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千
峰
山
桃
園
観

北
京
郊
外
、
現
在
の
昌
平
直
陽
坊
鎮
の
西
南
に
、
駐
腺
山
と
い
う
山
が
あ
る
。
金
の
章
宗
が
こ
の
地
を
好
ん
で
し
ば
し
ば
来
遊
し
、
あ
る
時

巨
石
の
上
に
「
駐
揮
」
の
二
文
字
を
刻
ん
だ
の
で
、
そ
の
山
名
と
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
こ
こ
は
、
あ
た
か
も
衡
あ
る
い
は
制
が
並
び
立
つ
か



の
よ
う
に
、
無
数
の
突
起
し
た
石
峰
に
覆
わ
れ
て
い
る
た
め
、
観
石
山
、
石
頭
山
、
千
峰
山
な
ど
と
も
呼
ば
れ
た
。
他
に
も
、
一
柳
山
、

一
柳
嶺
峰

の
稽
が
あ
り
、
山
中
に
は
明
代
蔦
暦
年
聞
の
も
の
と
い
う
「
紳
嶺
千
峰
」
「
神
山
挟
佑
」
の
刻
字
な
ど
も
あ
る
。
昌
卒
で
は
指
折
り
の
景
勝
地

で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
清
代
に
至
っ
て
こ
こ
は
「
紳
嶺
千
峰
」
と
し
て
「
昌
平
八
景
」
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
南
北
に
長
々
と
蓮
な
る
そ
の
山
並
み
の
中
、
西
か
ら
東
へ
開
け
る
谷
の
一
つ
に
分
け
入
っ
て
か
な
り
登

っ
た
と
こ
ろ
に
、
山
の
中
に

し
で
は
な
か
な
か
立
振
な
廟
が
あ
っ
た
。
も
と
も
と
は
妙
峰
庵
と
い
う
悌
寺
で
あ
り
、
明
代
の
嘉
靖
年
間
に
創
建
さ
れ
た
。
天
王
殿
、
お
よ
び

務
迦
牟
尼
を
記
る
正
殿
に
、
観
音
や
闘
羽
な
ど
を
把
る
東
西
の
配
殿
を
具
え
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
が
、
深
い
山
谷
と
緑
樹
の
中
に
固
ま
れ
て
、

す
み
つ
ニ

そ
の
近
く
ま
で
到
ら
な
い
と
見
え
な
い
よ
う
な
所
だ
っ
た
の
で
、
土
地
の
人
は
音
晃
庵
と
呼
ん
だ
。
そ
の
後
、

清
の
光
緒
年
聞
に
至

っ
て
新
た

(
2
)
 

に
修
築
を
加
え
、
蓮
士
の
劉
名
瑞
を
迎
え
て
住
持
と
し
、
そ
の
名
を
妙
峰
庵
か
ら
桃
園
観
へ
と
改
め
、
遁
観
と
さ
れ
た
と
い
う
。

そ
の
後
、
劉
名
瑞
は
こ
の
桃
園
観
に
あ
っ
て
、
人
々
に
薬
品
を
分
け
輿
え
、

一
文
の
金
も
取
ら
ず
に
無
数
の
人
の
病
を
治
し
た
と
い
う
。
た
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と
え
ば
、
東
貫
市
村
の
郡
明
珍
な
る
者
は
、
結
核
で
柴
の
よ
う
に
痩
せ
衰
え
、
も
と
も
と
貧
血
症
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
命
が
危
う
く
な

っ
た

が
、
劉
は
訣
法
を
授
け
、
薬
を
輿
え
て
療
養
さ
せ
る
と
一
月
絵
り
で
完
治
し
、

八
十
鈴
歳
と
な
っ
て
も
な
お
世
に
あ
っ
た
と
か
、
ま
た

一
童
女

が
痩
病
を
患
う
と
、
神
併
に
叩
頭
礎
奔
さ
せ
、
腹
を
左
向
き
に
三
十
六
回
、
右
向
き
に
二
十
四
困
撲
み
、

や
は
り
一
月
絵
り
で
完
治
し
た
な
ど

と
い
う
。
そ
の
後
の
光
緒
二
十
六
年
(
一
九
O
O
)
、
義
和
園
事
費
に
絡
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
麓
の
村
民
の
男
女
数
百
人
が
凱
を
避
け
、
廟

内
に
逃
げ
込
ん
で
来
た
。
そ
こ
で
劉
が
榊
悌
に
懇
ろ
に
救
い
を
求
め
る
と
、
雲
が
現
れ
て
数
日
開
に
わ
た
っ
て
そ
の
山
廟
を
下
界
か
ら
遮

っ
て

(
3
)
 

護
り
、
村
民
は
卒
穏
無
事
を
得
た
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
頃
、
麓
の
陽
坊
鎮
に
、
趨
順
一
と
い
う
少
年
が
あ
っ
た
。
彼
は
光
緒
初
年
(
一
八
七
五
)
に
血
便
の
病
に
擢
っ
た
の
で
、

組

母
が
陽
坊
か
ら
西
南
十
里
の
千
峰
山
桃
園
観
へ
と
連
れ
て
行
き
、
少
年
を
劉
遁
士
に
看
て
も
ら
う
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
し
て
め
で
た
く
病
は
癒

え
た
が
、
越
は
こ
こ
で
劉
を
遁
師
と
仰
ぎ
、
劉
は
趨
に
「
大
悟
」
の
名
を
賜
い
、
南
者
は
師
弟
と
あ
い
な

っ
た
。
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劉
名
瑞
は
そ
も
そ
も
が
ひ
と
か
ど
の
内
丹
家
で
あ
り
、
そ
の
方
面
の
著
作
を
数
種
類
捜
す
こ
と
に
な
る
が
、

一
方
の
少
年
趨
順

一
も
、
そ
の
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後
さ
ま
ざ
ま
な
遍
歴
を
経
て
、
「
千
峰
先
天
孫
」
傍
人
と
し
て

「千
峰
老
人
組
遊
塵
」
と
名
乗
り、

師
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
内
丹
家
と
な
っ

て

ゆ
く
。
最
終
的
に
、
こ
の
二
人
は
清
末
か
ら
民
固
に
か
け
て
北
京
を
中
心
に
活
動
し
た
内
丹
家
の
中
で
は
最
も
ま
と
ま
っ
た
著
作
を
残
し
、

最

も
著
名
な
存
在
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

雨
者
は
箪
純
な
師
弟
関
係
で
は
な

く
、
全
く
存
在
形
態
を
異
に
す
る
内
丹
家
で
も
あ

っ
た
。
本
稿
で
は
こ
の
劉
名
瑞
、
越
避
塵
各
人
の
素
性
、
生
卒
、
及
び
内
丹
説
等
を

一
瞥
し、

首
時
の
内
丹
と
い
う
も
の
の
あ
り
方
を

一
考
す
る
も
の
で
あ
る
。

害1

名

瑞

1 

そ

の

人

劉
名
瑞
は
、
字
を
珠
峰
、
競
を
時
柚
精
子
、
又
の
競
を
敵
踊
遁
人
と
い
い
、
順
天
府

(北
京
)
宛
平
際
斉
家
司
桑
蛤
枇
霊
水
村
の
人
で
、
遁
光

(
4
)
 

己
亥
年
(
一
八
三
九
)
の
生
ま
れ
と
い
う
。
詳
し
い
停
に

つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
が
、

自
ら
そ
の
経
歴
に

つ
い
て
、
「
余
、
幼
稗
の
時
、

三
教
の

- 30-

経
書
を
博
覧
す
。
壮
年
に
至
る
に
及
び
、
志
は
四
方
に
在
り
。
人
爵
に
あ
り
と
難
も
屡
々
危
険
に
遭
い
、

一
旦
忽
然
と
大
悟
し
、
即
ち
職
業
を

棄
て
て
至
遁
に
販
し
、
謹
組
南
無
仙
汲
に
依
り
て
、
朝
夕
自
省
し
て
浮
生
の

一
大
虚
幻
を
暁
り
得
た
り
」
(「
濯
燐
易
考
』
跨
婚
子
後
政
)
と
述
、
べ
、

ま
た
「
社
歳
に
弁
職
(
武
官
)
を
棄
て
、

重
く
遁
に
蹄
し
、
小
業
を
弛
別
し
、
陪
を
念
、
さ
同
県
を
尋
ぬ
。
五
口
身
は
護
組
南
無
振
に
販
依
し
、
朝
夕

つ
み

己
に
問
、
っ
。
余
、
自
ら
徳
は
薄
俗
に
し
て
恕
垢
の
重
き
を
知
り
、
自
ら
浮
生
の
一
大
虚
幻
、
龍
平
深
く
障
弊
を
な
し
、
以
て
消
糠
し
難
き
を
恨
む
。

:::」

(『
這
源
精
微
歌
』
政
要
)
と
言
う
ほ
か
、
そ
の
弟
子
に
よ
れ
ば
、
「
維
れ
我
が
恩
師
融
踊
老
人
、
功
名
に
冷
淡
た
り
て
、

富
貴
を
抱
棄
し、

さ
ず

仮
中
由
り
至
漢
を
尋
ね
、
砂
内
に
精
金
を
淘
く
。
名
山
巨
川
、

参
訪
せ
ざ
る
は
無
し
。
幸
い
に
し
て
至
人
に
遇
し
、

先
天
の
正
撃
を
受
か
る
を

得
。
:
:
:
」

(『
蔽
蹄
洞
章
』
柳
大
激
序
)
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
よ
り
、
彼
は
、
幼
い
時
か
ら
一
一一
敬
に
わ
た
る
書
物
を
贋
く
讃
み
、
長

じ
て
弁
職
す
な
わ
ち
武
官
の
類
に
就
き
、
暮
ら
し
む
き
も
ゆ
た
か
で
あ
っ
た
が
、
壮
年
と
・な
っ
て
そ
れ
を
棄
て
、
遁
を
求
め
て
各
地
を
雲
遊
遍



歴
し
、
全
員
数
南
無
抵
の
師
匠
に
出
曾
っ
て
該
汲
に
蹄
依
す
る
こ
と
に
な

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
南
無
汲
の
師
匠
に
つ
い
て
は
、
劉
は

自
ら
『
南
無
遁
汲
宗
譜
』
と
い
う
書
物
を
作
り
、
初
代
の
護
庭
端
よ
り
第
二
十
代
の
自
分
ま
で
南
無
抵
各
代
の
人
物
名
を
列
島
宇
し
て
示
し
て
い

(5
)
 

る
が
、
そ
こ
に
第
十
九
代
と
し
て
瓢
有
虚
の
名
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
瓢
は
字
を
智
本
、
競
を
凝
陽
子
と
い

い
、
嘉
慶
二
十
四
年

(
一
八
一
九
)

(6
)
 

の
生
ま
れ
で
、
山
東
済
南
府
宿
遷
際
新
安
集
の
人
と
い
う
。
や
は
り
若
い
時
に
様
々
な
書
物
を
讃
ん
だ
が
、
四
十
五
歳
に
な

っ
て
第
十
八
代
の

曾
必
先
に
出
曾
い
、
始
め
て
「
還
精
丹
法
」
を
知
っ
た
。
そ
こ
で
曾
に
師
事
し
て
這
門
に
蹄
依
し
、
後
に
暢
山
に
隠
棲
し
た
と
い
う
。
劉
が
こ

の
瓢
有
虚
に
い
っ
出
曾
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
諸
方
雲
避
の
途
上
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
決
し
て
少
な
い
と
は
言
え
な
い
彼

の
著
作
の
中
に
お
い
て
、
他
に
こ
の
甑
有
虚
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
よ
う
で
あ
る
。
後
述
す
る
が
、
彼
は
自
ら

