
古
の
時
代
で
も
、
人
間
の
寿

命
を
一
応
百
歳
か
或
は
そ
れ
以
上
と
考
え
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が

判
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
や
が
て
五
十
歳
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
き
た
こ

と
も
理
解
で
き
る
。
更
に
も
う
―
つ
の
中
国
の
古
典
的
医
書
で
あ

る
『
黄
帝
内
経
霊
枢
』
に
も
、

黄
帝
日
わ
く
、
人
の
寿
は
百
歳
に
し
て
死
す
る
は
、
何
を
も

っ
て
致
す
や
。
（
天
年
篇
第
五
十
四
）

か
ら

百
歳
に
し
て
五
臓
皆
虚
に
し
て
、
神
気
皆
去
り
て
、

の
こ

り
居
り
て
終
わ
れ
る
な
り
。
（
同
前
）

ひ
と

形
骸
独

と
教
示
し
て
い
る
。
「
五
臓
皆
虚
」
と
い
う
の
は
、
人
身
中
の
五
臓

の
経
脈
が
空
虚
に
な
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
時
と
し
て

例
外
も
あ
る
の
が
人
間
で
あ
り
、
そ
の
『
霊
枢
』
の
中
に
は
、

然
れ
ど
も
そ
の
独
り
天
寿
を
尽
く
し
て
、
邪
僻
の
病
な
く
、

だ

い

か

ん

た

い

し

ょ

百
年
衰
え
ず
、
風
雨
・
卒
寒
•
大
暑
に
犯
さ
る
と
い
え
ど
も
、

あ
た

な
お
害
す
る
能
わ
ざ
る
も
の
あ
る
な
り
。
（
本
蔵
篇
第
四
十
七
）

と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
古
典
的
医
学
書
の
『
素
問
』
や
『
霊
枢
』

が
成
立
し
た
時
期
は
、
正
確
な
こ
と
が
判
っ
て
い
な
い
（
注
16)°

こ

ご

か

ん

の
書
物
の
名
前
が
は
じ
め
て
記
録
に
残
さ
れ
た
の
が
、
後
漢
の
班

と
い
う
黄
帝
の
質
問
に
対
し
て
、
ブ
レ
イ
ン
の
天
師
岐
伯
が
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と
あ
る
の
は
、
び
っ
た
り
百
歳
生
き
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し

て
も
、
百
歳
を
人
の
命
の
区
切
り
と
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
判

る
。
更
に
後
漢
の
時
代
で
も
、
そ
の
終
り
に
近
い
建
安
(
-
九
六

ー
ニ
ニ

O
)
年
間
に
成
立
し
て
い
た
一
句
五
言
で
新
し
く
民
間
か

ら
出
現
し
た
詩
が
、
古
詩
十
九
首
と
し
て
今
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
作
品
の
第
十
番
に
、

生
年
百
に
満
た
ざ
る
に

常
に
千
歳
の
憂
い
を
懐
く

昼
は
短
か
く
夜
の
長
き
を
苦
し
む

夏
の
日
、
冬
の
夜

百
歳
の
後
に
こ
そ

共
に
君
の
塚
に
入
ろ
う

固

（

三

ニ

ー

九

二

）

が

撰

述

し

た

芸

文

志

で

あ

る

と

す

る
な
ら
ば
、
人
生
五
十
歳
と
い
う
考
え
方
は
、
人
生
百
歳
説
と
対

に
な
っ
て
、
こ
の
頃
に
は
承
認
さ
れ
て
い
た
考
え
方
で
あ
っ
た
と

想
像
さ
れ
る
。

次
に
文
学
の
世
界
に
目
を
転
じ
て
み
よ
う
。
孔
子
（
前
五
五
一

ー
前
四
七
九
）
の
頃
、
諸
国
の
民
間
の
歌
謡
を
集
め
た
『
詩
』
と

か
つ
せ
い

呼
ば
れ
る
書
物
が
あ
っ
た
。
そ
の
の
唐
風
（
唐
地
方
の
歌
謡
）
葛
生

9
ヽ
ず

（
葛
が
生
え
延
び
る
）
の
詩
に
、

（
飲
酒
其
十
五
）

と

何
ぞ
燭
を
乗
り
て
遊
ば
ざ
る

な

楽
し
み
を
為
す
は
ま
さ
に
時
に
及
ぶ
べ
し

ら
い
ね
ん

何
ん
ぞ
よ
く
来
絃
を
待
た
ん

と
詠
わ
れ
て
い
る
。
詩
の
意
味
は
、
人
間
は
百
歳
生
き
る
と
い
わ

れ
て
い
る
け
れ
ど
、
口
で
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
な
か
な

か
百
歳
ま
で
は
生
き
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
ん
な
短
い
人
生

の
中
で
、
悩
ん
だ
り
苦
し
ん
だ
り
す
る
悩
み
の
種
は
千
年
経
っ
て

も
解
決
し
な
い
ほ
ど
山
積
し
て
い
る
。
来
年
を
期
待
し
て
も
無
駄

な
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
遊
ぶ
チ
ャ
ン
ス
が
あ
れ
ば
楽
し
ん
で
お
く

べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
「
百
」
と
「
千
」

「
昼
」
と
「
夜
」
な
ど
は
、
巧
み
な
対
句
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

古
詩
と
呼
ば
れ
る
詩
の
一
首
を
踏
ま
え
て
、
晋
の
時
代
の
隠
逸
詩

人
と
呼
ば
れ
る
陶
淵
明
（
三
六
五
ー
四
二
七
）
は
、

ひ
さ

宇
宙
は
に
何
ん
ぞ
悠
し
き

人
生
は
百
に
至
る
こ
と
少
な
し

歳
と
月
と
あ
い
促
し
て
逼
ま
り

び
ん緊

の
生
え
ぎ
は
は
早
く
も
す
で
に
白
し

と
心
情
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
詩
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
の
で

あ
ろ
う
か
、
唐
の
時
代
の
八
世
紀
か
ら
九
世
紀
の
幻
の
禅
僧
寒
山
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人
生
百
に
満
た
ざ
る
に

常
に
千
歳
の
い
を
懐
く

（
『
寒
山
』
）

し
ば
ら

楽
し
み
あ
ら
ば
且
く
は
楽
し
む
べ
し

時
な
る
か
な
失
う
べ
か
ら
ず

百
年
と
言
う
と
い
え
ど
も

あ
に
三
万
日
に
満
た
ん
や

●
れ

人
世
七
十
古
来
稀
な
り
。

花
を
穿
う
鋏
蝶
は
深
々
と
見
え

と

ん

げ

ゆ

る

や

水
に
点
ず
る
蜻
挺
は
款
款
か
に
飛
ぶ

と
い
う
。
人
生
は
百
年
と
は
い
っ
て
も
、
七
十
歳
ま
で
生
き
る
人

と

ん

ぽ

す
ら
少
な
い
こ
の
世
の
現
実
に
お
い
て
、
蝶
や
蜻
蛉
の
よ
う
に
楽

し
く
過
ご
そ
う
、
と
主
張
す
る
。
人
口
に
謄
炎
し
て
い
る
古
稀
の

は
、
そ
の
詩
集
の
中
で
、

（
曲
江

と
述
べ
て
い
る
。
先
に
医
学
で
は
黄
帝
が
百
歳
以
上
に
及
ん
で
も

元
気
で
い
た
古
代
の
人
に
対
し
て
、
後
世
の
人
々
が
五
十
歳
ほ
ど

で
老
化
現
象
を
示
す
こ
と
を
悲
し
ん
で
い
た
。
寒
山
と
同
じ
大
唐

の
詩
人
杜
甫
（
七
ニ
ー
七
七
二
）
に
お
い
て
は
、

語
が
、
こ
の
詩
が
基
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
こ
の

詩
語
は
、
道
教
と
い
う
宗
教
の
世
界
で
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
は
、百

歳
の
人
生
、

七
旬
は
稀
少
な
り

又

人
生
七
十
、
古
今
稀
少
な
り
（
『
仙
楽
集
』
）

百
歳
の
光
陰
七
十
稀
な
り
（
『
谷
神
篇
』
）
（
注
17)

な
ど
と
利
用
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
百
歳
を
生
き
抜
く
こ
と
を

前
提
と
し
て
、
女
性
を
十
年
ご
と
に
百
歳
ま
で
を
、

壱
拾
は
花
枝
両
つ
な
が
ら
す
な
わ
ち
兼
ね

か
ん
ざ

L

L

ペ

弐
拾
は
評
の
年
に
し
て
花
の
薬
の
春
（
注
18)

な
ど
と
、
女
性
の
青
春
か
ら
百
歳
ま
で
の
変
化
の
様
子
を
詠
ず
る

唐
代
の
民
間
歌
賦
な
ど
も
あ
る
。
似
た
よ
う
な
人
間
百
歳
の
変
容

を
詠
ず
る
詩
と
し
て
は
、
西
晋
時
代
の
詩
人
陸
機
（
二
六
一
ー
ニ

0
二
）
の
「
百
年
歌
」
＋
首
が
有
名
で
あ
る
。
こ
の
「
百
年
歌
」

は
陸
機
の
真
作
か
ど
う
か
疑
問
視
さ
れ
て
も
お
り
、
そ
の
名
称
も

「
百
二
十
歳
歌
」
で
は
な
い
か
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、
中
国
で
は
人
間
は
百
歳
か
ら
百
二
十
歳
は
生
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き
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
で
あ
る
、
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
よ
う

な
考
え
方
は
恐
ら
く
中
国
の
文
化
の
影
響
が
強
い
わ
が
国
に
も
及

ん
で
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ご
教
示
を
乞
う
も
の
で

あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
現
実
に
お
い
て
は
、
人
間
は
長
寿
を
望

ん
で
も
結
局
七
十
歳
か
五
十
歳
し
か
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
存

在
で
あ
る
こ
と
を
是
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
思
想
家
も
医
家

も
文
学
者
も
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
麟
弄
さ
れ
続
け
て
き
た
の
が
実

際
の
状
態
で
あ
っ
た
。

次
に
は
宗
教
家
の
生
命
論
寿
命
観
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と

と
す
る
。
結
論
か
ら
先
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
宗
教
家
は
、
人
の
寿

命
或
は
人
の
生
命
に
つ
い
て
、
上
述
の
諸
家
よ
り
も
一
層
厳
し
い

見
方
を
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
宗
教
者
と
い

う
の
は
、
主
と
し
て
中
国
の
仏
教
者
と
道
教
者
を
指
し
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
彼
等
は
、
人
間
の
寿
命
を
七
十
歳
や
五
十
歳
ど
こ
ろ

か
、
今
の
今
の
瞬
間
に
も
消
え
去
る
は
か
な
い
存
在
と
規
定
し
て

い
る
。
中
国
人
の
宗
教
で
あ
る
道
教
で
は
、

ご

人
生
は
百
年
の
期
あ
り
と
い
え
ど
も

き
b
主

の

び

寿
と
夭
と
窮
る
と
通
る
と
は
予
知
な
し

す
す

昨
日
街
頭
に
馬
を
走
む
る
も

し
か
ば
ね

今
朝
は
棺
内
に
す
で
に
眠
れ
る
屍
た
り

四
、
三
万
六
千
の
数

゜
-？ 
ヽ
と
し

た
も

出
ず
る
息
は
入
る
息
を
保
た
ず
。

の

こ

お

も

の

妻
も
財
を
遺
し
下
き
て
君
の
有
に
あ
ら
ず

も

い

つ

わ

か

た

罪
業
の
み
将
ち
行
き
て
自
ら
欺
る
こ
と
難
し

真
篇
』
）
（
注
19)

