
佛
教
圖
像
と
山
水
書
－
盧
山
慧
遠
「
佛
影
銘
」
と
宗
柄
「
書
山
水
序
」
を
め
ぐ
っ
て
ー

村
田
み
お

前
言

　
宗
柄

（三
七
五
ー
四
四
三
）
は
盧
山
慧
遠
（
三
三
四
－
四
一
六
）
に
師
事
し
た
在
家
佛
教
者
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
、
彼
の
祠
不
滅
論
で

あ
る
「
明
佛
論
」
。
は
慧
遠
の
思
想
を
受
け
縫
い
だ
も
の
で
あ
る
。
一
方
ま
た
彼
は
山
水
の
遊
歴
を
愛
し
た
人
で
あ
り
、
琴
や
書
書
を
善

く
し
た
雅
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
書
山
水
序
」
Q
は
山
水
董
論
の
先
扉
け
と
し
て
中
國
檜
書
論
史
上
に
意
義
有
る
も
の
で
あ
る
。

　

「
書

山
水
序
」
で
は
、
山
水
は
霞
妙
な
神
を
備
え
た
道
に
近
い
も
の
と
さ
れ
、
山
水
書
を
観
る
こ
と
で
精
神
を
の
び
や
か
に
し
、
山
水

の
祠
、
ひ
い
て
は
道
と
の
一
髄
化
が
圓
ら
れ
る
。
從
來
の
檜
書
論
史
研
究
で
「
書
山
水
序
」
と
佛
教
に
つ
い
て
言
及
が
あ
っ
た
の
は
、
慧

遠
の

神
不
滅
論
と
の
關
連
で
あ
る
が
G
、
佛
教
と
の
思
想
的
關
わ
り
に
お
い
て
考
え
る
べ
き
は
そ
れ
に
止
ま
ら
な
い
。
六
朝
期
の
佛
身
観

に

つ
い

て
、
船
山
徹
氏
は
次
の
よ
う
に
概
観
し
て
い
る
。
理
論
的
に
は
鳩
摩
羅
什
に
よ
っ
て
廣
め
ら
れ
た
色
身
と
法
身
の
二
身
説
、
及
び

法
身

を
眞
身
と
慮
身
に
分
け
る
二
種
法
身
説
が
一
般
的
で
あ
る
一
方
、
實
践
面
で
は
様
々
に
雁
現
し
得
る
と
い
う
法
身
の
自
在
性
が
重
要
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で

あ
り
、
そ
の
よ
う
な
法
身
の
磨
現
を
可
能
に
す
る
の
が
衆
生
の
純
粋
な
精
神
に
よ
る
感
慮
、
及
び
具
魑
的
な
禮
奔
封
象
で
あ
る
佛
像
で

あ
っ
た
臼
。
氏
の
見
解
に
示
さ
れ
た
様
な
、
六
朝
佛
教
の
實
践
的
側
面
に
お
い
て
佛
と
衆
生
を
つ
な
ぐ
鍵
と
さ
れ
た
感
磨
の
思
想
は
、
慧

遠
周
邊

の
佛
教
者
に

も
共
通
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
慧
遠
ら
の
観
佛
の
實
践
に
は
佛
の
圖
像
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ

し
て
そ
の
様
な
佛
身
観
と
臆
現
の
プ
ロ
セ
ス
を
思
想
的
背
景
に
持
つ
こ
と
は
、
宗
柄
の
山
水
書
論
に
密
な
連
絡
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
蓉

　
以
上
の

こ
と
か
ら
本
稿
で
は
、
佛
影
と
い
う
佛
の
圖
像
に
つ
い
て
書
か
れ
た
慧
遠
「
佛
影
銘
」
、
及
び
宗
煩
「
明
佛
論
」
を
主
た
る
手

が

か

り
に
、
慧
遠
の
観
佛
に
お
け
る
佛
身
観
と
そ
の
磨
現
の
プ
ロ
セ
ス
を
確
認
し
、
宗
柄
の
観
佛
、
及
び
彼
に
お
け
る
佛
教
世
界
と
山
水

の

關
わ
り
を
検
討
し
た
上
で
、
蓋
且
山
水
序
」
の
理
論
化
を
考
察
し
、
六
朝
期
の
佛
教
圖
像
と
山
水
書
の
思
想
的
影
響
關
係
を
明
ら
か
に

す
る
⑤
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慧
遠

の
観
念
念
佛

と
「
佛
影
銘
」
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
佛
影
に
つ
い
て
簡
軍
に
解
説
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
⑦
。
西
域
の

佛
教
遺
跡
研
究
で
は

「
佛
影
窟
」
の
呼
柄
で
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
東
部
の
ジ
ャ
ラ
ー
ラ
ー
バ
ー
ド

付
近
に

位
置

し
た
ナ
ガ
ラ
ハ
ー
ラ
（
那
端
、
那
迦
羅
詞
な
ど
と
表
記
さ
れ
る
）
に
は
、
佛
が
そ
の
姿
を
壁
に
留
め
た
と
傳
え
ら
れ
る
石
窟



が

在
っ
た
。
四
〇
二
年
に
そ
の
地
を
訪
れ
た
法
顯
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

那
端
城
南
半
由
延
有
石
室
、
搏
山
西
南
向
、
佛
留
影
此
中
。
去
十
鹸
歩
観
之
、
如
佛
眞
形
、
金
色
相
好
、
光
明
柄
著
、
轄
近
縛
微
、

髪
髪
如
有
。
諸
方
國
王
遣
工
書
師
基
爲
、
莫
能
及
。
彼
國
人
傳
云
、
千
佛
蓋
當
於
此
留
影
。
（
『
法
顯
傳
』
巻
一
、
章
巽
本
四
七
頁
）

那
端
城
の
南
の
か
た
半
由
延
に
石
室
有
り
、
山
に
搏
し
て
西
南
に
向
ひ
、
佛
は
影
を
此
の
中
に
留
む
。
去
る
こ
と
十
鯨
歩
に
し
て
之

を
観
れ
ば
、
佛
の
眞
形
の
如
く
、
金
色
の
相
好
、
光
明
は
柄
著
と
し
、
轄
た
近
づ
け
ば
榑
た
微
に
し
て
、
髪
髪
と
し
て
有
る
が
如
し
。

諸
方
の
國
王
は
工
書
師
を
遣
は
し
て
基
慕
せ
し
む
る
も
、
能
く
及
ぶ
莫
し
。
彼
の
國
の
人
傳
へ
て
云
く
、
千
佛
蓋
く
當
に
此
に
於
い

て

影
を
留
む
べ
し
、
と
。
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『
法
顯
傳
』
の
記
録
に
よ
る
と
、
當
地
で
は
佛
頂
骨
、
佛
歯
、
佛
髪
、
佛
爪
と
い
っ
た
稗
迦
の
遺
物
に
封
す
る
供
養
が
盛
ん
に
行
わ
れ

て

い

た
。
こ
れ
ら
一
種
の
聖
遺
物
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、
恐
ら
く
ガ
ン
ダ
ー
ラ
で
の
盛
ん
な
造
像
を
も
背
景
と
し
て
生
み
出
さ

れ
た

の

が
、
佛
が
壁
に
檜
姿
を
留
め
た
と
い
う
佛
影
窟
で
あ
り
、
こ
の
窟
は
巡
禮
地
、
あ
り
て
い
に
言
え
ば
観
光
地
と
な
っ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
近
づ
く
と
ぼ
ん
や
り
し
遠
ざ
か
る
と
見
え
る
と
い
う
佛
影
の
特
徴
か
ら
、
ご
く
淺
い
レ
リ
ー
フ
の
如
き
も
の
で
あ
つ

た

と
推
測
さ
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
窟
が
い
つ
頃
創
建
さ
れ
た
の
か
定
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
背
景
に
は
「
那
乾
詞
羅
國
」
で
繹
尊
が
邪
悪
な
龍
王
を
折
伏
し

た

と
い
う
説
話
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
所
謂
六
観
経
の
一
で
あ
る
『
観
佛
三
昧
海
経
』
陪
か
ら
知
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
佛
に
よ
っ
て



感
化
さ
れ
た
龍
王
は
、
稗
迦
が
立
ち
去
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
聞
き
、
見
捨
て
な
い
で
く
れ
と
引
き
留
め
た
。
そ
こ
で
繹
迦
は
願
い
を

聴
き
い
れ
、
壁
の
中
に
飛
び
込
ん
で
檜
姿
（
佛
影
）
と
な
っ
た
。
そ
し
て
後
々
ま
で
壁
中
か
ら
説
法
を
行
っ
た
の
で
あ
る
⑲
。
ま
た
こ
の

説
話
に

績

け
て
、
同
経
に
は
佛
像
に
よ
る
観
佛
を
説
く
く
だ
り
が
あ
る
⑱

　

「
佛
影

銘
」
の
序
に
よ
れ
ば
、
か
ね
て
か
ら
稗
迦
に
ま
つ
わ
る
奇
談
を
慕
っ
て
い
た
慧
遠
は
、
西
域
の
僧
た
ち
に
よ
っ
て
傳
え
ら
れ
た

佛

影
の
風
聞
を
既
に
盧
山
に
入
る
よ
り
前
（
ほ
ぼ
三
八
四
年
以
前
。
）
か
ら
耳
に
し
て
い
た
。
そ
し
て
盧
山
に
入
っ
て
後
、
實
際
に
佛
影

窟
を
訪
れ
た
こ
と
の
あ
る
「
厨
賓
縄
師
」
「
南
國
律
學
道
士
」
の
二
人
か
ら
、
當
該
遺
跡
に
關
す
る
詳
し
い
話
を
聞
い
た
の
で
あ
る
。
。

　
慧
遠
の

言

う
「
尉
賓
縄
師
」
は
、
義
煕
六
年
（
四
一
〇
）
頃
に
盧
山
に
至
っ
て
い
た
『
観
佛
三
昧
海
経
』
の
課
者
と
さ
れ
る
佛
陀
肢
陀

羅
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
。
『
観
佛
三
昧
海
経
』
は
成
立
に
疑
問
が
あ
り
、
中
國
、
中
央
ア
ジ
ア
で
の
撰
述
が
考
え
ら
れ
て
お
り
、
定
説

と
言
え
る
も
の
は
無
い
。
桑
山
正
進
氏
は
佛
影
説
話
の
箇
所
を
佛
陀
祓
陀
羅
が
挿
入
し
た
も
の
と
判
断
し
、
本
経
全
魑
に
つ
い
て
も
佛
陀

祓
陀
羅
の
編
集
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
と
し
、
か
つ
『
観
佛
三
昧
海
経
』
の
課
出
地
が
盧
山
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
て
い
る
o
。

成
立

の

問
題
は
と
も
か
く
と
し
て
、
い
ず
れ
に
せ
よ
佛
影
や
そ
れ
に
よ
る
観
佛
に
つ
い
て
、
慧
遠
が
佛
陀
祓
陀
羅
の
口
か
ら
聞
き
知
っ
て

い
た

で

あ
ろ
う
こ
と
は
、
塚
本
善
隆
氏
の
推
測
の
と
お
り
で
あ
る
U
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遠
聞
北
天
竺
有
佛
影
、
欣
感
交
懐
、
乃
背
山
臨
流
、
螢
築
寵
室
、
妙
算
書
工
、
淡
采
圖
爲
。
色
疑
。
積
空
、
望
似
輕
霧
、
暉
相
柄
曖
、

若
隠
而
顯
。
遂
傳
鴬
京
都
、
莫
不
嵯
歎
。
（
『
出
三
藏
記
集
』
巻
十
五
慧
遠
法
師
博
、
大
正
五
五
、
一
〇
九
下
）

遠
は
北
天
竺

に
佛
影
有
る
を
聞
き
、
欣
感
交
も
懐
き
、
乃
ち
山
を
背
に
し
て
流
れ
に
臨
み
、
寵
室
を
管
築
し
、
妙
算
の
書
工
、
淡
采



も
て
圖
爲
す
。
色
は
積
空
に
疑
へ
、

歎
せ
ざ
る
莫
し
。

望
は
輕
霧
に

似
、
暉
相
柄
曖
と
し
て
、
隠
る
る
が
若
く
し
て
顯
る
。
遂
に
京
都
に
傳
篤
し
、
嵯

　
佛
の
姿
が
そ
の
ま
ま
に
留
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
佛
影
は
、
観
佛
を
求
め
る
慧
遠
に
と
っ
て
大
き
な
吸
引
力
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

既
に

七
十
九
歳

と
な
っ
て
い
た
義
煕
八
年
（
四
一
二
）
五
月
、
盧
山
に
も
佛
影
を
描
い
た
寵
室
を
建
造
し
、
翌
年
に
は
自
ら
こ
れ
を
記
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

し
て
「
佛
影
銘
」
を
著
し
た
の
で
あ
る
o
。
ナ
ガ
ラ
ハ
ー
ラ
の
佛
影
窟
に
模
さ
れ
て
造
ら
れ
た
黙
か
ら
、
盧
山
の
「
寵
室
」
も
巌
壁
に
掘

ら
れ
た
石
窟
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
こ
ち
ら
の
佛
影
は
レ
リ
ー
フ
で
は
な
く
淡
彩
に
よ
る
檜
書
で
あ
る
。
石
窟
を
造
螢

し
て
そ
の
内
部
に
描
か
れ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
壁
書
と
考
え
る
の
が
妥
當
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
れ
は
ナ
ガ
ラ
ハ
ー
ラ
の
佛
影
の
如
き
不
特

定
多
敷
の
訪
れ
る
巡
禮
地
と
し
て
で
は
な
く
、
盧
山
内
部
の
人
々
の
た
め
に
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
後
述
の
よ
う
に
禮
拝
、
輝
観
の
場

と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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二

慧
遠

の

行
っ
て
い
た
念
佛
は
所
謂
観
念
念
佛
で
あ
り
、
後
世
の
稻
名
念
佛
と
は
異
な
り
、
輝
定
の
内
に
佛
の
姿
を
見
よ
う
と
す
る
も
の

で

あ
る
。
依
援
し
た
経
典
は
一
般
に
『
般
舟
三
昧
経
』
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
他
の
経
典
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
鳩



摩
羅
什

と
の
往
復
書
簡
を
ま
と
め
た
『
大
乗
大
義
章
』
。
に
お
い
て
、
念
佛
に
つ
い
て
問
う
際
自
ら
は
っ
き
り
と
「
般
舟
経
念
佛
章
」
と

稻

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
般
舟
三
昧
経
』
に
依
っ
て
い
た
こ
と
は
確
實
で
あ
る
。
。
こ
の
経
に
關
す
る
最
近
の
研
究
で
は
、
テ
キ
ス
ト
と

し
て
は
漢
課
四
本
と
チ
ベ
ッ
ト
課
が
現
存
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
後
漢
支
婁
迦
識
課
三
春
本
が
最
古
と
さ
れ
、
ま
た
阿
彌
陀
佛
信
仰
と

般
若
の
空
の

思
想
を
受
け
て
成
立
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
8
た
だ
し
『
般
舟
三
昧
経
』
や
前
述
の
『
観
佛
三
昧
海
経
』
に