「予
は
龍
門

に
演
法
し
、
南
無
に
受
法
す
」
(
『遁
源
精
微
歌
』
「
論
三
敬
」
)
と
明
言
す
る
よ
う
に
、

南
無
振
に
受
法
し
て
そ
の
系
譜
に
連
な
っ
た
と
は
い
え
、

(
7
)
 

特
に
南
無
抵
の
諸
祖
師
惇
来
の
数
理
を
宣
揚
し
よ
う
と
し
て
い
る
部
分
も
あ
ま
り
な
い
よ
う
で
あ
り
、
著
作
の
中
で
は
基
本
的
に
龍
門
振
の
丹

そ
の
後
い
つ
し
か
、
か
の
千
峰
山
桃
園
観
に
住
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
桃
園
観
に
留
ま
り
績
け
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
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法
を
説
き
示
し
て
い
る
。

い
よ
う
で
あ
る
。
光
緒
初
年
す
な
わ
ち
一
八
七
五
年
に
は
、
先
述
の
よ
う
に
そ
の
桃
園
観
で
趨
順
一
の
病
を
看
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

『蔽
蹄
洞

章
』
の
自
序

(
一
八
八
四
年
)
の
末
に
は
、
「
北
卒
西
南
天
蕎
山
桃
源
観
蔽
踊
這
人
跨
捨
子
劉
誘
峰
自
絞
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
千
峰
山
す
な
わ

(B
)
 

ち
駐
揮
山
は
北
卒
す
な
わ
ち
北
京
城
か
ら
み
れ
ば
北
西
で
あ
り
、

「北
卒
西
南
」
と
い
う
こ
の
天
書
山
桃
源
観
な
る
所
は
お
そ
ら
く
は
ま
た
別

の
場
所
な
の
で
あ
ろ
う
。
駐
路
山
に
天
蕎
山
の
別
稽
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、

今
の
と
こ
ろ
ど
の
資
料
に
も
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た

『
濯
煽
易
考
』
自
序
(
一
八
八
八
年
)
も
同
様
に
そ
の
時

「北
卒
天
毒
山
桃
源
観
」

に
あ
っ
て
記
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

弟
子
ら
に
よ
る
光
緒
戊
子
(
一
八
八
八
年
)
の
序
文
三
篇
を
巻
首
巻
尾
に
配
す
る

は
、
「
余
、
桃
源
に
避
く
る
こ
と
十
有
三
、
極
髄
を
窮
研
し
て
丹
篇
を
纂
す
。
:
:
:
」
と
、
そ
の
時
桃
源
観
に
来
て
既
に
十
三
年
を
経
て
い
る

『這
源
精
微
歌
」
の
末
尾
近
く
に
見
え
る
慣
に
お
い

て
、
劉

31 

と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
越
順

一
に
出
曾
っ
て
後
間
も
な
く
そ
ち
ら

へ
移
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う。

前
述
の
よ
う
に、
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一
九
O
O年
に
は
桃
園
観
に
あ

っ
て
麓
の
人
々
を
救
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
、
桃
園
観
と
桃
源
観
と
の
開
を
往
来
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る

ょ
う
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
北
京
界
隈
の
道
線
に
暮
ら
し
つ
つ
、
次
第
に
少
な
か
ら
ぬ
弟
子
や
支
援
者
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い

っ
た
よ

う
で
あ
る
。
や
は
り

『遁
源
精
微
歌
』
末
近
く
の
偶
に
は
、
こ
の
書
が
葛
秀
峰
、
劉
義
山
、
苗
日
大
渓
、
白
大
慧
、
越
長
明
、

王
大
壁
、
子
大
糖
、

劉
大
森
、
都
文
科
ら
の
共
同
出
資
で
鋳
板
流
通
さ
れ
た
旨
を
記
し
、
自
身
の
心
願
が
蓬
げ
ら
れ
た
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
は
、

(
9
)
 

彼
の
著
作
の
中
で
質
問
者
と
し
て
現
れ
る
が
、
中
で
も
名
に
「
大
」
字
を
含
む
者
は
南
無
振
の
弟
子
と
し
て
正
式
に
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
ろ
う
。

(ω
)
 

な
お
、

『性
命
法
訣
明
指
』
に
、
劉
名
瑞
の
官
局
員
が
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
劉
は
道
服
に
身
を
包
み
、
頭
に
混
元
帽
を
戴
き
、
手
に
如
意
を
持

っ
て
お
り
、
遁
士
と
し
て
正
装
し
た
姿
で
あ
る
。
『
遁
源
精
微
歌
』
の
末
尾
に
は
、

全
員
南
無
汲
の
「
領
戒
」
で
あ
る
時
婚
子
敵
橋
遁
人
劉
の

撰
著
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
彼
は
や
は
り
全
員
遁
士
と
し
て
授
戒
を
経
て
い
る
正
式
な
遁
士
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

卒
年
は
民
国
二
十
二
年

(一

九
三
二
)
の
三
月
五
日
と
い
う
。
し
か
し
越
避
塵
は
、
晩
年
に
次
渠
村
に
住
ん
で
い
た
劉
が
こ
の
年
の
二
月
に

羽
化
し
た
と
門
徒
よ
り
聞
い
た
が
、
そ
の
後
の
四
月
に
自
ら
舎

っ
た
と
述
べ
た
り
、
ま
た
次
渠
村
に
て
飛
昇
は
で
き
ず
に
脱
穀
解
戸
し
て
仙
去

(
は
)

し
た
、
な
ど
と
記
し
て
い
る
。
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著
作
と
し
て
は
、
主
著
三
部
作
と
言
え
る

で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
他
、
「
戯
婚
圃
」

(
日
)

『南
無
汲
源
』
が
あ

っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。
な
お
先
に
も
絹
れ
た
が
、

「
南
無
遁
汲
{一ホ
誇
』
も
ほ
と
ん
ど
劉
名
瑞
の
手
に
な
る
と
見
な
し
て
よ

『遁
源
精
微
歌
』、

『融
矯
洞
章
』
(
一
名

『盟
鍛
録
」)
、
『溢
煽
易
考
』
が
あ
り
、
戴
外
遁
書
な
ど

一
巻
、
『
醤
宗
金
鑑
』
が
あ
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、

『解
詮
』
、
『一
一
一
致
貫
函
』
、
『歴
代
宗
譜
』
、

い
も
の
で
あ
る
。

2 

内
丹
法
の
概
略

劉
名
瑞
は
様
々
な
形
式
の
文
章
で
内
丹
に
関
す
る
自
ら
の
理
論
と
方
法
と
の
解
説
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
内
丹
法
の
程
系
全
程
に
沿
っ
て



紋
速
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
『
遁
源
精
微
歌
』
巻
上
に
載
せ
る
詩
歌
本
文
(
こ
れ
を
ひ
と
ま
ず
「
遁
源
精
微
歌
」
と
表
記
す
る
)
と
そ
の
詳
細
な
自

注
の
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
全
九
則
の

「遁
源
精
微
歌
」
を
順
番
に
、

で
き
る
だ
け
原
文
を
生
か
し
つ
つ
遁
宜
言
葉
を
補
い
な
が
ら
誇
出

し
、
ま
た
そ
の
部
分
の
桂
に
基
づ
い
て
必
要
な
内
容
を
補
足
し
、
劉
名
瑞
の
内
丹
法
の
龍
系
を
描
き
出
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

其
一
:
:
:
築
基
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
呉
息
を
調
え
、

(真
意
が
炊
地

・
子
位
H
下
腹
部
を
)
静
か
に
守
り

(丹
田
の
呆
が
)
動
け
ば
取
り
お

U
-
み
よ
う

さ
え
て
失
敗
し
て
は
な
ら
な
い
。
後
天
(
の
気
)
を
採
っ
て
歳
月
を
延
ば
し
、
海
底

(龍
宮
H

下
丹
田
)
に
風
を
廻
ら
せ
ば
活
子
時
と
な
る
。

み

つ
必

ニ
ニ
ろ

先
天
を
調
え
嫡
た
せ
ば
能
く
命
を
接
ぎ
、
徳
が
薄
く
志
が
浅
け
れ
ば
(
員
師
の
暗
示
や
仙
訣
な
ど
に
)
出
舎
、
っ
と
も
気
づ
か
な
い
。
早
に
寸
土

し

ん

ふ

し

ぎ

の

は

た

ら

き

を
培
い
猿
馬
を
繋
ぎ
、
時
が
至
れ
ば
一
柳
が
感
知
し
て
玄
機
を
煉
る
。

築
基
と
は
、
た
と
え
ば
建
物
の
基
礎
(
を
築
く
こ
と
)
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
塵
事
、
雑
念
を
断
ち
、
寡
欲
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
ぱ
山
)

調
息
は
、
玄
牝
(
下
丹
田
)
の
内
に
員
意
を
棲
わ
せ
る
と
、
自
然
に
識
性
が
逃
げ
て
元
神
が
顕
れ
、
口
鼻
の
呼
吸
の
有
無
が
わ
か
ら
な
く
な
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り
、
玄
牝
の
根
元
が
湧
動
し
て
の
び
や
か
で
暖
か
い
感
じ
が
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
(
丹
田
の
気
が
動
い
た
)
時
、
呼
吸
と
奨

意
を
強
く
こ
れ
に
集
中
し
、
漏
れ
出
さ
な
い
よ
う
に
す
る
。
先
天
と
後
天

(
の
気
)
は
表
裏
の
関
係
に
あ
り
、
後
天
が
満
足
す
れ
ば
先
天
が

補
わ
れ
、
そ
し
て
先
天
が
満
足
す
れ
ば
寄
命
を
延
ば
す
。
活
子
時
と
は
員
陽

(す
な
わ
ち
先
天
)
の
笹
生
一の
時
で
あ
る
。

其
二
:
:
:
遁
を
修
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
己
を
煉
る
こ
と
専
ら
に
し
、
塵
事
に
は
淡
々
と
し
て
惹
牽
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
心
を
洗
い
慮
を
繰

い
情
慾
を
断
ち
、
精
を
顧
み
気
を
補

っ
て
先
天
を
培
、
っ
。
克
己
復
曜
し
て
至
善

(丹
田
の

一
陽
)
を
伏
し
、
丹
田
に
漏
養
し
て
意
念
を
返
観
す
。

つ
づ

人
遁
を
和
合
し
て
機
縁
は
湊
り
、
高
い
志
操
を
堅
守
し
て
工
夫
を
縫
け
る
。

人
道
と
は
下
丹
田
|
玄
牝
を
守
っ
て
精
気
を
漏
ら
さ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
機
縁
と
は
天
命
や
前
聖
な
ど
の
助
力
で
あ
る
。
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其
三

:
:
薬
を
作
り
員
鉛
を
産
み
出
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
必
ず
員
末
で
精
を
専

一
に
制
御
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
楽
を
得
た
な
ら
ば
全
て

黄
婆

(意
)
に
よ
っ
て
運
ら
し
、
燐
を
安
え
鼎
を
立
て
巽

で
抽
扇
す
る
。
子
よ
り
寅
ま
で
卦
象
を
翻
し
、
十
二
時
の
中
に

一
周
天
す
る
。
規

法
に
従
い
呼
吸
を
行
っ
て
危
慮
を
防
ぐ
が
、
そ
の
規
定
法
度
は
口
俸
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