と
説
明
し
て
い
る
。
「
遺
し
下
く
」
遺
下
と
い
う
表
現
は
、
「
拠
下
」

と
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
も
あ
る
。
拗
下
は
、
仏
教
で
よ
く
使
用
す

る
放
下
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
書
は
更
に
続
け
て
、
人
間
の
生
命

の
は
か
な
さ
を
、

つ
ま
り
、
今
吐
い
た
息
が
再
び
吸
い
込
ま
れ
る
保
証
は
ど
こ
に
も

な
い
、
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
が
僧
恵
快
(
+
一
世
紀
末
）

も
『
妙
行
心
要
集
』
で
、

八
十
の
寿
を
得
て
そ
の
日
数
を
計
る
に
…
二
万
八
千
百
七
十

ば
か
り

余
日
計
な
り
。
…
一
息
の
出
入
は
是
を
寿
命
と
名
づ
く
。
出

入
待
っ
こ
と
な
し
。
（
注
20)

（
『
修
真
十
書
悟
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と
、
酒
好
き
の
詩
人
ら
し
い
表
現
が
あ
る
。
ま
た
同
時
代
の
別
の

大
詩
人
白
居
易
（
七
七
ニ
ー
八
四
六
）
字
で
呼
べ
ば
白
楽
天
と
称

さ
れ
て
、
わ
が
国
で
も
親
し
ま
れ
て
い
る
詩
人
の
詩
に
も
、

人
生
百
歳

通
計
す
る
に
三
万
日

何
ぞ
い
わ
ん
や
百
歳
の
人

人
間
に
人
も
な
し
（
対
酒
）

と
み
え
る
。
寒
山
が
先
か
白
楽
天
の
表
現
が
先
か
ど
う
か
判
然
と

し
な
い
が
、
ど
ち
ら
か
が
一
方
を
模
倣
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

百
年
三
万
六
千
日

一
日
す
べ
か
ら
く
三
百
杯
を
仰
ぐ
べ
し

人
間
の
寿
命
は
大
期
す
な
わ
ち
死
期
を
百
年
と
す
る
場
合
、
一

年
の
日
数
を
凡
そ
三
百
六
十
日
と
す
る
と
、
百
年
で
三
万
六
千
日

と
な
る
。
前
項
で
示
し
た
寒
山
の
詩
に
、
「
百
年
と
い
え
ど
も
、
あ

に
三
万
日
に
満
ん
や
」
と
あ
っ
た
の
も
、
概
数
で
は
あ
る
が
こ
の

よ
う
な
計
算
の
上
に
立
脚
し
た
発
言
で
あ
る
。
同
じ
唐
代
の
大
詩

人
李
白
（
七

01-七
六
二
）
の
詩
に
は
、

（
襄
陽
歌
）

年
三
百
六
十
日
は
、

い
ち
ご
ん
ほ
う
だ
ん

(
『
一
言
芳
談
』
）

み
な
無
常
に
し
た
が
う
べ
き
な
り
。

と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
三
万
六
千
日
と
い
う
数
字
に
関
し
て
は
、
上
来
し
ば
し
ば

引
用
し
て
い
る
道
教
の
経
典
や
資
料
で
も
、
非
常
に
し
ば
し
ば
利

用
さ
れ
る
重
要
な
数
字
で
あ
る
。
道
教
に
お
い
て
は
、
三
万
六
千

が
百
年
の
概
数
で
あ
る
と
だ
け
述
べ
て
済
ま
さ
れ
な
い
重
要
な
思

想
的
背
景
を
も
っ
た
数
字
と
な
っ
て
い
る
。
道
教
教
典
の
―
つ
を

幡
く
と
、

た

い

び

凡
そ
人
の
生
ま
る
る
と
き
、
太
微
（
と
い
う
星
）
が
気
を
降

し
て
、
人
を
生
じ
、
ま
さ
に
始
め
て
形
を
分
け
胎
を
脱
す
。

そ
な

生
ま
れ
て
よ
り
後
、
三
万
六
千
神
備
わ
り
て
、
寿
は
三
万
六さ

千
日
に
至
る
。
神
は
太
微
（
星
）
の
中
に
帰
れ
ば
、
人
は
鬼

と
い
わ
れ
る
な
り
。
鬼
は
帰
な
り
。
一
生
に
罪
咎
あ
れ
ば
気

な

If

を
損
じ
、
神
を
槌
す
て
て
、
自
ら
死
壊
を
取
る
。
故
に
天
年

を
満
た
さ
ず
夭
亡
す
る
。
橙
樅
の
者
は
、
神
全
た
か
ら
ざ
る

な
り
。
神
全
た
か
ら
ざ
れ
ば
形
も
固
か
ら
ず
。
況
て
小
罪
は

等
を
折
ひ
き
て
、
北
斗
は
追
っ
て
三
日
の
神
を
取
る
。
大

わ
が
国
で
も
、
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人
は
朝
夕
悪
を
為
せ
ば
、
人
神
の
司
命
は
星
辰
に
奏
上
し
て

悪
に
は
寿
一
年
を
減
ず
れ
ば
、
す
な
わ
ち
百
六
十
神
は
気

と
ら

を
拘
え
て
去
る
。
小
善
な
れ
ば
、
一
等
を
増
し
て
三
日
の
生

広

を
延
ば
し
、
神
を
添
え
る
。
大
功
な
れ
ば
、
寿
を
益
す
こ
と

一
年
に
し
て
、
三
百
六
十
日
、
寿
を
延
ば
し
福
を
下
す
。
増

り

ゆ

う

減
す
る
所
以
で
あ
る
。
こ
の
七
神
は
、
北
斗
の
陰
神
な
り
。

(
『
霊
宝
無
量
度
人
上
経
大
法
』
巻
二
十
四
）
（
注
21)

と
記
さ
れ
て
い
る
。
星
が
人
間
の
寿
命
の
長
短
を
握
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
経
典
は
、
さ
ら
に
こ
の
後
の
巻
六
十
六
あ
た
り
で

は
、
東
斗
•
西
斗
·
北
斗
•
南
斗
•
中
斗
な
ど
の
星
の
役
割
り
を

記
し
て
い
る
（
社
22)
。
こ
の
星
を
大
き
く
分
け
る
と
、
斗
星
の
う
ち
、

北
斗
は
死
星
で
陰
神
で
あ
り
、
南
斗
は
生
星
で
陽
神
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
星
に
支
配
さ
れ
て
る
人
間
の
寿
命
で
あ
る
か
ら
こ

そ
、
罪
を
犯
せ
ば
寿
は
減
ぜ
ら
れ
る
。
逆
に
善
を
行
え
ば
寿
命
を

延
ば
し
て
も
ら
え
る
の
で
あ
る
。
古
く
か
ら
人
間
の
寿
命
が
星
に

支
配
さ
れ
て
い
る
点
で
、
晋
代
の
葛
洪
（
二
八
三
ー
三
四
三
頃
）

の
『
抱
朴
子
』
巻
七
の
塞
難
篇
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

は
す
で
に
述
べ
た
。
同
様
の
こ
と
は
、
唐
代
以
前
の
古
い
経
典
と

さ
れ
て
い
る
『
赤
松
子
中
誡
経
』
の
中
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ

こ
に
は
、

さ
ん

そ
の
等
と
寿
を
奪
え
ば
、
天
気
之
れ
を
去
り
、
地
気
之
れ
に
著

た
も

お

く
。
…
…
人
は
生
ま
れ
て
地
に
堕
ち
、
天
は
其
の
寿
を
賜
う
。

四
万
三
千
八
百
日
、
都
て
一
百
二
十
歳
と
な
る
。
（
注
23)

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
経
典
は
、
こ
の
短
い
文
で
は
あ
る
が
、

非
常
に
貴
重
な
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
我
々
の
寿
命
や
運
命
が
星

辰
に
握
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
そ
の
星
に
よ
っ
て
等
（
三
日
）
と

か
寿
（
一
年
）
と
か
、
生
き
る
べ
き
日
数
が
増
減
さ
れ
る
。
算
と

寿
の
日
数
に
は
、
経
典
に
よ
っ
て
等
は
一
日
と
す
る
な
ど
、
別
の

数
値
を
示
す
も
の
が
あ
る
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
。
天
の
気
は
陽

の
気
で
、
地
の
気
は
陰
の
気
で
あ
る
。
本
来
の
人
間
の
寿
命
は
、

一
年
三
百
六
十
五
日
で
百
二
十
年
間
生
き
る
と
、
正
に
四
万
三
千

八
百
日
と
な
る
こ
と
も
、
こ
の
経
典
は
教
え
て
い
る
。

道
教
で
は
、
星
の
ほ
か
に
人
間
の
善
悪
を
把
握
す
る
霊
的
存
在

を
、
人
間
自
身
の
身
体
の
中
に
い
る
三
戸
と
呼
ぶ
。
こ
の
三
戸
は

身
中
に
住
み
着
い
て
い
る
一
種
の
寄
生
虫
の
様
な
も
の
で
あ
り
、

人
が
大
罪
を
犯
せ
ば
人
の
寿
命
か
ら
紀
（
三
百
日
）
を
奪
い
去
り
、

小
罪
な
ら
ば
算
（
等
）
（
三
日
）
を
奪
い
取
る
と
い
う
信
仰
で
あ
る

（
『
抱
朴
子
』
巻
六
、
微
旨
）
。
こ
の
外
に
、

大
悪
は
寿
を
除
き
、
大
善
は
寿
を
益
し
、
小
悪
は
算
を
除
き
、

小
善
は
等
を
増
す
。
等
は
三
日
、
一
寿
は
一
年
、
紀
算
は
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一
十
二
日
、
紀
寿
は
一
十
二
年
な
り
。

経
大
法
』
巻
六
十
六
、
第
二
）
（
注
24)

（
『
霊
宝
無
量
度
人
上

と
説
く
経
典
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
善
因
善
果
悪
因
悪
果

は
世
の
常
で
あ
る
。
後
世
中
国
で
は
、
金
の
世
宗
大
定
十
一
年
（
一

こ

う

か

か

く

一
七
一
）
（
南
宋
の
孝
宗
の
代
）
に
は
、
功
過
格
と
い
っ
て
、
功
は

善
行
で
過
は
悪
行
を
意
味
し
、
格
は
善
悪
い
ず
れ
も
自
ら
行
な
っ

た
行
為
を
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
の
点
数
表
化
し
た
も
の
で
、
そ
れ

を
記
帳
し
て
自
己
の
行
為
を
管
理
す
る
こ
と
が
薦
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
れ
は
時
代
が
下
っ
て
、
明
代
や
清
代
に
一
般
化
し

普
及
し
て
い
っ
た
。
そ
の
影
響
で
、
わ
が
国
で
も
江
戸
時
代
に
は
、

『
和
字
功
過
格
』
な
ど
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

三
万
六
千
の
数
字
の
考
察
に
も
ど
る
が
、
こ
の
数
の
由
来
に
は

次
の
よ
う
な
各
種
の
数
字
が
示
さ
れ
て
い
る
。
周
知
の
こ
と
で
あ

る
が
、
中
国
で
は
人
間
の
肉
体
は
宇
宙
と
一
体
で
あ
り
、
天
空
が

ま
る

円
く
見
え
る
よ
う
に
人
間
の
頭
は
円
く
な
っ
て
い
る
し
、
大
地
が

平
面
で
あ
る
よ
う
に
人
間
の
足
も
フ
ラ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
、
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
天
人
は
合
一
•
相
関
で
あ
る
と
す
る