依

る
と
は
い
え
、
必
ず
し
も
印
度
佛
教
に
お
け
る
瞑
想
法
と
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
。

　
そ

れ
で
は

以
下

で
、
慧
遠
の
観
佛
の
構
造
と
そ
の
中
で
の
圓
像
の
位
置
づ
け
を
、
「
佛
影
銘
」
を
中
心
に
彼
の
言
に
即
し
て
検
討
し
て

い

こ
う
。
ま
ず
「
念
佛
三
昧
詩
集
序
」
に
、

令
入
斯
定
者
、
昧
然
忘
知
、
即
所
縁
以
成
襲
、
襲
。
明
則
内
照
交
映
、
而
萬
像
生
焉
。
非
耳
目
之
所
至
、
而
聞
見
行
焉
。
（
『
廣
弘
明

集
』
巻
三
十
念
佛
三
昧
詩
集
序
、
大
正
五
二
、
三
五
一
中
）

斯
の
定
に

入
ら
し
む
る
者
は
、
昧
然
と
し
て
知
を
忘
れ
、
所
縁
に
即
き
て
以
て
襲
を
成
し
、
襲
明
か
な
れ
ば
則
ち
内
に
照
し
て
交
も

映

じ
、
而
し
て
萬
像
焉
に
生
ず
。
耳
目
の
至
る
所
に
非
ず
し
て
、
而
も
聞
見
行
は
る
。
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と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
観
佛
で
は
、
輝
定
に
入
る
こ
と
で
、
感
畳
器
官
に
よ
ら
ず
に
自
己
の
内
部
に
イ
メ
ー
ジ
が
得
ら
れ
る
Q
。
で

は
如
何
な
る
構
造
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
と
考
え
て
い
た
の
か
、
そ
れ
を
我
々
に
示
し
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
、
慧
遠
が
襲
し
た
観
佛
に
つ

い
て

の
疑
問
の
一
部
を
見
て
み
よ
う
。



遠
問
日
、
…
…
若
佛
同
夢
中
之
所
見
、
則
是
我
想
之
所
囑
。
想
相
專
則
成
定
、
定
則
見
佛
。
所
見
之
佛
、
不
自
外
來
、
我
亦
不
往
、

直
是
想
専
理
會
、
大
同
。
於
夢
了
。
疑
大
、
我
或
。
不
出
境
、
佛
不
來
、
而
云
何
有
解
、
解
其
安
從
乎
。
若
眞
感
外
臆
、
則
不
得
以
夢

爲
喩
。
（
『
大
乗
大
義
章
』
巻
中
次
問
念
佛
三
昧
井
答
、
『
慧
遠
研
究
』
三
四
頁
）

遠

問
ひ
て
曰
く
、
…
…
若
し
佛
夢
中
の
見
る
所
と
同
じ
け
れ
ば
、
則
ち
是
れ
我
が
想
の
囑
る
所
な
り
。
相
を
想
ふ
こ
と
專
な
れ
ば
則

ち
定
を
成
し
、
定
な
れ
ば
則
ち
佛
を
見
る
。
見
る
所
の
佛
、
外
自
り
來
ら
ず
、
我
も
亦
た
往
か
ず
、
直
だ
是
れ
想
ひ
専
に
し
て
理
會

す

る
の
み
に
し
て
、
大
ね
夢
に
同
じ
く
し
了
る
。
疑
ふ
こ
と
大
な
る
は
、
我
或
い
は
境
を
出
で
ず
、
佛
來
ら
ず
、
而
し
て
云
何
ぞ
解

有

ら
ん
、
解
は
其
れ
安
く
從
り
す
る
か
。
若
し
眞
に
感
じ
て
外
よ
り
慮
ぜ
ば
、
則
ち
夢
を
以
て
喩
へ
と
爲
す
を
得
ず
。

　
も
し
夢
と
同
じ
で
あ
り
、
佛
と
の
往
來
が
無
い
の
で
あ
れ
ば
、
定
中
に
現
れ
る
佛
は
自
己
の
想
念
が
作
り
出
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

で
は

「
解

（
さ
と
り
）
」
は
ど
こ
か
ら
得
ら
れ
る
の
か
。
外
部
か
ら
與
え
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
夢
を
喩
え
と
は
で
き
な
い
で
は
な
い
か
。

『
般
舟
三

昧
経
』
行
品
で
は
見
佛
が
夢
中
の
事
に
喩
え
ら
れ
、
畳
醒
時
に
見
え
な
け
れ
ば
夢
中
で
見
ら
れ
る
と
説
き
、
ま
た
佛
と
自
身
の

間
に
往
來
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
⑱
そ
れ
に
つ
い
て
慧
遠
は
鳩
摩
羅
什
に
質
問
を
投
げ
か
け
た
の
で
あ
る
8

　
さ
て
、
ま
ず
第
一
に
慧
遠
は
、
法
身
を
中
國
傳
統
の
概
念
で
あ
る
「
祠
」
的
な
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
自
己
の
外
側
に
あ
る
實
髄
的
な

存
在
の
如

く
捉
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
定
中
に
現
れ
る
佛
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
無
形
の
法
身
を
本
髄
と
し
て
生
じ
る
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
「
佛
影
銘
」
序
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
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法
身
之

運
物

也
、
不
物
物
而
兆
其
端
、
不
圖
終
而
會
其
成
、
理
玄
於
萬
化
之
表
、
藪
絶
乎
無
名
者
也
。
若
乃
語
其
笙
寄
、
則
道
無
不

在
。
是
故
如
來
或
晦
先
跡
以
崇
基
、
或
顯
生
塗
而
定
髄
、
或
猫
登
於
莫
尋
之
境
、
或
相
待
於
既
有
之
場
。
猫
襲
類
乎
形
、
相
待
類
乎

影
。
（
佛
影
銘
序
）

　
　
　
　
　
め
ぐ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

法
身

の
物

を
運
ら
す
や
、
物
に
物
と
せ
ら
れ
ず
し
て
。
其
の
端
を
兆
し
、
終
を
圖
ら
ず
し
て
其
の
成
に
會
し
、
理
は
萬
化
の
表
に
玄

に

し
て
、
数
は
無
名
に
絶
す
る
者
な
り
。
若
し
乃
ち
其
の
笙
寄
を
語
れ
ば
、
則
ち
道
は
在
ら
ざ
る
無
し
。
是
の
故
に
如
來
は
、
或
い

は

先
跡
を
晦
ま
せ
て
以
て
基
を
崇
く
し
、
或
い
は
生
塗
に
顯
れ
て
髄
を
定
め
、
或
い
は
猫
り
尋
ぬ
る
莫
き
の
境
に
獲
し
、
或
い
は
相

ひ
既
有
の
場
に
待
つ
。
濁
襲
は
形
に
類
し
、
相
待
は
影
に
類
す
。

　
「
運
物
」
以
下
は
、
そ
れ
自
髄
は
物
で
は
な
い
超
越
者
が
萬
物
を
動
か
し
、
生
成
愛
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
表
現
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
法
身
は
造
化
を
宰
ど
る
神
に
等
し
い
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
修
行
者
に
封
し
て
現
わ
さ
れ
る
「
笙
寄
（
悟

り
へ
の
手
だ
て
と
し
て
寄
せ
ら
れ
る
も
の
）
」
に
つ
い
て
言
う
と
、
そ
れ
は
「
道
は
在
ら
ざ
る
無
し
」
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
場
に
遍
在
し

て

い

る
。
そ
こ
で
如
來
は
、
人
知
を
超
え
た
領
域
に
姿
を
く
ら
ま
せ
る
時
も
あ
る
が
、
衆
生
の
前
に
一
定
の
形
象
で
も
っ
て
現
れ
も
す
る

の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
超
越
的
存
在
と
し
て
不
可
知
な
法
身
が
「
形
」
、
つ
ま
り
本
髄
で
あ
る
と
す
る
と
、
一
定
の
形
象
に
よ
る
物
質
世

界
へ
の
現
れ
は
、
そ
こ
か
ら
映
し
出
さ
れ
た
「
影
」
に
相
當
す
る
の
で
あ
る
。

　

「
佛
影
銘
」
序
に
お
け
る
慧
遠
の
法
身
概
念
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
先
立
つ
こ
と
約
五
年
、
『
大
乗
大
義
章
』
に
見
ら
れ
る
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よ
う
に
、
慧
遠
は
法
身
に
關
す
る
疑
問
黙
を
繰
り
返
し
鳩
摩
羅
什
に
問
い
か
け
て
お
り
、
法
身
の
理
解
は
彼
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
で
あ

つ

た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
横
超
慧
日
氏
「
大
乗
大
義
章
に
お
け
る
法
身
説
」
に
詳
し
い
卵
横
超
氏
は
、
慧
遠
に
は
法
身
に
つ
い
て
の
定

見
が

無

く
、
ま
た
鳩
摩
羅
什
の
説
く
法
身
説
も
完
全
に
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
9
こ
の
様
な
慧
遠
の
神
的

法
身
観

は
、
「
明
佛
論
」
に
「
生
無
け
れ
ば
則
ち
身
無
く
、
身
無
く
し
て
祠
有
る
は
、
法
身
の
謂
ひ
な
り
」
⑬
と
あ
る
よ
う
に
、
宗
柄
に
も

共
通
す

る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
中
西
久
味
氏
も
「
明
佛
論
」
に
見
え
る
法
身
に
つ
い
て
「
天
地
造
化
の
「
神
」
を
法
身
に
比
擬
し
、
現
實

の

個
々
の
精
祠
を
そ
の
歓
如
態
と
」
し
、
さ
ら
に
自
身
の
解
脱
の
問
題
と
關
わ
っ
て
、
「
清
昇
の
極
に
肉
身
を
離
脱
し
て
猫
自
に
存
在
す

る
「
祠
」
が
法
身
で
あ
る
と
論
断
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
9

　
ま
た
、
問
の
中
に
言
わ
れ
る
「
眞
に
感
じ
て
外
よ
り
雁
ず
る
」
と
い
う
關
係
性
、
感
雁
と
い
う
二
者
間
の
作
用
は
、
彼
ら
が
自
身
と
佛

と
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
際
の
基
調
で
あ
っ
た
。
「
佛
影
銘
」
で
は
、

77

化
不
以
方
、
唯
其
所
感
o
、
慈
不
以
縁
q
冥
⑬
懐
自
得
。
（
佛
影
銘
序
）

化
は
方

を
以
て
せ
ず
、
唯
だ
其
の
感
ず
る
所
の
み
、
慈
は
縁
を
以
て
せ
ず
、

冥
懐
し
て
自
得
す
。

と
言
わ
れ
、
ま
た
「
感
徹
す
れ
ば
乃
ち
慮
じ
、
相
く
こ
と
誠
な
れ
ば
響
を
登
す
」
（
佛
影
銘
其
二
）
⑬
と
も
す
る
よ
う
に
、
慧
遠
は
、
修
行

者
が

外
在
す

る
佛
へ
と
「
感
」
ず
る
こ
と
が
内
部
の
イ
メ
ー
ジ
を
引
き
起
こ
す
と
捉
え
て
い
た
。
門
徒
の
一
人
で
あ
る
劉
遺
民
（
三
五
二

ー
四
一
〇
）
も
、
「
蓋
し
祠
な
る
者
は
感
を
以
て
渉
る
べ
く
し
て
、
　
を
以
て
求
む
べ
か
ら
ず
。
必
ず
之
に
感
ず
る
に
物
有
れ
ば
、
則
ち



幽
路

も
題
尺
に
し
て
、
荷
し
く
も
之
を
求
む
る
に
主
無
く
ん
ば
、
則
ち
砂
荘
と
し
て
何
ぞ
津
ら
ん
」
o
と
い
う
よ
う
に
、
精
祠
に
よ
る
働

き
か
け
に
よ
っ
て
こ
そ
「
神
（
法
身
）
」
に
通
じ
う
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
宗
柄
に
も
受
け
纏
が
れ
て
い
き
、
例
え
ば
「
明
佛
論
」
の

精
祠
の
優
越
性
を
説
く
文
脈
の
中
で
「
論
に
日
く
、
群
生
は
皆
な
精
祠
を
以
て
主
と
爲
す
、
故
に
玄
極
の
璽
に
於
い
て
は
、
威
な
理
有
り

て

以
て

感
ず
」
o
と
語
ら
れ
る
。

　
彼
ら
の
観
佛
に
お
い
て
は
、
ま
ず
外
部
に
無
形
の
法
身
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
に
封
し
て
彼
ら
が
精
神
に
よ
っ
て
働
き
か
け
る
。
そ

の
働

き
か
け
に
法
身
が
慮
じ
て
、
修
行
者
（
観
者
）
の
内
部
に
イ
メ
ー
ジ
が
得
ら
れ
る
。
つ
ま
り
感
慮
に
よ
っ
て
内
外
が
つ
な
が
り
、
無

形
の
本
鵠
か
ら
、
有
形
で
あ
る
イ
メ
ー
ジ
が
観
者
に
與
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
で
捉
え
た
場
合
、
イ
メ
ー
ジ
の
源
と
現

れ

を
自
己
の
内
部
の
み
に
完
結
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
経
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
と
矛
盾
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
上
述
の
疑
問
が
抱
か
れ

た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
が

基
本
的
な
観
佛
の
構
圖
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
「
佛
影
銘
」
の
前
の
引
用
に
績
け
て
、
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推
夫
冥
寄
、
爲
有
待
耶
、
爲
無
待
耶
。
自
我
而
観
、
則
有
間
於
無
間
　
。
求
之
法
身
、
原
無
二
統
、
形
影
之
分
、
執
際
之
哉
。
而
今

之

聞
道
者
、
成
基
聖
艘
於
瞭
代
之
外
、
不
悟
璽
慮
之
在
菰
、
徒
知
圓
化
之
非
形
、
而
動
止
方
其
跡
、
量
不
証
哉
。
（
佛
影
銘
序
）

夫

の
冥
寄

を
推
せ
ば
、
爲
た
待
つ
こ
と
有
る
や
、
爲
た
待
つ
こ
と
無
き
や
。
我
自
り
し
て
観
れ
ば
、
則
ち
間
無
き
を
間
つ
る
こ
と
有

り
。
之
を
法
身
に
求
む
れ
ば
、
原
よ
り
二
統
無
く
、
形
影
の
分
、
敦
れ
か
之
を
際
せ
ん
や
。
而
る
に
今
の
道
を
聞
く
者
、
成
な
聖
髄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら

を
噴
代
の
外
に
墓
し
、
璽
慮
の
菰
に
在
る
を
悟
ら
ず
、
徒
だ
圓
化
の
形
に
非
ざ
る
を
知
る
の
み
、
而
し
て
動
止
其
の
跡
に
方
ふ
は
、



豊

に
評
ひ
ざ
ら
ん
や
。

と
あ
る
。
前
の
「
笙
寄
」
が
「
影
」
と
す
る
と
、
「
冥
寄
」
は
「
形
ー
影
」
と
い
う
構
造
を
超
え
た
現
れ
を
指
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
「
冥