箕
エ
水
と
は
、
心
の
虚
霊
不
昧
を
下
腹
部
に
牧
め
、
久
し
く
し
て
霊
妙
に
な

っ
た
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
り
下
腹
部
に
員
鉛
H

元
精
が
生
じ
る
。

黄
婆
は
員
意
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

「
一
意
=
一用
」
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
輪
心

(任
督
脈
の
中
心
)
・
斗
杓

(任
督
脈
を
回
る
薬
物
)
・
休
浴

(薬

物
の
停
留
)
に
お
い
て
同
時
に
三
通
り
の
は
た
ら
き
を
す
る
。
異
鉛
が
護
生
し
た
ら
、
復
、
臨
、
泰
、
壮
、

夫
、
乾
、
垢
、

遁
、
否
、
観
、

剥
、
坤
の
十
二
卦
に
象
徴
さ
れ
る
過
程
を
た
ど
っ
て
身
中
を

一
周
す
る
。

其
四
:
:
:
小
薬
を
運
ら
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
人
仙
で
あ
り
、
後
に
升
ら
し
前
に
降
ろ
す
の
は
天
然
の
は
た
ら
き
に
合
す
。
子

(
下
丹
田
)
よ
り

陽
火
を
進
め
る
こ
と
三
十
六
、
午

(上
丹
悶
)
よ
り
陰
符
を
退
け
る
こ
と
二
十
四
に
し
て
還
る
。
体
浴
の
呼
吸
は
ま
た
同
じ
で
は
な
く、

霊
く

じ
か
ん

天
機
の
刻
漏
に
合
し
て
旋
る
。
念
中
の
虚
霊
は
先
天
の
理
で
あ
り
、
園
融
な
る
寂
照
で
丹
田
を
{
寸
る
。
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小
薬
と
は
小
周
天
の
こ
と
で
あ
る
。
陽
火
を
進
め
る
際
は
、一
脚
と
気
が
共
に
進
む
。
子
よ
り
丑
寅
卯
辰
巳
と
升
ら
せ
る
の
が
六
陽
で
つ
ま

り
六
六
の
三
十
六
、
午
よ
り
未
申
酉
成
亥
と
降
ろ
す
の
が
六
陰
で
つ
ま
り
四
六
の
二
十
四
と
な
る
。
体
浴
は
こ
の
十
二
辰
で
行
う
よ
う
で
あ

(口
)

り
、
そ
の
場
合
の
呼
吸
と
薬
物
の
升
降
は
、
吸
う
時
に
上
げ
て
呼
く
と
き
に
住
め
る
/
呼
く
時
に
下
ろ
し
て
吸
う
時
に
住
め
る
、
と
い
う
よ

う
に
す
る
。

其
五
:
:
:
周
っ
て
復
た
始
ま
る
は
た
ら
き
は
自
然
に
合
し
、
先
後
二
天
の
神
意
は
観
照
す
る
。
後
天
は
強
か
ら
ず
用
い
て
運
ら
す
が
、
も
し
先

は

た

ら

き

み

お

く

つ

づ

天

(
の
紳
意
)
が
無
け
れ
ば
(
先
天
の
)
機
は
震
動
し
な
い
。

一
交
を
看
過
れ
ば
ま
た
一
交
が
至
り
、
周
旋
を
縫
け
て
か
ら
本
源
の
坤
回

ね

か

き

た

(下
丹
田
)
へ
と
入
る

0

・
河
車
を
蓮
ら
し
罷
れ
ば
君
は
再
び
睡
れ
、
来
る
朝
に
天
機
が
改
め
て
起
こ
れ
ば
ま
た
同
様
に
工
夫
を
績
け
る
の
だ
。



周
天
の
升
降
の
際
に
は
、
後
天
の
気
を
吸
え
ば
先
天
の
試
が
升
り
、
後
天
の
気
を
呼
け
ば
先
天
の
試
が
降
り
る
。
「
来
る
朝
」
と
は
、
異

集
が
再
び
動
い
た
時
を
い
う
。

其
六
:
:
:
小
周
天
の
工
夫
が
畢
れ
ば
三
光
が
現
れ
、
目
前
に
湧
上
す
る
景
象
は
乱
雑
で
は
な
い
。
四
大
体
浴
に
は
四
正

(
春
夏
秋
冬
)
を
看
、

ま
わ轄

す
こ
と
一
周
に
し
て
中
央
に
入
る
。
左
縛
は
三
十
六
で
右
縛
は
二
十
四
、
聖
胎
が
出
来
上
が
れ
ば
温
涼
を
暁
る
。
薬
を
字
め
ば
風
火

(呼
吸

か
た

と
意
念
)
に
よ
る
乾
燥
を
備
防
し
、
子
息

(
極
め
て
微
細
な
呼
吸
と
意
識
)
の
工
夫
は
緊
く
牧
戴
す
。

一
筋
の
光
華

(
丹
光
)
が
湧
き
上
が
る
景
象
が
三
た
び
現
れ
る
。
こ
れ
以
降
、

小
周
天
の
昇
降
を
や
め
る
(
止
火
)
。
そ
の
後
、
大
薬
が
出
来
る
の
で
、
任
督
服
を
子
午
卯
酉
の
四
所
で
泳
浴
し
つ
つ
回
し
、
中
央

(中
宮
)

小
周
天
の
回
数
が
十
分
と
な
り
、

薬
物
が
霊
妙
に
な
る
と
、

へ
入
れ
る
。
そ
う
し
た
ら
、
「
心
目
」
を
左
旋
右
縛
三
十
六
回
、
右
旋
左
穂
二
十
回
国
す
る
と
安
定
し
、
聖
胎
が
結
す
る
。

な
お
採
大
築
に
は
七
日
か
け
る
。
五
l
七
日
目
に
丹
田
が
火
機
、
雨
腎
が
湯
煎
し
、
耳
後
に
風
撃
、
眼
底
に
金
光
国
満
と
な
れ
ば
、
陽
気

- 35-

園
満
の
徴
で
あ
り
、
採
取
し
て

(任
督
脈
を
回
し
て
)
よ
い
。

其
七
:
:
:
功
法
が
中
乗
に
到
れ
ば
紳
仙
で
あ
り
、
黄
庭
園
内
に
紫
蓮
を
観
る
。
助
け
ず
忘
れ
ず
温
柔
に
養
い
、
寂
照
は
自
然
に
潤
わ
せ
て
情
縁

は
忘
れ
去
る
。
識
神
が
頼
れ
れ
ば
胎
絡
を
傷
う
の
で
、
知
覚
中
に
知
畳
せ
ず
抽
添
も
し
な
い
。
元
一
紳
は
胎
に
住
し
て
端
扶
し
つ
つ
坐
し
、
灰

心
の
聖
火
は
糞
元
を
養
う
。

錬
精
化
気
(
還
丹
)
に
よ
り
出
来
た
丹
を
中
丹
田
(
黄
庭
)
に
て
観
照
す
る
。
こ
れ
よ
り
錬
気
化
榊
と
な
る。

こ
れ
を
十
箇
月
行
う
の
が

大
周
天
の
火
候
で
あ
る
。
意
念
を
生
ぜ
ず
静
寂
な
観
照
を
績
け
れ
ば
、
自
然
に
乾
燥
を
防
い
で
聖
胎
は
潤
う
。

35 

其
八
:
:
:
十
月
の
期
間
に
龍
は
珠
を
養
い
、
緊
く
抱
き
牢
く
封
じ
て
一
柳
気
は
五
い
に
握
む
。
二
試

(子
気
と
母
気
)
を
培
養
し
て

(櫨
中
に
)
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虚
嘘

(纏
め
て
微
か
な
呼
吸
川
一一

を
凝
ら
し
、
性
は
定
ま
り
胎
は
固
か
と
な
り
陽
は
純
足
す
。
切
に
有
篤
を
忌
み
有
用
を
防
ぎ
、
覚
照
の
輝
定
で

機
を
待
ち
錯
誤
の
な
い
よ
う
に
す
る
。
陰
が
重
き
れ
ば
胎
光
は
燦
湖
と
輝
き
、

未
だ
時
機
が
至
ら
な
け
れ
ば
鼎
媛
を
移
し
て
は
な
ら
な
い
。

採
大
薬
の
後
の
「
結
胎
」
で
あ
り
、
か
な
ら
ず
し
も
十
月
で
な
く
と
も
よ
い
。
呼
吸
法
、
念
慮
を
用
い
ず
、
目覚
め
た
意
識
の
稿
料
定
で
時
機

を
待
ち
な
が
ら
、
胎
は
陰
が
霊
き
て
純
陽
と
な
る
。

其
九
:
:
・
ふ
と
静
な
る
紋
態
が
極
ま

っ
て
天
花
が
降
れ
ば
、
坤
壇
よ
り
移
し
て
乾
鼎
の
郷
へ
と
上
げ
る
。
鵠
巣
鷲
嶺

(頭
部
)
に
は
風
雲
が
起

-一つっ

こ
り、

(天
花
は
)
眉
聞
に
鵬
憧
枕
し
て
霊
光
を
放
っ
。
急
ぎ
三
界
を
超
え
て
嬰
児
は
演
り
、
魔
が
遠
方
へ
誘
い
蹄
郷
で
き
な
く
な
る
の
を
防
ぐ
。

こ
の
ぜ
か
しい

上
丹
田
に
乳
晴
す
る
こ
と
三
年
間
き
ち
ん
と
行
い
、
静
慮
に
面
壁
し
て
塵
房
を
脱
す
。

静
定
中
に

一
輪
の
浩
月
が
丹
白
か
ら
目
前
へ
と
昇
る
。
そ
の
後
、
紅
白
も
同
様
に
昇
り、

日
月
合
誼
と
な
る
。
そ
れ
を
身
中
に
枚
め
、
静
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め
て
滅
却
し
、
静
か
な
状
態
が
極
ま
る
と
、

一
黙
の
純
陽
の
物
が
湧
泉

(土
踏
ま
ず
の
中
心
)
か
ら
中
宮

へ
と
昇
り
、
遁
胎
と
和
合
す
る
。
そ

う
し
た
ら
大
河
車
を
重
縛
す
る
が
、
そ
の
際
に
あ
た
か
も
風
雲
が
生
じ
群
鳥
が
騒
ぐ
様
子
が
あ
る
。
そ
の
後
仙
胎
が
充
足
す
る
と
、
何
か
が

中
下
二
丹
田
か
ら
眉
聞
に
至
り
、
白
雲
が
浦
空
に
舞
い
散
る

(天
花
盤
落
)。
そ
う
し
た
ら
遁
胎
|
|
嬰
児
を
三
界

(下
丹
凹

・
中
宮

・
頂
門
)

を
超
え
て
健
外
へ
と
出
す
。
こ
れ
を
上
丹
田
で
出
入
さ
せ
な
が
ら
正
念
で
養
育
す
る
。
時
に

一
輪
の
金
光
が
空
中
に
現
れ
る
の
で
、
育
て
た

法
身
の
中
に
そ
れ
を
収
め
、
ま
た
法
身
を
凡
身
の
中
に
牧
め
て
久
し
く
す
る
と
、
凡
身
は
気
へ
と
化
す
。
ま
た
、
法
身

(紳
)
か
ら
ま
た
法

身
を
と
、
百
干
高
億
化
身
を
生
み
出
す
。
こ
れ
ら
の
功
法
が
十
分
に
で
き
た
ら
、
無
人
の
深
山
古
洞
へ
入
り
、