天
人
一
体
観
で
あ
る
。
中
国
古
典
的
医
書
の
一
っ
『
黄
帝
内
経
霊

枢
経
』
邪
客
篇
に
は
、
黄
帝
の
プ
レ
イ
ン
で
あ
る
伯
高
が
、
黄
帝

の
質
問
に
対
し
て
、

し
9
<

天
は
円
＜
地
は
方
、
人
の
頭
は
円
＜
足
は
方
な
る
は
、
こ
れ

（
天
）
に
応
じ
て
い
る
。
天
に
日
月
あ
り
て
人
に
両
目
あ
り
。

あ
な

地
に
九
州
あ
り
て
人
に
九
疲
あ
り
。
（
邪
客
篇
、
第
七
十

な
ど
と
答
え
て
い
る
。
こ
れ
が
天
人
合
一
•
相
関
の
思
想
で
あ
っ

ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス

て
、
大
き
な
宇
宙
に
対
し
て
人
体
の
小
宇
宙
を
想
定
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
従
っ
て
ブ
レ
イ
ン
伯
高
は
更
に
続
け
て
、

歳
に
三
百
六
十
五
日
あ
り
、
人
に
一

万
六
千
節
あ
り
。
（
同
前
）

と
、
人
間
の
関
節
三
百
六
十
節
を
決
定
づ
け
て
い
る
。
医
学
の
文

献
は
、
多
く
の
場
合
、
一
年
を
厳
密
に
三
百
六
十
五
日
と
規
定
す

る
。
古
典
的
医
書
で
あ
る
『
内
経
』
や
『
霊
枢
』
で
は
、
一
年
の

日
数
を
三
百
六
十
五
と
す
る
。
た
だ
し
上
に
引
い
た
『
霊
枢
』
邪

客
篇
第
七
十
一
で
関
節
を
三
百
六
十
節
と
し
て
い
る
の
は
特
異
で

あ
る
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
こ
の
『
霊
枢
』
の
邪
客
篇

第
七
十
一
の
三
百
六
十
節
の
一
句
は
、
同
様
の
文
章
を
載
せ
て
い

い
る
と
こ
ろ
の
別
の
古
典
的
医
書
で
あ
る
『
黄
帝
内
経
太
素
』
の

巻
第
五
の
人
合
篇
で
は
、
三
百
六
十
五
節
と
な
っ
て
い
て
、
『
霊
枢
』

邪
客
篇
第
七
十
一
の
三
百
六
十
節
の
文
は
「
五
」
が
脱
落
し
た
も

の
で
あ
る
、
と
ま
で
推
測
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
方

で
ま
た
、
時
代
は
下
る
が
、
重
要
な
医
学
上
の
文
献
で
あ
る
『
類
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経
』
巻
三
の
人
神
応
天
地
篇
で
は
、
二
百
六
十
節
と
し
て
「
五
」

の
字
は
入
っ
て
い
な
い
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
医
学
の
方
で
も
、

こ
の
「
五
」
の
数
字
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
程
に
厳
密
で
は

な
く
て
、
道
教
と
同
じ
よ
う
に
三
百
六
十
節
と
概
略
的
に
考
え
る

考
え
方
も
あ
っ
た
、
と
見
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
儒
家
の
方
で

も
、
漢
の
儒
家
思
想
を
代
表
す
る
一
大
人
物
で
あ
る
蓋
仲
舒
（
前

一
七
九
ー
前
一

0
四
頃
）
の
撰
述
し
た
『
春
秋
繁
露
』
巻
第
十
三

人
副
天
数
第
五
十
六
で
も
、
「
人
に
三
百
六
十
節
あ
り
」
と
し
て
い

る。
道
教
の
方
は
当
初
か
ら
、
人
間
の
寿
命
を
百
歳
で
区
切
っ
た
場

合
の
日
数
を
三
万
六
千
日
と
す
る
よ
う
に
、
一
年
も
当
然
に
三
百

六
十
日
と
す
る
。
従
っ
て
天
地
と
一
体
の
人
身
の
関
節
も
三
百
六

十
節
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
別
の
道
教
資
料
で
あ
る
『
丹
論
訣
旨

心
鑑
』
や
『
通
玄
真
経
』
で
は
、

上
界
一
日
一
夜
は
、
人
間
五
年
と
為
す
。
且
つ
一
年
十
月

三
百
六
十
日
、
一
月
三
十
日
、
又
一
日
十
二
時
、
一
月
三
百

六
十
時
、
合
し
て
一
年
四
千
三
百
二
十
時
。
（
『
丹
論
訣
旨
心

鑑』）
天
に
四
時
五
行
九
解
三
百
六
十
日
あ
り
（
九
解
と
は
天
の
九

宮
の
門
な
り
）
。
人
に
四
支
五
蔵
九
荻
三
百
六
十
骨
節
あ
り

に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

二
万
六
千
の
数
と
一
年
の
数
と
の

け

あ

な

そ
れ
骨
節
は
三
百
有
六
十
、
毛
疲
は
八
万
有
四
千
。
（
『
道
枢
』
、

巻
二
十
三
、
金
玄
八
素
）
。

（
『
道
枢
』
、
巻
二
十
三
、
修
錬
金

と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
基
本
と
し
て
、
百
歳
の
寿
命
を

支
え
て
く
れ
る
の
は
、
人
体
の
中
に
三
万
六
千
の
神
々
が
存
在
す

る
か
ら
で
あ
る
、
と
思
念
す
る
。
天
人
合
一
や
相
関
の
思
想
が
根

底
に
あ
る
か
ら
、
三
万
六
千
の
神
々
の
半
分
の
人
神
が
確
立
す
る

と
、
天
が
あ
と
半
分
を
下
し
て
（
『
無
上
秘
要
』
）
、

天
神
万
八
千
神
、
人
神
万
八
千
神
、

（
『
玉
清
無
極
総
真
文
昌
大
洞
仙
経
註
』
）

一
日
に
三
万
四
千
あ
り
。

丹
）
（
注
27)

と
も
す
る
（
注
26)°

人
間
の
呼
吸
も
ま
た
、

共
に
一

（注
28)

と
い
う
。
或
は
ま
た
、
『
道
枢
』
と
い
う
道
教
の
文
献
で
は
、

か

た

ち

か

み

の

っ

と

（
皆
、
象
を
上
に
法
る
な
り
）
。

（
『
通
玄
真
経
』
）

万
六
千
。

（注
25
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な
ど
と
示
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
身
中
の
諸
神
の
名
称
な

関
係
を
疑
問
視
す
る
説
も
あ
る
が
（
注
29)
、
両
者
の
関
係
を
否
定
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
神
々
を
真
剣
に
想
像
し
祈

念
す
る
こ
と
は
、
道
教
の
修
行
法
の
―
つ
で
あ
っ
て
、
特
に
存
想

と
か
存
思
と
か
呼
ば
れ
る
修
行
法
な
の
で
あ
る
。
三
万
六
千
の
神

々
の
数
は
、
人
間
の
寿
命
の
区
切
り
を
、
百
二
十
歳
に
延
長
し
て

考
え
た
場
合
で
も
、
特
に
そ
の
分
だ
け
数
を
増
加
さ
せ
る
わ
け
で

は
な
く
て
、
三
万
六
千
神
で
一
定
し
た
も
の
と
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
そ
の
こ
と
を
道
教
経
典
の
中
で
は
、

お

お

よ

そ

つ

か

さ

大
限
三
万
六
千
の
日
、
寿
は
一
百
二
十
年
命
を
主
ど
る
。

宝
無
量
度
人
上
経
大
法
』
）
（
注
30)

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
三
万
六
千
神
に
は
、
名
前
や
寸
法
や
着
衣

の
色
ま
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
規
定
を
間
違
い
な
く
想

像
祈
念
す
る
す
な
わ
ち
存
思
存
想
す
る
わ
け
で
あ
る
。
例
せ
ば
、

―
つ
の
道
教
経
典
で
は
、

身
神
を
召
し
祭
る
（
召
祭
身
神
）

、

そ

そ

そ

ひ

ひ

…
…
腑
神
は
王
霊
、
胃
神
は
阻
阻
、
牌
神
は
禅
禅
、
…
…
（
『
上

清
霊
宝
大
法
』
、
巻
五
）
（
注
31)

「
名
は
」
と
い
う
文
字
が
な

ど
は
、
修
行
者
の
所
属
す
る
グ
ル
ー
プ
で
、
師
匠
か
ら
弟
子
へ
と

く

で

ん

ロ
か
ら
口
ヘ
伝
え
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
口
伝
で
あ
っ
て
、
秘
か
に
伝

え
ら
れ
て
い
た
様
子
は
、
晋
代
の
慈
洪
の
『
抱
朴
子
』
巻
十
八
の

地
真
篇
の
文
な
ど
か
ら
想
像
が
つ
く
。
従
っ
て
、
身
体
の
各
部
分

部
分
の
神
に
つ
い
て
も
、
そ
の
名
称
な
ど
が
、
各
経
典
相
互
で
無

関
係
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
そ
の
名
称
を
説
く
師

匠
と
さ
れ
る
一
番
大
本
の
人
物
が
霊
媒
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の

口
述
に
関
連
性
を
求
め
る
こ
と
自
体
無
理
な
こ
と
に
な
る
の
は
当

然
の
成
り
行
き
と
い
え
よ
う
（
注
32)°

今
一
例
と
し
て
、
人
体
の
中

心
的
存
在
の
一
と
し
て
道
教
に
お
い
て
重
視
す
る
牌
臓
に
つ
い
て
、

そ
の
相
違
を
示
し
て
み
よ
う
。

牌
中
の
神
名
、
黄
裳
子
。
（
『
抱
朴
子
』
、
巻
十
五
、
雑
応
）

牌
神
の
名
は
稗
禅
。
（
『
上
玄
高
真
延
寿
赤
書
』
）
（
注
33)

牌
神
は
黄
常
と
日
う
。
（
『
太
上
説
玄
天
大
聖
真
武
本
伝
神
兜

妙
経
』
）
（
注
34)

牌
神
は
常
在
。
（
『
天
皇
至
道
太
清
玉
冊
』
）
（
注
35)

牌
神
は
紫
庭
延
年
君
（
『
無
上
黄
録
大
斎
立
成
儀
』
）
（
注
％
）

牌
神
の
名
は
宝
元
全
、
字
は
導
察
”
長
い
5
[二
（
『
上
清
紫
微

帝
君
南
極
元
君
玉
経
宝
訣
』
）
（
注
37)

な
ど
で
あ
る
。
最
後
の
『
宝
訣
』
の
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い
だ
け
で
、
あ
と
は
同
文
の
清
無
極
総
真
文
昌
大
洞
仙
経
』
（
注
38)

な
ど
は
、
同
文
故
に
同
系
統
の
系
統
に
属
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

牌
臓
は
五
臓
の
中
の
一
臓
器
で
あ
る
が
五
行
の
中
心
と
し
て
、
そ

こ
に
属
す
る
神
も
『
黄
庭
経
』
な
ど
で
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

牌
臓
神
も
含
め
て
総
じ
て
三
万
六
千
も
の
神
々
で
あ
る
か
ら
、
時

こ
ま
、

d
-
'
J
 
__ 

身
中
諸
内
境
、
三
万
六
千
人
。
（
『
太
上
無
極
総
真
文
昌
大
洞

仙
経
』
）
（
注
39)