寄
」
に
つ
い
て
の
推
究
か
ら
は
、
「
形
」
と
「
影
」
と
い
う
二
者
の
匝
別
は
、
「
我
」
の
側
の
認
識
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
根
本
で
あ
る
法

身
の
超
越
的
立

場
か
ら
す
れ
ば
一
で
あ
る
、
と
い
う
論
が
導
か
れ
て
い
る
。
「
形
」
と
「
影
」
、
無
形
の
本
髄
と
有
形
の
現
れ
と
い
う
観
者

の
認
識
が

否
定

さ
れ
、
雨
者
は
一
髄
の
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
佛
影
が
佛
の
姿
そ
の
ま
ま
で
、
「
形
」
も
「
影
」

も
な
い
、
と
い
う
所
か
ら
襲
さ
れ
た
論
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
「
菰
に
在
る
」
現
れ
を
悟
ろ
う
と
し
な
い
、
つ
ま

り
軍
な
る
「
影
」
と
し
て
認
識
し
、
そ
の
本
髄
ば
か
り
を
求
め
る
修
行
者
の
在
り
方
に
封
し
て
、
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
g

　
さ
て
、
ナ
ガ
ラ
ハ
ー
ラ
の
佛
影
に
つ
い
て
は
銘
第
二
首
で
、
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淡
虚
寓
容
、
佛
空
傳
像
。
相
具
髄
微
、
沖
⑬
姿
自
朗
。
（
佛
影
銘
其
二
）

淡
虚

と
し
て
容
を
爲
し
、
空
を
沸
ひ
て
像
を
傳
ふ
。
相
は
具
は
り
髄
は
微
、

沖
姿
自
ら
朗
た
り
。

と
詠
わ
れ
て
い
る
が
、
慧
遠
は
佛
影
の
存
在
か
ら
次
の
よ
う
な
確
謹
を
得
た
と
し
て
い
る
。

験
祠
道
無
方
、
鰯
像
而
寄
、
百
慮
所
會
、
非
一
時
之
感
。
（
佛
影
銘
序
）



　
　
　
　
　
　
ゆ

祠
道
に
方
無
く
“
、
像
に
鯛
れ
て
寄
り
、
百
慮
の
會
す
る
所
に
し
て
、
一
時
の
感
に
非
ざ
る
を
験
す
。

　

「
祠
道
」
は
法
身
の
璽
妙
な
働
き
を
指
し
て
お
り
、
宗
柄
「
明
佛
論
」
で
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
語
で
、
例
え
ば
「
神
道
の
感
は
、

即

ち
佛
の
感
な
り
」
臼
と
あ
る
。
法
身
の
働
き
は
「
無
方
」
、
す
な
わ
ち
無
限
定
で
、
如
何
な
る
現
れ
方
を
も
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

様
々
な
形
象
の
中
に
寄
託
さ
れ
う
る
。
そ
れ
は
修
行
者
た
ち
の
「
百
慮
（
様
々
な
思
い
）
」
の
働
き
か
け
に
慮
じ
て
寄
せ
ら
れ
る
も
の
で
、

「

一
時
」
に
限
ら
れ
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ

こ
に
は
佛
影
の
、
姿
が
壁
に
残
さ
れ
後
々
ま
で
説
法
を
行
っ
た
、
と
い
う
性
格
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
外

在
の
形
象
と
し
て
時
間
的
幅
を
も
っ
て
定
着
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
法
身
が
寄
せ
ら
れ
る
形
象
は
、
定
中
に
お
い
て
見
ら
れ

る
内
在
の
形
象
の
み
な
ら
ず
、
佛
影
と
い
う
外
在
の
形
象
の
場
合
も
あ
る
。
そ
し
て
壁
に
定
着
さ
れ
た
形
象
は
、
後
の
世
ま
で
残
さ
れ
、

多
く
の
観
者
か
ら
の
働
き
か
け
に
雁
じ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
以
上

を
ま
と
め
る
と
、
佛
影
と
い
う
も
の
の
存
在
に
よ
っ
て
、
法
身
か
ら
の
現
れ
は
内
外
に
同
時
に
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で

本
髄
、
内
在
、
外
在
と
い
う
三
者
に
よ
る
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
の
構
圖
が
出
來
上
が
る
。
さ
ら
に
、
「
形
ー
影
」
と
い
う
観
者
の
側
か
ら
の

認
識
は

否
定

さ
れ
て
い
た
。
從
っ
て
佛
影
も
、
定
中
で
の
現
れ
も
、
と
も
に
無
形
の
本
髄
で
あ
る
法
身
と
一
髄
の
も
の
と
見
な
さ
れ
、
究

極
的
に
は
三
者
は
蹄
一
す
る
の
で
あ
る
。

　
で
は

次
に
盧
山
に
描
か
れ
た
佛
影
へ
と
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
盧
山
の
佛
影
は
彼
ら
の
修
行
に
お
い
て
、
他
の
佛
像
と
同
じ
よ
う
に
、

三
昧

の
境
地
を
得
る
た
め
の
一
助
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
仲
。
佛
影
を
描
く
様
子
を
詠
っ
た
の
は
銘
の
第
四
首
で
あ
る
。
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妙
養
毫

端
、
運
微
輕
素
。
託
采
虚
凝
、
殆
映
雷
ぷ
霧
。
　
以
像
眞
や
理
深
其
趣
。
…
…
髪
髪
鏡
祠
儀
、
依
稀
若
眞
遇
。
（
佛
影
銘
其

四
）妙

は
毫
端
に

蓋

き
、
運
は
輕
素
よ
り
も
微
な
り
。
采
り
を
虚
凝
に
託
し
、
映
を
雷
霧
に
殆
く
す
。
　
以
て
眞
を
像
り
、
理
は
其
の
趣

に

深

し
。
…
…
髪
髪
と
し
て
祠
儀
を
鏡
み
れ
ば
、
依
稀
と
し
て
眞
に
遇
ふ
が
若
し
。

　
妙

な
る
輕
や
か
な
運
筆
と
淡
い
色
合
い
で
描
か
れ
た
佛
影
は
句
佛
の
眞
の
姿
を
篤
し
と
っ
て
お
り
、
理
も
そ
の
内
に
深
々
と
込
め
ら

れ
て

い

る
。
璽
妙
な
佛
の
絶
姿
を
見
て
い
る
と
、
ま
る
で
本
當
に
相
封
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
盧
山
の
佛
影
に
つ
い
て
は
、
本
の

佛
影
に

準
ず

る
も
の
と
し
て
「
眞
」
と
の
類
似
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
の
第
五
首
で
、
佛
影
に
封
す
る
様
が
次
の
よ
う
に
詠

わ

れ
る
。

・ 8豆・

銘
之

圖
之
、
局
螢
易
求
。
神
之
聴
之
、
窒
爾
所
修
。
庶
藪
塵
軌
、
映
彼
玄
流
。
漱
情
霞
沼
、
飲
和
至
柔
。
照
虚
慮
簡
、
智
落
乃
周
。

深
懐
冥
託
、
宵
想
祠
遊
。
畢
命
一
封
、
長
謝
百
憂
。
（
佛
影
銘
其
五
）

之

を
銘
し
之
を
圖
し
て
、
局
を
か
管
み
易
を
か
求
む
る
。
神
の
之
を
聴
き
て
、
爾
の
修
む
る
所
を
竪
み
ん
。
庶
は
く
は
菰
の
塵
軌
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
つ

彼
の

玄
流
に
映
じ
、
情
を
璽
沼
に
漱
ぎ
、
和
を
至
柔
に
飲
ま
ん
。
照
ら
す
こ
と
虚
に
し
て
慮
ず
る
こ
と
簡
な
れ
ば
、
智
落
み
て
乃
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く

周

し
。
深
懐
は
冥
託
し
、
宵
想
は
神
遊
す
。
命
を
畢
し
て
一
に
封
へ
ば
、
長
く
百
憂
に
謝
せ
ん
。



　
書

と
銘
を
作
っ
た
の
は
、
佛
が
そ
れ
を
聴
き
、
修
行
者
の
行
い
に
目
を
と
め
て
く
れ
る
こ
と
を
求
め
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
佛
影
を

描

く
と
い
う
行
爲
自
髄
、
佛
に
封
す
る
一
つ
の
働
き
か
け
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。
「
塵
軌
」
は
俗
世
間
で
の
修
行
者
の
行
い

を
指
す
。
そ
れ
が
「
彼
の
玄
流
」
、
水
の
流
れ
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
佛
の
世
界
へ
と
通
じ
、
そ
こ
で
心
を
洗
い
清
め
、
「
至
柔
」
な
る
佛
の

教

え
を
受
け
る
こ
と
が
願
わ
れ
て
い
る
。
「
照
ら
す
こ
と
虚
に
し
て
慮
ず
る
こ
と
簡
な
れ
ば
、
智
落
み
て
乃
ち
周
し
」
は
佛
か
ら
の
感
化

が

衆
生

に
遍
く
行
き
渡
る
様
を
表
し
て
い
る
。
「
深
懐
冥
託
」
と
「
宵
想
祠
遊
」
は
各
々
『
般
舟
三
昧
経
』
の
畳
醒
時
、
及
び
夢
中
に
お

け
る
見
佛
に
比
し
た
表
現
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
佛
を
見
、
教
え
を
受
け
、
諸
々
の
憂
患
を
と
り
は
ら
う
手
だ

て

と
し
て
、
佛
影
に
向
か
い
あ
う
こ
と
が
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
佛
影
は
法
身
と
の
感
慮
を
引
き
起
こ
し
て
色
身
を
得
る
た
め

の
端
緒

と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
に

慧
遠
の
観
佛
の
構
造
、
及
び
佛
影
、
盧
山
の
佛
影
が
観
佛
に
お
い
て
如
何
な
る
位
置
に
あ
る
か
を
見
て
き
た
。
次
に
宗
柄
と
佛

影
、
そ
し
て
彼
の
観
佛
と
山
水
の
關
連
の
検
討
へ
と
歩
を
進
め
る
。
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三

宗
嫡
が

盧
山
に
入
り
慧
遠
の
も
と
で
學
ん
だ
の
は
義
煕
八
年
（
四
一
二
）
九
月
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

す

な
わ
ち
佛
影
書
造
管
以
後
の
こ
と
で
あ
る
6



下

入
盧
山
、
就
鐸
慧
遠
考
尋
文
義
。
兄
戚
爲
南
平
太
守
、
逼
與
倶
還
、
乃
於
江
陵
三
湖
立
宅
、
閑
居
無
事
。
（
『
宋
書
』
隠
逸
宗
柄
傳
）

下

り
て
盧
山
に
入
り
、
稗
慧
遠
に
就
き
て
文
義
を
考
尋
す
。
兄
戚
は
南
平
太
守
と
爲
り
、
與
に
倶
に
還
ら
ん
こ
と
を
逼
り
、
乃
ち
江

陵
の
三
湖
に
於
い
て
宅
を
立
て
、
閑
居
し
て
事
無
し
。

　

「
明
佛
論
」
に
「
昔
遠
和
上
業
を
盧
山
に
澄
ま
せ
、
余
往
き
て
憩
ふ
こ
と
五
旬
」
臼
と
言
う
よ
う
に
、
こ
の
時
の
滞
在
期
間
は
僅
か
五

十

日
に
過
ぎ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
間
に
は
慧
遠
に
就
い
て
學
問
的
な
教
え
を
受
け
た
の
み
な
ら
ず
、
慧
遠
や
同
志
ら
と
と
も
に

観
佛
の

修
行

を
し
、
時
に
佛
影
に
向
か
い
禮
拝
、
坐
輝
を
し
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
建
康
へ
と
博
寓
さ
れ
人
々
の
嘆
賞
を
さ
そ
っ
た
佛
影

の

風
聞
は
宗
柄
の
も
と
に
も
届
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
こ
と
が
彼
の
盧
山
入
り
を
促
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
「
明
佛
論
」
に
は
「
今

影
骨
歯

髪
、
遺
器
鹸
武
の
、
猶
ほ
本
國
に
光
る
は
、
此
れ
亦
た
道
の
讃
な
り
」
“
と
ナ
ガ
ラ
ハ
ー
ラ
の
佛
影
へ
の
言
及
が
あ
り
㎏
陳
舜
愈

『
盧

山
記
』
巻
一
佛
影
毫
の
條
に
は
、
佛
影
に
封
し
て
銘
讃
を
賦
し
た
人
士
の
内
の
一
人
と
し
て
、
宗
柄
の
名
も
敷
え
ら
れ
て
い
る
6
。

　
江
陵
に
隠
棲
し
た
後
、
宗
柄
が
晩
年
に
至
る
ま
で
修
行
を
績
け
て
い
た
こ
と
は
、
元
嘉
十
年
（
四
三
三
）
頃
に
何
承
天
か
ら
送
ら
れ
た

書
簡
で

「
近

ご
ろ
賢
從
中
朗
の
書
を
得
る
に
、
足
下
は
西
方
の
法
事
に
勤
む
と
説
く
」
6
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。
「
明
佛

論
」
の
中
で
の
、
佛
な
ど
存
在
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
に
封
す
る
次
の
答
え
に
も
、
彼
の
日
頃
の
修
行
が
反
映
さ
れ
て
い
る

で
あ
ろ
う
。
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夫
志
之
篤
也
、
則
想
之
而
見
、
告
之
斯
聞
　
。
…
…
則
可
以
信
夫
潔
想
思
感
、
観
無
量
壽
佛
、
越
境
百
億
、
超
至
無
功
。
何
云
大
空

無
別
哉
。
（
『
弘
明
集
』
巻
二
明
佛
論
、
大
正
五
二
、
一
四
上
）

夫
れ
志
の

篤
き
や
、
則
ち
之
を
想
ひ
て
見
、
之
に
告
げ
て
斯
ち
聞
か
る
。
…
…
則
ち
以
て
夫
の
想
ひ
を
潔
く
し
て
感
を
思
ひ
、
無
量

壽
佛
を
賭
れ
ば
、
百
億
に
越
境
し
、
無
功
に
超
至
す
る
こ
と
を
信
ず
べ
し
。
何
ぞ
大
空
別
無
し
と
云
は
ん
や
。

　

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
孫
の
宗
測
（
？
1
四
九
五
）
に
關
し
て
、
江
陵
の
奮
宅
永
業
寺
、
す
な
わ
ち
宗
家
の
邸
を
改
め
て
成
っ
た
寺

院
に
、
盧
山
と
は
ま
た
別
に
佛
影
が
造
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
宗
測
が
檜
を
描
い
た
と
い
う
記
事
が
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。

宗

測
字
敬
微
、
南
陽
人
、
宋
徴
士
柄
孫
也
。
世
居
江
陵
。
…
…
欲
遊
名
山
、
乃
篤
祖
柄
所
書
尚
子
平
圖
於
壁
上
。
…
…
子
孫
拝
辞
悲