紳
へ
と
化
し
、
虚
へ
と
還
る
。
こ
れ
を
金
仙
如
来
末
後
の
事
と
い
う
。

冗
然
と
端
座
し
て
形
を
煉
り
、

3 

内

丹

法

の

性

格

そ
れ
が
し

劉
名
瑞
は
そ
の
著
作
の
中
で
、

「余
、
塵
醒
の
時
自
り
、
憤
志
潜
究
し
、
三
数
の
金
言
を
力
捜
し
、
刻
刻
参
悟
し
懐
念
す
。

敵
乃
ち
初
め



沖
虚
伍
祖
の
(
仙
偽
)
合
宗
語
録
を
讃
み
、
曾
せ
て
華
陽
柳
祖
の
金
仙
誼
論
、
並
び
に
慧
命
異
経
を
閲
す
る
に
、
員
宗
を
洞
洩
す
。
此
の
一
一一集

の
丹
経
、
慈
悲
中
の
慈
悲
と
謂
う
べ
し
」(『
敵
矯
洞
章
」
自
殺
)
と
遮
べ
る
よ
う
に
、
明
の
伍
沖
虚
(
伍
守
陽
)
と
清
の
柳
華
陽
の
い
わ
ゆ
る
伍

柳
汲
の
丹
法
を
賞
賛
し
、
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。
特
に
、
「
蓋
し
古
書
の
至
佳
な
る
者
は
、
近
代
柳
華
陽
祖
師
の
著
す
所
の
金
仙
誼

論
一
部
、
慧
命
経
一
部
、
又
た
前
後
の
増
補
危
険
(
説
)
有
り
、
附
し
て
二
書
の
内
に
在
り
、
以
て
不
足
の
慮
を
補
う
。
此
の
一
一一部
は
、
功
速

や
か
に
し
て
玄
妙
、
至
れ
り
蓋
せ
り
。
」

(『
這
源
精
微
歌」

巻
下
「
登
位
終
論
其
三
十
六
」
)、

「:
:
:
至
顕
至
妙
は
需
吊
に
書
さ
れ
、
華
陽
柳
組
は
心

ゆ

俸
を
洩
ら
す
。
慧
命
糞
経
は
奥
託
を
説
き
、
金
倦
誼
論
は
危
険

(説
)
を
附
す
。
こ
の
経
書
を
除
い
て
は
遠
路
を
走
く
、
下
手
を
知
ら
ざ
れ
ば

是
れ
傍
参
な
り
。
:
:
:
」
(
問
「
論
三
敬
」)
と
言
う
よ
う
に
、
柳
華
陽
の
『
金
仙
誼
論
』
(
「
危
険
説
」
「
後
危
険
読
」
の
二
篇
を
含
む
)
と

「慧
命

経
』
を
よ
り
吉
岡
く
許
慣
し
て
い
る
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
ら
の
言
葉
の
通
り
、
彼
の
説
く
内
丹
法
瞳
系
の
骨
格
は
、
伍
柳
の
そ
れ
に
ほ
と
ん

ど
そ
の
ま
ま
則
っ
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
伍
柳
の
内
丹
法
の
韓
系
を
、
ひ
と
ま
ず
筆
者
な
り
に
で
き
る
限
り
簡
潔
に
整
理
し
て
記
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
の

(
幻
)

で
は
な
い
か
と
思
う
。

- 37ー

煉
己
(
調
薬
)
:
:
:
心
を
外
界
の
事
象
か
ら
断
つ
。

採
薬
:
:
:
意
念
と
呼
吸
を
下
丹
田
に
集
中
し
、
薬
物
が
量
生
す
る
。

小
周
天
:
:
:
薬
物
を
任
脈
・
督
脈
に
周
流
さ
せ
る
。

止
火
:
:
:
「
陽
光
三
現
」
が
あ
っ
て
小
周
天
を
止
め
る
。

採
大
薬
・
・
・
・
・
・
七
日
間
薬
物
に
意
念
を
集
中
し
て
大
薬
が
出
来
る
。

過
開
服
食
:
:
:
大
薬
を
督
服
か
ら
上
げ
、
任
服
か
ら
降
ろ
す
。
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大
周
天
:
:
・
さ
ら
に
十
箇
月
の
問
、
中
下
二
丹
田
で
薬
物
を
養
い
、
「
遁
胎
」
を
作
る
。
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出
紳
:
:
:
「
遁
胎
(
陽
神
)
」
を
上
丹
田
か
ら
出
し
入
れ
し
て
、
強
く
育
て
上
げ
る
。

還
虚
:
:
:
百
千
億
化
身
を
も
産
む
陽
神
を
牧
め
、
三
年
九
年
冗
坐
し
て
本
源
な
る

「虚」

へ
と
還
る
。

前
節
に
示
し
た
「
遁
源
精
微
歌
」
は
、
前
後
の
則
で
同
じ
プ
ロ
セ
ス
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
部
分
が
か
な
り
あ

っ
て
す

っ
き
り
し
て
い
な
い

(
包
)

面
も
あ
る
が
、
し
か
し
譲
み
取
れ
る
順
序
や
内
容
は
こ
れ
に
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
重
な
る
こ
と
が
わ
か
る
か
と
思
う
。
使
わ
れ
て
い
る
用
語
も
ほ
と

ん
ど
同
様
で
あ
る
。
ま
た
た
と
え
ば
、
第
九
則
の
注
に
示
し
た

「浩
月
」
「
紅
白
」

云
々
以
下
の
文
章
な
ど
は
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま

『伍
柳

(
お
)

仙
宗
』
に
み
え
る
。
劉
が
「
予
は
龍
門
に
演
法
し
、
南
無
に
受
法
す
」
と
言
っ
た
龍
門

(汲
)
と
は
、
{
貫
質
的
に
は
こ
の
伍
柳
の
丹
法
を
念
頭

に
置
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
た
と
え
ば

『道
源
精
微
歌
』
の
健
裁
を
跳
め
る
と
、
爽
注
附
き
の
本
文
が
ま
ず
基
本
に
あ

っ
て
、

そ
の
後
に
各
弟
子
と
の
数
問
ず
つ
の
問
答
が
績
く
格
好
に
な

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
な
ど
も
や
は
り

『伍
柳
仙
宗
』
の
程
裁
に
倣
っ
て
い

と
こ
ろ
で
、
伍
柳
が
、
た
と
え
ば

『仙
併
合
宗
(
語
録
)
」
(
伍
守
陽
)
と
い
っ
た
書
名
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
遁
悌

一
致
の
立
場
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る
ら
し
い
こ
と
が
看
取
で
き
る
。

を
前
面
に
出
し
て
い
る
の
に
封
し
、
劉
名
瑞
は
こ
れ
に
儒
家
の
所
説
を
重
ね
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
顕
著
で
あ
る
。
『
翫
矯
洞
章
』
自
殺
に
、
「
或

る
者
は
、
得
玄
の
遁
と
儒
と
は
同
じ
で
は
な
い
と
言
、
つ
が
、
こ
れ
は
迂
腐
の
言
だ
」

(一一
一葉
裏
)
と
述
べ
る
通
り
で
あ
る
が
、

『沼
崎
用
易
考
』
に、

「
余
、
幼
き
時
、
儒
原
を
潜
悟
し
、
員
を
舎
し
て
群
覚
す
。
而
る
後
に
誓
立
し
て
遁
に
販
し
、
志
し
て
一一一
敬
に
捜
る
に
、
同
県
言
何
ぞ
異
な
る
こ

と
有
ら
ん
や
」
と
言
、
つ
よ
う
に
、
幼
時
か
ら
身
に
つ
け
た
儒
数
的
数
養
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
劉
は
、
河
園
洛
書
、
周
易
、

中
庸
な
ど
の
儒
書
に
閲
す
る
多
く
の
言
及
を
は
じ
め
、
無
極
/
太
極
、
天
理
/
人
欲
、
本
然
の
性
/
気
質
の
性
な
ど
、
宋
挙
|
|
朱
子
撃
の
言

業
な
ど
も
著
作
の
中
で
多
用
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
を

一
一言
で
言
え
ば
「
丹
遁
を
以
て
儒
理
を
解
す
」
と
で
も
い
う
よ
う
な
も
の
で
、
儒

家
的
な
概
念
や
用
語
を
す
べ
て
内
丹
理
論
に
よ
っ
て
解
稽

・
説
明
を
し
て
い
る
。

『溢
煽
易
考
』
は

一
書
ま
る
ご
と
そ
の
た
め
に
書
か
れ
た
も

の
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
よ
う
な
頗
る

ユ
ニ
ー
ク
な
著
作
と
な
っ
て
い
る
。
彼
の
所
説
の
特
色
|
|
濁
自
性
の
瑳
揮
さ
れ
た
所
は
、
寧
ろ



こ
の
よ
う
な
面
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
っ
て
よ
い
。

『南
無
遁
汲
{一室
開』
(
東
文
研
本
)
巻
下
は
、
は
じ
め
よ
り
「
経
俄
」
(
這
数
経
典
)
お
よ
び

「
丹
書
」

の
目
録
と
し
て
数
多
く
の
書
名
を
載
せ、

さ
ら
に
そ
の
後
、
「
儒
書
経
集
」
、
「
儒
書
史
集
」
、
「
儒
書
子
集
」
、

「
文
集」、

「
雑
集
」
と
績
け
て
移
し
い
数
の
書
名
を
奉
げ
て
い
る
。
彼
が
こ

れ
ま
で
ど
の
よ
う
な
書
に
網
れ
な
が
ら
そ
の
撃
を
成
し
て
き
た
か
が
窺
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
這
書
と
儒
書
の
目
録
の
聞
に
、
備
を
一
首

差
し
は
さ
み
、
「
儒
は
遁
を
離
れ
ず
先
天
に
本
づ
き
、
遁
は
若
し
儒
を
離
れ
れ
ば
理
は
参
じ
難
し
。
二
汲
は
一
泊
に
し
て
表
裏
と
分
か
れ
、

を
鉄
け
ば
如
何
ぞ
一
元
を
貫
か
ん
」
と
述
べ
て
い
る
の
が
み
ら
れ
る
。

彼
が
例
数
に
封
し
で
も
造
詣
は
相
嘗
に
深
く
、

三
敬
一
致
の
論
調
も
強
い
こ
と
は
忘
れ
ず
に
附
け
加
え
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
儒

と
遁
を
結
ぶ
こ
と
に
は
や
は
り
か
な
り
こ
だ
わ
り
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

越

避

塵
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そ

の

人

(
お
)

趨
避
塵
に
つ
い
て
は
事
跡
が
比
較
的
詳
細
に
わ
か
る
が
、
紙
幅
の
関
係
上
、
以
下
に
年
譜
式
で
簡
潔
に
記
述
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

越
避
塵
は
、
前
遮
の
よ
う
に
元
の
名
を
順
一
と
い
う
。
ま
た
金
騰
と
い
う
名
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
遁
競
は
一
子
で
あ
り
、
自
ら
は
専
ら

千
峰
老
人
と
競
し
た
。
成
豊
十
年

(
一
八
六
O
)
、
北
京
昌
平
蘇
陽
坊
鎮
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
父
の
名
は
越
永
寛
、
母
は
孟
生
貞
。
兄
弟
は
三
人

で
、
長
兄
は
魁

て

次

兄
は
興
一
と
い
い
、
順
一
は
末
弟
で
あ
っ
た
。
幼
い
時
に
叔
父
の
越
、水
升
の
養
子
と
な
る
が
、
家
が
貧
し
く
、
た
だ
三

年
間
だ
け
無
料
の
(
農
閑
期
に
聞
か
れ
る
)
冬
季
撃
校
に
通

っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

光
緒
初
年

(
一
八
七
五
)
、
便
血
の
病
を
患
い
、
祖
母
に
連
れ
ら
れ
て
千
峰
山
桃
園
観
に
劉
名
瑞
を
訪
ね
た
。
そ
し
て
師
弟
の
縁
が
結
ば
れ
、
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劉
よ
り
「
大
悟
」
の
名
を
賜
っ
た
の
は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
後
も
し
ば
し
ば
劉
を
訪
ね
て
親
し
く
教
え
を
請
う
た
ら
し
く
、
劉
の
著