と
も
い
わ
れ
る
が
、
あ
ま
り
に
多
い
の
で
、

称
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

身
中
の
万
神
も
最
終
的
に
は
、
そ
の
神
は
集
約
的
に
、

か
「
真
一
」
と
さ
れ
る
時
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

と
肉
体
の
関
係
は
、

そ
れ
神
在
れ
ば
、
則
ち
人
と
な
る
。

な
る
。
あ
に
痛
ま
し
か
ら
ざ
ら
ん
。

万
神
と
も
百
神
と
も

「
-
」
と

身
中
神

か
ば
ね

神
去
れ
ば
則
ち
、
戸
と

（
『
踊
城
集
仙
録
』
）
（
注
40)

と
い
わ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
天
人
合
一
•
相
関
の
思
想
は
、
『
老
子
』

十
三
章
『
荘
子
』
在
宥
篇
『
淮
南
子
』
道
応
篇
な
ど
の
貴
身
愛
身

治
身
の
思
想
を
経
る
中
で
、
人
間
の
肉
体
を
国
家
機
構
と
同
一
に

把
握
す
る
思
考
も
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
は
、

い
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、

忘
れ
て
は
な
ら
な

か
た
ち

一
人
の
身
は
、
一
国
の
象
に
し
て
、
胸
腹
の
位
は
、
な
お
宮

室
の
ご
と
く
、
四
肢
の
列
は
、
な
お
郊
境
の
ご
と
く
、
骨
節

の
分
は
、
な
お
百
官
の
ご
と
く
、
神
は
、
な
お
君
の
ご
と
く
、

血
は
、
な
お
臣
の
ご
と
く
、
気
は
、
な
お
民
の
ご
と
き
な
り
。

（
『
抱
朴
子
』
、
巻
十
八
、
地
真
）

の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

中
国
に
お
け
る
宗
教
を
代
表
す
る
―
つ
が
上
述
の
よ
う
に
道
教

で
あ
る
こ
と
は
、
間
違
い
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

中
国
人
の
血
肉
と
な
っ
て
中
国
人
の
人
生
観
処
世
観
を
支
え
て
い

る
の
が
イ
ン
ド
伝
来
の
仏
教
で
あ
る
こ
と
も
、
ま
た
事
実
で
あ
る
。

仏
教
が
中
国
に
い
つ
伝
え
ら
れ
た
の
か
と
い
う
伝
来
時
期
の
解

明
に
当
っ
て
、
諸
説
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
文
献

上
の
記
録
と
し
て
は
、
諸
慈
孔
明
が
活
躍
し
た
物
語
で
あ
る
『
三

国
志
演
義
』
に
説
く
魏
呉
蜀
三
国
の
―
つ
で
あ
る
曹
操
が
開
い
た

ざ
ょ
か
ん

魏
（
ニ
ニ

O
I二
六
五
）
の
時
代
の
『
魏
略
』
（
魚
秦
撰
）
の
西
戎

伝
が
拠
り
処
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
従
う
と
、
前
漢
末
の
哀
帝
の
元

寿
元
年
（
前
二
年
）
に
、
仏
教
が
中
国
に
伝
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。

こ
れ
と
は
別
に
、
有
名
な
伝
説
と
し
て
は
、
後
漢
時
代
の
明
帝
の
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し
ょ
う
よ
と
う

永
平
年
間
（
五
八
ー
七
五
）
に
描
摩
騰
と
い
う
外
国
僧
が
中
国
に

伝
え
ら
れ
た
最
初
の
教
典
と
い
わ
れ
る
『
四
十
二
章
経
』
と
い
う

経
典
と
画
像
と
を
白
馬
に
乗
せ
て
月
氏
国
か
ら
都
洛
陽
に
至
り
、

白
馬
寺
が
建
立
さ
れ
た
、
と
い
う
説
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

後
漢
時
代
の
明
帝
の
永
平
八
年
（
六
五
）
に
は
、
王
族
の
一
人
で

あ
る
小
国
楚
の
王
の
英
（
楚
王
英
）
が
仏
教
信
者
に
な
っ
て
い
た

こ
と
も
確
か
で
あ
り
、
三
国
時
に
は
朱
子
行
と
い
う
人
物
が
は
じ

め
て
出
家
僧
と
な
っ
て
い
た
。
彼
は
、
仏
典
を
求
め
て
西
域
に
趣

い
た
人
物
と
し
て
も
有
名
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
次
第
に
仏

教
は
中
国
全
土
に
広
ま
り
、
中
国
の
王
族
か
ら
民
衆
へ
と
そ
の
教

義
が
拡
大
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
仏
教
の
古
い
経
典
の

―
つ
に
『
仏
説
処
処
経
』
が
あ
る
。
こ
の
経
典
は
、
後
漢
時
代
の

桓
帝
の
建
和
二
年
(
-
四
八
）
頃
に
洛
陽
に
来
た
と
い
わ
れ
る
訳

経
僧
で
あ
る
安
世
高
が
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

び

く

仏
、
比
丘
に
語
り
て
、
ま
さ
に
身
の
無
常
を
念
ず
べ
し
、
と
。

一
比
丘
あ
り
、
即
ち
に
仏
の
言
に
報
じ
て
、
我
は
非
常
を
念

せ
い

ず
、
人
は
世
間
に
在
る
と
い
う
も
極
ぜ
い
五
十
歳
な
る
べ
し
、

の
た

L

と
。
仏
言
わ
く
、
こ
の
（
五
十
歳
と
い
う
）
語
を
説
う
こ
と

な
か
れ
、
と
。
ま
た
一
比
丘
あ
り
て
言
う
、
三
十
歳
な
る
べ

し
、
と
。
仏
言
わ
く
、
こ
の
（
三
十
歳
と
い
う
）
語
を
説
う

こ
と
な
か
れ
、
と
。
（
注
41)

こ
の
よ
う
に
、
次
か
ら
次
へ
と
比
丘
た
ち
が
、
お
釈
迦
様
の
質
問

に
答
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
答
と
い
う
答
が
次
々
と

お
釈
迦
様
に
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
た
だ
最
後
の
一
人
の
比
丘
が
、

申
し
上
げ
ま
す
、
と
手
を
挙
げ
て
、

呼
吸
の
間
な
る
べ
し

と
答
え
た
。
す
る
と
お
釈
迦
様
は
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、

し

ど

し

ご

っ

ず

出
ず
る
息
の
還
ら
ざ
る
と
き
は
、
す
な
わ
ち
後
世
に
属
く
。

人
の
命
は
呼
吸
の
間
に
あ
る
の
み
。

と
、
人
間
の
命
の
は
か
な
さ
を
説
き
示
す
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う

な
表
現
は
、
上
掲
の
中
国
初
伝
の
漢
訳
経
典
と
い
わ
れ
る
『
四
十

か

し

ょ

う

1
と

う

じ

く

は

う

ら

ん

二
章
経
』
（
迦
莱
摩
騰
．
竺
法
蘭
共
訳
）
に
も
見
出
さ
れ
る
。
こ
の

経
典
は
、
中
国
初
伝
と
い
う
と
ず
い
分
古
い
経
典
の
よ
う
に
考
え

ら
れ
る
が
、
最
近
の
研
究
で
は
、
中
国
の
『
孝
経
』
や
『
老
子
道

徳
経
』
な
ど
の
書
物
を
利
用
し
て
、
つ
ま
り
中
国
を
代
表
す
る
儒

教
と
道
教
を
利
用
し
て
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
に
し

て
中
国
人
自
身
が
作
り
出
し
た
経
典
で
は
な
い
か
、
と
疑
わ
れ
て
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飯
食
の
間
に
あ
ら
ん

い
る
。

い
わ
ゆ
る
偽
（
疑
）
経
と
呼
ば
れ
る
一
群
の
経
典
に
属
す

る
も
の
で
、
そ
の
古
さ
が
否
定
さ
れ
て
い
る
経
典
で
あ
る
。
さ
て

そ
の
経
典
の
第
三
十
章
に
も
、
あ
る
比
丘
が
人
の
命
の
は
か
な
さ

に
つ
い
て
、
自
信
あ
り
げ
に
、

と
答
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
答
え
も
ま
た
お
釈
迦
様
に
否
定
さ

れ
て
し
ま
う
。
す
る
と
ま
た
別
の
比
丘
と
の
問
答
が
続
い
た
後
で
、

弟
子
と
の
最
後
の
対
話
が
、

対
え
し
て
日
わ
く
、
呼
吸
の
間
、

な
ん
じ

な
、
子
は
道
を
知
れ
り
、
と
。

と
。
仏
言
わ
く
、

（
『
四
十
二
章
経
』
）
（
注
42

善
い
か

な
っ
て
い
る
。
人
の
命
は
、
入
る
息
や
出
ず
る
息
は
そ
れ
ぞ
れ
を

待
つ
間
も
な
い
ほ
ど
瞬
間
的
な
は
か
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
答
え
た
弟
子
は
、
大
い
に
面
目
を
ほ
ど
こ
し
た
わ
け
で

あ
る
。
驚
く
べ
き
こ
と
は
、
何
ん
と
以
上
に
引
用
し
た
『
仏
説
処

処
経
』
や
『
四
十
二
章
経
』
の
内
容
が
、
も
う
一
方
の
中
国
の
代

表
的
宗
教
で
あ
る
道
教
に
お
い
て
引
用
さ
れ
利
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

梁
の
時
代
の
有
名
な
道
教
者
で
あ
る
陶
弘
景
（
四
五
六
ー
五
六

し
ん
こ
う

六
ー
・
)
が
編
集
し
た
『
真
詰
』
（
巻
六
、
第
七
）
と
い
う
書
物
や
北

周
の
武
帝
（
五
六
一
ー
五
七
七
在
位
）
が
輯
録
し
た
上
述
の
『
無

上
秘
要
』
（
巻
四
十
二
、
第
十
二
）
と
呼
ば
れ
る
道
教
初
の
百
科
辞

典
で
は
、
お
釈
迦
様
の
名
前
を
出
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、

仏
教
の
お
釈
迦
様
に
匹
敵
す
る
神
格
と
し
て
、
太
上
と
い
う
名
称

の
尊
い
お
方
を
登
場
さ
せ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
は
仏

典
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
―
つ
仏
典
と
異
な
る
の
は
、

『
上
清
衆
真
教
戒
徳
行
経
（
上
）
』
と
い
う
経
典
で
は
、
人
の
寿
命

の
長
さ
に
つ
い
て
、
太
上
と
い
う
神
格
と
弟
子
と
の
問
答
の
最
後

に
、
仏
典
で
は
書
か
れ
て
い
な
い
、

と
い
う
文
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
『
真
詰
』
の
「
此
の

呼
吸
を
免
け
る
べ
し
。
」
を
一
歩
進
め
た
も
の
で
あ
る
。
道
教
で
は
、

こ
の
宇
宙
全
体
は
、
気
と
呼
ば
れ
る
活
動
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
創
出タ

オ

し
た
も
の
、
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
宇
宙
根
源
の
気
を
、
別
に
道

と
も
呼
び
、
ま
た
、
元
気
と
か
祖
気
と
か
い
う
。
道
と
気
は
、
ま

さ
に
異
名
同
体
の
存
在
と
呼
ん
で
よ
い
。
そ
の
祖
気
・
元
気
が
更

に
分
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
体
の
中
の
三
万
六
千
の
神
々
の

一
体
一
体
の
形
を
と
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
こ
と
を
経
典
の
文
句

で
し子

よ
、
善
く
道
を
学
べ
。

む
べ
し
、
と
。
（
注
43)

