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仙
人
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
み
出
さ
れ
て
き
た
の
か
は
、
ま

だ
よ
く
わ
か
ら
な
い
部
分
が
お
お
い
。
仙
人
と
な
る
方
法
は
さ

ま
ざ
ま
あ
る
。
そ
の
う
ち
「
戸
解
」
と
よ
ば
れ
る
方
法
は
仙
人

誕
生
の
鍵
を
に
ぎ
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
戸
解
と
は
、
い
っ
た
ん

死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
仙
人
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

殖
の
と
き
に
棺
の
な
か
に
い
れ
ら
れ
て
い
た
遺
体
が
、
い
つ

の
ま
に
か
消
え
さ
り
、
蝉
が
ぬ
け
で
た
よ
う
に
衣
服
が
体
の
か

た
ち
の
ま
ま
に
の
こ
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
が
初
期
の
戸
解
仙
の
典
型
的
な
事
例
で
あ
る
。
戸
解
仙

は
、
死
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
古
代
の
葬
制
と
関
連
し

て
い
る
（
注
1
)
。
古
代
の
死
と
は
、
あ
の
世
に
誕
生
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
人
は
死
ぬ
と
鬼
と
な
る
。
ゆ
え
に
死
と
は
鬼
と

は
じ
め
に

し
て
死
後
の
世
界
に
生
ま
れ
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
葬
制
に
お

ふ
く
み
だ
ま

い
て
、
あ
の
世
へ
の
復
活
の
願
い
を
託
し
て
、
陰
を
口
に
ふ

く
ま
せ
る
。
ま
た
棺
も
繭
や
卵
の
形
に
み
え
な
い
こ
と
も
な
い
。

こ
う
い
っ
た
棺
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
の
世
に
生
ま
れ
か
わ

る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

戸
解
仙
は
古
代
の
死
生
観
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
変

化
さ
せ
て
発
展
し
て
き
た
と
い
え
る
。
戸
解
仙
と
鬼
が
異
な
る

の
は
、
鬼
に
は
基
本
的
に
人
間
の
よ
う
な
肉
体
が
な
い
と
考
え

ら
れ
る
の
に
対
し
、
戸
解
仙
は
不
死
の
肉
体
を
手
に
い
れ
た
と

思
わ
れ
る
こ
と
。
ま
た
鬼
が
基
本
的
に
は
死
後
の
世
界
に
居
住

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
、
戸
解
仙
は
人
間
の
世
界

に
も
ど
り
う
る
、
と
お
も
わ
れ
る
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

戸
解
仙
の
事
例
は
『
列
仙
伝
』
に
い
く
つ
か
み
え
、
そ
の
後
、

『
抱
朴
子
』
や
『
神
仙
伝
』
、
『
真
詰
』
な
ど
多
く
の
書
物
に

大

形

戸
解
仙
と
古
代
の
葬
制
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て

徹

(47) 
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あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
に
お
い
て
戸
解
仙
の
概
念
は
し
だ
い
に

変
化
し
て
ゆ
き
、
戸
解
に
対
す
る
解
釈
は
必
ず
し
も
一
定
し
て

い
な
い
（
注
2
)
。
本
稿
で
は
、
戸
解
仙
の
事
例
と
し
て
、
も

っ
と
も
早
い
時
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
『
列
仙
伝
』
の
例
を

中
心
に
す
え
て
考
察
し
た
い
。

そ
の
際
、
厚
葬
と
薄
葬
、
骨
、
鬼
、
殖
、
崖
墓
と
い
っ
た
葬

制
の
問
題
に
か
ん
し
て
戸
解
仙
と
の
関
連
で
考
察
し
て
み
た
い
。

棺
、
殖
、
遺
体
と
い
う
戸
解
仙
の
道
具
立
て
は
、
実
際
例
と
し

て
の
葬
制
の
問
題
や
観
念
と
し
て
の
死
後
の
世
界
と
の
二
重
写

し
と
な
っ
て
い
る
。
仙
人
説
は
も
ち
ろ
ん
伝
説
で
あ
っ
て
事
実

で
は
な
い
。
な
ぜ
棺
の
な
か
の
遺
体
が
消
え
る
の
か
。
そ
れ
は

ど
の
よ
う
に
し
て
仙
人
と
な
る
の
か
。
そ
う
い
っ
た
戸
解
仙
の

根
本
的
な
問
題
に
関
し
て
は
い
ま
の
と
こ
ろ
全
く
解
答
が
み
つ

け
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
は
事
実
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
く
ま
で
も
観
念
の
問
題
と
し
て
と
ら
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
戸
解
仙
の
観
念
の
形
成
に
は
葬
制

の
具
体
的
な
事
例
が
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
て
い
る
と
お
も
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

一
、
厚
葬
と
薄
葬

『
礼
記
』
の

い
る
。孔

子
が
宋
に
い
た
と
き
、
桓
魅
が
自
分
の
た
め
に
石
檸
を
つ

く
っ
た
。
三
年
た
っ
て
も
、
ま
だ
で
き
あ
が
ら
な
い
。
こ
れ
を

み
た
孔
子
は
、

其
れ
靡
（
奢
俊
）
な
り
。
死
し
て
は
速
や
か
に
朽
つ
る
の

ま
さ愈

れ
る
に
如
か
ざ
る
な
り
。

と
の
べ
た
。

こ
れ
は
桓
魃
の
人
柄
を
み
て
そ
う
い
っ
た
の
だ
と
さ
れ
る
。
①4

 

一
方
、
有
子
は
、
こ
の
話
を
疑
っ
て
、
孔
子
先
生
は
中
都
の
宰

4
(

と
な
っ
て
、
四
寸
の
棺
、
五
寸
の
棺
を
定
め
ら
れ
た
。
ゆ
え
に
、

こ
こ斯

を
以
て
其
の
速
や
か
に
朽
ち
ん
こ
と
を
欲
せ
ざ
る
を
知

る
な
り
。

と
述
べ
た
と
い
う
。

『
礼
記
』
の
話
で
あ
っ
て
本
当
に
孔
子
が
述
べ
た
こ
と
か
ど

う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
す
み
や
か
に
朽
ち
る
」
方

が
よ
い
の
か
、
「
朽
ち
な
い
」
方
が
よ
い
の
か
、
と
い
う
の
は

厚
葬
•
薄
葬
を
論
ず
る
際
の
―
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
と
思
わ

れ
る
。

」
に
興
味
ぶ
か
い
話
が
し
る
さ
れ
て
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中
国
は
基
本
的
に
土
葬
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
土
葬
に

つ
い
て
、
こ
こ
で
は
「
遺
体
を
腐
敗
さ
せ
よ
う
」
と
す
る
考
え

か
た
と
、
「
遺
体
を
保
存
し
よ
う
」
と
す
る
考
え
か
た
に
大
別

し
て
考
察
し
て
み
た
い
。

厚
葬
と
薄
葬
は
ふ
つ
う
儒
教
の
な
か
の
倫
理
的
問
題
や
身
分

制
度
の
問
題
、
あ
る
い
は
ま
た
経
済
的
問
題
と
し
て
考
察
さ
れ

る
こ
と
が
お
お
い
。

『
論
語
』
「
先
進
」
篇
に
は
、
弟
子
た
ち
が
孔
子
の
反
対
に

も
か
か
わ
ら
ず
顔
淵
を
厚
葬
し
た
こ
と
を
記
す
。

顔
淵
死
す
。
門
人
之
れ
を
厚
く
葬
ら
ん
と
欲
す
。
子
日
く
、

不
可
な
り
、
と
。
門
人
之
れ
を
厚
く
葬
る
。
子
日
く
、
回

や
予
れ
を
視
る
こ
と
猶
お
父
の
ご
と
く
な
る
も
、
予
れ
視

る
こ
と
猶
お
子
の
ご
と
く
す
る
を
得
ざ
る
な
り
。
我
に
非

ざ
る
な
り
。
夫
の
二
三
子
な
り
。

こ
こ
の
孔
子
の
発
言
は
微
妙
で
あ
る
。
門
人
た
ち
は
顔
淵
を

厚
葬
し
て
や
り
た
い
と
思
い
、
お
そ
ら
く
、
孔
子
も
ま
た
同
様

の
気
持
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
礼
制
や
身
分
、
そ
れ
に
自
分

の
子
供
の
孔
鯉
を
葬
っ
た
と
き
の
こ
と
と
比
べ
て
、
「
不
可
」

と
述
べ
た
。
表
面
的
に
は
顔
淵
の
「
厚
葬
」
を
不
可
と
す
る
が
、

「
厚
葬
」
そ
の
も
の
は
死
者
に
対
す
る
手
厚
い
葬
礼
と
し
て
肯

定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

『
墨
子
』
「
節
葬
」
は
お
も
に
経
済
的
な
観
点
か
ら
儒
家
の

厚
葬
を
批
判
し
て
い
る
。
ま
た
『
荀
子
』
「
正
論
」
に
ひ
か
れ

る
厚
葬
批
判
は
、
財
宝
を
う
ず
め
た
厚
葬
は
、
そ
の
た
め
に
か

え
っ
て
墓
を
あ
ば
か
れ
、
そ
の
結
果
、
死
体
を
損
傷
し
た
り
す

る
（
注
3
)
、
と
い
う
観
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
本
稿
で
は
そ
う

い
っ
た
問
題
に
は
深
く
立
ち
い
ら
ず
、
「
肉
体
の
腐
敗
」
と
い

う
観
点
か
ら
考
察
し
た
い
。
厚
葬
・
薄
葬
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
な
の
だ
ろ
う
。
ま
ず
そ
れ
ら
に
つ
い
て
簡
単
に
確
認
し
て
お

き
た
い
。

薄
葬

『
論
語
』
「
先
進
」
篇
に
は
顔
淵
の
厚
葬
の
話
以
外
に
つ
ぎ

の
よ
う
な
話
も
あ
る
。

顔
淵
の
父
が
、
な
く
な
っ
た
息
子
の
た
め
に
、
孔
子
の
車
を

用
い
て
「
檸
」
を
作
る
こ
と
を
こ
い
ね
が
っ
た
。
孔
子
は
自
分

の
子
供
の
孔
鯉
が
な
く
な
っ
た
と
き
に
も
「
棺
」
だ
け
で
「
棺
」

を
作
ら
な
か
っ
た
、
と
い
っ
て
こ
と
わ
っ
た
。

「
棺
」
は
棺
の
外
側
の
棺
で
あ
る
。

『
荀
子
』
「
正
論
」
篇
に
は
、
世
俗
の
説
を
な
す
者
の
意
見

(49) 
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と
し
て
、太

古
薄
葬
、
棺
の
厚
さ
三
寸
（
六
・
七
五

cm)
、
衣
袋
三

領。

と
の
べ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
『
論
語
』
に
み
え
る
「
惇
」
の
な
い
埋
葬
は

太
古
の
薄
葬
と
同
じ
で
あ
る
。
『
荀
子
』
の
い
う
「
世
俗
の
説

を
な
す
者
」
と
は
『
墨
子
』
の
説
を
さ
す
。
「
節
用
中
」
に
は
、

古
は
聖
王
制
し
て
節
葬
の
法
を
為
す
。
日
く
、
衣
は
三
領
、

以
て
肉
を
朽
ち
し
む
る
に
足
り
、
棺
は
三
寸
、
以
て
骸
を

朽
ち
し
む
る
に
足
る
。

と
み
え
る
。
死
者
の
肉
体
や
骸
骨
は
本
来
、
腐
敗
し
朽
ち
は
て

て
し
ま
う
べ
き
も
の
で
、
そ
れ
ら
が
朽
ち
は
て
る
ま
で
の
間
、

遺
骸
を
お
お
え
ば
そ
れ
で
よ
い
（
注
4
)
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
説
は
「
節
葬
下
」
に
お
い
て
、
も
う
少
し
詳
細
に
述
べ

ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
棺
材
と
し
て
「
穀
」
や
「
桐
」
を
使
う
と

さ
れ
る
。
「
穀
」
は
「
悪
木
（
注
5
)
」
と
さ
れ
腐
り
や
す
く

（注
6
)
、
「
桐
」
も
ま
た
、

棺
は
朽
ち
難
き
の
木
を
用
う
る
に
、
桐
木
は
壊
れ
易
し
。

棺
と
為
す
に
堪
え
ず
（
『
春
秋
左
氏
伝
』
哀
公
二
年
「
桐

棺
三
寸
」
に
つ
け
ら
れ
た
『
経
典
釈
文
』
）
。

と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
罪
人
の
棺
を
わ
ざ
わ
ざ
桐
木
で
つ
く