泣
、
測
長
繍
不
視
、
遂
往
盧
山
、
止
祖
柄
奮
宅
。
…
…
測
送
弟
喪
還
西
、
仇
留
奮
宅
永
業
寺
、
絶
賓
友
、
唯
與
同
志
庚
易
、
劉
蛆
、

宗
人
尚
之
等
往
來
講
説
。
…
…
測
善
董
、
自
圓
院
籍
遇
蘇
門
於
行
障
上
、
坐
臥
封
之
、
又
書
永
業
佛
影
毫
。
皆
爲
妙
作
。
（
『
南
齊
書
』

高
逸
宗
測
傳
）

宗
測
字
敬
微
、
南
陽
の
人
、
宋
の
徴
士
柄
の
孫
な
り
。
世
よ
江
陵
に
居
る
。
・
…
：
名
山
に
遊
ば
ん
と
欲
し
、
乃
ち
祖
柄
董
く
所
の
尚

子
平
圖

を
壁
上
に
蔦
す
。
…
…
子
孫
舞
辞
し
て
悲
泣
す
る
も
、
測
は
長
哺
し
て
視
ず
、
遂
に
盧
山
に
往
き
、
祖
柄
の
奮
宅
に
止
ま
る
。

…
…
測
は
弟
の
喪
を
送
り
て
西
に
還
り
、
仇
り
て
奮
宅
の
永
業
寺
に
留
ま
り
、
賓
友
を
絶
ち
、
唯
だ
同
志
の
庚
易
、
劉
蛆
、
宗
人
の

尚
之
等
と
往
來
講
説
す
。
…
…
測
書
を
善
く
し
、
自
ら
院
籍
の
蘇
門
に
遇
ふ
こ
と
を
行
障
の
上
に
圖
し
、
坐
臥
之
に
封
ひ
、
又
た
永

業
の
佛
影
毫
に
圭
且
く
。
皆
な
妙
作
爲
り
。
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宗
測
の
人
生
の

軌
跡
は
常
に
祖
父
宗
柄
の
後
を
追
っ
て
い
る
。
祖
父
と
同
じ
く
後
漢
の
隠
者
向
長
（
尚
子
平
）
を
慕
い
、
名
山
に
遊
び
、

音
樂

と
書
を
善
く
し
た
人
で
あ
っ
た
。
晩
年
に
彼
が
家
族
を
残
し
て
一
人
盧
山
へ
赴
い
た
の
も
．
、
祖
父
の
行
跡
に
導
か
れ
て
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
こ
に
「
祖
柄
奮
宅
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
宗
姻
が
江
陵
隠
棲
後
も
折
に
鯛
れ
て
盧
山
に
滞
在
し
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
後
に

宗
測

が
盧
山
を
訪
れ
た
際
に
も
、
や
は
り
慧
遠
創
建
の
佛
影
窟
を
訪
れ
た
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
に
名
の
見
え
る
劉
蛆
（
四
三
八
－
四
九
五
）
は
、
も
と
よ
り
そ
の
佛
教
理
解
の
深
さ
か
ら
薫
子
良
の
招
き
を
受
け
た
ほ
ど
の
高
名

な
居
士
で
あ
り
、
『
法
華
経
』
の
注
鐸
書
作
成
や
講
義
を
も
行
っ
た
人
で
あ
る
㊦
撫
尾
正
信
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
宗
測
と
庚
易
、
劉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

蛆
、
宗
尚
之
ら
と
の
永
業
寺
に
お
け
る
交
遊
は
、
佛
教
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
6
ま
た
宗
煩
と
宗
測
ら
孫
世
代

の

中
間
に
當
た
り
、
雨
者
と
深
い
交
わ
り
を
結
ん
だ
人
と
し
て
、
江
陵
の
竹
林
寺
で
修
學
し
た
僧
慧
（
四
〇
八
－
四
八
六
）
が
畢
げ
ら
れ

る
。
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慧
少

出
家
、
止
荊
州
竹
林
寺
、
事
曇
順
爲
師
。
順
盧
山
慧
遠
弟
子
、
素
有
高
晋
。
慧
伏
膚
以
後
、
専
心
義
學
、
至
年
二
十
五
、
能
講

浬
繋
、
法
華
、
十
住
、
浮
名
、
雑
心
等
。
性
強
記
、
不
煩
都
講
、
而
文
句
辮
折
、
宣
暢
如
流
。
又
善
荘
老
、
爲
西
學
所
師
。
與
高
士

南
陽
宗
柄
、
劉
軋
等
拉
皆
友
善
。
柄
毎
歎
日
、
西
夏
法
輪
不
絶
者
、
其
在
慧
公
乎
。
（
『
高
僧
傳
』
巻
八
僧
慧
傳
、
大
正
五
〇
、
三
七

八
中
）

慧
は
少

き
よ
り
出
家
し
、
荊
州
の
竹
林
寺
に
止
ま
り
、
曇
順
に
事
へ
て
師
と
爲
す
。
順
は
盧
山
慧
遠
の
弟
子
に
し
て
、
素
よ
り
高
警



有
り
。
慧
は
伏
膚
し
て
以
後
、
義
學
に
専
心
し
、
年
二
十
五
に
至
り
て
、
能
く
浬
磐
、
法
華
、
十
住
、
浮
名
、
雑
心
等
を
講
ず
。
性

強

記
に

し
て
、
都
講
を
煩
は
さ
ず
、
而
し
て
文
句
辮
折
し
、
宣
暢
す
る
こ
と
流
る
る
が
如
し
。
又
た
荘
老
を
善
く
し
、
西
學
の
師
と

す

る
所
と
爲
る
。
高
士
の
南
陽
の
宗
柄
、
劉
軋
等
と
拉
び
に
皆
な
友
と
し
て
善
し
。
柄
毎
に
歎
じ
て
日
く
、
西
夏
の
法
輪
絶
へ
ざ
る

者

は
、
其
れ
慧
公
に
在
る
か
、
と
。

　
僧
慧
は
慧
遠
、
曇
順
の
學
統
に
列
な
り
、
若
年
よ
り
義
學
に
優
れ
た
僧
侶
と
し
て
才
能
を
襲
揮
し
、
後
に
は
荊
州
僧
主
に
任
ぜ
ら
れ
、

玄

暢

（
四
一
六
－
四
八
四
）
と
拉
び
稻
さ
れ
た
人
で
あ
る
。
「
西
學
」
、
及
び
宗
柄
の
言
う
「
西
夏
の
法
輪
」
が
、
荊
州
、
と
り
わ
け
江
陵

周
邊
の
佛
教
學
を
指
し
て
お
り
、
江
陵
を
建
康
に
封
置
し
て
、
そ
の
猫
自
の
債
値
を
稻
揚
せ
ん
と
の
意
味
を
持
つ
こ
と
は
、
同
じ
く
『
高

僧

傳
』
巻
八
、
劉
宋
末
か
ら
梁
初
に
か
け
て
江
陵
で
活
躍
し
た
慧
球
（
四
三
一
ー
五
〇
四
）
の
博
に
「
西
夏
の
義
僧
を
し
て
京
邑
と
抗
衡

す

る
を
得
し
む
る
者
は
、
球
の
力
な
り
」
6
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
棲
な
掲
自
の
佛
教
學
を
醐
醸
し
た
場
の

一
と
し
て
、
永
業
寺
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
か
か
る
江
陵
の
知
識
人
ら
の
佛
教
的
交
遊
の
場
と
な
っ
て
い
た
永
業
寺
に
も
、
佛
影
を
描
い
た
毫
が
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
そ

れ
が

盧

山
の
佛
影
に
倣
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
論
を
侯
た
な
い
。
曹
宅
永
業
寺
と
は
、
宗
柄
が
三
湖
に
建
て
た
隠
棲
所
を
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

め

た

も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
6
、
宗
測
傳
の
「
永
業
の
佛
影
書
に
書
く
」
と
い
う
表
現
は
、
こ
の
頃
に
宗
測
が
佛
影
書
を
造
螢
し
た

わ

け
で
は
な
く
、
以
前
か
ら
既
に
存
在
し
て
い
た
よ
う
に
受
け
取
れ
る
。
ま
た
宗
測
が
何
を
描
い
た
の
か
も
明
か
で
は
な
い
。
こ
こ
か
ら

推
す

と
、
永
業
寺
佛
影
皇
は
、
ご
く
短
期
間
で
盧
山
を
去
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
宗
柄
が
、
自
身
の
修
行
の
場
と
す
る
た
め
に
造
管
し
た
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も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
可
能
性
が
浮
か
ん
で
く
る
。
晩
年
ま
で
修
行
や
學
問
上
の
論
事
を
行
っ
て
い
た
人
で
あ
り
、
慧
遠
と
直
接
の

師
弟
關
係
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
宗
柄
に
よ
り
強
い
モ
チ
ヴ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
寺
院
へ
の
改
愛
や
書
の
造
管
が

宗
柄
に

よ
つ
て
行
わ
れ
た
と
の
推
測
は
十
分
に
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。
宗
測
が
佛
影
毫
に
描
い
た
と
い
う
檜
も
、
祖
父
の
向
長
の
書
を
鳴

し
た
よ
う
に
、
或
い
は
宗
柄
の
書
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

四

　
で
は

次
に
宗
柄
に
お
け
る
観
佛
と
山
水
の
關
わ
り
を
考
え
て
み
よ
う
。
「
書
山
水
序
」
に
お
け
る
山
水
は
、
「
山
水
に
至
り
て
は
、
質
は

有
に

し
て
趣
は
璽
」
、
「
山
水
は
形
を
以
て
道
に
媚
し
、
而
し
て
仁
者
樂
し
む
」
、
「
嵩
華
の
秀
、
玄
牝
の
霞
」
6
と
言
う
よ
う
に
、
形
而
下

の
物
質

的
存
在
で
あ
り
つ
つ
、
道
に
近
い
璽
性
を
備
え
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
山
水
に
棘
の
存
在
を
認
め
て
い
た
こ
と
は
「
明
佛

論
」
の
次
の
一
節
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

一 87一

夫
五
岳
四
漬
謂
無
璽
也
、
則
未
可
断
　
。
若
許
其
神
、
則
岳
唯
積
土
之
多
、
漬
唯
積
水
而
已
　
。
得
一
之
霞
、
何
生
水
土
之
侮
哉
。

而

感
託
巖

流
、
粛
成
一
髄
。
設
使
山
崩
川
端
、
必
不
與
水
土
倶
亡
　
。
神
非
形
作
、
合
而
不
滅
。
人
亦
然
突
。
祠
也
者
、
妙
萬
物
而

爲
言
　
。
若
資
形
以
造
、
随
形
以
滅
、
則
以
形
爲
本
。
何
妙
以
言
乎
。
（
『
弘
明
集
』
巻
二
明
佛
論
、
大
正
五
二
、
一
〇
上
）



夫
れ
五
岳
四
漬
の
霞
無
し
と
謂
ふ
や
、
則
ち
未
だ
断
ず
べ
か
ら
ず
。
若
し
其
の
祠
を
許
さ
ば
、
則
ち
岳
は
唯
だ
積
土
の
多
の
み
、
漬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
　
と

は

唯
だ
積
水
の
み
な
り
。
得
一
の
璽
6
、
何
ぞ
水
土
の
侮
に
生
ぜ
ん
や
。
而
し
て
感
じ
て
巖
流
に
託
し
、
粛
と
し
て
一
膿
を
成
す
。
設
使

ひ
山
崩
れ
川
掲
く
る
も
、
必
ず
や
水
土
と
倶
に
亡
び
ず
。
神
は
形
の
作
に
非
ず
、
合
し
て
滅
せ
ず
。
人
も
亦
た
然
り
。
神
な
る
者
は
、

萬
物
に
妙
に
し
て
言
を
爲
す
6
。
若
し
形
に
資
り
て
以
て
造
り
、
形
に
随
ひ
て
以
て
滅
せ
ば
、
則
ち
形
を
以
て
本
と
爲
す
。
何
の
妙

か
以
て

言
は
ん
や
。

　

こ
れ
は
人
間
の
精
祠
が
肉
髄
と
は
連
動
せ
ず
、
精
神
は
肉
艘
を
襲
生
源
と
し
な
い
こ
と
を
、
山
水
を
例
に
と
り
論
じ
る
部
分
で
あ
る
。

山
水
の
神
を
比
喩
と
し
て
假
定
的
に
表
現
し
て
い
る
が
、
人
間
の
精
祠
の
存
在
は
自
明
で
あ
り
、
最
終
的
に
不
滅
性
と
い
う
黙
で
雨
者
を

イ
コ
ー
ル
で
結
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
山
水
の
神
の
存
在
を
も
自
明
と
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
で
は

宗
柄
の
考
え
て
い
た
山
水
が
備
え
る
璽
性
、
神
に
は
、
如
何
な
る
性
格
が
與
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
明
佛
論
」

の

次
の
一
段
、
世
俗
社
會
で
の
生
に
と
ら
わ
れ
、
佛
法
を
信
じ
よ
う
と
し
な
い
人
々
に
封
し
て
、
遠
大
な
る
佛
教
世
界
の
素
晴
ら
し
さ
を

詠
い
上
げ
る
箇
所
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
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若
使
　
身

中
荒
、
升
岳
遽
覧
、
妙
観
天
宇
清
澄
之
噴
、
日
月
照
洞
之
奇
、
寧
無
列
聖
威
璽
尊
嚴
乎
其
中
、
而
唯
離
離
人
群
、
忽
忽
世

務
而

巳
哉
。
固
將
懐
遠
以
開
祠
道
之
想
、
感
寂
以
昭
明
璽
之
慮
　
。
（
『
弘
明
集
』
巻
二
明
佛
論
、
大
正
五
二
、
　
一
五
上
）

し
若
使

し
身
を
中
荒
に
　
ら
せ
、
岳
に
升
り
て
遇
覧
し
、
天
宇
清
澄
の
噴
、
日
月
照
洞
の
奇
を
妙
観
せ
ば
、
寧
ぞ
列
聖
の
威
霞
の
其
の



中
に
尊
嚴
た
る
こ
と
無
く
し
て
、
唯
に
離
離
た
る
人
群
、
忽
忽
た
る
世
務
の
み
な
ら
ん
や
。

の

想
を
開
き
、
寂
に
感
じ
て
以
て
明
璽
の
雁
を
昭
ら
か
に
せ
ん
と
す
。

固
よ
り
將
に
遠
き
を
懐
ひ
て
以
て
祠
道

　

こ
こ
で
宗
柄
は
、
「
俗
世
ー
山
水
」
と
「
反
佛
教
ー
佛
教
」
と
い
う
封
立
項
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
山
水
と
佛
教
世
界
を
オ

ー
ヴ
ァ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
澄
み
渡
っ
た
大
空
の
も
と
、
高
み
か
ら
遙
か
に
見
渡
す
と
、
日
月
の
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
た

山
水
の
眺
望
が
眼
前
に
廣
が
る
。
そ
の
風
景
に
は
佛
國
土
の
情
景
が
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
威
嚴
を
も
っ
て
在
る
「
列
聖
」
と
は
、