9
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こ
い
庶
わ
く
は

こ
の
呼
吸
に
勉
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か
ぞ

人
の
気
は
万
を
以
っ
て
計
う
。
孟
子
は
謂
う
、
浩
然
の
気
は

と
し
て
、

そ
の
解
説
の
文
に
は

と
説
い
て
い
る
。
別
の
経
典
で
も
、 ,Jと

人
は
物
の
霊
な
り
。
寿
は
本
、
四
万
千
二
百
余
日
。
そ
の

神
は
三
万
六
千
。
元
陽
の
真
気
は
本
、
重
さ
三
百
八
十
四
錬
、

（
『
元
始
無
量
度
人
上
品
妙
経
内
義
』
、
巻
一
）
（
注
44)

と
説
か
れ
て
い
る
。
四
万
三
千
二
百
余
日
は
、
ま
さ
し
く
人
間
の

上
寿
一
百
二
十
歳
と
す
る
の
と
合
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
、

の

さ

宇
宙
が
開
か
れ
る
前
の
奥
深
い
陽
の
気
で
あ
る
「
混
沌
洞
陽
之
柔
」

ゞヽ
T

、
カ

な

道
に
在
れ
ば
、
則
ち
一
気
の
祖
と
為
り
、

も

と

な

ち
万
神
の
宗
と
為
る
。
（
同
上
、
巻
三
）

で
示
す
な
ら
ば
、
ま
ず

人
に
在
れ
ば
、
則

（注
15)

万
気
は
万
神
を
生
ず
。
（
『
玉
清
無
極
総
真
文
昌
大
洞
仙
経
』
）

（注
46)

ね
が

こ
い
庶
わ
く
は

こ
の
呼
吸
に
勉
む
べ
し
。 ま

も

あ

た

天
地
に
充
塞
す
、
と
。
若
し
根
本
を
貴
び
固
る
こ
と
能
は
ず
、

た

ん

れ

ん

し

だ

い

さ

と

酒
色
に
耽
患
す
れ
ば
、
気
は
漸
に
散
ず
。
…
…
若
し
知
り
て

ふ

た

た

こ

れ

た

め

存
獲
す
れ
ば
、
則
ち
万
神
復
び
、
之
が
為
に
生
く
。
（
同
前
）

と
あ
る
。
或
は
ま
た
、
十
一
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
時
代
の
宋
の
頃

に
記
さ
れ
た
文
献
に
お
い
て
は
、

す
な
わ

夫
れ
、
身
は
一
神
を
稟
け
て
、
乃
ち
三
万
六
千
の
神
を
生
ず
。

身
死
す
る
の
際
、
三
万
六
千
の
衆
は
一
神
に
還
り
帰
る
。
（
『
三

論
元
旨
』
）
（
注
47)

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
道
教
の
経
典
や
そ
の
関
係
資
料
を
通
し

て
、
仏
教
に
は
見
ら
れ
な
い
仏
教
と
は
全
く
異
な
る
気
の
重
視
が
、

道
教
独
特
の
胎
息
法
な
ど
の
呼
吸
法
を
発
展
さ
せ
て
き
た
の
で
あ

る
。
従
っ
て
人
の
命
と
呼
吸
と
の
関
係
を
語
る
時
、
仏
教
で
は
考

え
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
、
上
述
の
『
上
清
衆
真
教
戒
徳
行
経

（
上
）
』
の
、

と
い
っ
た
発
言
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
呼
吸
法
を
よ
く
よ

く
研
究
修
得
し
て
、
は
か
な
い
人
間
の
寿
命
を
長
寿
へ
上
寿
へ
転
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回
さ
せ
よ
、
と
忠
告
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
に
、
道
教
が
仏
教

を
利
用
し
つ
つ
仏
教
に
は
な
い
独
特
の
寿
命
論
を
展
開
し
た
歴
史

を
知
る
の
で
あ
る
。
道
教
の
胎
息
法
は
、
出
ず
る
息
も
入
る
息
も

す
べ
て
ス
ト
ッ
プ
し
て
、
母
胎
の
中
で
す
く
す
く
と
育
つ
胎
児
の

よ
う
に
無
呼
吸
に
よ
っ
て
、
反
っ
て
母
吸
え
ば
子
吸
う
よ
う
に
、

宇
宙
の
大
き
な
運
動
の
中
に
没
入
し
て
死
生
を
超
脱
す
る
の
で
あ

る
。
胎
息
法
で
は
、
成
人
が
一
度
に
無
呼
吸
に
入
る
こ
と
は
不
可

能
な
の
で
あ
る
か
ら
、や

初
め
て
気
を
行
る
こ
と
を
学
ぶ
に
は
、
鼻
中
に
気
を
引
い
て

と

ひ

そ

か

ぞ

こ
れ
を
閉
じ
、
陰
か
に
心
を
も
っ
て
数
え
て
一
百
二
十
に
至

ら
ば
、
乃
ち
口
を
も
っ
て
こ
れ
を
吐
き
、
こ
れ
を
吐
い
て
こ

す

う

み

ず

か

れ
を
引
に
及
び
、
皆
自
ら
の
耳
を
し
て
そ
の
気
の
出
入
の
声

を
聞
か
し
む
る
こ
と
を
欲
せ
ず
。
（
『
抱
朴
子
』
、
巻
八
、
釈

滞）

と
い
っ
た
よ
う
な
訓
練
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
「
呼

吸
に
勉
め
」
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
呼
吸
法
を
学
習
し
修
得
す
る
こ

と
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
の
寿
命
は
、
呼
吸
の
間
と
い

う
べ
き
は
か
な
さ
で
は
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
と
単
に
手
を
こ

ま
ね
い
て
向
き
会
っ
て
い
る
の
と
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
し
か

し
人
間
の
寿
命
を
呼
吸
の
間
の
は
な
か
さ
で
あ
る
、
と
ま
ず
指
摘

し
た
の
は
、
仏
教
で
あ
っ
た
。
し
か
も
ま
た
、
人
生
百
年
あ
る
い

は
百
二
十
年
の
中
で
、
人
生
の
楽
し
み
を
味
わ
う
期
間
の
短
さ
を

主
張
し
た
の
は
、
『
荘
子
』
や
『
列
子
』
な
ど
道
家
の
文
献
に
見
出

さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
文
献
は
、
出
現
時
期
が
必
ず
し
も
古
い

も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
道
家
が
、
仏
教
の
本
来
所
有
の

そ
の
考
え
を
受
け
継
い
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
或
は
そ
の
逆
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
間
の
影
響
関
係
は
、
誠
に
微
妙
で
あ
る
。
西
晋

じ

く

ほ

う

ご

時
代
の
訳
経
僧
の
一
人
で
あ
る
竺
法
護
（
二
三
九
ー
三
ニ
ハ
）
が

ふ
よ
う
ぎ
ょ
う

訳
出
し
た
『
普
曜
経
』
の
巻
第
四
の
出
家
品
第
十
二
に
は
、

百
年
の
命
は
、
臥
し
て
そ
の
半
ば
を
消
す
。
ま
た
憂
患
多
く
、

そ
の
楽
し
み
幾
ば
く
も
な
し
。
（
『
普
曜
経
』
、
巻
第
四
）
（
注
48)

と
い
う
文
が
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
荘
子
（
前
三
六
五
ー
前

二
九

0
頃
）
と
い
う
思
想
家
は
、
竺
法
護
よ
り
約
六
百
年
も
前
の

人
物
で
あ
る
。
し
か
し
荘
子
と
い
う
哲
人
の
思
想
を
ま
と
め
た

そ

う

じ

『
荘
子
』
は
、
古
い
時
代
の
も
の
も
あ
る
半
面
、
後
世
に
付
加
さ

れ
た
思
想
を
も
含
ん
で
い
る
書
物
で
あ
る
こ
と
は
、
上
述
の
通
り

で
あ
る
。
今
日
の
『
荘
子
』
と
い
う
書
物
を
最
後
に
編
輯
し
直
し

た
人
物
は
、
郭
象
（
二
五
ニ
ー
三
―
二
）
で
あ
っ
て
、
彼
は
、
竺

法
護
よ
り
後
に
生
ま
れ
た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
思
い
を
至

す
と
、
『
荘
子
』
雑
篇
の
盗
妬
篇
の
、
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と
明
記
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
仏
教
と
『
列
子
』

明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
は
、
往
往
仏
経
と
相
参
ず
。

と
い
う
文
章
の
後
半
の
表
現
、
或
は
、
『
列
子
』
の
楊
朱
第
七
の

人
、
上
寿
は
百
歳
、
中
寿
は
八
十
、
下
寿
は
六
十
。
病
痩
・

死
喪
•
憂
患
を
除
け
ば
、
そ
の
中
、
口
を
開
い
て
笑
う
と
き

は
、
月
の
中
、
四
五
日
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。

わ

す

る

ら

ゥ

う

か

く

う

し

な

ほ

と

夜
眠
の
弾
る
と
こ
ろ
、
昼
覚
の
遺
う
と
こ
ろ
、
ま
た
幾
ん
ど

し

め

つ

う

し

つ

あ

い

く

ば

う

し

つ

そ
の
半
を
居
る
。
痛
疾
•
哀
苦
·
亡
失
•
憂
憚
、
ま
た
幾
ん

し
め

ど
そ
の
半
を
居
る
。

と
い
う
表
現
も
、
竺
法
護
の
訳
文
を
利
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

或
は
逆
に
、
竺
法
護
が
模
倣
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
日
伝
わ
る

『
列
子
』
は
、
永
嘉
年
間
（
三

0
七
ー
三
―
二
）
以
後
、
張
謀
が

僅
か
に
残
っ
て
い
た
テ
キ
ス
ト
を
綴
り
合
わ
せ
て
八
篇
に
し
た
も

の
で
あ
る
。
従
っ
て
今
日
見
る
『
列
子
』
の
書
物
に
は
、
仏
教
の

影
響
が
あ
る
、
と
い
う
強
い
主
張
も
あ
る
和
49)°

こ
の
問
題
に
関

し
て
は
、
張
謳
自
身
が
『
列
子
』
に
序
文
を
書
き
、
そ
の
中
で
、

と
の
関
係
を
追
求
す
る
研
究
の
中
で
、
『
普
曜
経
』
と
の
関
係
は
、

今
日
ま
で
注
目
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
先
学
の
示

教
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。
も
し
も
仏
教
の
人
間
の
寿
命
に
つ
い
て

の
視
点
が
、
『
列
子
』
に
影
孵
を
及
ぼ
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、

人
生
百
年
の
中
の
五
十
年
す
ら
酔
生
夢
死
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、

と
い
う
指
摘
が
人
々
の
心
を
動
か
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
仏
教

の
こ
の
よ
う
な
指
示
を
受
け
て
、
も
う
―
つ
の
中
国
の
宗
教
で
あ

る
道
教
も
ま
た
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
仏
教
の
指
摘
を
摂
取
し

強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
経
緯
を

示
す
興
味
深
い
文
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
『
修
真
十
書
』
と
い
う
書
物

に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
物
は
、
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
初
期
つ