る
（
注
7
)
と
い
う
。

し
か
し
、
「
桐
（
梧
桐
）
」
は
『
爾
雅
』
で
「
槻
」
と
さ
れ

る
。
『
説
文
解
字
』
は
「
槻
は
棺
な
り
」
と
の
べ
、
段
玉
裁
の

注
は
『
玉
篇
』
を
ひ
き
「
身
に
親
し
む
の
棺
な
り
」
と
の
べ
る
。

ま
た
、
桐
•
梓
は
と
も
に
良
材
（
注8
)
と
さ
れ
、
梓
で
つ
く

っ
た
棺
は
天
子
の
棺
（
注
9
)
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
み
る
に
『
墨
子
』
の
説
く
よ
う
に
、
本
来
、
「
桐
」

や
「
穀
」
で
棺
を
つ
く
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

そ
こ
に
は
「
罪
人
の
棺
」
と
い
う
意
識
は
な
い
。
遺
体
の
「
肉

を
朽
ち
さ
せ
、
骸
を
朽
ち
さ
せ
る
」
こ
と
を
目
的
と
す
る
な
ら

ば
棺
も
ま
た
遺
体
と
と
も
に
朽
ち
て
し
ま
う
ほ
う
が
よ
い
。
そ

う
考
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
木
が
腐
り
や
す
く
、
こ
わ
れ
や
す
い

こ
と
が
、
む
し
ろ
、
遺
骸
を
朽
ち
さ
せ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
。

必
ず
し
も
「
棺
と
為
す
に
堪
え
ず
」
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

薄
葬
の
例
の
最
後
に
前
漢
の
楊
王
孫
の
事
跡
を
つ
け
く
わ
え

て
お
き
た
い
。
か
れ
は
家
業
千
金
と
さ
れ
る
富
裕
の
者
で
あ
っ

た
が
、
自
分
の
死
後
、
裸
葬
す
る
こ
と
を
子
に
託
し
た
。

吾
れ
臓
（
裸
）
葬
し
、
以
っ
て
吾
が
真
に
反
ら
ん
と
欲
す
。

(50) 
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必
ず
吾
が
意
を
易
う
る
こ
と
亡
か
れ
。
死
さ
ば
則
ち
布
嚢

も
て
戸
を
盛
る
を
為
し
、
地
に
入
る
こ
と
七
尺
、
既
に
下

ょ

ら
ば
足
従
り
引
き
て
其
の
嚢
を
脱
し
、
身
を
以
て
土
に
親

し
ま
せ
よ
（
『
漢
書
』
楊
王
孫
伝
）
。

楊
王
孫
の
場
合
は
、

精
神
、
形
を
離
れ
、
各
お
の
其
の
真
に
帰
す
。
故
に
之
れ

た

を
鬼
と
謂
う
。
鬼
の
言
為
る
や
帰
な
り
。
其
の
戸
、
塊
然

と
し
て
独
り
処
る
。
登
に
知
有
ら
ん
や
（
『
漢
書
』
楊
王

孫
伝
）
。

と
い
う
独
自
の
哲
学
を
も
っ
て
い
る
。

か
れ
は
「
精
神
、
形
を
離
る
」
と
の
べ
る
。
「
魂
」
の
存
在

は
み
と
め
て
い
る
よ
う
だ
。
一
方
、
「
戸
」
は
た
ん
な
る
「
魂
」

の
抜
け
殻
と
み
な
し
て
い
る
。
戸
に
対
し
て
は
「
登
に
知
有
ら

ん
や
」
と
非
常
に
冷
淡
で
あ
り
、
・
腐
敗
し
て
土
に
か
え
る
物
質

的
な
肉
塊
と
し
て
の
意
味
し
か
認
め
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。

以
上
、
薄
葬
と
い
っ
て
も
三
寸
の
棺
は
あ
る
。
け
れ
ど
も
棺

材
に
は
壊
れ
や
す
く
、
ま
た
腐
り
や
す
い
木
を
わ
ざ
わ
ざ
用
い

て
い
る
。
こ
れ
は
遺
骸
を
す
み
や
か
に
腐
敗
さ
せ
る
た
め
の
も

の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
楊
王
孫
の
棺
無
し
の
裸
葬
は
特

殊
な
例
で
は
あ
っ
て
も
薄
葬
の
理
念
に
か
な
っ
て
い
る
と
い
え

る。
厚
葬

一
方
、
厚
葬
の
観
念
は
「
速
や
か
に
朽
ち
る
を
欲
せ
ず
」
（
『
礼

記
』
）
に
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。

『
礼
記
』
「
檀
弓
上
」
に
よ
れ
ば
「
殷
人
は
棺
檸
あ
り
」
と

棺
と
惇
を
も
ち
い
る
の
は
殷
の
制
度
だ
と
す
る
。

棺
自
体
も
重
ね
る
こ
と
が
あ
る
。
『
墨
子
』
「
節
葬
下
」
に
よ

れ
ば
、
王
公
・
大
人
は
必
ず
大
棺
・
中
棺
を
も
ち
い
る
。
『
礼

記
』
「
喪
大
記
」
や
「
檀
弓
上
」
に
よ
れ
ば
、
大
棺
は
厚
さ
八

寸
で
、
そ
の
内
側
の
属
棺
は
六
寸
。
ま
た
そ
の
内
棺
で
あ
る
稗

あ
ず
さ

は
四
寸
で
あ
る
。
大
棺
と
属
棺
は
梓
で
、
稗
は
柚
、
白
楊
に
似

た
木
で
で
き
て
い
る
。

天
子
の
棺
は
内
棺
の
ま
わ
り
に
四
重
で
、
身
分
に
よ
り
三
重

•
二
重
…
と
な
り
、
士
は
重
ね
な
い
（
注
1
0
)。

棺
の
ま
わ
り
に
は
さ
ら
に
檸
を
め
ぐ
ら
す
。
棒
に
は
上
下
の

板
が
な
い
た
め
、
ま
わ
り
に
め
ぐ
ら
す
の
み
で
、
箱
状
に
は
な

っ
て
い
な
い
。
天
子
の
棺
惇
は
七
重
（
注
11)
と
も
十
重
（
注

12)
と
も
い
わ
れ
る
。

惇
の
材
は
柏
や
松
が
も
ち
い
ら
れ
た
（
注
13)
。
柏
や
松
は

墓
に
植
え
ら
れ
る
木
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
『
本
草
綱
目
』
に

(51) 
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よ
れ
ば
、
「
柏
」
で
岡
両
の
首
を
突
き
刺
し
て
、
殺
す
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
。
岡
両
は
死
体
を
く
い
あ
ら
す
と
し
て
恐
れ
ら

れ
た
化
け
物
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
死
体
の
腐
敗
し
て
い
く
さ

ま
を
岡
両
の
し
わ
ざ
と
か
ん
が
え
た
の
だ
ろ
う
。

『
礼
記
』
「
檀
弓
上
」
で
は
、
国
子
高
が
、
葬
は
蔵
に
つ
な

が
る
と
し
、
人
に
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
衣
服
で
造
体
を
飾
り
、

棺
を
衣
に
周
ら
し
、
檸
を
棺
に
周
ら
し
、
土
を
棺
に
め
ぐ
ら
す
、

と
の
べ
て
い
る
。
『
礼
記
』
の
注
は
「
人
に
発
見
さ
れ
に
く
い

た
め
に
」
だ
と
い
う
。
人
に
あ
ば
か
れ
る
こ
と
を
お
そ
れ
る
の

と
同
時
に
岡
両
に
あ
ら
さ
れ
る
こ
と
を
も
お
そ
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
。檸

は
榔
室
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
は
玄
室
や
博
室
に
つ
な
が
る
。

木
で
わ
く
を
く
ん
だ
榔
室
は
墓
坑
に
う
め
ら
れ
、
周
囲
に
は
木

炭
な
ど
を
つ
め
、
上
に
白
骨
泥
、
さ
ら
に
五
花
土
を
つ
ん
で
こ

れ
を
覆
っ
た
（
注
14)
。

『
荀
子
』
「
正
論
」
篇
に
厚
葬
の
例
が
み
え
る
。
『
荀
子
』

の
論
旨
は
、
天
下
に
道
が
あ
れ
ば
厚
葬
を
し
て
も
墓
を
あ
ば
か

れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

珠
玉
体
に
満
ち
、
文
繍
棺
に
充
ち
、
黄
金
棺
に
充
つ
。
之

れ
に
加
う
る
に
丹
研
を
以
て
し
、
之
に
重
ぬ
る
に
曽
青
を

以
て
し
、
犀
象
以
て
樹
と
為
し
、
浪
研
・

て
実
と
為
す
。

「
珠
玉
」
等
は
も
ち
ろ
ん
装
飾
品
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
。

だ
が
珠
玉
や
丹
砂
に
は
岡
両
よ
け
と
腐
敗
防
止
の
効
果
も
あ
る

（注
15)
。

葛
洪
の
『
西
京
雑
記
』
巻
六
に
は
、
広
川
王
去
疾
が
あ
ば
い

た
墓
の
例
が
い
く
つ
か
記
さ
れ
る
。
魏
王
の
子
、
且
渠
の
家
は
、

「
甚
だ
浅
狭
に
し
て
棺
柩
無
し
」
と
さ
れ
る
が
、
雲
母
の
肱
の

上
に
よ
こ
た
え
ら
れ
た
男
女
の
遺
骸
は
「
顔
色
、
生
人
の
如
く
、

ふ
さ

製
髪
歯
爪
も
亦
た
生
人
の
如
し
」
と
さ
れ
る
。
ま
た
雲
母
で
塑

が
れ
た
晋
の
幽
公
の
家
の
な
か
の
百
余
の
屍
も
「
形
色
生
人
に

異
ら
ず
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
話
は
馬
王
堆
の
例
も
あ

り
事
実
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

腐
敗
し
な
い
の
は
雲
母
の
効
果
と
さ
れ
る
。
『
本
草
綱
目
』

「
雲
母
」
に
も
「
幽
公
の
家
」
が
例
と
し
て
ひ
か
れ
て
い
る
。

雲
母
は
『
列
仙
伝
』
や
『
抱
朴
子
』
な
ど
で
も
仙
薬
と
さ
れ
て

い
る
。
丹
砂
や
玉
な
ど
に
も
遺
体
の
腐
敗
防
止
の
役
割
が
あ
っ

た
が
、
こ
れ
ら
の
鉱
物
性
の
物
質
は
仙
薬
と
し
て
も
用
い
ら
れ

て
い
る
。
腐
敗
す
る
こ
と
の
な
い
鉱
物
を
体
内
に
と
り
こ
む
こ

と
に
よ
っ
て
人
間
の
体
も
不
滅
の
も
の
と
な
る
。
そ
う
い
っ
た

・
華
観
以

(52) 
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考
え
方
に
よ
っ
て
仙
薬
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
類
感

呪
術
の
考
え
方
に
よ
る
。
仙
薬
と
し
て
の
効
果
は
あ
る
い
は
遺

体
が
腐
敗
し
な
い
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
た
も
の

か
も
し
れ
な
い
。
「
遺
体
の
腐
敗
防
止
」
と
「
仙
人
の
不
滅
の

肉
体
」
は
、
丹
砂
•
玉
•
雲
母
と
い
っ
た
鉱
物
質
の
仙
薬
を
通

じ
て
ふ
か
く
つ
な
が
っ
て
い
る
。

『
山
海
経
』
「
海
内
西
経
」
に
は
、

開
明
の
東
に
巫
影
・
巫
抵
．
巫
陽
・
巫
履
．
巫
凡
．
巫
相

あ
っ
ゅ

は
襄
願
の
戸
を
爽
み
、
皆
な
不
死
の
薬
を
操
り
以
て
之
れ

を
距
つ
。

と
あ
る
。

こ
こ
は
戸
が
腐
敗
し
な
い
よ
う
に
薬
物
を
用
い
て
い
る
よ
う

だ
。
そ
の
薬
が
「
不
死
の
薬
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
薄
葬
と
厚
葬
の
問
題
は
儒
教
の
礼
制
や
経
済
的
問
題

と
い
っ
た
も
の
と
も
か
ら
み
あ
っ
て
複
雑
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
こ
に
は
遺
体
を
朽
ち
さ
せ
て
骨
だ
け
に
す
る
方
が
よ
い
の
か
、