40 

作
の
中
に
は
質
問
者
と
し
て
こ
の
「
越
大
悟
」
の
名
が
よ
く
現
れ
る
。

光
緒
九
年

ご

八
八
三
)、

商
人
と
し
て
陽
坊
鎮
に
来
て
い
た
天
津
北
門
外
河
北
堤
頭
村
の
入
、
劉
雲
普
よ
り
、
武
術
と
遁
術
を
習
う
。
彼
に

は
弟
子
が
百
十
人
ほ
ど
い
た
が
、
越
は
そ
の
二
番
弟
子
と
な

っ
た
。
ま
た
後
年

(
民
国
七
年
、

一
九
一
八
)
に
は
、
千
峰
山
の
慶
楽
高
賢
舘
で
彼

よ
り
「
閉
陽
開
法
訣
」
を
傍
授
さ
れ
た
と
い
う
。

そ
の
後
は
し
ば
ら
く
、
北
京
か
ら
ウ
ラ
ン
パ

l
ト
ル
の
聞
で
、
放
行
者
や
荷
物
を
護
衛
す
る
仕
事
に
携
わ

っ
た
。

そ
し
て
光
緒
十
六
年

(
一
八
九
O
)
頃
か
ら
、
清
朝
の
盟
税
の
役
人
と
な
り
、
主
に
京
杭
運
河
沿
い
の
地
域
で
堕
税
を
徴
収
し
て
ま
わ
っ
た

が
、
こ
の
立
場
を
借
り
、
仕
事
の
傍
ら
各
地
に
高
名
な
遁
人
を
訪
ね
て
敬
え
を
請
う
て
ま
わ
っ
た
。

光
緒
十
九
年

(一

八
九
三
)
、
江
蘇
准
安
開
の
板
間
村
で
、
外
に
は
例
経
を
講
じ
、
内
に
は
性
命
隻
修
の
功
法
を
修
め
る
と
い
う
悟
鰭
老
師
と

知
り
合
い
、
翌
年
弟
子
と
な
り
、
性
功
|
|
「
観
空
而
不
室
、
無
他
無
我
之
妙
法
」
を
惇
授
さ
れ
た
。

光
緒
二
十
年

(一

八
九
四
)
に
、
准
安
関
清
江
浦
の
船
上
に
て
朱
賓
鮮
に
遇
い
、

や
は
り
師
と
拝
し
た
。
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そ
の
後
水
路
に
て
准
安
聞
か
ら
銀
江
へ
と
到
る
。
光
緒
二
十

一
年

(
一
八
九
五
)一一一
月
十
三
日
、
名
刺
金
山
寺
に
て
了
然
、
了
空
の
二
鵡
師

に
出
曾
い
、
全
身
の
閥
窺
を
決
破
し
、
全
訣
を
授
け
ら
れ
た
と
い
う
。
了
然
、
了
空
は
ど
ち
ら
も
悌
信
で
あ
り
な
が
ら
賓
は
正
租
龍
門
汲
の
第

十
代
で
あ
り
、
柳
華
陽
か
ら
傍
授
を
得
た
と
い
い
、
そ
れ
ぞ
れ
清
鵡
、
清
添
の
遁
名
を
持
つ
。
こ
こ
で
越
は
龍
門
汲
第
十

一
代
の
弟
子
と
し
て
、

「
一
子
」
の
名
を
賜
っ
た
。
こ
の
と
き
越
は
三
十
五
歳
で
、
子
は
ま
だ
な
か

っ
た
が
、

二
師
は
越
に
釘
し
、
ま
ず
後
嗣
を
残
し
、

そ
の
後
で
自

分
ら
の
惇
え
た
法
訣
を
有
縁
の
人
々
に
侍
え
、
そ
の
命
脈
を
繋
ぐ
よ
う
に
委
嘱
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
は
基
本
的
に
は
北
京
に
戻
り
、
北
郊
の

(
お
)

昌
平
卒
西
府
に
て
商
業
(
「
堕
庖
」
ら
し
い
)
を
営
ん
で
暮
ら
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。

光
緒
二
十
四
年

(
一
八
九
八
)
十
二
月
二
十
七
日
、
北
京
の
三
官
廟
で
、
理
門

(在
理
数
)
領
衆
の
贋
四
爺
よ
り
「
巽
理
」
を
授
か

っ
た
。

光
緒
二
十
八
年

(一

九
O
二
)
重
陽
節
、
銚
珍
賢

(字
は
伯
符
)
と
共
に
金
山
寺
へ
到
り
、
銚
は
了
空
を
師
と
拝
し
て
遁
競

「
一
中
」
を
授
か

り
、
越
の
師
弟
と
な
る
。
ち
な
み
に
こ
の
他
、
杜
心
五

(名
は
恨
娘
)
も
こ
の
法
系
の
師
弟
と
な
る
。



光
緒
三
十
二
年
(
一九
O
六
)
、
大
連
湾
小
平
島
の
彰
茂
昌
に
遇
い
、
採
薬
訣
法
、
性
功
回
光
返
照
の
法
を
傍
授
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
民
国
五

年

(一

九
二
ハ
)
に
は
、
北
京
前
門
外
打
磨
廠
に
て
、
彰
に
長
ら
く
師
事
し
た
兄
の
越
魁

一
の
導
き
で
、

正
式
に
彼
を
師
と
奔
す
。

民
園
九
年

(一

九
二
O
)
三
月
、
北
京
の
文
昌
閣
で
、
金
山
祇
第
二
代
の
諌
至
明
か
ら
訣
法
を
惇
授
さ
れ
る
。
そ
し
て
金
山
振
の
第
三
代
の

「
こ
字
輩
と
し
て
、
「
趨
一
子
」
の
名
を
賜
っ
た
と
い
う
。

同
年
五
月
、
了
空
が
北
京
卒
西
府
の
越
の
庖
へ
や

っ
て
来
る
。
こ
の
時
越
は
六
十
歳
、
既
に
三
男
一
女
を
遺
し
た
こ
と
も
あ
り
、
家
業
は
子

(
幻
)

女
に
任
せ
、
そ
の
数
法
を
白
話
を
用
い
て
普
く
慶
め
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
る
。

そ
の
後
し
ば
ら
く
蒔
路
す
る
が
、

二
度
の
入
獄
を
機
に
誓
願
を
立

て
、
民
国
十
七
年
(
一
九
二
八
)
四
月
十
七
日
、

北
京
に
て

「
千
峰
先
天
汲
」
を
開
創
し
て
弟
子
を
度
し
、
次
の
汲
詩
四
十
字
を
惇
え
た
。

玄
妙
先
天
逼
、
自
然
性
程
空
。
倍
英
国
光
献
、
慧
命
上
昆民間。

金
丹
乾
坤
大
、
曜
義
善
養
功
。
虚
霊
清
静
意
、
留
名
高
古
春。

そ
し
て
、
民
圏
二
十
二
年

(一

九
三
三
)
に

『性
命
法
訣
明
指
』
が
上
梓
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
れ
は
京
劇
役
者
と
し
て
有
名
な
果
湘

林

(
果
仲
蓮
)
と、

そ
の
夫
人
の
余
素
霞
(
著
名
な
京
劇
役
者
の
余
紫
雲
の
娘
で
、
や
は
り
京
劇
役
者
の
余
叔
岩
の
姉
)
に
よ
る
出
資
、
刻
版
、
印
刷
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で
あ
り
、
そ
の
息
子
の
果
文
徳
が
解
剖
園
を
制
作
し
た
。
こ
れ
ら
を
始
め
、
皆
な
「
玄
」
字
を
含
む
遁
競
を
輿
え
ら
れ
た
彼
の
弟
子
た
ち
の
協

力
に
よ
り
出
版
さ
れ
た
。

こ
れ
以
降
、
著
名
人
を
含
む
数
多
く
の
人
々
に
数
法
を
侍
授
し
た
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
線
統
で
あ

っ
た
察
元
洪
を
始
め
、

軍
関
の
呉
侃
字
、

張
作
森
お
よ
び
張
撃
良
の
親
子
、
辛
亥
革
命
の
功
勢
者
で
あ
る
朱
子
橋
、
杜
心
五
、
園
民
黛
高
級
将
領
の
張
治
中
、
著
名
な
京
劇
役
者
の
程
硯

秋
(
果
湘
林
の
娘
婿
で
も
あ
る
)
な
ど
も
、
彼
に
数
え
を
受
け
た
と
い
う
。

ま
た
同
年
、
兄
の
超
魁
一
が
著
し
た

『再
生
延
年
線
三
字
法
訣
経
(
三
字
法
訣
経
)
』
に
超
避
塵
が
批
注
を
加
え
、
果
湘
林
余
素
霞
夫
妻
の
長

女
の
果
葵
英
と
小
女
の
果
文
英
に
よ
り
、
刻
版
印
刷
さ
れ
る
。

民
国
二
十
三
年

(一

九
三
四
)
、
こ
の
頃
、
避
の
又
の
著
作
で
あ
る
「
衛
生
性
命
生
理
拳
」
が
小
範
囲
の
弟
子
に
流
侍
す
る
。
さ
ら
に
「
内
修
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融
要
」
と
い
う
も
の
も
あ

っ
た
が
、
印
刷
は
さ
れ
な
か

っ
た
と
い
う
。
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民
国
二
十
四
年

(一

九
三
五
)
、
内
丹
修
行
の
過
程
を
十
六
の
園
に
ま
と
め
た
「
衛
生
性
命
法
訣
全
園
」

を
著
す
。

民
園
三
十

一
年

(一

九
四
二
)
、
回
生
慈
善
舎
曾
長
の
楊
侃
蘭
か
ら
迭
ら
れ
た
宅
院
に
お
い
て
浸
す
。
遺
骸
は
故
郷
の
昌
平
蘇
陽
坊
鎮
の
南
に

葬
ら
れ
た
。

2 

内

丹

法

の

概

略

越
避
塵
の
主
著
は
、
再
三
名
前
の
出
た

『性
A
叩
法
訣
明
指
』
で
あ
る
。
こ
の
書
は
全
十
六
巻
で
あ
る
が
、
自
ら
の
内
丹
法
を
十
六
段
階
の
過

程
に
分
け
て
程
系
的
に
記
し
て
い
る
。
各
巻
は
、
ま
ず
一
幅
の
固
と
と
も
に
そ
の
段
階
の
功
法
に
つ
い

て
の
線
論
を
述
べ
、
そ
の
後
に
関
連
す

る
問
題
に
つ
い
て
の
弟
子
た
ち
と
の
問
答
を
載
せ
る
と
い
う
形
式
に
な
っ
て
お
り
、
極
め
て
詳
細
な
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
前
述
の
了

空
の
指
示
を
遵
守
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

口
語
に
近
い
文
慢
で
記
さ
れ
て
お
り
、
内
容
の
理
解
も
容
易
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
や
は
り
こ
の
『
性

こ
と
に
す
る
。
な
お
、
「
衛
生
性
命
法
訣
全
国
」
は
基
本
的
に

『性
命
法
訣
明
指
」
各
巻
冒
頭
の
固
と
詩
訣
、

お
よ
び
本
文
の

一
部
を
抜
き
出
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命
法
訣
明
指
』
の
健
裁
に
基
づ
き
、
そ
の
十
六
段
階
の
内
容
を
順
次
要
約
す
る
と
い
う
形
で
、
越
避
塵
の
内
丹
法
を
一
通
り
描
き
出
し
て
み
る