ま
り
有
名
な
世
祖
（
フ
ビ
ラ
イ
）
（
―
二
五
九
ー
―
二
九
三
在
位
）

の
頃
、
わ
が
北
条
時
宗
(
―
二
五
―
|
―
二
八
四
）
の
時
代
に
編

纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
て
そ
の
文
と
は
、

ま

し

り

ぞ

睡
腐
を
屏
け
る
文

人
生
百
年
な
し
。
よ
く
幾
一
日
か
あ
ら
ん
。
い
わ
ん
や
百
年

と
き

三
万
六
千
日
、
総
じ
て
三
百
六
十
万
刻
有
れ
ど
も
、
ま
さ
に

一
刻
の
ご
と
し
、
た
だ
指
を
撚
る
の
間
に
し
て
、
晨
に
興
き

て
暮
に
寝
る
は
、
古
今
の
常
な
り
。
一
百
年
の
内
に
百
五
十

五
万
刻
を
以
っ
て
、
応
酬
に
以
う
べ
し
。
百
五
十
五
万
刻
を

す
い
み
ん

9
J
ち

は

か

以
っ
て
、
寝
息
に
以
う
。
寝
息
を
除
く
の
外
は
、
人
生
に
は
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じ

か

ん

た
だ
五
十
年
の
光
陰
あ
る
の
み
。
い
わ
ん
や
百
年
に
満
た
ざ

ぃ
土

る
も
の
を
や
。
今
は
た
だ
睡
り
を
好
み
、
曽
も
っ
て
草
木
に

も
如
か
ざ
る
を
知
る
な
し
。
（
『
修
真
十
書
』
、
第
七
書
、
『
上

清
集
』
）
（
注
50)

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
同
様
の
主
旨
は
、
道
教
の
『
太
上
玄
霊
北

斗
本
命
延
生
真
経
注
解
』
と
い
う
長
い
名
称
の
経
典
で
も
、

つ
い
や

人
生
は
幻
体
、
寿
年
七
十
。
そ
の
間
は
、
夜
に
て
大
半
を
消
す
。

（
『
太
上
玄
霊
北
斗
本
命
延
生
真
経
注
解
』
、
巻
中
、
第
一
六
）

（注
51)

と
記
述
し
て
い
る
。
因
み
に
今
日
、
平
均
寿
命
が
男
性
で
も
八
十

に
迫
り
、
女
性
で
は
九
十
に
及
ば
ん
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
長
寿

社
会
に
お
い
て
は
、
織
田
信
長
の
『
信
長
記
』
な
ど
の
「
人
間
五

十
年
」
の
語
も
、
右
の
よ
う
に
百
歳
の
う
ち
の
残
り
の
五
十
年
と

い
う
解
釈
に
な
れ
ば
、
若
い
人
達
の
理
解
も
得
や
す
い
か
も
知
れ

な
い
。
そ
の
残
っ
た
五
十
年
を
無
駄
に
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い

う
主
張
も
説
得
力
を
持
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

上
述
の
長
い
名
称
の
道
教
経
典
『
太
上
玄
霊
北
斗
本
命
延
生
真

ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス

経
注
解
』
に
は
、
人
間
は
天
地
を
模
倣
し
た
小
宇
宙
の
存
在
で
あ

る
こ
と
を
逆
手
に
と
っ
て
、

や

ぷ

ど

う

や

す

ら

人
身
は
道
を
敗
っ
て
動
じ
、
天
地
は
道
を
抱
い
て
寧
か
な
り
。

人
身
は
天
地
と
体
を
同
じ
く
す
。
何
ん
す
れ
ぞ
天
地
は
長
く

つ
よ

存
す
る
に
、
人
身
は
固
か
ら
ざ
る
。
（
同
前
）
（
注
52)

と
不
満
を
ぶ
つ
け
る
こ
と
を
ま
ず
示
し
、
そ
れ
に
次
の
よ
う
な
答

え
を
引
き
出
し
て
い
る
。
さ
て
そ
の
答
え
は
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
を
読
む
と
、
伝
説
時
代
の
帝
王

で
あ
る
黄
帝
が
、
古
代
の
人
に
比
し
て
今
時
の
人
が
五
十
歳
位
で

衰
え
て
し
ま
う
理
由
を
質
問
し
た
時
、
ブ
レ
イ
ン
の
天
師
岐
伯
が

答
え
た
こ
と
ば
を
想
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
、
往
時
の
人

が
天
地
自
然
の
運
行
に
マ
ッ
チ
し
た
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
に
対

し
て
、
今
時
の
人
が
欲
望
の
ま
ま
に
不
自
然
な
生
活
を
送
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

五
、
道
教
と
上
寿
百
二
十
歳
説

『
荘
子
』
盗
距
篇
の
上
寿
・
下
寿
•
中
寿
の
三
寿
は
、
百
歳
と

八
十
歳
•
六
十
歳
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
孔
子
が
生
存
し
て
い
た
周

の
時
代
を
含
め
て
、
古
代
の
虞
•
夏
・
商
（
殷
）
・
周
の
四
代
の
時
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代
の
政
治
の
あ
る
べ
き
道
を
示
し
た
『
書
経
』
と
い
う
儒
家
の
大

だ

い

う

ぽ

切
な
政
治
の
書
は
、
そ
の
巻
第
四
の
大
萬
膜
篇
に
「
地
平
天
成
」

の
語
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
語
が
、
平
成
の
年
号
の
―
つ
の

拠
り
処
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
書
の
巻
十
二
の
洪
範
篇
に
は
、

五
福
の
語
が
記
さ
れ
て
い
る
。
五
福
の
語
は
、
そ
こ
で
は
九
種
の

大
法
す
な
わ
ち
洪
範
の
一
っ
と
し
て
、
人
民
を
善
に
向
か
わ
せ
る

た
め
に
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
五
福
の
内
容
は
、

や
す
ら
ぎ

康
寧
゜

百
二
。

に
日
わ
く
寿
二
に
日
わ
く
富
、
三
に
日
わ
く

十
年

四
に
日
わ
く
美
徳
を
修
む
。
五
に
日
わ
く
終
命
を
考
く
す
。

（
洪
範
）

の
五
つ
で
あ
る
。
五
福
の
ト
ッ
プ
に
寿
を
置
い
て
い
る
の
が
、
注
目

さ
れ
る
。
し
か
し
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
は
、
富
を
第
一
に
し
て
寿

を
第
二
に
置
い
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
寿
が
上
位
に
あ
る
こ
と

に
は
変
わ
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
仏
教
に
も
、
『
賢
者
五
福
徳
経
』

と
い
う
経
典
が
あ
っ
て
、
長
寿
の
福
徳
・
多
財
の
福
徳
・
端
正
無

比
の
福
徳
•
名
誉
遠
聞
の
福
徳
・
聡
明
大
智
の
福
徳
の
五
つ
の
「
説

法
五
福
徳
」
を
説
く
、
と
さ
れ
て
い
る
の
も
（
注
53)
参
考
に
な
る
で

あ
ろ
う
。

『
書
経
』
の
洪
範
篇
の
五
福
の
ト
ッ
プ
に
あ
っ
た
寿
の
字
に
下

に
「
百
二
十
年
」
つ
ま
り
寿
命
と
い
っ
て
も
百
二
十
歳
の
こ
と
で

あ
る
、
と
い
う
説
明
つ
ま
り
伝
と
呼
ば
れ
る
語
が
つ
い
て
い
る
こ

と
に
注
目
し
た
い
。
更
に
そ
の
注
釈
を
細
か
く
説
明
す
る
疏
と
呼

ば
れ
る
文
で
は
、

し

さ

正
義
に
日
わ
く
、
人
の
大
期
は
百
年
を
限
り
と
な
す
も
、
世

せ
つ
め
い

に
は
長
寿
に
し
て
百
二
十
年
と
い
う
も
の
あ
り
。
故
に
伝
に

最
長
者
を
も
っ
て
こ
れ
を
い
う
の
み
に
し
て
、
い
ま
だ
必
ず

ひ
ょ
う
じ
ゅ
ん

し
も
正
文
に
あ
ら
ず
。
（
『
尚
書
正
義
』
、
巻
十
二
）

と
な
っ
て
い
る
。
百
歳
が
一
般
的
で
は
あ
る
が
、
百
二
十
歳
の
人

も
い
る
の
で
、
そ
れ
を
示
し
た
だ
け
で
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
も
の
で

は
な
い
、
と
わ
ざ
わ
ざ
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
上
寿
百
歳
か
百
二
十
歳
か
に
つ
い
て
、
道
教
は
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
究
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
そ
こ

で
、
上
文
に
お
い
て
し
ば
し
ば
言
及
し
た
道
教
に
つ
い
て
、
そ
の

か
え
り

成
立
の
歴
史
を
省
み
る
こ
と
に
す
る
。
道
教
と
い
う
中
国
人
の
宗

教
の
ス
タ
ー
ト
は
、
わ
が
国
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
『
魏
志
』

倭
人
伝
の
語
る
あ
の
三
国
時
代
に
あ
る
。
こ
の
時
代
を
知
る
も
っ

と
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
書
物
と
し
て
は
、
こ
の
三
国
時
代
の
歴
史
書
『
三

国
志
』
な
ど
を
基
本
に
置
い
た
羅
本
（
字
は
貫
中
）
（
一
三
六
七
前

後
）
の
長
篇
歴
史
小
説
『
三
国
志
通
俗
演
義
』
が
あ
る
。
こ
の
注
目

の
時
代
に
登
場
し
た
の
が
、
道
教
の
初
期
の
教
団
で
あ
る
。
そ
の
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教
団
は
、
一
っ
は
張
陵
或
は
張
道
陵
の
五
斗
米
道
教
団
で
あ
り
、

―
つ
は
張
角
の
太
平
道
教
団
で
あ
る
。
こ
の
二
教
団
が
、
あ
の
大

帝
国
漢
王
朝
を
滅
亡
に
導
く
切
っ
掛
け
と
な
っ
た
い
わ
ば
宗
教
一

揆
の
中
心
で
あ
っ
た
。
い
ず
こ
の
社
会
で
も
、
新
し
い
宗
教
教
団

が
大
き
な
勢
力
を
確
保
し
て
い
く
場
合
に
は
、
病
気
治
療
と
貧
困

救
済
の
活
動
が
中
心
と
な
る
の
は
共
通
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
二
教
団
も
、
病
気
が
治
る
と
五
斗
（
今
の
五
升
位
）
の
米
を

寄
進
さ
せ
た
り
、
お
符
を
飲
ま
せ
て
治
療
し
た
り
し
て
い
た
。
や

が
て
太
平
道
が
滅
ぼ
さ
れ
た
後
、
五
斗
米
道
も
国
家
の
討
伐
を
受

け
て
降
伏
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
が
、
三
国
魏
の
曹
操
の
時
代

で
あ
り
、
漠
の
年
号
で
示
せ
ば
献
帝
の
建
安
二
十
年
（
ニ
―
五
）

で
あ
っ
た
。
五
斗
米
道
の
開
祖
張
（
道
）
陵
の
孫
で
第
二
代
の
張

ろ
う

魯
が
、
曹
操
の
軍
門
に
降
っ
て
、
鎮
南
大
将
軍
•
閲
中
侯
に
封
ぜ

ら
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
反
体
制
か
ら
体
制
の
側
に
転
じ
た
わ
け
で
、

そ
の
教
団
は
太
平
道
の
教
義
や
組
織
を
吸
収
し
て
、
教
団
名
も
天

師
道
と
し
て
イ
ン
テ
リ
ー
に
も
教
線
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
こ
の