そ
れ
と
も
遺
体
を
生
き
た
人
の
よ
う
に
保
存
す
る
方
が
よ
い
の

か
と
い
っ
た
正
反
対
の
遺
体
観
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

薄
葬
の
方
は
本
来
、
わ
ざ
と
骨
に
す
る
も
の
で
殖
と
も
つ
な

が
る
。
ま
た
風
葬
や
曝
葬
と
い
っ
た
古
代
の
葬
法
と
も
む
す
び

つ
く
も
の
だ
ろ
う
。
骨
に
つ
い
て
は
、
別
に
考
察
す
る
が
、
肉

体
が
腐
敗
し
た
あ
と
も
腐
敗
し
な
い
で
残
る
と
こ
ろ
に
意
味
が

あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
死
」
に
よ
っ
て
、
い
っ
た
ん
離
れ

た
霊
魂
が
よ
り
つ
く
「
よ
り
し
ろ
」
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
骨
は
本
来
、
魂
が
居
住
し
て
い
た
肉
体
の
根
幹
部
分
で
あ

り
、
そ
う
考
え
る
こ
と
は
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。『

国
語
』
に
は
、
越
王
の
旬
践
が
呉
王
の
夫
差
に
の
べ
た
語

と
し
て
、

8
 

起
死
人
而
肉
白
骨
（
死
人
を
起
た
せ
て
白
骨
に
肉
づ
く
）
。

5
 

と
し
る
す
。

呉
の
章
昭
（
二

0
四
？
S
二
七
三
？
）
の
『
国
語
』
注
は
、

白
骨
を
し
て
肉
を
生
ぜ
し
む
。
徳
、
至
厚
な
り
。

と
説
明
す
る
。

も
と
よ
り
、
夫
差
の
恩
恵
に
感
謝
す
る
比
喩
で
あ
っ
て
、
現

実
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
『
左
伝
』
に
は
襄
公
二

十
二
年
に
「
所
謂
生
死
而
肉
骨
（
所
謂
、
死
を
生
か
し
て
骨
に

肉
づ
く
」
と
み
え
、
ま
た
昭
公
二
十
五
年
に
も
同
様
の
表
現
が

あ
る
。
お
そ
ら
く
、
当
時
の
慣
用
的
な
言
い
ま
わ
し
の
―
つ
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
い
っ
た
表
現
の
な
か
に
も
骨
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に
た
い
す
る
神
秘
的
な
観
念
が
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
お
も
わ

れ
る
（
注
16)
。

陶
弘
景
の
『
真
詰
』
「
稽
神
枢
第
三
」
に
は
、
そ
れ
ら
の
比

喩
が
現
実
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
な
表
現
が
み
え
る
。

第
三
等
地
下
主
者
の
高
き
者
…
、
三
十
年
、
棺
中
の
骨
、

遠
り
て
神
気
を
附
し
、
四
十
年
、
平
復
す
る
こ
と
生
人
の

如
く
、
還
り
て
人
間
に
遊
び
、
五
十
年
、
位
、
仙
官
に
補

さ
る
。

こ
こ
で
は
骨
に
霊
魂
が
も
ど
り
、
肉
体
が
復
活
し
て
、
ま
ず

人
間
界
に
遊
び
、
さ
ら
に
仙
界
に
ゆ
く
と
い
う
道
筋
が
し
る
さ

れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
仙
人
は
、
陶

弘
景
の
考
え
た
仙
人
と
な
る
方
法
の
一
部
分
で
あ
っ
て
す
べ
て

で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
も
骨
に
た
い
す
る
特
別
な
観
念

が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
棺
中
に
骨
が
な
け
れ
ば
仙
人

と

は

な

り

え

な

い

の

で

あ

る

。

"

一
方
、
厚
葬
の
「
遺
体
が
腐
敗
し
な
い
」
こ
と
も
ま
た
戸
解

仙
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
厚
葬
に
も
ち
い
る
丹
•
玉
•
雲

母
な
ど
が
遺
体
を
腐
敗
さ
せ
な
い
こ
と
は
さ
き
に
の
べ
た
。
肉

体
の
み
を
考
え
た
場
合
、
腐
敗
し
な
い
遺
体
は
不
死
の
肉
体
と

い
い
う
る
。
神
傷
の
語
は
、
本
来
、
「
神
倦
る
」
と
、
魂
が
肉

二
、
殖
に
つ
い
て

体
を
は
な
れ
、
昇
り
う
つ
る
こ
と
を
の
べ
た
も
の
だ
と
お
も
わ

れ
る
（
注
17)
。
後
述
す
る
よ
う
に
離
れ
た
魂
は
時
と
し
て
も

ど
っ
て
く
る
。
腐
敗
し
な
い
遺
体
に
魂
が
も
ど
っ
て
く
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
仙
人
と
い
い
う
る
も
の
で
あ
る
。

「
殖
」
は
、
中
国
古
代
の
葬
制
の
な
か
で
、
ひ
じ
ょ
う
に
興

味
ぶ
か
い
形
式
を
と
る
も
の
で
あ
る
。
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
、

殖
と
は
遺
体
の
肉
体
を
く
さ
ら
せ
て
骨
に
す
る
葬
法
の
名
残
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

骨
を
の
こ
す
こ
と

遺
体
を
く
さ
ら
せ
て
骨
だ
け
に
す
る
葬
法
は
そ
れ
ほ
ど
め
ず

ら
し
い
も
の
で
は
な
い
。
世
界
各
国
を
み
わ
た
し
て
も
、
い
わ

ゆ
る
風
葬
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
な
か
に
は
肉
体
を
風
化
さ
せ
て

骨
に
す
る
こ
と
を
そ
の
目
的
と
し
て
い
る
も
の
が
お
お
い
。
肉

体
が
腐
敗
し
た
の
ち
に
も
な
お
存
在
す
る
骨
が
死
者
の
霊
魂
の

よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

骨
も
ま
た
腐
敗
す
る
。
そ
の
速
度
は
肉
体
の
腐
敗
と
く
ら
ベ

れ
ば
遅
い
も
の
の
条
件
に
よ
っ
て
は
意
外
と
短
期
間
に
ボ
ロ
ボ

(54) 
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ロ
に
な
っ
て
消
滅
し
て
し
ま
う
。
「
殖
」
は
複
葬
の
一
形
式
と

さ
れ
る
（
注
18)
。
そ
れ
は
肉
体
を
腐
敗
さ
せ
る
葬
法
だ
が
同

時
に
ま
た
骨
を
腐
敗
さ
せ
な
い
た
め
の
葬
法
と
も
い
え
る
。
骨

だ
け
を
の
こ
す
と
い
う
意
識
は
台
湾
や
沖
縄
な
ど
の
墓
制
に
も

の
こ
っ
て
い
る
（
注
19)
。

頭
蓋
骨

骨
の
な
か
で
も
頭
蓋
骨
に
は
特
殊
な
意
味
が
あ
る
。
魂
暁
の

「
暁
」
の
声
符
は
「
白
」
で
あ
る
。
「
白
は
頭
顧
の
形
で
掴
骸
。

精
気
を
失
っ
て
、
白
骨
と
化
し
た
も
の
を
暁
と
い
う
（
注
20)
」

と
さ
れ
、
白
骨
化
し
た
頭
蓋
骨
を
い
う
。
ま
た
「
偉
大
な
指
導

者
や
強
敵
の
首
は
、
髄
骸
化
し
て
保
存
さ
れ
る
（
注
21)
」
と

い
う
。
こ
れ
は
悪
霊
よ
け
に
つ
か
わ
れ
た
。

こ
の
頭
蓋
骨
を
人
の
頭
に
の
せ
、
死
者
に
な
ぞ
ら
え
た
と
も

い
わ
れ
る
（
注
22)
。
「
鬼
」
の
字
の
上
部
の
「
田
」
の
部
分

は
仮
面
を
あ
ら
わ
す
。
「
鬼
」
は
仮
面
を
か
ぶ
り
鬼
（
死
者
の

霊
）
に
扮
装
し
た
姿
（
注
23)
と
さ
れ
る
。
「
も
（
田
）
」
の

字
と
「

6
（
白
）
」
の
字
は
縦
線
の
有
無
を
の
ぞ
け
ば
ほ
ぼ
同

形
で
あ
る
。
仮
面
の
「
も
（
田
）
」
は
お
そ
ら
く
白
骨
の
髄
骸

に
も
と
づ
き
、
そ
れ
を
変
化
さ
せ
た
形
で
あ
る
。

魃
頭

こ
の
仮
面
は
鬼
面
、
鬼
頭
、
魃
頭
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

「
魃
頭
」
は
「
顛
頭
」
に
お
な
じ
で
、
大
儀
の
儀
式
に
方
相
氏

な
ど
が
か
ぶ
る
面
も
ま
た
顛
頭
と
よ
ば
れ
て
い
る
。

『
説
文
解
字
』
に
は
、

顛
は
醜
な
り
。
…
今
、
逐
疫
に
顛
頭
有
り
。

と
あ
り
、
段
玉
裁
の
注
は
、

き

方
相
氏
、
黄
金
四
目
赫
を
衣
、
希
世
の
顛
貌
、
顛
は
醜
、

極
醜
を
言
う
な
り
。

と
の
べ
る
。

『
風
俗
通
』
に
よ
れ
ば
、

5
 

俗
説
に
、
亡
人
の
魂
気
滸
揚
す
。
故
に
魃
頭
を
作
り
て
以
⑮

っ
て
之
れ
を
存
せ
し
む
。
（
『
太
平
御
覧
』
巻
五
五
二
所

引
『
風
俗
通
』
侠
文
）

と
い
う
。

こ
こ
に
ひ
く
俗
説
に
よ
れ
ば
「
亡
者
の
魂
は
浮
遊
し
て
し
ま

う
の
で
魁
頭
を
作
っ
て
そ
れ
に
よ
り
つ
か
せ
る
」
の
で
あ
る
。

さ
き
に
み
た
よ
う
に
頭
蓋
骨
を
欄
骸
化
し
て
悪
霊
よ
け
に
使

用
し
た
。
こ
れ
も
本
来
、
頭
蓋
骨
自
体
に
霊
力
が
あ
る
の
で
は

な
く
、
そ
れ
に
よ
り
つ
く
霊
魂
の
力
に
期
待
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

戸
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祭
礼
の
と
き
、
神
の
身
代
わ
り
と
し
て
ま
つ
り
を
受
け
る

者。

を
い
う
（
注
24)
。

こ
こ
で
い
う
神
と
は
祖
霊
を
さ
す
。

戸
は
本
来
、
「
屍
」
で
「
死
体
の
様
子
」
で
あ
る
。
死
体
の

様
子
と
し
て
の
「
戸
」
は
『
論
語
』
「
郷
党
篇
」
に
、

寝
ぬ
る
に
戸
せ
ず
。

と
あ
る
。

こ
れ
は
包
咸
に
よ
っ
て
、

ご
と

四
体
を
櫃
臥
し
、
手
足
を
布
展
す
る
は
、
死
人
の
似
し
。

と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

『
説
文
解
字
』
に
よ
れ
ば
「
恨
」
は
「
橿
」
で
あ
る
。
段
玉

裁
は
、
こ
れ
を
「
仰
什
」
つ
ま
り
「
あ
お
む
け
に
た
お
れ
る
こ

と
」
と
説
明
す
る
。

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
「
寝
ぬ
る
に
戸
せ
ず
」
は
、
「
先
生
は
寝

ら
れ
る
と
き
も
、
死
体
の
よ
う
に
仰
向
け
に
大
の
字
に
な
ら
れ

な
い
（
注
25)
」
な
ど
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
永
澤
要
二
（
注
26)
は
、
戸
は
「
直
身
屈
膝
葬
」
で

霊
魂
が
よ
り
つ
く
と
い
う
考
え
は
「
戸
」
に
つ
な
が
る
。
戸

は、

あ
り
「
不
戸
」
は
従
来
の
解
釈
と
は
正
反
対
の
足
を
「
伸
直
」

し
た
形
だ
と
い
う
。

こ
の
解
釈
に
し
た
が
え
ば
、
「
寝
ぬ
る
に
戸
せ
ず
」
は
、

先
生
は
寝
ら
れ
る
と
き
も
、
死
体
の
よ
う
に
膝
を
ま
げ
ら

れ
な
か
っ
た
。

と
な
る
。

し
ん
し
ゅ

本
稿
の
関
心
は
、
死
体
と
し
て
の
戸
の
形
に
は
な
く
神
主
と

し
て
の
戸
の
形
に
あ
る
。

「
人
（
う
）
」
は
「
人
の
側
身
形
」
と
さ
れ
る
。
「
戸

(g)」

の
字
も
ま
た
人
の
側
身
形
に
も
と
づ
く
（
注
27)
。

的

ぽ
)