し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、

『性
命
法
訣
明
指
』
の
内
容
を
最
大
限
に
簡
略
化
し
た
も
の
と
言
え
る
が
、
微
妙
に
異
な
る
部
分
が
あ
る
の
で、

こ
れ
も
適
宜
参
照
し
て
補
え
る
と
こ
ろ
は
補
う
こ
と
に
す
る
。

第

一
・
安
神
祖
寂

ま
ず
は
具
程
的
な
坐
法
に
つ
い
て
述
べ
る
。

静
坐
の
前
に
、

一
切
の
雑
念
を
梯
う
よ
う
努
め
、
衣
帯
を
緩
め
て
躍
を
締
め
附
け
な
い
よ
う
に
し
、
自
ず
と
血
脈
が
固
ま
れ
る
こ
と
な
く
ゆ

き
わ
た
る
よ
う
に
す
る
。
静
坐
に
入
る
時
は
、
韓
は
楕
木
の
知
く
、
心
は
寒
灰
の
如
く
に
し
、
雨
目
は
下
方
に
鼻
の
先
端
を
観
る
。
目
を
閉
じ

す
ぎ
ず
、
開
き
す
ぎ
ず
、
験
を
簾
の
よ
う
に
垂
ら
し
て
鼻
の
先
端
を
観
、
意
念
は
雨
目
の
中
聞
の
平
ら
か
な
と
こ
ろ
に
置
く
の
を
最
も
よ
し
と



す
る
。
長
い
開
こ
う
し
て
い
る
と
、
「
慧
光
」
が
自
然
と
現
れ
る
。
こ
れ
が
修
丹
の
初
歩
で
あ
り
、
念
頭
を
収
拾
す
る
法
で
あ
る
。
心
気
が
調

つ

和
し
た
な
ら
ば
、
目
は
外
に
向
け
ず
、
耳
を
凝
ら
し
、
舌
を
上
顎
に
頂
け
、
鼻
息
を
調
え
る
。

息
が
調
っ
て
身
心
は
す
べ
て
忘
れ
ら
れ
、

・
身
程

の
穴
を
塞
い
で
終
日
愚
人
の
よ
う
に
な
り
、
盤
膝
を
組
ん
で
安
ら
か
に
坐
る
。
右
の
腿
を
外
へ
向
け
、
左
の
腿
を
内
に
向
け
、

陽
が
陰
を
抱
く

と
い
う
よ
う
に
す
る
。
左
手
の
親
指
を
中
指
と
ぴ
っ
た
り
合
わ
せ
、
右
手
の
親
指
を
左
手
の
中
へ
描
入
す
る
。
担
子
訣
で
あ
り
、

右
手
が
外
に

あ
り
、
陰
が
陽
を
抱
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
子
午
八
卦
連
環
訣
と
い
う
。

な
お
、
組
寂
と
は
二
目
の
中
心
の
内
で
あ
り
、
{
女
神
祖
賓
と
は
要
す
る
に
そ
こ
を
意
守
す
る
の
で
あ
る
。

第
二
・
玉
鼎
金
壇

内
丹
錬
成
に
お
い
て
最
も
重
要
な
場
と
な
る
身
罷
内
の
二
部
位
|
|
玉
鼎
と
金
姐
|
|
に
つ
い
て
解
説
す
る。
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玉
鼎
と
は
、
耳
尖
上
の
中
心
、
大
脳
の
中
心
で
あ
る
。
そ
の
内
に

一
胞
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
先
天
の
異
性
の
居
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
す
な
わ

ち
元
締
の
室
で
あ
る
。
雨
遁
に
そ
れ
ぞ
れ
一
管
が
あ
り
、
眼
球
と
連
な
り
、
更
に
心
へ
と
通
じ
て
い
る
。
金
燈
と
は
、

腕
胴
下

一
寸
三
分
、
腎
の

前
で
臓
の
後
、
あ
る
い
は
前
か
ら
七
で
後
か
ら
三
の
と
こ
ろ
、
雨
跨
上
の
中
心
に
あ
る
。
こ
れ
を
糞
宋
穴
と
も
い
う
。
精
を
生
ず
る
所
で
あ
る
。

も
と
も
と
鼎
も
壇
も
な
い
が
、
精
が
生
じ
宗
が
護
し
た
時
に
、
は
じ
め
て
そ
れ
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
他
、
韓
内
に
お
け
る
精
気
の
生
成
の
シ
ス
テ
ム
や
、
人
の
一
生
に
お
け
る
陽
気
と
陰
気
の
消
長
の
理
な
ど
を
述
べ
る
。

第
三
・
開
通
八
服

本
格
的
に
内
丹
工
夫
に
入
る
前
に
、

身
躍
の
八
つ
の
気
脈
を
開
通
さ
せ
て
お
く
必
要
が
あ
る
こ
と
を
説
く。

そ
の
方
法
は
、

て
(
口
を
閉
じ
て
鼻
か
ら
の
)
吸
気
と
と
も
に
(
心
意
を
)
生
死
寂
(舎
陰
)
か
ら
督
服
を
通
し
て
頭
中
へ
升
ら
せ
、

、
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呼
気
と
と
も
に
任
脈
を
通
し
て
生
死
寂
へ
降
ろ
す
。
三
、
吸
|
|
生
死
寂
か
ら
宋
穴
へ
上
げ
、

帯
服
で
左
右
に
分
け
て
後
の
腰
眼
へ
回
し
て
か
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ら
雨
勝
禽
へ
升
ら
せ
、

四
、
呼
|
|
に
そ
こ
か
ら
雨
肘
外
、

中
指
を
通
し
て
掌
の
中
心
で
止
め
る
。
五
、
吸
|
|
掌
の
中
心
か
ら
腕
の
内
側
を

通
っ
て
胸
前
に
至
り
、
六
、
呼
l
|
雨
胸
前
か
ら
二
筋
に
帯
脈
へ
降
り
て
合
一
し
て
生
死
窺
へ
戻
る
。
七
、
吸
|
|
生
死
窺
か
ら
異
つ
直
ぐ
緯

宮
ま
で
升
り

(
こ
れ
が
衝
脈
)、
八
、
呼
ー
ー
ま
た
生
死
読
ま
で
降
り
て
左
右
に
分
か
れ
て
雨
腿
の
外
を
通
り
足
指
を
ま
わ

っ
て
足
の
ひ
ら
の
中

心
H

湧
泉
穴
で
止
ま
る
。
九
、
吸
|
|
湧
泉
穴
か
ら
雨
腿
の
内
を
通

っ
て
生
死
寂
を
過
ぎ
り
員
宋
穴
ま
で
升
り
、

十、

呼
|
|
長
宋
穴
か
ら
生

死
寂
へ
降
り
て
止
ま
る
。
こ
れ
を
毎
日
早
朝
に
行
う
の
で
あ
る
。

第
四
・
採
外
薬
訣

し
人

外
薬
と
は
奨
陽
の
精
で
あ
り
、

(
丹
田
に
)
生
ず
れ
ば
神
が
自
然
と
感
知
す
る
。
こ
の
精
宋
が
十
分
に
充
足
し
て
溢
れ
出
そ
う
と
い
う
と
し

た
時
、
進
陽
火

・
退
陰
符
を
行
う
。
こ
れ
ら
は

一
呼
吸
の
聞
に
行
う
も
の
で
あ
り
、
進
陽
火
と
は
、

鼻
か
ら
の

一
吸
気
の
聞
に
、
心

・
一柳

・
意

を
尾
間
関
よ
り
子
|
|
丑
|
|
寅
|
|卯

(爽
脊
)
と
上
げ
て
し
ば
し
留
め

(
泳
浴
)
、

ま
た
上
げ
て
午

(泥
丸
宮
)

へ
と
至
る
。
退
陰
符
は
鼻
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か
ら
の

一
呼
気
の
聞
に
、
心
・
紳
・

意
を
午
|
|
未
|
|
申
|
|
酉
と
下
ろ
し
て
し
ば
し
留
め
、

さ
ら
に
下
降
さ
せ
て
子
ま
で
至
る
。
こ
れ
に

よ
り
先
天
の
員
精
宋
を
引
動
し
て
督
脈

・
任
脈
を
後
升
前
降
さ
せ
る
。

こ
れ
と
同
時
に、

吸
気
の
聞
に
眼
精
を
回
し
て
下
か
ら
上

へ
と
見
、
呼

気
の
聞
に
は
上
か
ら
下
へ
と
を
見
て
、
精
宋
心
意
と
と
も
に
眼
精
を
ひ
と
ま
わ
り
さ
せ
る
。
(
よ
り
正
し
く
は
こ
れ
ら
を
線
合
し
て
進
陽
火

・

退
陰
符
と
言
、っ
。)
な
お
こ
の
際
、
督
脈
・
任
脈
の
内
側
で
も
先
天
の
異
宋
が
上
下
に
昇
降
す
る
が
、
こ
の
内
里
の
消
息
を
嚢
簡
と
圭一T
Jo

以
上
全
て
で
小
周
天
で
あ
る
。

第
五

(外
文
武
火
の
法
)

外
武
火
は
、
棒
上
の
小
球
を
見
つ
め
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
だ
現
れ
な
い
五
臓
の
病
を
眼
か
ら
涙
と
し
て
流
し
出
す
方
法
、
外
文
火
は
舌
を
上

欝
の
天
地
穴
に
あ
て
て
静
坐
す
る
な
ど
で
そ
の
際
に
開
い
た
脈
管
や
気
息
の
状
態
を
元
の
状
態
へ
と
戻
す
方
法
で
、
こ
れ
に
か
け
る
時
聞
は
武



火
と
文
火
で
三
釘
七
の
割
合
に
す
る
。
こ
の
他
、
進
陽
火
・
退
陰
符
な
ど
を
行
う
際
に
関
連
す
る
十
人
種
の
火
候
に
つ
い
て
逐
一
ヰ
許
し
く
解
説

す
る
。

第
六
(
採
内
薬
)

第
四
巻
の
採
外
薬
に
よ
り
充
足
し
た
莫
呆
は
脳
へ
と
上
昇
す
る
が
、
そ
こ
で
眼
精
を
左
旋
右
縛
す
る
と
脳
気
筋
と
紳
経
系
が
和
合
し
て
脳
髄

が
充
満
し
、
「
栄
光
」
が
現
れ
る
。
こ
れ
が
「
内
薬
」
で
あ
り
、
「
玄
関
」
と
も
い
う
。
眼
精
を
旋
縛
さ
せ
る
方
法
は
、
下
か
ら
左
を
回
っ
て
上

へ
子
|
|
卯
|

|
午
|
|
酉
(|

|
子
)
と
一
周
し
、
三
十
六
縛
す
る
の
を
進
陽
火
、

ま
た
上
か
ら
左
を
回
っ
て
午
|
|
卯
|
|子

|
|
酉

(
|
|
午
)
と
一
周
し
、

二
十
固
持
す
る
の
を
退
陰
符
と
す
る
。

第
六
で
現
れ
た
「
玄
関
」
は
、
精
・
元
…
・
一
柳
が
和
合
し
て
租
寂
(
の
前
)
の
一
慮
に
集
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、
「
(
先
天
員

一
の
)
租
宋
」

と

も
い
う
。
こ
の
「
租
元
…
」
の
光
は
瑳
散
し
や
す
い
が
、
雨
眼
で
左
右
か
ら
そ
れ
を
脱
み

(「
日
月
合
詑
」
)、

回
光
返
照
に
努
め
る
と
、
盤
旋
す
る
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第
七
・
翁
緊
祖
先
…

光
も
散
ら
な
く
な
る
。
そ
れ
を
腹
内
の
中
宮
H
緯
宮
(
心
下

一
寸
二
分
)