教
団
で
重
視
さ
れ
た
経
典
が
『
太
平
経
』
で
あ
る
。
こ
の
経
典
は
、

漢
代
の
古
い
部
分
を
含
み
つ
つ
、
時
代
の
流
れ
に
つ
れ
て
内
容
も

色
々
と
変
化
し
て
い
る
複
雑
な
経
典
で
あ
る
和
54)
。
そ
し
て
今
日
、

道
教
の
一
切
経
と
い
わ
れ
て
い
る
道
蔵
の
中
に
あ
る
『
太
平
経
紗

乙
部
』
の
『
解
承
負
訣
』
に
は
、

人
の
生
は
百
二
十
歳
の
上
寿
と
八
十
歳
の
中
寿
と
六
十
歳
の

凡
そ
人
に
は
三
寿
あ
り
て
、
三
気
に
応
ず
る
は
太
陽
•
太
陰
・

め
い

中
和
の
（
気
）
の
命
な
り
。
上
寿
は
一
百
二
十
•
中
寿
は
八

十
・
下
寿
は
六
十
。
（
一
）
百
二
十
と
い
う
は
、
天
の
大
暦
一

歳
に
応
じ
、
党
に
天
地
界
を
終
わ
る
な
り
。
八
十
と
い
う
は
、

陰
陽
に
応
じ
八
隅
を
分
別
し
、
等
し
く
地
に
応
じ
、
応
地
を

分
別
し
、
万
物
を
分
別
し
、
死
者
は
去
り
、
生
者
は
留
ま
る
。

六
十
と
い
う
は
、
中
和
の
気
に
応
じ
、
六
月
の
遁
卦
を
得
る
。
遁

つ
か
さ
ど

と
は
逃
亡
な
り
。
故
に
死
生
の
会
を
主
る
な
り
。
も
し
、
善

ゃ

を
行
じ
て
止
め
ざ
れ
ば
、
此
の
三
寿
を
過
ぐ
。
こ
れ
を
度
世

と
謂
い
、
悪
を
行
じ
て
止
め
ざ
れ
ば
、
三
寿
に
及
ば
ず
し
て
、

わ
か
じ
に

皆
夭
す
る
な
り
。
（
『
太
平
経
紗
乙
部
』
、
巻
二
）
（
礼
55)

と
説
い
て
い
る
。
ま
た
同
じ
く
巻
十
の
『
太
平
経
紗
癸
部
』
の
「
盛

身
却
災
法
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
、

人
間
の
寿
命
は
百
二
十
歳
ま
で
増
加
し
続
け
る
。
し
か
し
、
人
間

の
五
臓
な
ど
を
支
え
て
い
る
身
体
中
の
精
霊
や
神
霊
は
、
人
間
が

七
十
歳
に
な
る
ま
で
は
増
加
し
て
百
神
に
な
る
が
、
そ
れ
以
後
は

段
々
と
減
少
し
て
百
二
十
歳
に
な
る
と
全
て
減
少
し
て
無
に
な
る
、

と
い
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
死
亡
に
至
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

そ
う
い
う
前
提
の
も
と
に
、
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と
規
定
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
人
の
寿
命
の
上
寿
を
百
十
歳

と
す
る
の
は
、
道
教
の
専
売
の
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
別
の
道
教

の
資
料
で
あ
る
「
（
鍾
呂
）
伝
道
上
篇
（
『
道
枢
』
巻
三
十
九
）
」

て
ん
こ
う

や
『
天
皇
至
道
太
清
玉
冊
』
で
は
、

一
寿
は
、

八
十
歳
。

一
は
上
品
百
二
十

（注
57)

二
は
中
品
百
歳

三
は
下
品

お
し
う

し
カ

下
寿
に
し
て
、
こ
れ
過
の
も
の
は
夭
折
な
り
。
こ
れ
盗
に
、

L
と

神
は
外
に
遊
び
て
病
は
そ
の
内
を
攻
む
れ
ば
な
り
。
本
を
思

い
行
い
を
正
し
、
人
を
し
て
相
親
愛
せ
し
む
。
古
の
寿
を
求

め

ぐ

り

も

と

め
て
そ
の
道
を
失
わ
ざ
る
者
は
、
天
地
に
常
の
行
あ
り
て
、
本

を
離
る
べ
か
ら
ず
。
故
に
安
き
を
求
め
て
長
存
せ
ん
者
は
、

な

慎
ん
で
こ
の
道
の
本
元
を
忘
れ
る
こ
と
無
か
れ
。
（
『
太
平
経

紗
癸
部
』
、
巻
十
）
（
注
56)

と
身
中
の
精
霊
や
神
霊
を
体
外
に
遊
出
さ
せ
な
い
よ
う
に
、
精
神

t
ぬ

け

か

ら

が
鋭
の
殻
と
な
っ
た
身
体
を
病
気
が
攻
撃
し
な
い
よ
う
に
身
を
正

し
く
保
ち
、
行
い
を
慎
し
み
、
人
々
と
相
親
し
み
、
正
し
い
道
を

歩
む
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。

三
寿
の
ト
ッ
プ
を
百
二
十
歳
と
す
る
説
は
、
道
教
の
『
道
門
経

法
相
承
次
序
』
に
も
、

こ
の
時
の
人
は
上
寿
な
お
千
歳
の
ご
と
し
。
（
『
玄
経
原
旨
発

百
歳
は
人
の
常
な
り
。
よ
り
三
十
に
至
る
は
少
壮
の
時
な

り
。
六
十
は
長
大
の
時
な
り
。
九
十
は
老
竜
の
時
な
り
。
百

よ
り
百
二
十
に
至
る
は
衰
落
の
時
な
り
。
（
『
道
枢
』
）

と
（
注
58)
、
上
寿
百
歳
と
百
十
歳
説
の
二
つ
を
併
記
し
て
い
る
と

こ
ろ
を
見
る
と
、
不
老
長
寿
を
説
く
道
教
と
は
い
っ
て
も
、
上
寿

百
二
十
歳
説
に
特
に
拘
泥
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
『
書
経
』
の
注
釈
で
は
、
百
二
十
歳
の
人
は
存
在

す
る
こ
と
は
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、
正
文
す
な
わ
ち
標
準
と
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
は
上
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

人
間
の
寿
命
を
議
論
す
る
場
合
は
、
そ
の
頂
点
が
問
題
と
な
る

の
は
当
然
の
こ
と
で
、
中
寿
や
下
寿
の
こ
と
は
浮
ん
で
こ
な
い
。

従
っ
て
、
『
玄
経
原
旨
発
揮
』
と
い
う
道
教
文
献
で
も
、
伝
説
時
代

て
ん
こ
う
じ
ん
こ
う
ら
こ
う

の
天
皇
人
皇
地
皇
の
三
の
時
代
の
こ
と
で
あ
る
が
、
地
皇
氏
の

時
代
は
、 三

寿

上

寿

百

歳

又

云

上

寿

百

二

十

（
『
天
皇
至
道
大
清
玉
冊
』
）

中
寿
八
十

中
寿
百
歳

下
寿
六
十

下
寿
八
十
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揮
』
）
（
注
59)

と
記
し
て
い
る
。
三
国
魏
の
時
代
の
竹
林
の
七
賢
人
の
一
人
と
し

よ
う
せ
い
ろ
ん

て
有
名
な
稀
康
、
字
は
叔
夜
（
二
ニ
三
ー
ニ
六
二
）
は
、
『
養
生
論
』

を
著
わ
し
て
、
「
上
寿
(
-
)
百
二
十
」
と
だ
け
述
べ
て
、
中
寿
に

も
下
寿
に
も
触
れ
て
い
な
い
。
更
に
時
代
は
下
つ
て
、
梁
の
昭
明

太
子
癖
統
（
五

01-五
三
一
）
が
、
東
周
（
前
八

O
O
I前
二

四
八
）
か
ら
梁
代
ま
で
の
詩
文
か
ら
優
れ
た
作
品
を
選
び
三
十
巻

ア

ン

ソ

ロ

ジ

ー

し

ん

ぜ

ん

（
今
六
十
巻
）
に
編
集
し
た
有
名
な
詩
華
集
の
『
文
選
』
の
第
五

十
三
巻
の
論
三
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
稀
康
の
「
稀
叔
夜
養
生
論

晋
」
に
は
、
唐
の
李
善
（
？
ー
六
八
九
）
が
そ
こ
に
あ
る
「
上

寿
一
百
二
十
」
の
句
に
注
釈
を
加
え
て
い
る
。
李
善
は
、
『
（
天
老
）

養
生
経
』
を
引
用
し
て
、

黄
帝
、
天
老
に
問
い
て
日
わ
く
、
人
の
生
く
る
や
、
上
寿
一

百
二
十
年
、
中
寿
百
年
、
下
寿
は
八
十
年
。
而
し
て
党
に
然

わ
か
じ
に

ら
ざ
る
者
は
、
皆
夭
な
る
の
み
。
（
『
文
選
』
、
巻
五
十
三
、

論
三
）

と
述
べ
て
い
る
。
『
文
選
』
の
解
説
書
の
中
に
は
、
李
善
が
利
用
し

て
い
る
『
養
生
経
』
を
『
天
老
養
生
経
』
と
し
て
い
る
も
の
が
あ

る
が
、
右
の
引
用
文
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
こ
に
天
老
と
い

う
黄
帝
の
補
臣
の
名
が
出
て
い
る
こ
と
か
ら
、
李
善
が
『
養
生
経
』

と
し
て
示
し
た
経
典
に
「
天
老
」
の
名
を
冠
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
う
い
う
書
名
の
経
典
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
は
不
明

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
『
養
生
経
』
と
い
う
固
有
名
詞
の
書
名
も
、

単
な
る
養
生
の
こ
と
を
説
い
て
い
る
経
典
と
い
う
普
通
名
詞
で
李

善
は
使
用
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
因
み
に
、
養
生
を
説
く

愁
康
や
石
崇
（
二
四
九
ー
三

O
O
)
は
、
生
き
ざ
ま
を
間
違
え
た

人
で
あ
る
、
と
顔
之
推
（
五
三
一
ー
五
九
二
頃
）
の
『
顔
氏
家
訓
』

養
生
篇
第
十
五
で
批
判
さ
れ
て
い
る
。

し
ょ
う
と
う

梁
の
癖
統
の
『
文
選
』
の
注
釈
者
は
、
上
述
の
よ
う
に
李
善
で

あ
る
か
ら
、
唐
の
頃
に
は
、
上
寿
百
二
十
歳
説
は
、
上
寿
百
歳
と

共
に
定
着
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
因
み
に
李
善
は
、
唐
の
高
宗

（
六
四
九
ー
六
八
二
在
位
）
か
ら
中
宗
（
六
八
三
ー
七
〇
九
在
位
）

頃
の
人
物
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
上
述
の
よ

う
に
、
明
代
の
『
天
皇
至
道
太
清
玉
冊
』
の
三
寿
に
百
歳
と
百
二

十
歳
の
二
説
が
、
道
教
文
献
に
併
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
ろ
う
（
注
60)
。
ま
た
、
未
病
を
治
す
人
は
保
愛
と
呼
ば
れ
、
そ
れ

に
早
く
気
付
く
人
は
、
上
年
が
二
十
か
ら
三
十
、
中
年
は
四
十
か

ら
五
十
、
下
年
は
六
十
か
ら
七
十
で
、
八
十
以
上
は
手
遅
れ
と
す

る
場
合
も
あ
る
（
注
6
1
)
°寿
命
に
関
し
て
は
、
健
康
寿
命
•
平
均
寿

命
・
眉
寿
・
具
寿
・
僧
寿
な
ど
語
る
べ
き
話
題
は
多
い
。
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(
1
)