『
説
文
解
字
』
は
、

戸
は
陳
な
り
。
臥
の
形
に
象
る
。

と
い
う
。

「
陳
」
は
「
つ
ら
ね
る
、
な
ら
べ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

「
戸
」
に
は
「
つ
ら
ね
る
」
と
い
う
訓
が
あ
る
（
注
28)
。
こ

の
訓
は
戸
（
か
た
し
ろ
）
が
本
来
、
な
ら
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と

に
も
と
づ
く
の
で
あ
ろ
う
。

「
戸
」
に
つ
け
ら
れ
た
段
玉
裁
の
注
は
、

祭
祀
の
戸
を
謂
う
。
本
と
神
に
象
り
て
之
れ
を
陳
ら
ね
て

祭
る
は
・
・
・
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と
、
神
と
み
な
し
た
戸
を
陳
ら
ね
て
祭
る
こ
と
を
記
す
。

「
臥
の
形
に
象
る
」
の
「
臥
」
は
ふ
つ
う
、
「
ふ
せ
る
、
ね

る
」
な
ど
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
孟
子
、

ょ

几
に
隠
り
て
臥
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
几
な
ど
に
よ
り
か
か
っ

て
、
う
つ
む
い
て
ね
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

『
字
統
』
に
よ
れ
ば
、

臣
は
眼
の
形
。
人
が
臥
し
て
下
方
を
視
る
形
で
、
臨
の
字

は
臥
に
従
う
。
…
監
・
臨
は
す
べ
て
在
天
の
神
霊
の
な
す

と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
臥
は
寝
臥
の
意
で
な
く
、
俯
視
す

る
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
を
寝
臥
の
意
に
用
い
る
の
は
、
の

ち
の
転
義
で
あ
る
。

と
さ
れ
、
下
方
を
視
る
形
と
さ
れ
る
。

「
臥
の
形
に
象
る
」
に
つ
け
ら
れ
た
段
注
も
、

…
此
の
字
、
首
俯
し
て
背
を
曲
ぐ
る
の
形
を
象
る
。

と
い
う
。

戸

(g)
の
形
は
、
人
の
姿
を
横
か
ら
見
た
も
の
で
、
甲
骨

文
の
字
形
を
み
て
も
、
坐
っ
て
い
る
形
、
あ
る
い
は
（
几
な
ど

に
よ
り
か
か
っ
て
）
、
前
の
め
り
に
な
っ
て
坐
っ
て
い
る
形
に

み
え
る
。
本
来
、
死
者
を
そ
の
よ
う
な
形
に
お
い
た
と
お
も
わ

れ
る
。

そ
の
後
、
死
者
に
代
っ
て
子
孫
な
ど
が
そ
の
位
置
に
坐
っ
た

の
だ
ろ
う
。
『
儀
礼
』
「
特
牲
餓
食
礼
」
に
つ
け
ら
れ
た
鄭
玄

の
注
に
よ
れ
ば
、

其
の
之
れ
に
憑
依
せ
ん
こ
と
を
庶
幾
す
。

と
あ
り
、
そ
の
「
戸
」
に
祖
先
の
神
霊
が
憑
依
す
る
こ
と
を
も

と
め
る
。
い
わ
ゆ
る
「
か
た
し
ろ
」
で
あ
る
。
前
の
め
り
に
な

っ
て
坐
る
の
は
仏
像
な
ど
も
同
様
で
あ
る
。
子
孫
な
ど
の
人
々

を
見
下
ろ
し
、
か
れ
ら
に
お
つ
げ
を
く
だ
し
、
あ
る
い
は
対
話

す
る
形
を
と
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
戸
」
は
神
霊
が
憑
依
す
る
も
の
で
、
さ
き
に
み
た
「
鬼
」

と
本
質
的
に
同
様
の
は
た
ら
き
を
す
る
。
し
か
し
、
字
形
を
み

て
も
「
戸
」
が
「
鬼
」
の
よ
う
な
仮
面
を
か
ぶ
っ
て
い
る
姿
は

な
い
。
お
そ
ら
く
「
戸
」
が
肉
体
が
風
化
す
る
ま
え
の
死
者
の

形
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
鬼
」
は
肉
体
が
風
化
し
掴
骸
化
し
た

形
で
あ
る
と
い
う
差
で
あ
ろ
う
。

「
戸
」
の
場
合
も
、
魂
が
ふ
た
た
び
も
と
の
肉
体
に
も
ど
っ

て
く
る
。
こ
う
い
っ
た
霊
魂
と
肉
体
の
関
係
は
戸
解
仙
と
い
う

仙
人
の
観
念
が
で
き
あ
が
る
大
き
な
前
提
条
件
と
な
っ
て
い
る
。

「
鬼
」
・
「
魁
頭
」
・
「
戸
」
と
い
っ
た
も
の
は
す
べ
て
霊
魂

と
そ
れ
の
「
よ
り
し
ろ
」
と
し
て
の
骨
・
遺
体
・
肉
体
と
の
関

(57) 
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係
で
説
明
で
き
る
。
「
戸
解
仙
」
の
場
合
も
、
死
に
よ
っ
て
い

っ
た
ん
離
れ
た
霊
魂
と
遺
体
と
い
う
図
式
の
延
長
線
上
に
あ
る

と
い
え
る
。

「
殖
」
の
解
釈

『
説
文
解
字
』
で
は
、

殖
は
死
し
て
棺
に
在
り
、
将
に
葬
柩
に
遷
さ
ん
と
し
て
、

之
を
賓
遇
す
。
…
夏
后
は
詐
階
に
殖
し
、
殷
人
は
両
檻
の

間
に
殖
し
、
周
人
は
賓
階
に
殖
す
。

と
説
明
さ
れ
る
。

「
夏
后
は
…
」
は
『
礼
記
』
「
檀
弓
上
」
に
も
と
づ
く
。
「
檀

弓
」
に
は
「
殖
礼
の
と
き
、
生
人
で
あ
る
主
人
と
し
て
扱
う
の

か
、
死
し
た
賓
客
と
し
て
扱
う
の
か
」
と
い
っ
た
議
論
が
あ
る
。

「
殖
」
は
『
礼
記
』
や
『
儀
礼
』
な
ど
儒
教
経
典
に
多
出
す
る

「
主
人
と
賓
客
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

『
釈
名
』
「
釈
喪
制
」
も
ま
た
、

…
殖
は
賓
な
り
。
賓
客
も
て
之
れ
を
遇
す
…
。

と
同
様
の
解
釈
を
示
す
。

天
帝
の
賓
客

そ
れ
ら
の
解
釈
で
は
、
主
人
は
も
ち
ろ
ん
「
人
」
で
あ
り
、

「
賓
」
は
そ
れ
に
た
い
す
る
賓
客
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

と

こ

ろ

が

の

芳

で

あ

る

に

は

天

帝

の

賓

客

と

い
う
意
味
が
あ
る
。
殷
代
の
卜
辞
の
用
例
か
ら
、
張
光
直
は
、

上
帝
は
、
す
で
に
死
去
し
た
先
王
た
ち
が
直
接
そ
の
も
と

に
お
も
む
い
て
拝
謁
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
う
し
た
場
合

「
賓
」
と
呼
ば
れ
た
…
。
（
注
29)

と
述
べ
る
。

後
世
の
文
献
で
も
そ
れ
は
確
か
め
ら
れ
る
。
『
書
経
』
「
廃

典
」
に
は
「
舜
は
四
方
の
門
で
賓
客
を
む
か
え
た
」
と
あ
る
。

『
孟
子
』
「
万
章
」
に
は
、
舜
が
帝
と
た
が
い
に
賓
•
主
と
な

8
 

っ
た
話
を
記
し
、
『
穆
天
子
伝
』
巻
三
に
も
、
天
子
が
西
王
母

の
賓
と
な
っ
た
話
が
あ
る
。
さ
ら
に
『
山
海
経
』
「
大
荒
西
経
」
⑮

に
は
、
二
匹
の
龍
に
乗
る
夏
后
開
（
啓
）
が
天
に
の
ぼ
っ
て
三

た
び
嬢
（
賓
）
と
な
っ
た
と
い
う
話
を
し
る
す
（
注
30)
。

「
帝
舜
」
は
、
儒
教
の
文
献
で
は
「
人
」
と
し
て
あ
つ
か
わ

れ
て
い
る
。
し
か
し
「
帝
舜
」
と
い
う
言
葉
に
も
う
か
が
え
る

よ
う
に
、
も
と
上
帝
で
あ
っ
た
ら
し
い
（
注
31)
。
後
世
の
文

献
の
な
か
に
み
え
る
「
賓
」
が
す
べ
て
「
天
帝
」
に
謁
見
す
る

こ
と
と
は
い
え
な
い
。
け
れ
ど
も
『
穆
天
子
伝
』
や
『
山
海
経
』
の

話
に
は
、
そ
の
影
響
が
の
こ
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
『
山

海
経
』
の
夏
后
開
は
死
去
し
た
も
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
先
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に
み
た
よ
う
に
、
卜
辞
で
は
賓
は
「
死
去
し
た
先
王
た
ち
」
と

さ
れ
、
天
帝
の
賓
と
な
る
の
は
本
来
、
「
祖
霊
」
で
あ
っ
た
。

「
殖
」
と
い
う
言
葉
は
、
儒
教
の
「
主
人
と
賓
客
」
で
は
な

く
、
遺
体
が
天
帝
の
と
こ
ろ
に
「
賓
客
」
と
な
る
た
め
の
準
備

期
間
を
さ
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
殖
は
複
葬
の
制
度
化
し

た
も
の
で
、
遺
体
を
腐
ら
せ
て
骨
を
残
す
た
め
に
お
こ
な
わ
れ

た
。
遺
体
が
腐
敗
し
て
骨
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
蘇
生
す
る
見

込
み
の
な
い
「
死
」
が
確
定
し
（
注
32)
、
魂
が
天
帝
の
も
と

に
賓
客
と
し
て
旅
立
つ
の
で
あ
ろ
う
。

『
後
漢
書
』
「
方
術
伝
」
に
み
え
る
王
喬
は
、
「
天
帝
独
り

我
を
召
す
や
」
と
、
天
が
下
し
た
と
さ
れ
る
玉
棺
の
な
か
に
沐

浴
服
飾
し
て
横
た
わ
っ
た
。
棺
は
こ
の
あ
と
す
ぐ
に
埋
葬
さ
れ

る
。
そ
の
た
め
、
正
確
に
は
「
殖
」
と
は
い
え
な
い
が
、
棺
に

入
る
こ
と
が
天
帝
の
と
こ
ろ
に
ゆ
き
賓
客
と
な
る
た
め
の
方
法

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

『
山
海
経
』
の
夏
后
を
乗
せ
た
龍
だ
が
、
龍
は
仙
人
の
乗
り

物
と
し
て
知
ら
れ
る
。
黄
帝
は
龍
に
の
っ
て
昇
仙
し
た
（
注
33)

と
さ
れ
、
『
列
仙
伝
』
に
も
馬
師
皇
・
騎
龍
嗚
・
陶
安
公
・
呼

子
先
な
ど
龍
に
乗
る
仙
人
は
お
お
い
。
龍
に
乗
っ
て
天
に
昇
り
、

天
帝
の
も
と
に
ゆ
く
の
だ
ろ
う
。
仙
人
が
飛
行
す
る
の
は
天
帝

の
と
こ
ろ
に
ゆ
く
た
め
で
あ
る
。
馬
王
堆
の
図
に
え
が
か
れ
る

龍
も
ま
た
死
者
の
魂
を
天
帝
の
も
と
へ
と
は
こ
ぶ
も
の
で
あ
っ

た
（
注
34)
。

倦仙
人
の
「
仙
（
倦
）
」
の
字
は
、

零
は
死
者
を
他
に
遷
す
こ
と
を
示
す
字
で
、
死
去
す
る
こ

と
を
い
う
。
そ
の
人
を
傷
と
い
う
の
だ
か
ら
、
い
わ
ゆ
る

不
老
不
死
の
仙
で
は
な
い
。
（
『
字
統
』
「
仙
（
倦
）
」
）

ま
た
、
「
遷
」
は
、

声
符
は
零
。
辱
は
死
者
を
殖
す
る
た
め
に
、
板
屋
な
ど
に

遷
す
意
の
字
で
、
遷
の
初
文
。
『
説
文
』
二
下
に
「
登
る

な
り
」
と
登
倦
（
仙
）
の
意
と
解
す
る
の
は
、
当
時
の
神

仙
の
思
想
を
も
っ
て
説
く
も
の
で
、
字
の
原
義
で
は
な
い
。

字
は
神
霊
を
他
に
遷
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
遷
葬
．
遷
座
の