浮
土
に

居
拉
ぶ
諸
佛

を
指
し
て
い
る
。
こ
の
様
に
山
水
に
は
佛
教
的
霞
性
が
附
與
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
身
を
置
き
、
観
る
こ

と
は
、
「
祠
道
の
想
」
、
「
明
霞
の
慮
」
と
い
う
佛
の
超
越
的
世
界
を
感
得
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
宗
柄
に
と
つ
て
山
水
は
観

佛

の
場
の

一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

同
時
代
人
で
あ
り
、
同
じ
く
慧
遠
と
の
交
流
を
持
っ
た
謝
霞
運
（
三
八
五
ー
四
三
三
）
に
つ
い
て
も
、
山
水
と
佛
教
の
關
連
は
つ
と
に

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
吉
川
忠
夫
氏
に
よ
れ
ば
、
謝
璽
運
に
と
っ
て
の
山
水
は
、
彼
が
「
辮
宗
論
」
で
主
張
し
た
頓
悟
の
立
場
と
關
り
、
「
美

的
享
樂
の
封
象
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
自
己
の
哲
學
の
検
讃
の
場
と
し
て
、
ま
た
悟
り
に
い
た
る
た
め
の
具
髄
的
な
場
と
し
て
も
意
味
を

も
っ
た
」
の
で
あ
り
㈲
、
ま
た
、
謝
璽
運
の
山
水
詩
に
詠
わ
れ
る
光
に
は
浮
土
の
光
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
、
と
は
小
川
環
樹
氏
の
述
べ
る

所
で
あ
る
。
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齪
流
趨
正
絶
　
齪
流
　
正
絶
に
趨
き



孤
峡
媚
中
川

雲

日
相
輝
映

空
水
共
澄
鮮

表
璽
物
莫
賞

誼
眞
誰
爲
傳

想
像
昆
山
姿

緬
遷
匹
中
縁

始
信
安
期
術

得
蓋
養
生
年

孤
喚
　
中
川
に
媚
な
り

雲

日
相
ひ
輝
映
し

空
水
共
に

澄
鮮

霞

を
表
し
て
物
賞
す
る
莫
く

眞
を
誼
み
て
誰
が
爲
に
傳
へ
ん

想
像
す
　
昆
山
の
姿

緬
遡
た

り
　
逼
中
の
縁

始
め

て

信
ず

安
期
の
術
の

養
生
の
年
を
蓋
く
す
を
得
た
る
を

（『
文

選
』
巻
二
十
六
登
江
中
孤
峻
）

　
小
川
氏
は
「
昆
山
」
を
霞
鷲
山
、
「
表
璽
」
、
「
藏
眞
」
を
そ
こ
に
住
む
諸
佛
を
指
す
と
し
、
こ
の
詩
の
「
雲
日
相
輝
映
」
と
い
う
句
や
、

他
の

詩
に

し
ば
し
ば
詠
わ
れ
る
清
澄
な
光
の
表
現
に
つ
い
て
、
「
實
際
に
彼
が
目
に
し
た
太
陽
の
光
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
實
は
、
彼

の
心

の

中
に
あ
っ
た
、
佛
の
世
界
の
光
明
が
、
そ
こ
に
は
重
な
り
合
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
“
。
か
た
や
詩
、
か
た
や
書
と
い
う
様

に

表

現
方
法

を
異
に
す
る
が
、
と
も
に
山
水
の
遊
歴
を
愛
し
た
謝
璽
運
と
宗
嫡
は
、
山
々
を
祓
渉
す
る
時
、
そ
こ
に
浮
土
の
光
景
を
も
見

い
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
次
に
示
さ
れ
る
「
臥
游
」
と
い
う
宗
柄
の
山
水
書
に
封
す
る
態
度
は
、
後
世
の
山
水
董
観
賞
の
基
調
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
佑
。
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有
疾

還
江
陵
、
嘆
日
、
老
疾
倶
至
、
名
山
恐
難
遍
賭
、
唯
當
澄
懐
観
道
、
臥
以
游
之
。
（
『
宋
書
』
隠
逸
宗
柄
傳
）

疾
有

り
て
江
陵
に
還
り
、
嘆
じ
て
日
く
、
老
疾
倶
に
至
り
、
名
山
恐
ら
く
遍
く
は
賭
難
し
、
唯
だ
當
に
懐
を
澄
ま
せ
て
道
を
観
、

し
て
以
て
之
に
游
ぶ
べ
き
の
み
、
と
。

披
圖
幽
封
、
坐
究
四
荒
。
（
「
書
山
水
序
」
）

圖
を
披
き
て
幽
や
か
に
封
ひ
、
坐
し
て
四
荒
を
究
む
。

臥

　

こ
れ
を
彼
の
観
佛
の
修
行
に
照
ら
す
と
、
佛
の
圖
像
に
向
か
っ
て
の
観
佛
、
山
水
に
身
を
置
い
て
の
観
佛
の
中
か
ら
醸
成
さ
れ
て
き
た
、

と
い
う
面
が
考
え
ら
れ
る
。
圖
像
の
向
こ
う
に
佛
を
観
、
山
水
の
上
に
浮
土
を
観
る
。
眼
前
の
も
の
を
通
じ
て
そ
こ
に
は
無
い
世
界
を
観

る
こ
と
、
そ
し
て
彼
が
山
水
に
重
ね
合
わ
せ
て
見
て
い
た
佛
教
的
霞
性
が
、
「
懐
を
澄
ま
せ
て
道
を
観
、
臥
し
て
以
て
之
に
游
ぶ
」
と
い

う
態
度
へ
と
結
び
つ
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
檜
書
に
よ
っ
て
坐
な
が
ら
に
心
を
遊
ぱ
せ
る
と
い
う
精
祠
の
在
り
方
は
、
例
え
ば
既
に

孫
緯

三

二

四
ー
三
七
二
「
遊
天
台
山
賦
」
、
ま
た
陶
淵
明
（
三
六
五
？
1
四
二
七
）
「
讃
山
海
経
」
第
一
首
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
笛
。
そ
こ
に
観
佛
と
浮
土
と
い
う
要
素
が
加
わ
る
こ
と
で
、
形
而
上
の
道
と
の
一
髄
化
と
い
う
宗
柄
の
山
水
書
鑑
賞
の
あ
り
方
が
生
み

出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

・
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最
後
に
こ
の
章
で
宗
柄
に
よ
る
山
水
書
の
観
賞
論
、
制
作
論
の
理
論
化
を
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。

　
『
藝
術
論
集
』
に
お
い
て
福
永
光
司
氏
は
「
書
山
水
序
」
を
、
精
神
の
飛
翔
を
重
視
す
る
黙
、
檜
書
を
精
祠
の
表
現
と
し
て
強
調
す
る

鮎
で

書
期
的
意
義
を
持
つ
も
の
と
位
置
づ
け
て
お
り
寧
こ
れ
は
「
書
山
水
序
」
に
封
す
る
↓
つ
の
解
稗
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
見
解
は
、
換
言
す
れ
ば
檜
書
を
見
る
こ
と
で
精
祠
を
解
放
す
る
観
賞
論
、
檜
書
に
封
象
物
の
神
を
描
き
出
す
制
作
論
と
い
う
二

鮎

と
な
り
、
こ
れ
は
「
書
山
水
序
」
の
思
想
的
特
徴
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
で
は
「
書
山
水
序
」
に
お
い
て
、
山
水
の
祠
は
何
故
に
山
水

董

の
形
象
の
中
に
宿
り
得
る
の
か
、
給
書
に
よ
る
精
神
の
解
放
、
形
而
上
の
道
と
の
一
髄
化
は
如
何
に
し
て
な
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ

の

問
題
を
上
述
の
佛
影
に
關
す
る
慧
遠
の
思
想
を
踏
ま
え
、
感
慮
を
キ
イ
ワ
ー
ド
と
し
て
分
析
し
て
み
た
い
。

　
こ
こ
で
ま
ず
一
般
的
に
感
慮
の
思
想
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
確
認
し
、
藝
術
論
に
お
け
る
感
慮
の
大
枠
を
示
し
て
お
く
。
感
磨

と
は
働
き
か
け
（
感
）
と
そ
れ
に
封
す
る
反
慮
（
慮
）
と
い
う
異
な
る
二
者
間
の
作
用
を
意
味
し
、
易
の
陰
陽
二
氣
と
い
う
概
念
を
根
底

に

持

つ
。
感
慮
に
よ
る
關
係
性
の
シ
ス
テ
ム
化
は
萬
能
に
近
く
、
例
え
ば
世
界
の
多
様
性
、
物
事
が
生
起
す
る
際
の
因
果
關
係
、
同
じ
氣

を
持
つ
も
の
ど
う
し
の
相
關
と
い
っ
た
様
々
な
事
象
が
説
明
さ
れ
る
。
作
用
す
る
者
（
感
）
と
反
慮
す
る
者
（
慮
）
に
は
、
外
物
と
人
心
、

人
心

と
天
や
、
物
同
士
な
ど
が
當
て
は
め
ら
れ
、
ま
た
こ
れ
ら
は
互
い
に
働
き
か
け
雁
じ
あ
う
と
い
う
相
互
の
感
慮
で
も
あ
る
が
、
い
ず

れ
の
場
合
で

も
氣
が
二
者
を
つ
な
ぐ
と
考
え
ら
れ
る
。
藝
術
論
に
お
け
る
感
磨
は
、
制
作
論
と
観
賞
論
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
、
制
作
論
は

更
に

二
種
に

分
類

し
得
る
。
制
作
論
に
お
け
る
感
臆
の
一
は
、
作
品
に
作
者
の
氣
（
祠
）
が
表
れ
る
と
い
う
考
え
方
を
説
く
場
合
で
あ
る
。
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こ
れ
は
『
禮
記
』
樂
記
篇
の
感
慮
を
基
調
と
し
た
「
外
物
－
作
者
ー
作
品
」
と
い
う
構
造
で
、
同
質
の
氣
の
メ
カ
ニ
カ
ル
な
傳
移
を
説
明

す

る
曽
そ
し
て
残
る
も
う
一
つ
の
制
作
論
、
及
び
観
賞
論
に
お
け
る
感
慮
が
「
書
山
水
序
」
に
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
初
め
に
「
書
山
水
序
」
の
制
作
論
か
ら
検
討
し
た
い
が
、
そ
も
そ
も
封
象
物
の
形
を
描
く
こ
と
で
封
象
物
の
祠
を
も
描
き
出
す
、

と
い
う
考
え
で
あ
れ
ば
、
「
傳
神
爲
照
」
の
語
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
既
に
顧
榿
之
の
人
物
書
に
つ
い
て
の
獲
言
に
見
い
だ
せ
る
。

若
長
短
剛
軟
、
深
淺
廣
挾
與
黙
晴
之
節
、
上
下
大
小
酷
薄
有
一
毫
小
失
、
則
神
氣
與
之
倶
饗
　
。
（
『
歴
代
名
書
記
』
巻
五
顧
榿
之
）

若

し
長
短
剛
軟
、
深
淺
廣
挾
と
鮎
晴
の
節
、
上
下
大
小
醸
薄
と
に
一
毫
の
小
失
有
ら
ば
、
則
ち
神
氣
之
と
倶
に
愛
ず
。

　
後
文
に
は
「
形
を
以
て
神
を
爲
す
」
と
も
言
わ
れ
て
お
り
、
封
象
物
の
祠
を
描
く
、
と
い
う
黙
で
宗
柄
が
顧
榿
之
の
思
想
を
承
け
る
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、
顧
榿
之
は
何
故
に
檜
書
の
形
象
に
神
が
描
か
れ
う
る
の
か
を
明
ら
か
に
は
し
て
い
な
い
。

　
そ

れ
に

封

し
て
三
且
山
水
序
」
の
制
作
論
で
は
、
封
象
物
と
檜
書
の
間
に
感
雁
に
よ
る
橋
渡
し
が
さ
れ
、
檜
の
中
に
神
が
移
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
宗
柄
は
封
象
物
で
あ
る
山
水
の
形
神
を
次
の
よ
う
に
檜
書
化
す
る
。
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神
本
亡
端
、
栖
形
感
類
、
理
入
影
　
。
誠
能
妙
蔦
、
亦
誠
蓋
　
。

神
本
よ
り
端
亡
く
、
形
に
栖
み
類
に
感
じ
、
理
は
影
　
に
入
る
。

誠
に

能
く
妙
蔦
す
れ
ば
、
亦
た
誠
に
蓋
せ
り
。



　

こ
の
一
節
を
慧
遠
の
考
え
に
照
ら
し
つ
つ
敷
延
し
て
述
べ
て
み
よ
う
。

　
無
形
な
る
神
は
、
封
象
物
で
あ
る
山
水
の
「
形
に
栖
」
み
、
一
時
的
に
形
象
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
し
て
作
者
が
山
水
の
形
象
を
「
妙

篤
」
し
、
同
じ
形
を
持
つ
檜
書
を
制
作
す
る
。
そ
の
際
に
は
、
同
じ
く
「
書
山
水
序
」
で
「
徒
ら
に
類
の
巧
な
ら
ざ
る
を
患
へ
ず
、
制
小

な
る
を
以
て
其
の
似
を
累
は
ず
」
㎞
と
も
言
う
よ
う
に
、
等
し
い
大
き
さ
で
あ
る
こ
と
は
求
め
ら
れ
ず
、
縮
尺
は
小
さ
く
と
も
巧
み
に
「
類
」

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
と
さ
れ
る
。
慧
遠
が
盧
山
の
佛
影
に
つ
い
て
強
調
し
た
「
眞
」
と
い
う
本
饅
と
の
類
似
、
及
び
ナ
ガ
ラ
ハ
ー
ラ

の
佛
影

を
詠
う
銘
第
二
首
の
「
相
は
具
は
り
髄
は
微
」
と
い
う
黙
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
福
永
氏
が
「
栖
形
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

類
」
を
「
形
を
も
つ
も
の
に
宿
っ
て
同
じ
形
を
も
つ
も
の
と
感
慮
し
て
ゆ
く
」
佑
と
解
稗
す
る
よ
う
に
、
上
手
く
似
せ
ら
れ
て
い
た
な
ら

ば
、
封
象
物
と
檜
圭
旦
の
形
の
類
似
か
ら
感
慮
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
本
髄
で
あ
る
山
水
の
祠
は
「
類
に
感
」
じ
、
檜
書
の
形
象
へ
と
移
っ

て

い

く
。
山
水
の
神
が
檜
書
の
中
に
も
宿
り
う
る
、
と
い
う
こ
の
考
え
方
は
、
佛
影
に
つ
い
て
「
祠
道
に
方
無
く
、
像
に
鰯
れ
て
寄
る
」

と
言
わ
れ
て
い
た
法
身
か
ら
の
現
れ
の
自
在
性
に
支
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
感
慮
に
よ
つ
て
移
さ
れ
る
の
は
祠
で
あ
る
が
、

そ

の
登
端
は

類
似
す

る
形
象
の
制
作
に
あ
り
、
言
わ
ば
形
を
描
く
こ
と
が
棘
を
呼
び
寄
せ
る
の
で
あ
る
。
慧
遠
は
盧
山
に
お
け
る
佛
影
の