へ
と
収
め
入
れ
る
。
こ
の
光
が
未
熟
で
不
安
定
な
場
合
、
ま
た
左

|
|
上
1

1
右
|
|
下
と
眼
暗
を
蒋
じ
、

口
内
に
満
ち
て
き
た
唾
液
(
金
液
)
と
と
も
に
、

心

・
紳

・
意
で
先
天
国
奥
一
の
宋
を
員
宋
穴
へ
迭
る
。

こ
れ
を
「
迭
陵
町
土
釜
」
と
い
う
。

第
八

・
聾
歳
末
穴

第
七
で
祖
先
…
を
腹
中
に
入
れ
、
そ
の
後
宋
{八
H

下
丹
田
へ
と
到
る
。

そ
こ
で
下
丹
田
を
目
光
で
久
し
く
凝
視
し
て
い
る
と
、
熱
力
が
動
き
溢

45 

れ
る
の
で
、
意
念
を
使
っ
て
こ
れ
を
心
の
位
置
へ
と
運
び
、
心
ま
で
来
た
ら
ま
た
意
念
で
腎
の
位
置
ま
で
運
ぶ
。
こ
の
よ
う
に
心
|
|腎
の
開
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の
往
来
を
績
け
て
い
る
と
、
忽
然
と
そ
れ
は
宋
穴
内
へ
と
落
ち
込
む
。
こ
れ
を

「
窺
中
の
寂
へ
入
る
」
と

い
い
、
そ
れ
に
よ
り

「大
定
」

が
得

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
九
・
法
輪
自
縛

第
八
に
よ
り
、

「大
定
」

が
得
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
胎
息
の
朕
態
が
始
ま
る
。

具
程
的
に
は
、
後
天
の
呼
吸
の
際
、

口
鼻
に
よ
ら
ず
睡
で
気
を
吸
い
、
帯

(生
死
絞
っ

)
で
呼
く
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
種
で
の
吸
気
の
際、

先
天
の
宋
穴
内
の
異
宋
が
引
動
さ
れ
、

震
動
し
て
自
然
に
督
脈
か
ら
泥
丸
宮
へ
と
升
る
。
そ
し
て
呼
気
の
際
に
、
異
宋
は
泥
丸
宮
か
ら
任
脈
を

遇
っ
て
生
死
寂
へ
と
降
り
る
。
つ
ま
り
後
天
の
気
が
降
り
れ
ば
先
天
の
宋
が
升
り
、
後
天
の
気
が
升
れ
ば
先
天
の
宋
が
降
り
る
と
い
う
、

四
つ

の
呼
吸
の
往
来
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
行
住
起
止
の
い
つ
の
時
も
後
天
の
呼
吸
に
連
動
し
て
異
宋
の
呼
吸
が
升
降
す
る
よ
う
に
な
る
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|
|
こ
れ
が
法
輪
自
轄
で
あ
り
、
大
週

(周
)
天
で
あ
る
。

第
十
・
牧
元
…
法
訣

第
九
の
過
程
に
よ
り
「
舎
利
子
」
が
錬
成
さ
れ
る
が
、
こ
れ
が
十
分
に
充
足
す
る
か
し
な
い
か
と
い
う
段
階
で
は
、
と
も
す
る
と
夜
内
に
漏

れ
だ
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
就
寝
前
に
以
下
の
よ
う
な
牧
黒
牧
精
の
法
訣
を
行
う
。
ま
ず
左
手
を
上
、
右
手
を
下
に
し
、
右
手
の
中
指
を
左

手
の
掌
の
中
心
に
あ
る
龍
{
八

(心
に
通
ず
る
)
に
嘗
て
、
左
手
の
中
指
を
右
手
の
掌
の
中
心
に
あ
る
虎
{八

(腎
に
通
じ
る
)
に
嘗
て
る
よ
う
に
し

て
手
を
組
む
。
そ
し
て
舌
を
上
鰐
に
嘗
て
、
実
意
で
淫
根
を
内
へ
一
縮
さ
せ
て
か
ら
、

鼻
よ
り
気
を
一
吸
し
、
心
意
を
督
脈
か
ら
上

へ一

升
さ

せ
、
雨
眼
を
下
か
ら
左
を
回

っ
て
上

へ
と

一
縛
す
る
。
次
い
で

一
呼
気
の
聞
に
、
雨
眼
を
上
か
ら
右
を
回

っ
て
下
へ

と
穂
じ
、
心
意
を
任
脈
か

ら
降
ろ
し
て
生
死
寂
へ
と
到
る
。
こ
れ
を
九
回
で
一
セ
ッ
ト
、
合
わ
せ
て
四
セ
ッ
ト
で
三
十
六
回
行
え
ば
、
舎
利
子
は
漏
れ
る
恐
れ
が
な
い
と

す
る
。



第
十
一
・
霊
丹
入
鼎

前
の
段
階
で
精
・
呆
・
紳
が
十
分
錬
成
さ
れ
る
と
頂
内
に
緊
ま
る
が
、
そ
の
後
こ
の
霊
丹
は
口
中
で
津
液
と
化
し
て
腹
中
へ
と
降
り
、
舎
利

子
を
滋
養
す
る
。
そ
の
後
、
来
穴
か
ら
舎
利
の
光
が
殻
せ
ら
れ
れ
ば
舎
利
子
は
充
足
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
よ
り
正
し
く
確
認
す
る

一
法

が
あ
る
。
そ
れ
は
、
面
前
に
油
燈
を
ひ
と
つ
置
き
、
二
目
で
炎
を
直
視
し
、
雨
眼
を
左
か
ら
右
へ
九
度
回
し
、
目
を
閉
じ
る
と
異
ん
前
に
塘
光

|
|
固
満
な
大
月
光
が
見
え
れ
ば
舎
利
子
は
充
足
し
て
い
る
。
し
か
し
、
光
国
の
輪
郭
は
光
っ
て
い
る
が
、
圏
内
が
暗
い
場
合
は
、
ま
だ
充
足

し
て
は
い
な
い
。

第
十
二
・
温
養
霊
丹

舎
利
子
が
十
分
に
充
足
す
る
と
、
そ
の
象
と
し
て
六
景
が
現
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
目
に
金
光
が
見
え
る
こ
と
、
頭
の
後
方
に
鷲
の
鳴
き
撃
が

は
ね
あ
が

す
る
こ
と
、
右
左
の
耳
に
龍
吟
虎
鳴
が
あ
る
こ
と
、
丹
田
に
火
が
燃
え
盛
る
こ
と
、
樫
が
湧
り
鼻
が
ひ
き
つ
る
こ
と
、
馬
陰
戴
相
|
|
陽
物

で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
金
光
は
三
度
現
れ
、

「陽
光
三
現
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
三
度
目
の
時
、
来
穴
の
舎
利
の
光
|
|

命
光
が
目
前
に
ま
で
上
が
っ
て
来
て
租
寂
の
性
光
と
合
一
し
、
目
か
ら
臓
ま
で
一
筋
の
電
光
と
な
っ
て
、
終
日
こ
の
光
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
。

が
縮
回
す
る
こ
と
、
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そ
う
し
た
ら
、
大
築
を
採
取
す
る
。

第
十
三

・
採
大
薬
過
閥

採
大
薬
遇
開
服
食
七
日
口
訣
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
七
日

(賓
際
に
は
六
日
と
い
う
)
か
か
る
。

ま
ず
、

一
一
目
で
下
丹
田
を
凝
視
し
、

六
景
が
現
れ
た
ら
、

六
根
(
鼻
根
・
淫
根
・
眼
根
・

耳
根
・
舌
根
・

意
根
)
を
震
動
さ
せ
つ
つ
舎
利
子
|
|

大
薬
を
動
き
ま
わ
ら
せ
る
。
谷
遁
を
鰻
頭
の
よ
う
な
木
座
で
塵
し
、
な
お
か
つ
手
で
生
死
癒
を
押
さ
え
、
大
築
(
「
異
質
」
)
を
督
脈
へ
と
導
き、

47 

真
意
を
集
中
し
、
遁
侶
に
さ
す
っ
て
も
ら
い
な
が
ら
、
尾
関
閥
、
爽
脊
閥
、
玉
枕
闘
を
通
過
さ
せ
て
ゆ
き
、
頭
部
へ
と
入
れ
る
。
そ
う
し
た
ら
、
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這
侶
に
木
来
年

(剣
状
の
鼻
孔
を
塞
ぐ
遁
具
)
で
鼻
薮
を
塞
い
で
も
ら
い
、

二
目
を
閉
じ
左
か
ら
右
へ
九
四
の
三
十
六
回
、
右
か
ら
左
へ
六
四
の

二
十
四
固
ま
わ
し
て
榊
来
を
合
一
さ
せ
、
「
異
種
」
と
す
る
。
こ
れ
を
、

一
一
目
で
下
方
を
照
ら
し
な
が
ら
、
任
服
を
通
し
て
下
丹
固
ま
で
降
ろ

し
て
ゆ
く
。

」
の
過
程
の
前
半
を
過
三
閥
、
後
牢
を
服
食
と
い
う
。

第
十
四
・
嬰
児
額
形

週
間
・
服
食
が
終
わ
る
と
二
宋
気

(先
天
の
宋
と
後
天
の
気
な
の
で
あ
ろ
う
)
が
自
然
に
昇
降
循
環
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
以
後
も
爾
目
で
丹

田
を
照
ら
し
績
け
る
。
す
る
と
、
十
月
後
に
は
二
呆
気
は
謄
輪
の
内
で
微
動
す
る
の
み
と
な
り
、

一
年
後
に
は
臓
輸
に
巽
宋
が
不
動
と
な
り、

元
神
が
一
つ
あ

っ
て
寂
照
す
る
の
み
と
な
っ
て
、

二
年
で
異
胎
息
と
な
る
。
そ
う
し
た
ら
こ
の
下
丹
田
の
員
胎
息
を
雨
眼
を
合
わ
せ
て
照
ら
し、
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一
勲
一
貼
と
上
げ
て
緯
宮
中
丹
固
ま
で
も

っ
て
く
る
。
す
る
と
、
緯
宮
の
宋
が
こ
れ
を
包
み
込
む
。
こ
れ
を
遁
胎
と
い
う
。
遁
胎
が
結
ぼ
れ
る

と
目
前
に
員
慧
光
が
現
れ
る
が
、
こ
の
白
月
光
の
中
に
金
光
が
現
れ
た
ら
、
さ
ら
に
遁
胎
を
上
丹
田
へ
と
上
げ
る
。
そ
し
て
天
花
乱
墜
|
|
雲

花
が
瓢
飛
す
る
情
景
が
現
れ
た
ら
、
出
胎
の
時
で
あ
る
。

第
十
五
・
出
一
脚
内
院

出
胎
は
、
「
念
動
向
太
空
口
訣
」
、
も
し
く
は
「
五
宋
朝
元
の
法
」
と
呼
ば
れ
る
次
の
方
法
に
よ
る
。

閉
目
打
坐
し
て
眼
前
に
一
月
光
の
ご
と
き
性
光
が
あ
る
状
態
を
長
い
間
績
け
る
。
そ
し
て
月
光
の
中
に
雲
花
が
瓢
飛
し
た
な
ら
ば
、

ま
ず

「
崎
」
と
念
じ
て
心
中
の
正
宗
を
緊
め
る
。
以
下
績
け
て
腹
内
を
左
か
ら
右
ま
わ
り
に

「蝋
」
で
牌
中
の
養
先
…
を
、

「
呪
」
で
肺
中
の
金
平
伐
を、

「
夙
」
で
肝
中
の
青
宋
'
を
、
「
噌
」
で
腎
の
生
来
を
緊
め
て
ま
わ
っ
て
一
鹿
に
合
わ
せ
、
尾
聞
か
ら
爽
脊
・