意
で
あ
る
。
（
『
字
統
』
「
遷
」
）

さ
ら
に
「
幣
」
は
、

・
・
・
す
で
に
死
没
し
た
人
を
興
ぐ
意
。
お
そ
ら
く
こ
れ
を
殖

屋
に
移
し
、
そ
の
風
化
を
待
っ
て
改
め
て
葬
っ
た
も
の
で
、

複
葬
の
形
式
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
字
で
あ

る
。
こ
れ
を
登
閣
の
字
と
解
す
る
の
は
、
の
ち
の
神
仙
の

(59) 
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『
福
建
民
俗
研
究
』
（
注
35)
所
収
の
陳
存
洗
「
武
夷
山
懸

棺
葬
的
比
較
研
究
」
に
崖
墓
の
こ
と
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
懸
棺
葬
•
崖
葬
•
崖
墓
・
崖
洞
墓
・
崖
棺
墓
•
岩
墓
•
船

棺
•
架
堅
船
棺
な
ど
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
呼
称
で
よ
ば
れ
て
い
る
。

そ
の
大
ま
か
な
特
徴
は
、
戸
の
入
っ
た
船
形
の
棺
を
川
に
面

し
た
断
崖
の
洞
穴
に
お
く
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
断
崖
に
洞

穴
が
な
い
と
き
は
、
断
崖
の
裂
け
目
に
木
を
さ
し
い
れ
、
そ
の

上
に
棺
を
お
く
。
そ
の
場
所
は
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
死
者
に
た

い
す
る
尊
敬
を
し
め
す
と
さ
れ
る
。

一
、
船
棺
崖
墓
に
つ
い
て

思
想
に
よ
る
も
の
…
。

と
さ
れ
る
。

白
川
静
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
辱
•
遷
•
倦
と
い
っ
た
系
列
の

字
は
、
す
べ
て
殖
の
場
所
に
遷
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
殖
」

と
「
倦
」
は
ふ
か
い
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
た
。
た
だ
白
川
静

は
「
倦
」
が
ど
の
よ
う
に
し
て
「
神
仙
」
へ
と
移
行
す
る
の
か

を
説
明
し
て
い
な
い
。
こ
の
「
殖
」
と
戸
解
仙
の
関
連
に
つ
い

て
は
第
四
章
で
考
察
す
る
。

こ
の
風
習
は
福
建
省
武
夷
山
の
も
の
が
有
名
だ
が
、
長
江
流

域
と
そ
の
南
の
山
地
に
ひ
ろ
く
分
布
し
て
お
り
、
そ
の
包
括
す

る
地
域
は
映
西
、
四
川
、
湖
北
、
湖
南
、
安
徽
、
浙
江
、
広
東
、

広
西
、
雲
南
、
貴
州
、
江
西
、
福
建
、
台
湾
な
ど
に
お
よ
ぶ
。

そ
し
て
さ
ら
に
東
南
ア
ジ
ア
や
一
部
の
島
々
に
も
み
ら
れ
る
と

い
う
。そ

の
年
代
は
不
明
だ
が
、
崇
安
、
白
岩
洞
の
も
の
に
つ
い
て

は
、
殷
末
か
ら
西
周
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
相
当
に
古

い
も
の
と
い
え
る
。
文
献
上
の
記
載
は
、
鵬
道
元

(
?
S
五
二

七
）
、
江
滝
（
四
四
七

s九
七
）
、
辛
棄
疾
（
―
-
四
O
S
一

二
0
七
）
、
朱
子
（
―
-
三

O
s
―二

O
O
)
、
徐
霞
客
（
一

五
八
六

s
一
六
四
一
）
な
ど
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
崖

墓
が
つ
く
ら
れ
た
年
代
と
く
ら
べ
れ
ば
、
か
な
り
、
時
間
の
ひ

ら
き
が
あ
る
。

断
崖
の
高
所
に
墓
を
も
う
け
る
の
は
、
天
空
に
あ
の
世
が
あ

る
と
考
え
、
で
き
る
だ
け
そ
こ
に
近
づ
こ
う
と
し
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
は
さ
き
に
考
察
し
た
天
帝
の
賓
客
と
い
う
考
え
方

に
も
つ
な
が
る
。
崖
墓
の
棺
に
は
船
形
を
し
た
も
の
が
あ
る
（
注

36)
。
船
は
天
帝
の
も
と
に
ゆ
く
交
通
手
段
と
考
え
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
日
本
で
も
鳥
船
遺
跡
の
船
の
絵
が
他
界
へ
導
く
も

(60) 
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の
と
さ
れ
、
ま
た
那
智
の
補
陀
落
浄
土
信
仰
に
も
船
に
の
せ
る

水
葬
が
あ
る
。
こ
の
場
合
は
船
そ
の
も
の
が
棺
で
あ
っ
て
穴
を

あ
け
て
沈
め
た
ら
し
い
（
注
37)
。
さ
ら
に
ヴ
ァ
イ
キ
ン
グ
の

葬
制
に
も
船
形
の
棺
が
あ
り
、
船
形
の
棺
は
普
遍
的
に
存
在
す

る
。
崖
墓
の
船
形
棺
の
場
合
は
、
南
方
の
交
通
手
段
が
船
で
あ

っ
た
こ
と
の
影
響
で
あ
ろ
う
。

「
洞
穴
」
は
「
子
宮
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
（
注
38)
」
と
さ
れ

る
こ
と
が
お
お
い
。
こ
の
場
合
も
ま
さ
に
そ
う
で
あ
ろ
う
。
洞

穴
と
い
う
子
宮
に
い
っ
た
ん
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
生
す
る
こ

と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
再
生
だ
が
、
後
世
、
戸
解
仙
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。

崇
安
県
の
九
曲
渓
に
あ
る
崖
墓
の
う
ち
、
「
呉
公
洞
」
に
対

す
る
史
志
の
記
載
（
注
39)
は、

岩
壁
高
峙
、
中
裂
け
て
一
穴
あ
り
、
外
陰
く
し
て
中
宏
く
、

四
五
十
人
を
容
る
る
可
し
。
呉
公
戸
解
成
道
の
処
、
洞
の

右
の
小
穴
、
仙
蜆
猶
お
存
す
。

と
の
べ
る
。

崖
墓
に
つ
い
て
「
戸
解
」
の
語
を
も
ち
い
て
説
明
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
ま
た
こ
こ
に
は
「
仙
蜆
」
と
い
う
語
も
み
え
る
。

「
仙
蜆
」
の
「
蜆
」
は
抜
け
殻
の
こ
と
で
あ
る
。
本
来
、
蝉

や
蛇
が
抜
け
で
た
皮
や
殻
を
さ
す
。
『
説
文
解
字
』

ぶ
5
•
蝉
の
解
す
る
と
こ
ろ
の
皮
な
り
」
と
述
べ
、

釈
詰
も
ま
た
「
蝉
解
」
と
い
う
。

『
説
文
解
字
』
や
『
広
雅
』
の
「
解
」
の
意
味
は
「
脱
」
で

あ
ろ
う
（
注
40)
。
よ
う
す
る
に
皮
を
脱
ぎ
捨
て
る
こ
と
を
い

う。
こ
の
「
解
」
は
「
戸
解
」
の
「
解
」
で
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、

戸
が
蝉
の
よ
う
に
皮
を
ぬ
ぎ
す
て
る
こ
と
を
い
う
。
遺
体
が
皮

だ
け
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
た
例
は
、
陶
弘
景
の
『
真
詰
』
に

記
さ
れ
る
。
し
か
し
『
列
仙
伝
』
に
み
え
る
初
期
の
戸
解
仙
の

例
で
は
、
衣
服
が
す
っ
ぽ
り
と
人
の
形
の
ま
ま
で
脱
げ
、
遺
体

が
な
い
と
い
っ
た
形
で
し
る
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
「
蝉
蜆
」
は
、
蝉
が
殻
を
ぬ
け
で
て
幼
虫
か
ら
成
虫
に

な
る
こ
と
だ
が
、
死
ぬ
こ
と
の
比
喩
と
し
て
つ
か
わ
れ
る
こ
と

が
お
お
い
。

『
史
記
』
屈
原
伝
に
は
、

濁
織
よ
り
蝉
蜆
す
。

と
あ
る
。

こ
れ
は
入
水
し
て
清
廉
を
守
っ
た
屈
原
が
、
汚
濁
の
世
の
中

を
抜
け
出
て
、
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
を
さ
し
て
い
る
。

「
蜆
」
は

『
広
雅
』

(61) 
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死
者
の
儀
礼
と
し
て
口
に
ふ
く
ま
せ
る
飯
陰
に
蝉
の
形
を
し

た
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
あ
の
世
へ
の
再
生
を
た
く
す
の
で
あ

ろ
う
。
あ
の
世
が
あ
る
と
い
う
考
え
の
も
と
で
は
、
死
の
儀
礼

は
必
然
的
に
再
生
・
誕
生
を
ね
が
う
形
式
を
そ
な
え
る
こ
と
と

な
る
。崖

墓
の
「
仙
蜆
」
と
は
棺
や
衣
服
を
さ
す
の
だ
ろ
う
か
、
そ

れ
と
も
遺
体
や
遺
骨
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
厳
密
に
い
え
ば

「
蜆
」
は
ぬ
け
が
ら
で
あ
る
た
め
遺
体
で
あ
っ
て
は
お
か
し
い
。

し
か
し
、
崖
墓
に
か
ん
し
て
は
、
仙
人
の
「
蜆
骨
」
と
い
っ
た

記
載
も
多
く
あ
る
。

「
蜆
骨
」
は
、

龍
蜆
骨
於
渡
谷
（
『
初
学
記
』
所
引
曹
植
「
神
亀
賦
」
）

（
注
4
1
)

の
場
合
は
、
「
龍
は
骨
を
溶
谷
に
蜆
く
」
と
読
む
。
こ
れ
は
龍

が
溶
谷
に
ぬ
け
が
ら
の
よ
う
に
骨
を
の
こ
す
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う。
『
事
文
類
衆
』
に
は
、

武
夷
山
石
壁
上
に
室
有
り
。
昇
仙
洞
と
日
う
。
洞
中
に
神

仙
の
蜆
骨
あ
り
。
其
の
数
計
る
莫
し
。

と
あ
る
。

四、

『
列
仙
伝
』
の
戸
解
仙

こ
の
場
合
、
蜆
骨
は
明
ら
か
に
骨
を
さ
す
。
本
来
、
戸
解
仙

は
衣
服
や
皮
だ
け
を
の
こ
し
、
中
身
は
骨
ご
と
消
え
去
る
べ
き

で
あ
っ
た
。
理
念
と
し
て
は
確
か
に
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

現
実
と
し
て
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
仙
蜆
．
蜆

骨
と
い
う
曖
昧
な
表
現
が
も
ち
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
も
と
づ
き
な
が
ら
、
『
列
仙
伝
』

の
戸
解
仙
の
例
を
あ
げ
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
幻6

 

『
列
仙
伝
』
の
な
か
で
戸
解
し
た
と
み
な
せ
る
の
は
、
鈎
翼
夫
（

人
・
谷
春
・
呂
尚
の
三
例
で
あ
る
。
平
常
生
の
場
合
も
、
不
完

全
な
が
ら
、
戸
解
の
形
式
を
そ
な
え
て
い
る
。
ま
た
瑕
丘
仲
は
、

後
世
、
「
水
解
」
と
よ
ば
れ
る
戸
解
の
一
種
と
さ
れ
る
。

谷
春

ま
ず
谷
春
の
例
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

谷
春
な
る
者
は
裸
陽
の
人
な
り
。
成
帝
の
時
、
郎
と
為
る
。

病
み
て
死
し
て
屍
冷
え
ず
。
家
、
喪
を
発
し
服
を
行
う
も
、

猶
お
敢
え
て
釘
を
下
さ
ず
。
三
年
、
著
を
更
め
績
を
冠
し
、

県
門
の
上
に
坐
す
。
邑
中
の
人
、
大
い
に
驚
く
。
家
人
之
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れ
を
迎
う
る
も
、
肯
え
て
随
い
帰
ら
ず
。
棺
を
発
く
に
衣