制
作

を
法
身
へ
の
働
き
か
け
の
一
つ
と
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
な
お
、
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
感
磨
は
氣
の
類
似
か
ら
生
じ
る
の
が
基
本
で
あ
る
。
慧
遠
の
影
響
の
も
と
で
宗
柄
が
言
い
出
し
た
の

は
形
象
の

類
似
に

よ
る
感
慮
で
あ
り
、
こ
れ
は
い
さ
さ
か
特
異
な
考
え
方
で
あ
り
、
形
象
を
不
可
歓
と
す
る
檜
書
論
で
こ
そ
の
展
開
と
も

言

え
る
。
形
が
似
て
い
れ
ば
氣
（
性
質
）
も
似
て
い
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
れ
ば
、
骨
相
學
が
そ
れ
に
當
た
る
で
あ
ろ
う
6
。
し
か
し

そ

れ
は

「
そ

の
人

間
の
氣
が
肉
髄
の
外
観
に
表
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
逆
に
外
観
か
ら
性
質
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
考
え
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方

で

あ
り
、
思
考
の
出
登
煕
は
や
は
り
氣
で
あ
る
。
骨
相
學
は
異
な
る
二
者
間
に
お
け
る
形
態
と
性
質
の
類
似
を
説
き
は
す
る
が
、

の
類
似
に

よ
る
感
慮
を
導
き
出
す
も
の
と
は
言
え
ま
い
。

　
で
は

第
二
に

観
賞
論
へ
と
話
を
進
め
よ
う
。
次
の
一
文
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
書
山
水
序
」
の
檜
書
作
品
観
賞
に
お
い
て
は
、

の
形
象
に

宿
っ
た
神
を
通
じ
て
、
観
者
の
神
と
封
象
物
で
あ
る
山
水
の
神
が
感
慮
に
よ
っ
て
つ
な
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。

形
象

作
品

夫
以
慮

目
會
心
爲
理
者
、
類
之
成
巧
、
則
目
亦
同
慮
、

夫
れ
目
に
慮
じ
心
に
會
す
る
を
以
て
理
と
爲
す
者
は
、

し
、
磨
會
し
て
神
に
感
じ
、
祠
超
え
理
得
ら
る
。

心
亦
倶
會
、
雁
會
感
祠
、
神
超
理
得
。

之
に

類

し
て
巧
を
成
せ
ば
、
則
ち
目
も
亦
た
同
に
慮
じ
、

こ
れ
を
前
述
の
制
作
論
を
ふ
ま
え
て
敷
延
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

心

も
亦
た
倶
に
會
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「
そ
も
そ
も
な
ぜ
目
に
慮
じ
心
に
會
す
る
こ
と
が
理
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
作
者
が
作
品
の
形
象
を
封
象
物
に
類
似
さ
せ
る
こ
と
が
上

手

く
で
き
て
い
た
な
ら
、
作
品
の
形
象
を
捉
え
る
観
者
の
目
が
作
品
か
ら
の
働
き
か
け
を
受
け
と
め
、
作
品
の
神
を
捉
え
る
観
者
の
心

が

ぴ
た

り
と
一
致
し
、
受
け
と
め
て
一
致
す
る
こ
と
で
作
品
と
観
者
の
祠
が
感
雁
す
る
と
、
観
者
の
神
は
解
放
さ
れ
、
封
象
物
の
理
（
神
）

が

得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
」

こ

こ
で
は
ま
ず
「
之
に
類
し
て
巧
を
成
す
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
制
作
論
で
の
作
者
の
「
妙
篤
」
に
よ
る
作
品
の
形
象
へ
の
祠
の
移
入
が



前
提

と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
果
た
さ
れ
て
い
れ
ば
、
観
者
は
目
と
心
で
も
っ
て
作
品
の
形
象
と
祠
か
ら
の
感
に
慮
ず
る
。
作
品
の
持
つ

祠
は
本
髄
で
あ
る
山
水
か
ら
移
さ
れ
た
神
で
あ
り
、
作
品
の
神
と
の
感
慮
は
封
象
物
の
祠
と
の
感
慮
と
な
る
。
そ
こ
で
観
者
の
神
は
身
髄

的
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
、
作
品
を
媒
介
と
し
て
、
山
水
に
宿
る
霞
妙
な
神
と
通
じ
合
い
、
そ
れ
を
得
て
一
髄
と
な
る
。
「
臥
游
」
の
境
地

は
、
か
か
る
過
程
を
経
て
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の

よ
う
な
「
書
山
水
序
」
の
観
賞
論
に
は
、
観
念
念
佛
の
構
造
と
の
類
似
性
が
窺
え
る
。
観
佛
の
場
合
、
感
慮
で
つ
な
が
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
本
髄
で
あ
る
無
形
な
る
神
か
ら
観
者
に
有
形
な
る
イ
メ
ー
ジ
が
與
え
ら
れ
た
。
　
一
方
こ
こ
で
は
、
有
形
な
る
山
水
を
本
膿

と
し
て
、
間
に
感
雁
に
よ
る
橋
渡
し
が
な
さ
れ
、
最
終
的
に
観
者
に
は
無
形
な
る
理
が
得
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
書
山
水
序
」
の
「
有
形
ー

無

形
」
と
い
う
観
賞
論
は
、
観
佛
の
構
圖
で
あ
る
「
無
形
ー
有
形
」
と
は
方
向
こ
そ
逆
で
あ
れ
、
同
種
の
論
理
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
有
形
－
無
形
」
の
間
に
は
檜
書
が
介
在
し
て
お
り
、
山
水
書
は
本
髄
で
あ
る
山
水
と
感
雁
す
る
た

め

の
媒
介
と
い
う
役
割
を
持
た
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
観
佛
の
際
に
感
慮
の
端
緒
と
さ
れ
た
佛
影
と
、
パ
ラ
レ
ル
な
位
置
に
あ
る
。

　
慧
遠
が

「
形
ー
影
」
と
い
う
観
者
の
匿
別
を
否
定
し
、
本
髄
と
内
在
、
外
在
の
形
象
と
い
う
三
者
を
全
て
一
髄
の
も
の
と
見
な
し
て
い

た
こ
と
に
も
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
山
水
書
に
よ
っ
て
山
水
へ
と
心
を
遊
ば
せ
る
「
臥
游
」
は
、
山
水
書
を
見
つ
つ
、
そ
こ
に
観
者
が

そ

れ

ま
で
に
訪
れ
目
に
し
た
こ
と
の
あ
る
山
水
、
「
書
山
水
序
」
に
言
う
「
身
の
盤
桓
す
る
所
、
目
の
綱
膠
す
る
所
」
笛
と
な
っ
た
山
水
を

重

ね
、
檜
書
を
山
水
そ
の
も
の
と
同
一
視
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
作
者
や
作
者
以
外
の
観

賞
者
に
は
、
各
々
心
の
内
に
自
身
が
経
巡
っ
た
山
水
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
内
在
す
る
山
水
の
イ
メ
ー
ジ
も
ま
た
、
観
賞
の
際

に

は

山
水
董
、
山
水
の
上
に
重
ね
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
臥
游
」
と
い
う
山
水
書
観
賞
の
あ
り
方
に
お
い
て
も
、
本
髄
と
内
在
、
外
在
の
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形
象
と
い
う
逼
別
は
否
定
さ
れ
、
三
者
は
蹄
一
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
最

後
に
上
に
述
べ
て
き
た
宗
柄
の
檜
董
理
論
に
お
け
る
感
雁
の
特
質
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
「
書
山
水
序
」
で
は
、
慧

遠

の
思
想
か

ら
の
影
響
の
も
と
、
封
象
物
、
作
品
、
観
者
と
い
う
三
者
の
形
祠
を
、
制
作
論
、
観
賞
論
の
両
面
に
お
い
て
、
感
慮
に
よ
つ

て

つ
な
ぐ
と
い
う
理
論
化
が
な
さ
れ
て
い
た
。
宗
柄
の
制
作
論
に
お
け
る
感
慮
は
形
象
の
類
似
を
登
端
と
す
る
。
一
般
的
に
は
氣
に
よ
つ

て

感
慮
の
關
係
が
成
立
す
る
の
と
異
な
り
、
ま
た
藝
術
制
作
論
で
あ
る
『
禮
記
』
樂
記
篇
の
考
え
方
で
、
形
と
い
う
要
素
が
忘
れ
去
ら
れ
、

外

物
、
作
者
、
作
品
と
い
う
三
者
に
お
い
て
氣
の
み
が
傳
え
ら
れ
て
い
く
の
と
も
相
違
す
る
。
こ
の
鮎
は
「
書
山
水
序
」
の
大
き
な
特
色

と
言
え
、
形
と
祠
と
の
結
び
つ
き
に
お
い
て
新
た
な
展
開
を
な
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
生
成
や
相
關
、
傳
達
の
論
理
と
し
て
働

く
感
慮
に
封
し
て
、
宗
柄
の
観
賞
論
に
見
ら
れ
る
「
封
象
物
ー
作
品
ー
観
者
」
の
感
慮
は
、
自
己
の
精
神
と
外
物
の
一
鵠
化
を
目
指
す
た

め
の
連
結
の
論
理
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
作
用
す
る
者
と
反
磨
す
る
者
と
い
う
鮎
か
ら
考
え
る
と
、
観
者
は
作
品
の
感
を
受
け
と
め
る

反
慮
す

る
側
で
あ
る
と
同
時
に
、
外
物
と
一
に
な
る
た
め
に
自
己
の
認
識
を
超
え
て
い
く
と
い
う
面
で
は
、
一
種
の
作
用
者
で
も
あ
る
と

言
え
る
。

　
封
象
物

と
書
、
そ
し
て
自
身
の
心
に
抱
か
れ
る
イ
メ
ー
ジ
を
一
髄
の
も
の
で
あ
る
と
観
念
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
宗
柄
の
給
書
に
封
す
る

態
度

の
根
底
に

あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
制
作
論
と
観
賞
論
に
お
け
る
、
感
雁
に
よ
る
封
象
物
、
作
品
、
観
者
の
連
結
は
、
か
か
る
［

饅
化
を
可
能
に
す
る
た
め
の
理
論
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
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結
語

　
以

上
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
慧
遠
の
「
佛
影
銘
」
を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
佛
身
観
が
祠
的
で
あ
る
こ
と
、
感
慮
の
思
想
が
観
念

念
佛
に

お

い
て

慮
現
の

鍵
と
な
り
、
圖
像
が
そ
の
際
に
端
緒
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
次
い
で
宗
柄
と
佛
影
と
の
關

わ

り
を
指
摘
し
、
彼
の
思
想
の
中
で
は
佛
教
世
界
と
山
水
が
重
ね
合
わ
さ
れ
、
山
水
が
観
佛
の
場
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
後
世

の

山
水
書
鑑
賞
の
基
調
と
な
っ
た
「
臥
游
」
へ
と
結
び
つ
い
た
こ
と
を
論
じ
た
。
そ
の
上
で
「
佛
影
銘
」
を
踏
ま
え
て
「
圭
且
山
水
序
」
を

分
析
し
て
、
佛
教
思
想
か
ら
の
影
響
を
論
じ
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
感
慮
の
特
徴
を
指
摘
し
た
。

　
慧
遠

の
論
を
受
け
縫
い
だ
宗
柄
の
神
不
滅
論
は
、
中
國
古
來
の
思
想
と
の
融
和
性
が
よ
り
高
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
「
書
山
水
序
」

の

檜
書
論

は
、
観
佛
に
お
け
る
感
雁
と
形
神
の
在
り
方
に
饗
換
を
加
え
つ
つ
、
佛
教
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
て
、
そ
れ
を
山
水
と
自
己
の

關
係
へ
と
組
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
ま
た
宗
柄
の
思
想
の
融
和
的
傾
向
が
表
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
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注（
1
）

「
明
佛
論
」
（
『
弘
明
集
』
巻
二
）
は
、
慧
琳
「
白
黒
論
」
（
一
名
「
均
善
論
」
）
を
め
ぐ
る
論
事
の
中
か
ら
生
ま
れ
、
「
白
黒
論
」
へ

の
反
駁
を
述
べ
た
何
承
天
宛
の
書
簡
（
『
弘
明
集
』
巻
三
）
と
時
を
同
じ
く
し
て
著
さ
れ
た
。
「
明
佛
論
」
の
成
立
時
期
は
元
嘉
九

年

（
四
三
二
）
七
月
か
ら
元
嘉
十
二
年
（
四
三
五
）
の
間
と
推
測
さ
れ
る
。
木
全
徳
雄
「
慧
遠
と
宗
柄
を
め
ぐ
っ
て
ー
そ
の
社
會



　
　

思
想
史
的
考
察
ー
」
（
『
慧
遠
研
究
』
研
究
篇
、
創
文
社
、
一
九
六
〇
）
二
九
八
－
三
〇
〇
頁
参
照
。

（
2
）
『
歴
代
名
書
記
』
巻
六
引
。
『
歴
代
名
書
記
』
は
津
逮
秘
書
本
を
用
い
た
。

（
3
）
許
祖
良
『
張
彦
遠
評
傳
』
（
南
京
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
一
）
＝
二
一
ー
二
二
六
頁
。

（
4
）
船
山
徹
「
六
朝
時
代
に
お
け
る
菩
薩
戒
の
受
容
過
程
ー
劉
宋
・
南
齊
期
を
中
心
に
ー
」
（
『
東
方
學
報
』
京
都
第
六
七
冊
、
一
九
九

　
　

五
）
九
四
ー
一
〇
六
頁
「
佛
像
と
感
慮
思
想
を
め
ぐ
っ
て
」
。

（
5
）
慧
遠
と
宗
柄
の
關
係
に
つ
い
て
は
既
に
中
村
茂
夫
氏
に
言
及
が
あ
る
が
、
氏
は
宗
燗
の
思
想
を
空
観
に
基
づ
く
篤
實
主
義
と
解
稗

　
　

し
、
本
稿
と
は
立
場
を
異
に
す
る
。
中
村
茂
夫
「
宗
柄
と
王
微
ー
劉
宋
時
代
の
書
論
」
（
『
中
國
董
論
の
展
開
　
晋
唐
宋
元
篇
』
中

　
　

山
文
華
堂
、
一
九
六
五
）
｝
七
八
頁
。

（
6
）
本
稿
で
の
佛
典
の
引
用
に
際
し
て
用
い
た
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
『
大
乗
大
義
章
』
は
鎌
倉
期
古
⑳
本
で
あ
る
永
観

　
　

堂
本
を
底
本
と
す
る
『
慧
遠
研
究
』
遺
文
篇
の
本
文
篇
、
『
法
顯
傳
』
は
章
巽
『
法
顯
傳
校
注
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
五
）

　
　

に

よ
り
、
各
々
の
頁
敷
を
註
記
し
た
。
そ
の
他
は
大
正
新
修
大
藏
経
（
大
正
と
略
稻
）
を
用
い
、
當
該
箇
所
の
開
始
位
置
の
冊
、