貝
原
益
軒
の
『
投
生
訓
』
の
本
文
は
、
石
川
謙
校
訂
の
岩
波
文
庫

本
と
伊
藤
友
信
訳
の
講
談
社
学
術
文
庫
本
に
依
拠
し
た
。

(
2
)
上
田
万
年
『
大
字
典
』
等
参
照
。

(
3
)
諸
橋
轍
次
『
大
漠
和
辞
典
』
、
巻
五
。
新
村
出
編
『
広
辞
苑
』
。

(
4
)
諸
橋
轍
次
、
前
掲
書
巻
五
。

(
5
)
大
淵
忍
碩
『
道
教
と
そ
の
経
典
』
、
四
六
八
頁
。

(
6
)
遠
藤
哲
夫
『
管
子
』
下
（
明
治
書
院
新
釈
漢
文
大
系
）
、

頁。

(
7
)
藤
堂
明
保
編
『
学
研
漢
和
大
辞
典
』
。

(
8
)
大
正
、
三
七
、
『
大
般
涅
槃
経
集
解
』
、
四
―
二
、

C
。

(
9
)

石
川
忠
久
『
詩
経
』
（
下
）
（
明
治
書
院
新
釈
漢
文
大
系
）
、
三
九
六

頁。

(10)

高
田
真
治
『
詩
経
』
（
集
英
社
漢
詩
大
系
）
、
六
二

0
頁。

(11)
『
毛
詩
』
、
巻
第
二
〇
（
冨
山
房
『
漢
文
大
系
』
）
、
一

0
頁。

(12)
『
角
川
日
本
史
辞
典
』
、
九
四
八
頁
。
幸
若
舞
の
文
は
、
笹
野
堅
編

（
臨
川
書
店
）
『
幸
若
舞
曲
集
』
敦
盛
に
拠
る
。

(13)
佐
藤
匡
玄
『
論
衡
の
研
究
』
‘
―
二
五
頁
。

(14)
道
蔵
、
七
四
六
冊
、
『
太
平
経
紗
乙
部
』
、
巻
二
、
第
一
―
。

(15)
道
蔵
、
五
二
八
冊
、
『
太
上
玄
霊
北
斗
本
命
延
生
真
経
註
解
』
‘
巻

上
、
第
一
六
°

注

―
四

(
1
6
)拙著
『
素
問
•
霊
枢
』
（
明
徳
出
版
社
中
国
古
典
新
書
続
編
）
参
照
。

(17)
道
蔵
、
七
八
五
冊
、
『
仙
楽
集
』
巻
三
、
第
二
、
第
三
。
道
蔵
、
一

一
九
冊
、
『
谷
神
篇
』
、
巻
上
、
第
一
。

(18)
川
口
久
雄
「
敦
煙
本
歎
百
歳
詩
」
（
『
内
野
博
士
還
暦
記
念
東
洋
学

論
集
』
、
三
九
七
頁
）
。

(19)
道
蔵
‘
―
二
六
冊
、
『
修
真
十
書
悟
真
篇
』
、
巻
二
六
、
第
八
°

(20)
『
恵
心
僧
都
全
集
』
二
。
西
村
問
紹
ヨ
観
心
略
要
集
』
成
立
考
（
末
）
」

（
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
七
四
号
、
一
六
一
頁
）
。

(21)
道
蔵
、
八
九
冊
、
『
霊
宝
無
量
度
人
上
経
大
法
』
、
巻
二
四
、
第
三
。

(22)
道
蔵
、
九
七
冊
、
『
霊
宝
無
量
度
人
上
経
大
法
』
、
巻
六
六
、
第
一
-
・

三。

(23)
道
蔵
、
七
八
冊
、
『
赤
松
子
中
誡
経
』
、
第
一
。

(24)
道
蔵
、
九
七
冊
、
『
霊
宝
無
量
度
人
上
経
大
法
』
、
第
六
六
、
第
二
。

(25)

道
蔵
、
五
九
八
冊
、
『
丹
論
訣
旨
心
鑑
』
、
第
―
二
、
大
還
丹
宗
旨

章
、
第
四
。
道
蔵
、
五
二
五
冊
、
『
通
玄
真
経
』
、
巻
三
、
第
三
。

(26)

道
蔵
、
六
四
四
冊
、
『
道
枢
』
、
巻
二
三
、
第
七
°
拙
著
『
曽
槌
の

書
誌
的
研
究
』
参
照
。

(27)
道
蔵
、
六
四
四
冊
、
『
道
枢
』
、
巻
二
二
、
第
一

0
。

(28)
道
蔵
、
七
六
八
冊
、
『
無
上
秘
要
』
、
巻
五
、
身
神
品
、
第
一
四
。

道
蔵
、
五
二
冊
、
『
玉
清
無
極
総
真
文
昌
大
洞
仙
経
註
』
、
巻
五
、
第

―
―
二
。
『
雲
笈
七
簸
』
、
巻
一
八
、
『
老
子
中
経
』
、
上
、
参
照
。

(29)

マ
ス
ペ
ロ
『
道
教
』
（
東
海
大
出
版
会
本
）
、
一
〇
六
頁
。

(65) 



1
0
三
冊
、

(39)
道
蔵
、

―
二
。

(40)
道
蔵
、
五
六

0
冊
、
『
堀
城
集
仙
録
』
、
巻
一
、
第
二
。

(41)

大
正
、
一
七
、
『
仏
説
処
処
経
』
、
五
二
七
、

ao

(42)
大
正
、
一
七
、
『
仏
説
四
十
二
章
経
』
、
七
二
四
、

a
。
古
田
紹
欽

『
仏
道
入
門
ー
，
四
十
二
章
経
を
読
む
』
、
八
四
頁
以
下
参
照
。

(43)
道
蔵
、
六
三
八
冊
、
『
真
詰
』
、
巻
六
、
第
七
。
道
蔵
、
七
七
三
冊
、

『
無
上
秘
要
』
、
巻
四
二
、
第
―
二
、
事
師
品
。
道
蔵
、

一
六
冊
、
『
太
上
無
極
総
真
文
昌
大
洞
仙
経
』
、
巻
一
、
第

(30)
道
蔵
、
九
七
冊
、
『
霊
宝
無
量
度
人
上
経
大
法
』
、
巻
六
六
、
第
一
。

(31)
道
蔵
、
九
四
三
冊
、
『
上
清
霊
宝
大
法
』
、
巻
五
、
第
七
。

(32)

マ
ス
ペ
ロ
『
道
教
』
、
一
〇
七
、
一
―
八
頁
。
注

(28)
『
無
上
秘
要
』

身
神
品
参
照
。

(33)
道
蔵
、
五
八
一
冊
、
『
上
玄
高
真
延
寿
赤
書
』
、
第
二
。

(34)
道
蔵
、
五
二
九
冊
、
『
太
上
説
玄
天
大
聖
真
武
本
伝
神
究
妙
経
』
、

巻
一
、
第
二
九
。

(35)
道
蔵
、
一
―
冊
、
『
天
皇
至
道
太
清
玉
冊
』
、
巻
八
、
第
一
四
°

こ
こ
で
は
六
神
も
説
か
れ
る
。

(36)
道
蔵
、
二
九
〇
冊
、
『
無
上
黄
録
大
斎
立
成
儀
』
、
巻
五
五
、
第
二

九。

(37)
道
蔵
、
一
九
一
冊
、
『
上
清
紫
帝
君
南
極
元
君
玉
経
宝
訣
』
、
第
四
゜

(38)
道
蔵
、
五
二
冊
、
『
玉
清
無
極
総
真
文
昌
大
洞
仙
経
』
、
巻
五
、
第

『
上
清
衆
真
教
戒
徳
行
経
』
、
巻
上
、
第
二
。
『
真
詰
』
が
『
四
十
二

章
経
』
を
盗
窃
し
た
と
す
る
胡
適
の
『
陶
弘
景
真
詰
考
』
に
は
、
弘

化
声
の
批
判
が
あ
る
（
『
道
家
養
生
秘
庫
』
四
八
八
頁
）
。

(44)
道
蔵
、
四
三
冊
、
『
元
始
無
量
度
人
上
品
妙
経
内
義
』
、
巻
一
、
第

一七。

(45)
道
蔵
、
四
三
冊
、
同
右
『
内
義
』
、
巻
三
、
第
四
°

(46)
道
蔵
、
五
三
冊
、
『
玉
清
無
極
総
真
文
昌
大
洞
仙
経
』
、
巻
九
、
第

ニ
四
。

(47)
道
蔵
、
七

0
四
冊
、
『
三
論
元
旨
』
、
第
一
六
。

(48)
大
正
、
三
、
『
普
曜
経
』
、
五

0
四、

C
。

(49)
小
林
信
明
『
列
子
』
（
明
治
書
院
新
釈
漢
文
大
系
）
、
五
頁
、
七
頁
、

四
一
頁
。
山
口
義
男
『
列
子
の
研
究
』
‘
―
二

0
頁。

(50)
道
蔵
‘
―
二
九
冊
、
『
修
真
十
書
上
清
集
』
、
巻
四
十
二
、
第
四
°

(51)

道
蔵
、
五
二
八
冊
、
『
太
上
玄
霊
北
斗
本
命
延
生
真
経
注
解
』
、
巻

中
、
第
一
六
。

(52)
道
蔵
、
五
二
八
冊
、
『
太
上
玄
霊
北
斗
本
命
延
生
真
経
注
解
』
、
巻

中
、
第
一
六
。

(53)

丁
福
保
校
訂
『
三
蔵
法
数
』
（
明
永
楽
中
一
如
法
師
等
奉
勅
編
纂
）
、

二
三
四
頁
。
五
福
に
つ
い
て
は
、
興
膳
宏
『
異
域
の
眼
』
四
頁
以
下

参
照
。

(54)
王
平
『
《
太
平
経
》
研
究
』
、
九
頁
以
下
。

(55)
道
蔵
、
七
四
六
冊
、
『
太
平
経
紗
乙
部
』
、
巻
二
、
第
一
―
。

(66) 



(56)
道
蔵
、
七
四
七
冊
、
『
太
平
経
紗
癸
部
』
、
巻
一
〇
、
第
四
゜

(57)
道
蔵
、
七
六
二
冊
、
『
道
門
経
法
相
承
次
序
』
、
巻
下
、
第
一
四
°

(58)
道
蔵
、
六
四
八
冊
、
『
道
枢
』
、
巻
三
九
、
第
八
（
道
蔵
‘
―
二
四

冊
、
『
修
真
十
書
』
巻
―
四
、
論
四
時
も
同
じ
）
。
道
蔵
、
一
―
―
―

冊
、
『
天
皇
至
道
太
清
玉
冊
』
、
巻
八
、
第
六
。

(59)
道
蔵
、
三
九
一
冊
、
『
玄
経
原
旨
発
揮
』
、
巻
上
、
第
―
二
。

(60)
本
稿
に
併
せ
て
、
拙
論
「
道
教
の
寿
命
論
」
（
那
須
政
隆
博
士
米
寿

記
念
『
仏
教
思
想
論
集
』
）
、
拙
論
「
道
教
と
養
生
法
」
（
『
し
に
か
』
‘

通
巻
2
0

号
、
一
九
九
一
年
―
一
月
号
）
、
拙
稿
「
道
教
学
の
人
間
観
」

（
『
仏
教
文
化
学
会
紀
要
』
、
第
二
号
）
、
拙
論
「
道
教
の
人
身
論
」
（
竹

中
信
常
博
士
頌
寿
記
念
論
集
『
宗
教
文
化
の
諸
相
』
）
等
参
照
。

(61)
道
蔵
、
五
六
九
冊
、
『
太
清
調
気
経
』
、
第
一
七
。

(67) 