服
有
り
て
屍
無
し
。
門
上
に
留
ま
る
こ
と
三
宿
、
去
り
て

長
安
に
之
き
横
門
の
上
に
止
ま
る
。
人
知
り
追
い
て
之
れ

を
迎
う
る
も
、
復
た
去
り
太
白
山
に
之
く
。
祠
を
山
上
に

立
つ
る
に
、
時
に
来
た
り
て
其
の
祠
中
に
至
り
止
宿
す
。

谷
春
は
前
漢
の
成
帝
の
時
の
郎
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

成
帝
の
郎
と
し
て
か
れ
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
か
は
、
い

っ
さ
い
、
し
る
さ
れ
ず
、
か
れ
が
実
在
し
た
人
物
か
ど
う
か
も

不
明
で
あ
る
。

谷
春
の
話
は
、
か
れ
が
病
死
し
た
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。

谷
春
は
死
ん
で
も
屍
が
冷
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
後
述
の
鈎
翼

夫
人
に
も
み
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
は
仮
死
状
態
で
あ
っ

た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
仮
死
状
態
の
も
の
が
生
き
か
え
る
話
は

蘇
生
・
再
生
と
さ
れ
る
。
『
捜
神
記
』
に
は
、
撰
者
の
干
宝
の

身
辺
に
お
こ
っ
た
こ
と
も
ふ
く
め
て
再
生
の
話
が
多
く
紹
介
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
『
太
平
広
記
』
に
も
再
生
諏
は
百
以
上
も
あ

る。
谷
春
の
場
合
も
、
一
見
、
再
生
詞
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か

し
、
谷
春
の
場
合
は
棺
の
な
か
の
屍
が
生
き
か
え
っ
て
、
め
で

た
し
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
棺
の
な
か
の
屍
は
、
衣
服
だ
け

を
の
こ
し
て
、
い
つ
の
ま
に
か
消
え
さ
っ
て
い
た
。
そ
し
て
ま

っ
た
く
別
の
場
所
に
仙
人
と
し
て
姿
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。

死
ん
で
も
屍
が
冷
え
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
現
在
で
い
う

脳
死
の
よ
う
な
状
況
を
さ
す
の
か
も
し
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
魂

が
ぬ
け
で
て
し
ま
っ
て
い
る
状
態
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
後
世
、

八
仙
の
一
人
で
あ
る
李
鉄
拐
は
、
魂
を
遊
ば
せ
る
こ
と
七
日
間
。

暁
（
肉
体
）
に
も
ど
ら
な
い
う
ち
に
そ
れ
を
焼
か
れ
て
し
ま
い
、

や
む
な
く
餓
死
者
の
屍
を
か
り
て
生
き
か
え
っ
た
と
い
う
話
が

あ
る
（
『
茶
香
室
叢
紗
』
）
。

谷
春
の
話
も
魂
が
ぬ
け
だ
し
て
し
ま
っ
た
状
態
を
「
死
」
と
紛

み
な
し
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
夢
な
ど
で
「
魂
」
が
離
≪

脱
す
る
話
が
あ
り
（
注
42)
、
そ
の
場
合
は
「
死
」
と
は
み
な

さ
れ
な
い
。
だ
が
谷
春
の
話
は
ま
だ
温
か
い
肉
体
を
「
屍
」
と

よ
ぶ
。
こ
れ
は
こ
こ
で
は
魂
の
離
脱
す
な
わ
ち
「
魂
」
と
「
暁
」

の
分
離
を
「
死
」
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
喪
に
服
し
な
が
ら
も
棺
に
釘
を
打
た
な
か
っ
た
の

は
や
は
り
屍
が
温
か
い
と
い
う
状
態
に
た
め
ら
い
を
感
じ
て
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
来
、
礼
制
で
は
棺
に
釘
を
う
た
な
い
こ
と

が
さ
だ
め
ら
れ
て
い
る
（
注
43)
。
し
か
し
、
谷
春
の
よ
う
な

身
分
の
も
の
は
棺
に
釘
を
う
つ
こ
と
が
か
え
っ
て
ふ
つ
う
で
あ
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っ
た
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
三
年
後
に
谷
春
は
、
は
な
れ
た
場
所
に
姿
を
あ
ら
わ
し

た
。
『
列
仙
伝
』
の
戸
解
仙
の
場
合
、
棺
の
ふ
た
が
開
い
て
仙

人
と
し
て
出
て
く
る
例
は
な
い
。
『
神
仙
伝
』
の
前
子
訓
の
場

合
は
棺
が
爆
発
し
空
中
に
飛
散
す
る
と
い
う
派
手
な
も
の
で
あ

る
が
、
や
は
り
、
棺
の
ふ
た
が
開
い
て
で
て
く
る
わ
け
で
は
な

い
。
谷
春
の
そ
の
後
の
行
動
も
異
様
で
あ
る
。
ま
ず
な
ぜ
か
県

門
（
注
44)
の
上
に
と
ど
ま
り
、
そ
こ
で
三
宿
し
て
さ
ら
に
長

安
に
ゆ
き
、
長
安
城
北
の
西
側
の
第
一
門
で
あ
る
横
門
の
上
に

ふ
た
た
び
出
現
す
る
。
な
ぜ
か
門
の
上
ば
か
り
に
あ
ら
わ
れ
た
。

門
に
関
し
て
は
天
界
と
こ
の
世
界
を
む
す
び
つ
け
る
象
徴
的

な
意
味
が
あ
る
と
さ
れ
る
（
注
45.）
。
画
像
石
の
な
か
に
天
界

の
門
が
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
れ
は
墓
室
内
に
え
が
か
れ
て
い
た
も

の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
死
者
の
魂
が
こ
の
門
を
く
ぐ
り
天
界
に

入
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
こ
の
天
門
は
こ
の
世
の
出
口

で
あ
る
と
と
も
に
、
あ
の
世
へ
の
入
口
で
あ
る
。
道
観
な
ど
に

あ
る
牌
坊
（
や
ぐ
ら
門
）
や
日
本
の
神
社
の
鳥
居
な
ど
に
し
て

も
、
そ
こ
を
く
ぐ
り
ぬ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
世
界
を
ぬ

け
て
神
の
世
界
へ
と
入
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
谷

春
の
話
に
み
え
る
門
が
そ
こ
ま
で
の
意
味
を
ふ
く
ん
で
い
る
か

ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。

そ
の
後
、
谷
春
は
迎
え
に
き
た
人
々
を
ふ
り
き
っ
て
太
白
山

に
お
も
む
く
。
さ
い
ご
に
山
に
入
る
と
い
う
話
は
『
列
仙
伝
』

で
は
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
（
注
46)
。
仙
人
と
い
え
ば
山
に

す
む
人
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
『
列
仙
伝
』
の
仙
人
は

ま
さ
に
そ
れ
に
合
致
し
て
い
る
。
山
は
天
界
に
も
っ
と
も
近
い
。

封
禅
の
よ
う
に
山
の
頂
上
で
天
を
祭
る
こ
と
も
お
お
い
。
ま
た

他
界
が
山
に
あ
る
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
事
も
多
い
（
注
47)
。

そ
う
い
っ
た
こ
と
と
関
連
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ーヽノ4
 

太
白
山
に
立
て
ら
れ
た
と
い
う
谷
春
の
祠
は
『
水
経
注
』
（
注

48)
に
も
み
え
る
。
そ
こ
で
は
「
太
白
山
…
山
上
に
谷
春
の
祠
⑯

有
り
。
…
民
、
為
に
祠
を
山
の
嶺
に
立
つ
」
と
さ
れ
て
い
る
。

仙
人
の
場
合
、
こ
う
い
っ
た
祠
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
場
合
が
お

お
い
。
『
列
仙
伝
』
の
場
合
に
も
祠
を
も
つ
仙
人
の
話
は
か
な

り
の
数
に
の
ぼ
る
。
『
列
仙
伝
』
は
、
こ
う
い
っ
た
祠
に
ま
つ

わ
る
伝
説
を
収
集
し
て
つ
く
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
神
倦
を

候
う
「
候
神
」
の
祠
は
方
士
が
ま
つ
り
、
前
漢
に
は
数
多
く
存

在
し
た
。
生
祠
の
よ
う
に
生
き
た
人
を
ま
つ
る
例
は
あ
る
（
注

49)
。
け
れ
ど
も
祠
は
本
来
、
神
や
先
祖
の
霊
を
ま
つ
る
も
の

で
あ
る
。
仙
人
の
祠
は
ど
う
位
置
づ
け
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
。
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さ
て
谷
春
は
「
病
死
」
し
た
と
し
る
さ
れ
る
が
、
唐
の
『
仙

苑
編
珠
』
は
「
病
に
託
し
て
亡
す
」
と
改
変
し
、
彼
自
身
が
予

め
定
め
た
こ
と
の
よ
う
に
し
て
い
る
。
谷
春
は
ほ
か
の
仙
人
た

ち
と
は
こ
と
な
り
、
取
り
立
て
た
能
力
も
し
め
さ
な
い
ま
ま
に

死
亡
し
て
し
ま
っ
た
。
谷
春
の
話
は
か
れ
が
戸
解
し
た
と
こ
ろ

か
ら
は
じ
ま
る
。
け
れ
ど
も
谷
春
が
な
ぜ
戸
解
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
か
。
そ
れ
へ
の
明
確
な
答
え
は
な
い
。
「
病
に
託
し
て

亡
す
」
は
、
そ
の
こ
と
に
対
す
る
理
由
づ
け
で
あ
ろ
う
。

鈎
翼
夫
人

鈎
翼
夫
人
は
本
来
、
鈎

t
夫
人
と
よ
ぶ
の
が
た
だ
し
い
。
昭

帝
の
実
母
で
あ
る
。
両
手
の
拳
を
握
っ
て
い
た
た
め
、
拳
夫
人

と
よ
ば
れ
る
。
望
気
の
者
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
が
、
の
ち
に

武
帝
の
た
め
に
殺
害
さ
れ
る
。
『
列
仙
伝
』
は
そ
の
後
日
談
と

い
っ
た
形
で
鈎
翼
夫
人
が
戸
解
し
た
事
を
し
る
す
。

…
後
ち
武
帝
之
れ
を
害
す
。
殖
戸
冷
え
ず
し
て
香
る
こ
と

一
月
の
間
。
後
ち
昭
帝
位
に
即
き
、
更
め
て
之
れ
を
葬
る
。

棺
内
に
但
だ
糸
履
有
る
の
み
。
故
に
其
の
宮
に
名
づ
け
て

鈎
翼
と
日
う
。
後
、
眸
を
避
け
て
改
め
て

t
と
為
す
。
廟

闇
に
神
祠
閣
在
る
有
り
。

鈎
翼
夫
人
は
こ
こ
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
の
ま
え
に
「
清
浄
を

好
み
」
、
「
飲
食
す
る
こ
と
少
な
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
「
辟
穀
」
に
つ
な
が
る
。
「
辟
穀
」
は
濁
っ
た
穀
物
の
気

を
と
ら
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
体
を
清
ら
か
な
状
態
に
し
よ
う
と

い
う
考
え
方
で
あ
る
。
清
ら
か
な
気
を
呼
吸
す
る
「
行
気
」
と

併
用
さ
れ
る
事
が
多
い
。
清
ら
か
な
食
物
と
清
ら
か
な
気
を
摂

取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
清
ら
か
な
仙
人
の
体
質
に
変
化
さ
せ
る

と
い
う
の
が
そ
の
根
本
原
理
で
あ
る
。
鈎
翼
夫
人
が
戸
解
し
た

の
は
、
生
前
す
で
に
肉
体
的
に
そ
の
準
備
が
で
き
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
『
列
仙
伝
』
は
そ
う
解
釈
し
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ

れ
る
。鈎

翼
夫
人
の
場
合
に
は
、
ふ
た
た
び
姿
を
あ
ら
わ
す
こ
と
は

な
い
。
棺
の
な
か
の
遺
体
が
消
え
、
糸
履
だ
け
が
の
こ
さ
れ
て

い
た
。
『
列
仙
伝
』
の
安
期
先
生
も
「
赤
玉
の
為
」
を
の
こ
し
、

『
神
仙
伝
』
の
前
子
訓
も
棺
中
に
く
つ
を
―
つ
の
こ
し
て
い
っ

た
。
日
本
の
古
墳
、
た
と
え
ば
藤
ノ
木
古
墳
の
な
か
に
も
巨
大

な
く
つ
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
も
仙
人
（
戸
解
仙
）

と
な
る
こ
と
を
願
う
気
持
ち
の
象
徴
と
し
て
お
か
れ
る
の
で
あ

ろ
う
。「

廟
闇
に
神
祠
閣
在
る
有
り
（
廟
闇
有
神
祠
閣
在
焉
）
」
。

鈎
翼
夫
人
は
実
在
の
人
物
で
あ
っ
た
。
『
列
仙
伝
』
に
登
場
す
る

(65) 
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祠
は
『
水
経
注
』
な
ど
に
も
み
え
、
実
在
し
た
可
能
性
が
つ
よ