　
　

頁
、
段
を
註
記
し
た
。
大
正
藏
校
勘
記
そ
の
他
に
よ
っ
て
改
め
た
場
合
に
は
そ
の
旨
を
註
に
記
し
た
。
な
お
、
慧
遠
「
佛
影
銘
」

　
　
　
（
『
廣
弘
明
集
』
巻
十
五
、
大
正
五
二
、
一
九
七
下
ー
一
九
八
中
）
に
つ
い
て
は
巻
敷
等
の
註
記
を
省
く
。

　

ま
た
本
稿
作
成
に
當
た
っ
て
は
次
の
謹
註
を
参
照
し
た
。
木
村
英
一
編
『
慧
遠
研
究
』
遺
文
篇
（
創
文
社
、
一
九
六
二
）
。
牧
田
諦

　
亮
編
『
弘
明
集
研
究
』
上
．
中
．
下
（
京
都
大
學
人
文
科
學
研
究
所
、
一
九
七
三
ー
一
九
七
五
）
。
慧
遠
「
佛
影
銘
」
に
つ
い
て
は
N
o
『
合
β

　

団
『
｛
方
鵠
o
㎏
恕
曇
～
乏
O
o
ぷ
§
乏
ミ
○
ミ
さ
P
［
°
己
o
ロ
⑦
い
ぶ
↓
°
×
｛
も
マ
N
嵩
－
呈
ω
の
英
課
を
、
宗
柄
「
明
佛
論
」
に
つ
い
て
は
東
洋
大

　

學
大
學
院
中
國
哲
文
學
課
程
（
中
國
哲
學
專
攻
）
中
國
宗
教
文
化
研
究
會
「
校
勘
補
訂
課
註
　
宗
柄
『
明
佛
論
』
」
（
一
）
ー
（
八
）
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（
東
洋
大
學
文
學
部
紀
要
『
東
洋
學
論
叢
』
印
度
哲
學
科
・
中
國
哲
學
文
學
科
篇
第
三
七
集
、
一
九
八
四
、
『
東
洋
大
學
大
學
院
紀

　

要
』
（
文
學
研
究
科
）
第
二
六
ー
二
九
、
三
一
ー
三
三
號
　
一
九
九
〇
1
一
九
九
二
、
一
九
九
四
ー
一
九
九
六
）
を
も
参
照
。

（
7
）
ナ
ガ
ラ
ハ
ー
ラ
の
佛
影
に
つ
い
て
は
桑
山
正
進
『
カ
ー
ピ
シ
ー
1
ー
ガ
ン
ダ
ー
ラ
史
研
究
』
（
京
都
大
學
人
文
科
學
研
究
所
、
一
九

　
　

九

〇
）
第
一
章
第
四
節
「
行
歴
僧
行
程
の
西
限
　
那
端
國
」
、
第
五
節
「
佛
影
と
そ
の
波
及
」
、
慧
遠
に
つ
い
て
は
塚
本
善
隆
「
中

　
　

國
初
期
佛
教
史
上
に
お
け
る
慧
遠
」
（
『
慧
遠
研
究
』
研
究
篇
）
の
「
佛
影
窟
造
螢
」
の
項
を
参
照
。

（
8
）
こ
の
経
典
は
『
出
三
藏
記
集
』
巻
二
に
「
観
佛
三
昧
経
八
巻
」
（
大
正
五
五
、
＝
下
）
と
著
録
さ
れ
る
よ
う
に
、
古
く
は
「
海
」

　
　

字
無

し
で
呼
ば
れ
た
。

（
9
）
『
佛
説
観
佛
三
昧
海
経
』
巻
七
観
四
威
儀
品
「
龍
王
聞
佛
還
國
、
哺
芙
雨
涙
。
白
言
世
尊
、
請
佛
常
住
云
、
何
捨
我
、
我
不
見
佛
、

　
　

當
作
悪
事
、
墜
堕
悪
道
。
爾
時
世
尊
安
慰
龍
王
、
我
受
汝
請
、
坐
汝
窟
中
、
経
千
五
百
歳
。
時
諸
小
龍
合
掌
叉
手
、
勧
請
世
尊
還

　
　

入
窟

中
。
…
…
稗
迦
文
佛
踊
身
入
石
、
猶
如
明
鏡
見
人
面
像
、
諸
龍
皆
見
佛
在
石
内
、
映
現
於
外
。
…
…
世
尊
結
加
鉄
坐
、
在
石

　
　

壁

内
、
衆
生
見
時
、
遠
望
則
見
、
近
則
不
現
。
諸
天
百
千
、
供
養
佛
影
、
影
亦
説
法
」
（
大
正
一
五
、
六
八
一
上
）
。

（
1
0
）
「
若
欲
知
佛
坐
者
、
當
観
佛
影
。
観
佛
影
者
、
先
観
佛
像
作
丈
六
想
。
…
…
佛
滅
度
後
、
如
我
所
説
観
佛
影
者
、
是
名
眞
観
如
來

　
　

坐
。
観
如
來
坐
者
、
如
見
佛
身
等
無
有
異
」
（
大
正
一
五
、
六
八
一
上
）
。

（
1
1
）
慧
遠
の
盧
山
入
山
の
年
代
に
つ
い
て
は
塚
本
氏
前
掲
論
文
四
〇
頁
参
照
。

（
1
2
）
「
遠
昔
尋
先
師
、
奉
侍
歴
載
、
錐
啓
蒙
慈
訓
、
託
志
玄
籍
、
毎
想
奇
聞
以
篤
其
誠
。
遇
西
域
沙
門
、
軌
餐
遊
方
之
説
、
故
知
有
佛

　
　

影
、
而
伸
者
尚
未
曉
然
。
及
在
此
山
、
値
厨
賓
輝
師
、
南
國
律
學
道
士
、
與
昔
聞
既
同
、
拉
是
其
人
遊
歴
所
経
。
因
其
詳
問
、
乃

　
　
多
先
徴
」
（
佛
影
銘
序
）
。
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（
1
3
）
『
慧
遠
研
究
』
で
は
僧
伽
提
婆
と
し
た
が
、
金
子
寛
哉
氏
が
「
盧
山
慧
遠
の
『
佛
影
銘
』
に
お
け
る
「
厨
賓
ゴ
m
陣
師
」
に
つ
い
て
」
（
『
印

　
　

度
學
佛
教
學
研
究
』
第
二
十
一
巻
第
一
號
、
二
二
八
、
二
二
九
頁
）
で
諸
説
を
纏
め
た
上
で
佛
陀
祓
陀
羅
と
比
定
し
、
桑
山
氏
も

　
　

佛
陀
祓
陀
羅

と
し
て
お
り
、
筆
者
も
そ
れ
が
妥
當
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
こ
よ
り
以
下
は
桑
山
氏
前
掲
書
八
五
ー
八
九
頁
を
参
照
。

（
1
4
）
ま
た
一
説
と
し
て
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
近
邊
で
編
纂
さ
れ
た
と
い
う
見
解
も
あ
る
。
山
部
能
宜
「
『
梵
網
経
』
に
お
け
る
好
相
行
の
研

　
　

究
ー
特
に
縄
観
経
典
と
の
關
連
性
に
着
目
し
て
ー
」
（
『
北
朝
惰
唐
中
國
佛
教
思
想
史
』
法
藏
館
、
二
〇
〇
〇
）
第
六
節
参
照
。

（
1
5
）
塚
本
氏
前
掲
論
文
七
七
頁
。

（
1
6
）
大
正
は
「
凝
」
に
作
る
。
磧
砂
藏
が
「
疑
」
に
作
る
の
に
よ
っ
て
改
め
る
。

（
1
7
）
ま
た
慧
遠
は
謝
璽
運
に
も
銘
文
を
依
頼
し
て
お
り
、
謝
霞
運
「
佛
影
銘
」
も
『
廣
弘
明
集
』
春
十
五
所
牧
。

（
1
8
）
『
大
智
論
抄
』
製
作
に
際
し
て
と
り
交
わ
さ
れ
た
慧
遠
と
鳩
摩
羅
什
の
往
復
書
簡
を
後
に
ま
と
め
た
も
の
が
『
大
乗
大
義
章
』
で

　
　

あ
り
、
慧
遠
か
ら
の
質
問
は
義
煕
二
、
三
年
頃
（
四
〇
六
、
四
〇
七
）
に
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
『
慧
遠
研
究
』
遺
文

　
　

篇

四
〇
六
頁
註
一
番
参
照
。
ま
た
こ
の
文
献
の
名
稻
は
古
來
一
定
し
て
お
ら
ず
、
牧
田
諦
亮
氏
に
よ
れ
ば
「
大
乗
大
義
章
」
は
日

　
　

本
傳
來
後
の
呼
稻
で
あ
る
。
編
纂
、
流
傳
に
つ
い
て
は
牧
田
諦
亮
「
慧
遠
著
作
の
流
傳
に
つ
い
て
」
（
『
慧
遠
研
究
』
研
究
篇
）
、
『
大

　
　

乗
大
義
章
』
全
髄
の
概
説
と
し
て
は
横
超
慧
日
「
大
乗
大
義
章
研
究
序
説
」
（
『
慧
遠
研
究
』
研
究
篇
、
後
に
『
中
國
佛
教
の
研
究

　
　
　

第
二
』
法
藏
館
、
一
九
七
一
所
牧
）
を
参
照
。

（
1
9
）
績
く
質
問
の
内
容
は
『
般
舟
三
昧
経
』
行
品
に
基
づ
い
て
お
り
、
「
念
佛
章
」
は
行
品
を
指
す
別
稻
と
考
え
ら
れ
る
。
『
出
三
藏
記

　
　

集
』
巻
四
新
集
績
撰
失
謹
雑
経
録
に
見
存
書
と
し
て
「
般
舟
三
昧
念
佛
章
経
一
巻
」
（
大
正
五
五
、
三
〇
下
）
と
あ
り
、
こ
れ
は

　
　

法
経

『衆
経
目
録
』
（
大
正
五
五
、
一
二
〇
上
）
で
は
行
品
の
み
の
異
課
と
さ
れ
て
い
る
。
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（
2
0
）
梶
山
雄
一
「
般
舟
三
昧
経
」
（
末
木
文
美
士
・
梶
山
雄
一
『
浮
土
佛
教
の
思
想
　
第
二
巻
　
観
無
量
壽
経
　
般
舟
三
昧
経
』
講
談

　
　

社
、
　
一
九
九
二
）
二
三
九
ー
二
六
三
頁
参
照
。

（
2
1
）
大
正
は
「
襲
」
無
し
。
元
本
明
本
に
よ
っ
て
補
う
。

（
2
2
）
「
念
佛
三
昧
詩
集
序
」
は
元
興
元
年
（
四
〇
二
）
七
月
の
盧
山
立
誓
の
時
に
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
安
藤
俊
雄
氏
は
こ
れ
と
安
世

　
　

高
系
小
乗
縄
を
代
表
す
る
康
僧
會
の
「
安
般
守
意
経
序
」
と
の
類
似
を
指
摘
し
、
『
般
舟
三
昧
経
』
が
大
乗
の
念
佛
を
教
え
る
経

　
　

典
で

あ
る
の
に
封
し
て
、
「
念
佛
三
昧
詩
集
序
」
は
輝
定
修
行
を
祠
仙
術
的
に
解
し
た
安
世
高
系
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
と

　
　

し
て
い
る
。
安
藤
俊
雄
「
盧
山
慧
遠
の
輝
思
想
」
（
『
慧
遠
研
究
』
研
究
篇
）
二
六
四
ー
二
六
七
頁
参
照
。
な
お
『
安
般
守
意
経
』

　
　

に
つ
い
て
は
、
最
近
の
研
究
で
は
北
傳
佛
教
、
と
く
に
一
切
有
部
系
の
文
献
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
デ
レ
ア
ヌ
・
フ
ロ

　
　

リ
ン
「
新
襲
見
の
安
世
高
課
『
安
般
守
意
経
』
金
剛
寺
本
」
（
『
金
剛
寺
一
切
経
の
基
礎
的
研
究
と
新
出
佛
典
の
研
究
』
平
成
一
二

　
　

年
度

～
平
成
↓
五
年
度
科
學
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
A
）
・
（
一
）
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
四
）
三
八
頁
参
照
。

（
2
3
）
『
慧
遠
研
究
』
遺
文
篇
は
「
聞
」
に
作
る
。
同
校
記
が
「
同
」
の
誤
り
と
す
る
の
に
從
い
改
め
る
。

（
2
4
）
『
慧
遠
研
究
』
遺
文
篇
は
「
或
」
を
二
字
重
ね
る
。
同
校
記
が
術
字
と
す
る
の
に
從
い
削
る
。

（
2
5
）
慧
遠
の
問
が
基
づ
く
『
般
舟
三
昧
経
』
の
該
當
箇
所
を
三
春
本
か
ら
掲
げ
て
お
く
。
『
般
舟
三
昧
経
』
巻
上
行
品
「
佛
告
髄
陀
和
、

　
　

警
如

人
臥

出
於
夢
中
、
見
所
有
金
銀
珍
實
父
母
兄
弟
妻
子
親
属
知
識
、
相
與
娯
樂
喜
樂
無
輩
、
其
畳
以
爲
人
説
之
、
後
自
涙
出
、

　
　
念
夢
中
所
見
。
如
是
肱
陀
和
菩
薩
、
若
沙
門
白
衣
、
所
聞
西
方
阿
彌
陀
佛
刹
、
當
念
彼
方
佛
、
不
得
訣
戒
、
一
心
念
若
↓
書
夜
、

　
　

若
七

日
七
夜
、
過
七
日
以
後
、
見
阿
彌
陀
佛
。
於
覧
不
見
、
於
夢
中
見
之
」
（
大
正
＝
二
、
九
〇
五
上
）
、
「
色
清
浮
、
所
有
者
清

　
　

浮
、
欲
見
佛
即
見
、
見
即
問
、
問
即
報
。
聞
経
大
歓
喜
、
作
是
念
、
佛
從
何
所
來
、
我
爲
到
何
所
。
自
念
佛
無
所
從
來
、
我
亦
無

・
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所
至
。
自
念
三
虚
、
欲
庭
、
色
虚
、
無
想
虚
、
是
三
虞
、
意
所
爲
耳
、
我
所
念
即
見
」
（
大
正
＝
二
、
九
〇
五
下
）
。

（
2
6
）
こ
れ
に
封
し
て
鳩
摩
羅
什
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
「
般
舟
経
種
種
設
教
、
當
念
分
別
阿
彌
陀
佛
在
於
西
方
過
十
萬
佛
土
、

　
　

彼
佛
以
無
量
光

明
常
照
十
方
世
界
。
若
行
如
経
所
説
能
見
佛
者
、
則
有
本
末
、
非
徒
虚
妄
憶
分
別
而
已
。
以
人
不
信
不
知
行
輝
定

　
　

法
、
作
是
念
、
未
得
神
通
、
何
能
遠
見
諸
佛
也
。
是
故
佛
以
夢
爲
喩
耳
。
如
人
以
夢
力
故
、
錐
有
遠
事
、
能
到
能
見
。
行
般
舟
三

　
　

昧

菩
薩
、
亦
復
如
是
。
以
此
定
力
故
、
遠
見
諸
佛
、
不
以
山
林
等
爲
擬
也
。
以
人
信
夢
故
、
以
之
爲
喩
。
又
夢
是
自
然
之
法
、
無

　
　

所
施
作
、
尚
能
如
是
。
何
況
施
其
功
用
而
不
見
也
」
（
『
慧
遠
研
究
』
三
五
頁
）
。

（
2
7
）
『
荘
子
』
山
木
「
天
地
之
行
也
、
運
物
之
泄
也
」
、
在
宥
「
有
大
物
者
、
不
可
以
物
物
、
而
不
物
、
故
能
物
物
、
明
乎
物
物
者
之
非

　
　

物
也
、
豊
猫
治
天
下
而
已
」
、
山
木
「
物
物
而
不
物
於
物
」
。

（
2
8
）
『
大
谷
大
學
研
究
年
報
』
第
一
七
集
初
出
、
後
に
前
掲
『
中
國
佛
教
の
研
究
　
第
二
』
所
牧
。

（
2
9
）
前
掲
書
三
〇
〇
頁
。
ま
た
任
継
愈
主
編
『
中
國
佛
教
史
』
（
中
國
社
會
科
學
出
版
社
、
一
九
八
五
）
六
七
七
－
六
八
四
頁
も
参
照
。

（
3
0
）
「
無
生
則
無
身
、
無
身
而
有
祠
、
法
身
之
謂
也
」
（
大
正
五
二
、
一
〇
下
）
。

（
3
1
）
中
西
久
味
「
宗
柄
「
明
佛
論
」
に
つ
い
て
ー
そ
の
祠
不
滅
論
形
成
の
一
側
面
ー
」
（
『
中
國
思
想
史
研
究
』
第
二
號
、
一
九
七
八
）

　
　

六
六
頁
。

（
3
2
）
大
正
は
「
方
唯
」
無
し
。
『
慧
遠
研
究
』
に
從
い
、
元
本
明
本
に
よ
っ
て
補
う
。

（
3
3
）
大
正
は
「
以
」
の
下
に
「
其
所
」
あ
り
。
『
慧
遠
研
究
』
に
從
い
、
三
本
宮
本
に
よ
っ
て
削
る
。

（
3
4
）
大
正
は
「
宴
」
に
作
る
。
『
慧
遠
研
究
』
に
從
い
、
三
本
宮
本
に
よ
っ
て
改
め
る
。

（
3
5
）
「
感
徹
乃
雁
、
拓
誠
獲
響
」
。

一
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『
出
三
藏
記
集
』
巻
十
五
慧
遠
傳
引
誓
文
「
蓋
祠
者
可
以
感
渉
、
而
不
可
以
　
求
。
必
感
之
有
物
、
則
幽
路
題
尺
、
荷
求
之
無
主
、

則
砂
荘
何
津
」
（
大
正
五
五
、
　
一
〇
九
下
）
。
『
出
三
藏
記
集
』
で
は
作
者
が
睾
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
『
高
僧
傳
』
巻
六
慧
遠
傳
に

よ
れ
ば
劉
遺
民
の
作
で
あ
る
。

「
論

日
、
群
生
皆
以
精
神
爲
主
、
故
於
玄
極
之
霊
、
成
有
理
以
感
」
（
大
正
五
二
、
　
一
五
上
）
。

同
様
の
言
は
僧
肇
に
も
見
ら
れ
る
。
『
注
維
摩
詰
経
巻
第
二
』
方
便
品
「
法
身
在
天
爲
天
、
在
人
而
人
。
豊
可
近
捨
丈
六
而
遠
求

法
身
乎
」
（
大
正
三
二
、
三
四
三
上
）
。

大

正
は

「
中
」
に
作
る
。
『
慧
遠
研
究
』
に
從
い
、
三
本
宮
本
に
よ
っ
て
改
め
る
。

『
周
易
』
観
卦
家
傳
「
観
天
之
祠
道
、
而
四
時
不
式
」
、
繋
辞
傳
上
「
祠
無
方
而
易
無
髄
」
。

「
神
道
之
感
即
佛
之
感
也
」
（
大
正
五
二
、
一
四
上
）
。

佛

の

圖
像
を
修
行
の
手
だ
て
と
す
る
考
え
方
は
三
日
嚢
陽
丈
六
金
像
讃
序
」
に
も
見
ら
れ
る
。
「
夫
形
理
錐
殊
、
階
塗
有
漸
、
精

麓
誠
異
、
悟
亦
有
因
。
是
故
擬
状
霊
範
、
啓
殊
津
之
心
、
儀
形
神
摸
、
開
百
慮
之
會
、
使
懐
遠
者
兆
玄
根
於
來
葉
、
存
近
者
違
重

劫
之

厚
縁
、
乃
道
福
兼
弘
、
眞
迩
可
践
、
三
原
反
流
、
九
神
同
淵
」
（
『
廣
弘
明
集
』
巻
十
五
、
大
正
五
二
、
一
九
八
中
）
。

大
正
は

「
宵
」
に
作
る
。
『
慧
遠
研
究
』
に
從
い
、
三
本
宮
本
に
よ
っ
て
改
め
る
。

大

正
は

「
告
」
に
作
る
。
『
慧
遠
研
究
』
に
從
い
、
三
本
に
よ
っ
て
改
め
る
。

從
來

の
解
稗
で
は

「
輕
素
」
を
絹
の
布
地
と
し
て
お
り
、
す
な
わ
ち
盧
山
の
佛
影
は
絹
本
淡
彩
書
と
み
な
さ
れ
て
い
る
（
『
慧
遠

研
究
』
遺
文
篇
四
五
八
頁
、
N
障
゜
汀
「
英
課
二
四
三
頁
）
。
こ
の
箇
所
は
そ
の
様
に
も
解
繹
し
得
る
た
め
、
絹
本
で
あ
っ
た
可
能
性

を
全
く
排
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
前
述
の
如
く
壁
書
と
考
え
る
方
が
妥
當
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
二
句
と
も
に
運
筆
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の
形
容

と
と
り
、
「
輕
素
」
は
輕
や
か
さ
の
表
現
と
解
稗
す
る
。

『
宋
書
』
隠
逸
傳
で
は
、
宗
柄
の
盧
山
滞
在
は
義
煕
八
年
九
月
に
劉
裕
が
劉
毅
を
謙
殺
し
た
後
の
事
と
さ
れ
て
い
る
。
『
高
僧
傳
』

で
は

元
興
元
年

（四
〇

二
）
の
盧
山
立
誓
に
宗
柄
が
加
わ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
木
全
徳
雄
氏
が
言
う
よ
う
に
後
世
の
附
會
に

よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
木
全
氏
前
掲
論
文
二
九
六
、
二
九
七
頁
参
照
。

「
昔
遠
和
上
澄
業
盧
山
、
余
往
憩
五
旬
」
（
『
弘
明
集
』
巻
二
明
佛
論
、
大
正
五
二
、
一
六
上
）
。

「
今
影
骨
歯
髪
、
遺
器
鯨
武
、
猶
光
於
本
國
、
此
亦
道
之
謹
」
（
大
正
五
二
、
一
四
中
）
。
大
正
は
「
之
」
の
下
に
「
以
」
有
り
。

三
本
宮
本
に

よ
っ
て
削
る
。

同
時
代
と
し
て
は
『
出
三
藏
記
集
』
巻
十
二
法
論
目
録
（
大
正
五
五
、
八
三
下
）
に
顔
延
之
の
作
と
し
て
「
通
佛
影
　
」
が
著
録

さ
れ
、
や
や
後
代
の
文
献
に
目
を
向
け
る
と
、
『
観
佛
三
昧
海
経
』
の
佛
影
に
關
す
る
く
だ
り
は
僧
祐
『
鐸
迦
譜
』
（
大
正
五
〇
、

六
七

下
）
、
『
法
苑
雑
縁
原
始
集
』
（
『
出
三
藏
記
集
』
巻
十
二
、
大
正
五
五
、
九
〇
中
）
、
實
唱
ら
編
纂
の
『
経
律
異
相
』
（
大
正
五

三
、
三
〇
中
）
に
抄
出
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
『
大
智
度
論
』
（
大
正
二
五
、
一
二
六
中
）
に
も
佛
影
へ
の
言
及
が
あ
る
。

大

正

五
一
、
一
〇
二
九
下
。

「
近
得
賢
從
中
朗
書
、
説
足
下
勤
西
方
法
事
」
（
『
弘
明
集
』
巻
三
何
與
宗
書
、
大
正
五
二
、
一
七
下
）
。

盧

山
滞
在
中
の
宗
測
の
も
と
を
江
州
刺
史
と
な
っ
た
薫
子
響
が
訪
れ
て
お
り
、
『
南
齊
書
』
武
帝
紀
に
よ
れ
ば
永
明
七
年
（
四
八

九
）
三
月
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宗
測
の
盧
山
滞
在
時
期
は
そ
の
前
後
で
あ
る
。

『
南
齊
書
』
高
逸
劉
蛆
傳
「
蛆
精
信
稗
氏
、
衣
塵
布
衣
、
禮
佛
長
齋
、
注
法
華
経
、
自
講
佛
義
」
。

「
南
齊
の
隠
士
劉
此
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
佐
賀
龍
谷
學
會
紀
要
』
第
九
、
十
合
巻
號
、
一
九
六
二
）
七
七
頁
。
該
論
文
は
劉
軋
の
法
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華
教
學
と
頓
悟
義
の
形
成
過
程
を
當
時
の
江
陵
佛
教
界
の
状
況
を
踏
ま
え
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

「
使
西
夏
義
僧
得
與
京
邑
抗
衡
者
、
球
之
力
也
」
（
大
正
五
〇
、
三
八
］
上
）
。

乾
隆

五
十
九

年
刊
『
江
陵
縣
志
』
巻
五
十
七
外
志
寺
観
に
は
「
永
業
寺
口
久
廃
。
宋
宗
測
奮
宅
在
焉
。
測
雅
有
祖
風
、
居
奮
宅
永

業
寺
。
志
鹸
、
測
祖
少
文
居
江
陵
三
湖
、
此
寺
或
在
三
湖
間
」
と
あ
り
、
宗
柄
が
鷹
山
か
ら
江
陵
へ
蹄
っ
た
後
の
三
湖
の
隠
棲
所

を
永
業
寺
と
關
連
づ
け
て
い
る
。
三
湖
は
白
湖
、
中
湖
、
昏
官
湖
の
総
稻
で
あ
り
（
『
水
経
注
』
巻
二
十
八
汚
水
）
、
縣
城
の
東
北

八

十
里
に

位
置
す

る
（
同
『
江
陵
縣
志
』
巻
三
方
輿
山
川
）
。

「
至

於
山
水
、
質
有
而
趣
璽
」
、
「
山
水
以
形
媚
道
而
仁
者
樂
」
、
「
嵩
華
之
秀
、
玄
牝
之
璽
」
。

『
老

子
』
三
十
九
章
「
神
得
一
以
霞
。
…
…
祠
無
以
璽
、
將
恐
欺
」
。

『
周
易
』
説
卦
傳
「
神
也
者
、
妙
萬
物
而
爲
言
者
也
」
。

吉
川
忠
夫
『
六
朝
精
神
史
研
究
』
（
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
四
）
二
八
－
三
〇
頁
。
謝
璽
運
の
理
と
の
一
髄
化
、
頓
悟
成
佛
の
思

想
が

如
何
に
山
水
詩
に
現
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
は
矢
淵
孝
良
「
謝
璽
運
山
水
詩
の
背
景
ー
始
寧
時
代
の
作
品
を
中

心
に

し
て
ー
」
（
『
東
方
學
報
』
京
都
第
五
六
冊
、
↓
九
八
四
）
を
参
照
。

小
川

環
樹

「
六
朝
詩
人
の
風
景
観
」
（
『
小
川
環
樹
著
作
集
』
第
一
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
七
）
三
四
三
ー
三
四
五
頁
。

例

え
ば
北
宋
の
郭
煕
『
林
泉
高
致
』
に
「
林
泉
之
志
、
姻
霞
之
侶
、
夢
味
在
焉
、
耳
目
断
絶
。
今
得
妙
手
、
彰
然
出
之
、
不
下
堂

莚
、
坐
窮
泉
墾
。
援
聲
鳥
喘
、
依
約
在
耳
、
山
光
水
色
、
滉
潅
奪
目
。
斯
豊
不
快
人
意
、
實
獲
我
心
哉
。
此
世
之
所
以
貴
夫
書
山

水
之

本
意
也
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
後
に
は
蘇
載
の
影
響
の
も
と
、
黄
庭
堅
に
よ
っ
て
山
水
は
書
家
の
胸
中
へ
と
内
在
化
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
『
豫
章
黄
先
生
文
集
』
巻
五
題
子
階
枯
木
「
胸
中
元
自
有
丘
墾
、
故
作
老
木
蝿
風
霜
」
。
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『
文

選
』
巻
十
一
孫
緯
游
天
台
山
賦
「
然
圖
像
之
興
、
豊
虚
也
哉
。
非
夫
遺
世
翫
道
、
絶
粒
茄
芝
者
、
烏
能
輕
畢
而
宅
之
。
非
夫

遠
寄
冥
捜
、
篤
信
通
神
者
、
何
肯
遙
想
而
存
之
。
余
所
以
馳
神
運
思
、
書
詠
宵
興
、
挽
仰
之
間
、
若
已
再
升
者
也
」
、
『
陶
淵
明
集
』

巻

四
讃
山
海
経
十
三
首
其
一
「
汎
覧
周
王
傳
、
流
観
山
海
圖
。
備
仰
終
宇
宙
、
不
樂
復
何
如
」
。

『
藝
術
論
集
』
（
中
國
文
明
選
一
四
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
一
）
一
四
九
頁
。

宇
佐
美
文
理
「
六
朝
藝
術
論
に
お
け
る
氣
の
問
題
」
（
『
東
方
學
報
』
京
都
第
六
九
冊
、
一
九
九
七
）
参
照
。

「
徒
患
類
之
不
巧
、
不
以
制
小
而
累
其
似
」
。

『
藝
術
論
集
』
一
六
一
頁
。

後
に
謝
赫
の
書
の
六
法
の
一
つ
に
言
わ
れ
る
「
骨
法
用
筆
」
の
「
骨
法
」
は
、
も
と
骨
相
學
に
襲
す
る
言
葉
で
あ
り
、
骨
相
學
、

骨
法

の
人
物
書

と
の
關
わ
り
に
つ
い
て
は
長
廣
敏
雄
「
漢
代
肖
像
書
の
精
神
史
的
研
究
」
（
『
東
方
學
報
』
京
都
第
三
六
冊
、
一
九

六

四
）
を
参
照
。

「
身
所
盤
桓
、
目
所
綱
膠
」
。
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