い
。
こ
こ
の
鈎
翼
夫
人
の
祠
も
実
在
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

仙
人
と
し
て
の
鈎
翼
夫
人
と
い
う
よ
り
も
、
鈎
翼
夫
人
の
「
霊

魂
」
を
ま
つ
っ
た
祠
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
い
う
「
神
」

は
鈎
翼
夫
人
の
「
霊
魂
」
を
さ
す
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ

る
。
『
列
仙
伝
』
と
い
う
仙
人
の
伝
記
に
、
霊
魂
の
ま
ま
の
仙

人
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
矛
盾
す
る
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
祠

に
つ
い
て
は
、
も
う
す
こ
し
詳
し
く
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。

呂
尚呂

尚
…
沢
芝
・
地
髄
を
服
用
し
、
且
に
二
百
年
に
な
ら
ん

と
し
て
亡
を
告
ぐ
。
難
有
り
て
葬
ら
ず
。
後
ち
子
の
仮
之

れ
を
葬
る
に
、
戸
無
く
唯
だ
玉
鈴
六
篇
、
棺
中
に
在
る
の

み
と
云
う
。

太
公
望
呂
尚
は
実
在
の
人
物
で
あ
る
。
『
史
記
』
な
ど
で
す

で
に
多
く
の
伝
説
が
付
与
さ
れ
、
百
余
歳
の
長
命
を
た
も
っ
た

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
『
列
仙
伝
』
は
こ
の
著
名
な
人
物
の
年

齢
を
二
百
歳
ま
で
ひ
き
の
ば
し
、
さ
ら
に
死
ん
だ
の
で
は
な
く

戸
解
仙
と
な
っ
た
と
す
る
。
こ
こ
は
殖
と
は
述
べ
ら
れ
な
い
が
、

や
は
り
、
す
ぐ
に
は
埋
葬
し
な
い
。
そ
の
後
、
埋
葬
し
よ
う
と

し
た
と
き
に
戸
の
無
い
こ
と
に
気
づ
く
。

こ
こ
で
は
く
つ
や
衣
服
で
は
な
く
、
と
い
う
書
物

が
の
こ
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
書
物
の
名
前
は
『
抱
朴
子
』

に
み
え
る
。
そ
こ
で
は
、
善
行
を
積
む
と
昇
仙
で
き
る
、
と
い

う
根
拠
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
く
つ
や
衣
服
の
場
合
、
人

間
の
体
が
す
っ
ぽ
り
と
抜
け
出
た
、
い
う
な
れ
ば
抜
け
殻
と
し

て
の
意
味
を
も
つ
。
書
物
の
場
合
、
そ
う
い
っ
た
意
味
は
な
い
。

後
世
、
剣
解
や
杖
解
と
い
っ
た
戸
解
仙
が
考
え
だ
さ
れ
る
が
、

そ
れ
ら
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

‘ー6
 

ま
た
、
か
れ
が
「
蓮
の
実
」
や
、
「
お
お
ば
こ
」
、
「
石
髄
」

6
 

を
服
用
し
た
と
す
る
。
呂
尚
と
薬
物
は
本
来
、
無
関
係
で
あ
る
。
（

こ
れ
は
薬
物
に
ひ
き
よ
せ
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
『
列
仙
伝
』

の
作
為
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
み
え
る
「
石
髄
」
は

辟
穀
時
に
服
用
す
る
辟
穀
薬
と
考
え
ら
れ
る
。
『
列
仙
伝
』
の

耶
疏
も
ま
た
こ
の
薬
を
服
用
し
て
お
り
、
『
抱
朴
子
』
に
は
辟

穀
の
さ
い
に
諸
石
薬
を
服
用
す
る
と
の
べ
る
。
鈎
翼
夫
人
の
場

合
、
戸
解
と
辟
穀
は
関
係
が
あ
る
よ
う
に
み
え
た
。
呂
尚
の
場

合
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
。

平
常
生

平
常
生
…
数
し
ば
死
し
て
復
た
生
く
る
も
、
時
人
以
て
然
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ら
ず
と
為
す
。
…
山
に
上
り
て
求
め
て
之
れ
を
祠
ら
ん
と

す
る
も
、
但
だ
平
の
衣
被
革
帯
を
見
る
の
み
。
後
ち
数
十

年
、
復
た
華
陰
の
門
卒
と
為
る
。

平
常
生
は
、
し
ば
し
ば
死
ん
で
、
ま
た
生
き
返
っ
た
と
さ
れ

る
。
ふ
つ
う
、
戸
解
仙
は
一
度
、
死
ぬ
の
み
で
何
度
も
死
ぬ
必

要
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
死
ん
だ
あ
と
に
仙
人
と
し
て
生
ま

れ
か
わ
る
わ
け
だ
か
ら
、
何
度
も
死
ぬ
と
い
う
の
は
本
当
に
仙

人
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
の

例
で
は
、
み
な
遺
骸
が
一
旦
、
棺
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
人
々
は
そ
の
死
を
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
平
常
生
の

場
合
、
誰
も
そ
の
死
を
確
認
し
て
お
ら
ず
、
あ
る
い
は
、
え
せ

仙
人
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
、
平
常
生
が
「
衣
服
と
革
帯

を
残
す
」
と
い
う
形
式
を
ふ
ん
で
い
る
こ
と
は
注
目
に
あ
た
い

す
る
。
衣
服
と
革
帯
を
抜
け
殻
と
し
て
置
き
さ
る
こ
と
に
よ
っ

て
仙
人
に
な
っ
た
と
暗
示
す
る
の
で
あ
る
。

瑕
丘
仲

瑕
丘
仲
は
後
世
、
水
解
と
さ
れ
る
仙
人
で
、
こ
れ
ま
で
の
も

の
と
は
す
こ
し
異
な
る
。

瑕
丘
仲
な
る
者
は
宵
人
な
り
。
薬
を
宵
に
売
り
、
百
余
年
、

お
わ
り
に

人
以
て
寿
と
為
す
。
地
動
き
舎
壊
れ
、
仲
及
び
里
中
の
数

十
家
屋
、
水
に
臨
み
皆
敗
る
。
仲
死
し
、
民
人
、
仲
の
戸

を
取
り
、
水
中
に
棄
て
、
其
の
薬
を
収
め
、
之
れ
を
売
る
。

仲
袈
を
披
て
従
い
て
之
れ
に
詣
る
。
薬
を
取
り
仲
を
棄
つ

る
者
、
憫
れ
て
叩
頭
し
哀
を
求
む
。
仲
日
く
、
「
汝
の
人

を
し
て
我
を
知
ら
し
む
る
を
恨
む
の
み
。
吾
れ
去
ら
ん
」

と
。
後
ち
、
夫
余
の
胡
王
の
駅
使
と
為
り
、
復
た
来
た
り

て
宵
に
至
る
。
北
方
、
之
れ
を
鏑
仙
人
と
謂
う
。

瑕
丘
仲
は
薬
売
り
で
あ
る
。
す
で
に
百
余
歳
の
長
寿
で
あ
っ

た
。
地
震
の
た
め
に
家
屋
が
こ
わ
れ
、
瑕
丘
仲
は
死
亡
す
る
。

人
々
は
あ
ろ
う
こ
と
か
瑕
丘
仲
の
戸
を
水
中
に
棄
て
薬
を
わ
が

も
の
と
し
た
。
そ
の
の
ち
、
瑕
丘
仲
が
人
々
の
ま
え
に
あ
ら
わ

れ
た
の
で
仙
人
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
後
、
北
方
に
ゆ

く
が
、
そ
こ
で
は
鏑
仙
人
と
よ
ば
れ
た
と
い
う
。
嫡
仙
人
と
は
、

過
失
の
た
め
に
天
界
を
お
わ
れ
て
人
間
界
に
お
り
て
き
た
仙
人

だ
と
さ
れ
る
。
仙
人
の
本
来
の
住
居
が
天
界
だ
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
ま
た
魂
の
行
先
で
も
あ
る
。

(67) 
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棺
の
な
か
に
あ
っ
た
は
ず
の
遺
体
が
消
え
、
衣
服
や
く
つ
だ

け
が
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
ち
が
う
場
所
に
仙
人
と
し
て
忽

然
と
あ
ら
わ
れ
た
。

そ
う
い
っ
た
戸
解
仙
は
事
実
と
し
て
み
れ
ば
荒
唐
無
稽
な
も

の
で
あ
る
。
戸
解
仙
は
伝
説
上
の
観
念
で
あ
っ
て
事
実
で
は
な

い
。
け
れ
ど
も
、
ど
の
よ
う
な
観
念
も
、
そ
の
よ
っ
て
き
た
る

事
実
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
生
ま
れ
で
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

古
代
の
死
は
、
霊
魂
の
離
脱
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

離
れ
た
霊
魂
の
行
き
場
所
は
、
天
、
山
、
墓
地
、
墓
室
等
々
、

さ
ま
ざ
ま
に
い
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
離
れ
た
霊
魂
は
も
ど

っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ
か
り
や
す
い
の
は
死
人
が
生
き

返
る
蘇
生
で
あ
る
。
こ
れ
は
死
ん
で
か
ら
、
そ
れ
ほ
ど
期
間
を

お
か
な
い
も
の
が
お
お
い
。

か
た
し
ろ

戸
の
場
合
は
や
や
わ
か
り
に
く
い
。
戸
は
後
世
、
死
者
の
子

孫
な
ど
が
つ
と
め
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
来
、
戸
の
字
義
そ
の

ま
ま
に
「
し
か
ば
ね
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
こ
に

霊
魂
が
も
ど
っ
て
き
て
よ
り
つ
く
。
そ
う
い
う
観
念
の
前
提
の

も
と
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
儀
式
が
と
り
お
こ
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ

る。か
た
し
ろ

戸
に
は
ま
だ
肉
体
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
肉
体
を
朽
ち

さ
せ
て
骨
だ
け
に
し
た
も
の
が
、
白
骨
化
し
た
頭
蓋
骨
を
あ
ら

わ
す
「
白
」
や
「
暁
」
で
あ
る
。
ま
た
仮
面
を
か
ぶ
っ
て
祖
先

の
霊
に
ふ
ん
し
た
者
が
「
鬼
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
「
魁
」

に
つ
な
が
る
。
こ
れ
ら
の
骨
や
仮
面
に
意
味
が
あ
る
の
は
、
そ

こ
に
い
っ
た
ん
離
れ
た
霊
魂
が
も
ど
っ
て
き
て
よ
り
つ
く
と
信

じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
薄
葬
」
や
「
殖
」
は
お
そ
ら
く
風
葬
や
曝
葬
に
も
つ
な
が

る
も
の
で
、
本
来
、
遺
体
を
骨
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
「
厚
葬
」
は
遺
体

を
手
厚
く
保
誤
す
る
と
い
う
観
念
の
も
と
で
、
む
し
ろ
遺
体
を

腐
敗
さ
せ
な
い
で
永
久
に
保
存
し
よ
う
と
努
力
し
た
。
そ
の
成

果
は
、
馬
王
堆
の
女
戸
の
例
に
み
る
よ
う
に
驚
く
べ
き
も
の
が

あ
る
。
『
荘
子
』
に
は
、
墓
を
暴
き
、
遺
体
の
口
か
ら
玉
を
と

り
だ
す
腐
儒
の
例
が
記
さ
れ
、
荀
子
も
墓
を
暴
か
れ
る
こ
と
を

お
そ
れ
た
。
始
皇
の
陵
は
項
羽
や
盗
賊
に
あ
ら
さ
れ
、
『
西
京

雑
記
』
に
は
数
百
年
を
へ
て
な
お
生
人
の
ご
と
き
遺
体
の
例
が

い
く
つ
も
記
さ
れ
て
い
る
。
『
荘
子
』
や
『
荀
子
』
の
こ
ろ
の

墓
あ
ら
し
も
同
様
の
経
験
を
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ら
の

遺
体
は
永
遠
の
肉
体
を
そ
な
え
て
い
る
よ
う
に
み
え
た
と
思
わ

れ
る
。

(68) 
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こ
う
い
っ
た
事
実
を
基
礎
と
し
て
戸
解
仙
の
観
念
が
生
ま
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
魂
が
肉
体
に
も
ど
っ
て
く
る
」
、
「
肉

体
は
永
遠
不
滅
の
も
の
と
な
り
う
る
」
。
こ
の
二
つ
が
む
す
び

つ
い
た
と
こ
ろ
に
戸
解
仙
は
誕
生
し
た
の
だ
ろ
う
。

『
後
漢
書
』
「
王
和
平
」
伝
の
戸
解
の
注
は
、

戸
解
と
は
将
に
登
仙
せ
ん
と
し
て
、
戸
と
為
る
に
仮
託
し

て
以
て
解
化
す
る
を
言
う
。

と
述
べ
る
。

死
ん
だ
と
み
せ
か
け
て
、
解
化
す
な
わ
ち
、
ぬ
け
で
て
仙
人

へ
と
変
化
す
る
。

津
田
左
右
吉
・
ア
ン
リ
11
マ
ス
ペ
ロ
の
両
大
家
が
つ
と
に

指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
戸
解
の
観
念
は
日
常
経
験
に
と
り
疑

う
こ
と
の
で
き
な
い
仙
道
修
行
者
の
死
の
現
実
を
何
と
か

不
死
で
あ
る
と
主
張
す
る
た
め
に
考
え
だ
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
（
注
50)
。

と
さ
れ
る
よ
う
に
、
戸
解
は
「
現
実
の
死
を
不
死
と
い
い
く
る

め
る
方
法
」
と
し
て
も
利
用
さ
れ
た
よ
う
だ
。

け
れ
ど
も
、
戸
解
は
「
再
生
と
不
死
」
と
い
う
形
式
を
と
る
。

棺
と
い
う
繭
の
な
か
で
永
遠
の
肉
体
を
そ
な
え
た
仙
人
に
生
ま

れ
変
わ
る
と
い
う
、
こ
の
形
式
自
体
は
鬼
と
し
て
死
の
世
界
に

誕
生
す
る
と
い
う
旧
来
の
図
式
の
二
重
写
し
で
あ
る
。

こ
う
考
え
て
く
る
と
、
荒
唐
無
稽
と
み
え
た
戸
解
仙
の
観
念

も
、
た
ん
に
死
を
あ
ざ
む
く
方
法
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
古

代
の
葬
制
の
一
変
形
と
い
う
位
置
づ
け
の
も
と
に
と
ら
え
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
戸
解
仙
の
観
念
は
決
し
て

突
飛
な
も
の
で
な
く
、
当
時
の
葬
制
に
お
け
る
遺
体
の
扱
い
方

の
な
か
か
ら
、
生
ま
れ
る
べ
く
し
て
生
ま
れ
で
て
き
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

注
(
1
)
戸
解
仙
お
よ
び
そ
の
葬
制
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
拙
著

『
不
老
不
死
』
（
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
九
二
年
）
に
お
い

て
簡
単
に
ふ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
考
察
は
不
十
分
で
あ

り
、
ま
た
そ
の
と
き
に
は
気
づ
か
な
か
っ
た
新
し
い
見
解
も
い

く
つ
か
あ
る
。
本
稿
で
は
葬
制
の
具
体
例
を
あ
げ
る
と
と
も
に
、

そ
の
霊
魂
観
に
つ
い
て
も
戸
解
仙
と
の
か
か
わ
り
で
考
察
を
く

わ
え
た
。

(
2
)
戸
解
仙
に
つ
い
て
は
、
宮
川
尚
志
『
中
国
宗
教
史
研
究
』

（
同
朋
社
、
一
九
八
三
年
）
所
収
の
「
道
教
の
神
仙
観
念
の
一

考
察
—
戸
解
仙
に
つ
い
て
ー
」
が
も
っ
と
も
、
ま
と
ま
っ
た
研

(69) 
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究
と
い
え
る
。
そ
こ
で
は
第
一
節
戸
解
仙
の
観
念
と
事
例
、

第
二
節
戸
解
仙
の
思
想
の
展
開
と
ふ
た
つ
に
わ
け
て
考
察
さ

れ
て
い
る
。

(
3
)
遺
体
の
損
傷
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
著
、
第
一
章
「
死
は

再
生
の
は
じ
ま
り
」
参
照
。

(
4
)

「
節
葬
下
」
で
は
「
棺
三
寸
、
足
以
朽
体
、
衣
袋
三
領
、

足
以
覆
悪
」
と
あ
る
。

(
5
)

『
詩
経
』
「
鶴
鳴
」
の
「
毛
伝
」
。

(
6
)

『
本
草
綱
目
』
「
椿
（
穀
）
」
で
李
時
珍
は
「
其
木
腐

り
し
後
、
菌
耳
を
生
ず
」
と
述
べ
、
ま
た
「
穀
」
で
つ
く
っ
た

布
も
「
堅
な
ら
ず
し
て
朽
ち
易
し
」
と
い
う
。

(
7
)

『
荀
子
』
「
礼
論
」
、
『
呂
氏
春
秋
』
「
高
義
」
。

(
8
)

『
孟
子
』
「
告
子
上
」
。

(
9
)

『
礼
記
』
「
檀
弓
上
」
。

(10)

『
礼
記
』
「
檀
弓
上
」
お
よ
び
そ
の
注
。

(11)

『
荘
子
』
「
天
下
」
。

(12)

『
荀
子
』
「
礼
論
」
。

(13)

『
礼
記
』
「
檀
弓
上
」
柏
棒
の
疏
に
「
柏
棒
者
、
謂
為

棺
用
柏
也
。
天
子
柏
、
諸
侯
松
、
大
夫
柏
、
士
雑
木
也
」
と
あ

る。

(14)
白
川
静
『
字
統
』
（
平
凡
社
、
一
九
八
四
年
）

(15)
前
掲
拙
著
「
玉
」
・
「
丹
砂
」
参
照
。

(16)
前
掲
『
中
国
宗
教
史
研
究
』
四
五
六

s七
頁
を
参
照
。

(17)
前
掲
拙
著
四
O
S
四
一
頁
参
照
。

(18)
前
掲
『
字
統
』
「
殖
」
。

(19)
骨
だ
け
を
の
こ
す
と
い
う
意
識
は
台
湾
や
沖
縄
な
ど
の

墓
制
に
も
の
こ
っ
て
い
る
。
渡
邊
欣
雄
『
風
水
思
想
と
東
ア
ジ

ア
』
（
人
文
書
院
、
一
九
九
0
年
）
参
照
。

(20)
前
掲
『
字
統
』
「
暁
」
。

(21)
前
掲
『
字
統
』
「
白
」
。

(22)
加
地
伸
行
『
儒
教
と
は
何
か
』
（
中
公
新
書
、
一
九
九

0
年
）
一
七
頁
を
参
照
し
た
。
そ
の
他
、
本
稿
の
霊
魂
の
憑
依

の
考
察
に
か
ん
し
て
稗
益
を
う
け
て
い
る
。

(23)

『
新
字
源
』
（
角
川
書
店
、
一
九
六
八
年
）
の
部
首
解

説
に
よ
れ
ば
、
人

(II
几
。
他
は
変
わ
っ
た
形
）
が
大
き
な
面

（
田
・
由
）
を
か
ぶ
っ
て
、
死
者
の
霊
魂
に
ふ
ん
す
る
さ
ま
に

よ
り
、
神
霊
の
意
を
表
わ
す
、
と
さ
れ
る
。

(24)
前
掲
『
新
字
源
』
「
戸
」
。

(25)
貝
塚
茂
樹
訳
『
論
語
』
（
中
公
文
庫
、
一
九
七
三
年
）
。

(26)
永
沢
要
二
『
鬼
神
の
解
剖
』
（
汲
古
書
院
、
一
九
八
五

享
」
。

上
「

(70) 
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年
）
「
寝
不
戸
考
」
。

(27)

『
字
統
』
は
「
屍
体
の
横
た
わ
る
形
」
と
い
う
。

(28)

『
詩
経
』
小
雅
、
祈
父
「
有
母
之
戸
饗
」
。
毛
伝
は
「
戸
、

陳
也
」
と
い
う
。

(29)
張
光
直
『
中
国
青
銅
時
代
』
（
小
南
一
郎
、
間
瀬
収
芳

訳
平
凡
社
、
一
九
八
九
年
）
三
六
三
頁
。

(30)
前
掲
『
中
国
青
銅
時
代
』
三
六
九
頁
の
記
述
を
参
考
に

し
た
。

(31)
舜
を
も
と
上
帝
と
す
る
の
は
楊
寛
の
説
。
前
掲
『
中
国

青
銅
時
代
』
三
八
五
頁
。

(32)

『
釈
名
』
「
釈
喪
制
」
に
「
人
始
気
絶
日
死
」
と
あ
り
、

ふ
つ
う
は
気
息
の
絶
え
る
こ
と
を
も
っ
て
死
と
み
な
す
。
し
か

し
、
死
の
字
形
は
本
来
、
「
残
骨
を
拝
す
る
さ
ま
（
『
字
統
』
）
」

と
さ
れ
て
い
る
。

(33)

『
史
記
』
「
封
禅
書
」
。

(34)
曽
布
川
寛
『
鹿
裔
山
へ
の
昇
仙
』
（
中
公
新
書
、
一
九

八
一
年
）
参
照
。

(35)
中
日
越
系
文
化
聯
合
考
察
団
撰
、
鈴
木
満
男
編
、
浙
江

人
民
出
版
社
、
越
系
文
化
新
探
叢
書
。
こ
の
資
料
は
奈
良
行
博

氏
に
提
供
を
う
け
、
あ
わ
せ
て
種
々
の
貴
重
な
ご
教
示
を
う
け

た
。
こ
こ
に
感
謝
し
た
い
。

(
3
6
)船形
以
外
に
筒
形
棺
•
長
方
形
棺
が
あ
る
。

(37)
五
来
重
『
日
本
人
の
地
獄
と
極
楽
』
（
人
文
書
院
、

九
九
一
年
）
参
照
。

(38)
中
野
美
代
子
『
孫
悟
空
は
サ
ル
か
な
？
』
（
日
本
文
芸

社
、
一
九
九
二
年
）
八
七
頁
に
「
石
室
や
洞
窟
は
、
女
の
生
殖

器
す
な
わ
ち
子
宮
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
」
と
あ
る
。

(39)

「
武
夷
山
懸
棺
葬
的
比
較
研
究
」
所
引
の
も
の
だ
が
、

「
史
志
の
記
載
」
と
は
『
武
夷
紀
要
図
説
』
、
『
名
勝
記
』
、

ー

『
武
夷
山
志
』
（
清
、
董
天
工
撰
、
道
光
二
六
年
）
、
『
崇
安

県
志
』
の
な
か
か
ら
と
っ
た
と
あ
る
の
み
で
詳
細
は
示
さ
れ
て
げ

い
な
い
。

(40)

『
方
言
』
十
二
の
「
解
」
は
「
輸
椀
」
（
注
に
椀
猶
脱

耳
）
。
ま
た
『
礼
記
』
「
曲
礼
上
」
に
「
解
履
不
敢
当
階
」
（
疏

に
解
、
脱
也
）
と
あ
る
。

(41)
四
部
叢
刊
所
収
の
『
曹
子
建
集
』
は
「
龍
脱
骨
於
深
谷
」
。

(42)

『
太
平
御
覧
』
所
引
の
『
韓
非
子
』
に
、
張
敏
が
夢
の

な
か
に
高
恵
を
た
ず
ね
た
話
が
あ
る
。
ま
た
杜
甫
の
「
夢
李
白
」

も
夢
中
の
魂
の
離
脱
と
い
う
観
念
に
も
と
づ
く
。

(43)

『
礼
記
』
「
檀
弓
上
」
。
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(44)

『
水
経
注
』
に
よ
れ
ば
「
榛
の
南
門
」
。

(45)
八
木
春
生
「
勝
に
つ
い
て
の
一
考
察
ー
勝
と
昇
仙
思
想

の
関
係
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
『
美
学
美
術
史
論
叢
』
一
九
九

二
年
）
。

(46)

『
列
仙
伝
』
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
務
光
が
「
遂
に

浮
梁
山
に
投
げ
、
後
ち
尚
父
山
に
遊
ぶ
」
と
さ
れ
て
い
る
。

(47)
楽
府
「
嵩
里
」
な
ど
。
ま
た
前
掲
『
日
本
人
の
地
獄
と

極
楽
』
に
も
山
中
他
界
の
例
は
多
い
。

(48)
宮
川
尚
志
『
六
朝
史
研
究
』
宗
教
篇
（
平
楽
寺
書
店
、

一
九
六
四
年
）
に
『
水
経
注
』
の
祠
に
つ
い
て
の
論
考
が
あ
る
。

(49)

『
漢
書
』
「
子
定
国
」
伝
の
「
郡
中
為
之
生
立
祠
」
な

ど。(50)
前
掲
『
中
国
宗
教
史
研
究
』
四
四
七
頁
。

※
本
稿
は
平
成
四
•
五
年
度
、
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
、

究

c萌
芽
的
研
究
の
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

一
般
研

(72) 