玉
枕
を
通
っ
て
泥
丸
宮
へ
至
り、

ぁ

租
薮
を
出
て
上
が
り
百
曾
穴
へ
と
ぶ
つ
か
る
。
そ
う
し
た
ら
、
目
を
見
開
い
て
上
を
見
、
「
昨
」
と
心
で
念
じ
て
頂
門
を
突
き
開
け
る
。
五先…



が
十
分
充
足
し
て
い
た
な
ら
ば
、

一
筋
の
金
光
(
葉
陰
の
光
来
)
が
下
か
ら
上
へ
の
ぼ
り
、
性
光
(
策
陽
の
光
来
)
と
合
一
し
て
そ
の
中
に
遁
胎

が
生
ま
れ
出
る
。
そ
し
て
二
目
を
ゆ
っ
く
り
下
へ
向
け
て
閉
じ
、
心
意
を
軽
く
下
方
へ
向
け
て
開
放
す
る
と
、
あ
た
か
も
夢
か
ら
覚
め
た
よ
う

で
、
か
く
て
「
身
外
の
身
」
が
出
来
上
が
る
。

こ
れ
を
慎
重
に
上
丹
田
か
ら
出
入
の
訓
練
を
繰
り
返
し
て
育
て
上
げ
、
三
年
で

一
感
完
成
と
す
る
。

第
十
六
・
虚
杢
顛
形

遁
胎
H
法
身
H
陽
神
が
十
分
に
育
つ
と
、
百
千
高
億
も
の
化
身
を
現
し
、
千
目
安
蔦
化
で
自
由
自
在
と
な
る
が
、
こ
れ
を
全
て
組
寂
の
中

へ
牧

め
入
れ
、
滅
量
定
に
よ
り
こ
れ
を
寂
滅
す
る
(
登
龍
の
法
)
。
こ
れ
を
長
い
間
行
う
と
、

一
一
煙
の
榊
光
が
燃
え
盛
り
、
程
内
の
内
寂
か
ら
外
寂

(
い
わ
ゆ
る
九
銭
)
へ
透
出
し
、
ま
た
大
薮
か
ら
(
八
高
四
千
の
)
小
薮
へ
と
貫
入
し
、
徹
頭
徹
尾
、
天
地
高
物
全
て
が
紳
光
の
中
で
光
り
輝
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く
。
こ
れ
を
三
年
九
載
、
百
年
千
年
、
千
劫
高
劫
、
四
大
が
崩
壊
し
、
虚
空
が
粉
砕
し
、
跡
形
も
な
く
な
る
ま
で
績
け
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
内

身
の
大
量
金
仙
、
高
劫
不
嬢
の
金
剛
の
程
と
な
る
。
ま
た
、

言
い
換
え
れ
ば
、
園
相

O
に
象
徴
さ
れ
る
異
我
、
異
性
命
、
金
仙
不
壊
の
異
程、

不
生
不
滅
の
元
一
柳
の
賓
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
十
六
段
階
で
あ
る
。
な
お
本
来
は
書
中
に
園
版
が
多
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
見
れ
ば
詳
細
な
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ

て
い
る
。

3 

内
丹
法
の
性
格

越
避
塵
は
、
前
述
の
よ
う
な
遍
歴
の
中
で
、
遁
敬
の
三
汲
の
停
授
を
得
て
そ
の
法
系
に
連
な
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。
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一
つ
目
は
、
再
三
述
べ
た
よ
う
に
劉
名
瑞
か
ら
南
無
振
の
弟
子
と
さ
れ
、
そ
の
第
二
十

一
代
と
し
て
、
汲
詩

「遁
本
山
宗
国
典
理
、
玄
微
至
妙
仙
。
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玄
去
雲
容
上
、
功
成
必
有
名
。
大
数
明
清
静
、
:
:
:
-
に
基
づ
き

「
大
」
字
を
用
い
た

「大
悟
」
の
名
を
授
か

っ
た。

一
一
つ
目
は
、
了
然
・
了
空
(
遁
名
は
清
輝

・
清
伊
)
よ
り
龍
門
振
の
惇
授
を
得
、
そ
の
第
十
一

代
と
し
て
、

汲
詩
「
遁
徳
遇
玄
静
、
異
常
{寸
天

清
。
一

陽
来
復
本
、
:
:
:
」
に
基
づ
き
、
「

二
字
を
用
い
た
「

一
子
」
の
名
を
授
か

っ
た
。

三
つ
目
は
、
讃
至
明
よ
り
金
山
汲
の
傍
授
を
得
、
そ
の
第
三
代
と
し
て
、
汲
詩

「
玄
至

一
無
上
、
:
:
:
」
に
基
づ
き、

や
は
り

「
こ
字
を

用
い
た
「

一
子
」
の
名
を
授
か
っ

た
。

こ
の
中
で
、
超
自
身
が
最
も
重
要
と
位
置
附
け
て
い
る
の
が
、
二
つ
目
の
龍
門
汲
の
惇
授
で
あ
る
。
越
の
遍
歴
に
お
い
て
了
然

・
了
空
か
ら

の
惇
授
が
決
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
に
記
し
た
よ
う
に
、

彼
ら
に
出
逢
っ
て
全
身
の
開
窮
を
決
破
し
、
全
訣
を
授
け
ら
れ
、
さ
ら
に
後
脈

を
繋
ぐ
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
話
か
ら
も
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
『
性
命
法
訣
明
指
』
巻

一
で
は
、
龍
門
汲
を
丁
寧
に
紹
介
し
て
第
一

代
の
越
遁
堅
か
ら
各
代

一
人
一
人
略
停
を
連
ね
、
第
八
代
の
伍
守
陽

(と
伍
守
虚
の
兄
弟
)、
第
九
代
の
柳
華
陽
、
そ
し
て
了
然

・
了
空
を
経
て
、

で
は
、
越
を
皐
遁
へ
と
導
い
た
大
思
あ
る
劉
名
瑞
の
停
授
の
位
置
附
け
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
や
は
り
同
書
巻

一
に
南
無
抵
の
租
師
を、
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最
後
に
十
一
代
と
し
て
越
自
身
を
加
え
た
格
好
に
し
て
い
る
こ
と
な
ど
も
そ
の
現
れ
で
あ
ろ
う
c

十
代
か
ら
十
六
代
ま
で
遡
る
形
で
記
し
て
い
る
が
、
十
五
代
以
前
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
書
巻
十
六
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
み

(
お
)

ら
れ
る
。(

敵
矯
老
師
劉
名
瑞
は
)
贋
く

『慧
命
経
』
、
『
金
仙
誼
論
』
、
『
天
仙
正
理
』、

『仙
悌
合
宗
』
等
の
書
を
讃
む
よ
う
指
導
し
た
が
、
私
は
若

い
頃
に
初
め
て
こ
れ
ら
の
書
を
見
て
よ
く
わ
か
ら
な
か

っ
た
。
後
に
訣
を
得
て
や
っ
と
一
宇
が
わ
か
り
、
了
空
師
よ
り
全
訣
を
得
て
か
ら

は
じ
め
て
全
て
の
内
容
が
わ
か
り
、

『伍
柳
仙
宗
』
が
蔦
古
の
賓
書
で
あ
る
と
知
っ
た
。
明
師
が
い
な
け
れ
ば
、

庚
く
経
書
を
請
も
う
と

も
、
全
て
の
内
容
は
わ
か
ら
な
い
。
私
は
後
で
全
訣
を
得
て
わ
か
っ
た
が
、
我
が
劉
老
師
は
「
撒
手
の
法
訣
(
煉
虚
合
遁
|
|
虚
空
粉
砕
の

法
)」
を
得
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
次
渠
村
で
人
の
病
気
を
み
な
が
ら
暮
ら
し
、
飛
昇
で
き
ず
に
脱
殻
解
戸
し
て
仙
去
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
だ
。



こ
の
一
文
か
ら
、
趨
避
塵
に
お
い
て
、
了
空
、
『
伍
柳
仙
宗
』
、
劉
名
瑞
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
そ
こ
で
越
避
塵
の
内
丹
法
の
性
格
を
考
え
た
場
合
、
品
目
国然
龍
門
汲
|
|
伍
柳
汲
の
そ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、

内
丹
法
全
程
の
流
れ
は
そ
れ
を
ベ

l
ス
に
し
て
お
り
、
ま
た
基
本
部
分
は
伍
柳
汲
の
用
語
で
語
ら
れ
て
い
る
と
言
っ

て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
一
方
で
、
そ
れ
と
は
異
な
り
、
彼
濁
特
と
思
わ
れ
る
面
も
な
か
な
か
に
多
い
。

た
と
え
ば
、

『伍
柳
仙
宗
」
の
場
合
、
功
法
は
前
述
の
よ
う
に
、

小
周
天
|
|
止
火
|
|
採
大
薬
|
|
遇
開
服
食
|
|
大
周
天
:
.... 

と
い
う
順
序
で
進
め
る
の
で
あ
る
が
、
『
性
ム
叩
法
訣
明
指
』
の
場
合
は
、
前
節
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
止
火
の
景
H

陽
光
三
現
は
大
薬
を

採
取
す
る
時
が
来
た
験
と
さ
れ
、
そ
の
前
後
の
順
序
も

小
周
天
|
|
大
周
天
|
|
止
火
|
|
採
大
薬
|
|
過
開
服
食
・..... 

と
い
う
進
み
方
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
も
、
全
慢
と
し
て
慧
光
、
性
光
、
栄
光
な
ど
の
光
が
現
れ
る
こ
と
が
盛
ん
に
説
か
れ
る

こ
と
、
小
周
天
が
終
わ
っ
て
か
ら
採
大
薬
ま
で
の
過
程
が
非
常
に
長
く
、
詳
細
な
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
、
『
伍
柳
仙
宗』

と
は
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異
な
る
特
徴
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
現
代
(
西
洋
)
醤
皐
の
知
識
も
詳
し
い
よ
う
で
あ
り
、
解
剖
撃
的
な
知
識
を
内
丹
の
身
罷
論
に
導

入
し
て
解
説
を
行
う
な
ど
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
試
み
も
惇
統
的
な
内
丹
書
と
は
異
な
っ
た
甚
だ
斬
新
な
内
容
で
あ
る
。
園
版
も
多
用
さ

れ
、
線
じ
て
具
程
的
|
上
貫
践
的
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
あ
る
彼
自
身
の
程
験
的
な
努
力
が
窺
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
賓
は
彼
は
か
な
り
重
要
な
貼
に
お
い
て
、
寧
ろ
劉
名
瑞
の
影
響
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
部
分
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
小

周
天
の
経
路
と
は
、
督
脈
と
任
脈
で
形
成
す
る
固
環
で
あ
り
、

基
本
的
に
は
超
避
塵
も
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、

よ
り
巌
密
な
「
最
も
正
確
な
小
周
天
法
訣
」
と
し
て
、
巻
四
に
次
の
よ
う
な
「
小
周
天
攻
離
交
垢
園
」
と
い
う
も
の
が
載
せ
ら
れ
て
い
る

(圃

(
鈎
)

1
)。
ま
た
、
小
周
天
で
は
な
い
が
、
こ
の
経
路
を
人
程
に
配
し
た
よ
り
具
程
的
な
圃
が
、
巻
十
一
に
見
え
る

(圃
2
)。
督
脈
と
任
脈
の
聞
に

51 

上
下
前
後
を
結
ぶ
経
路
が
十
字
に
あ
り
、
ま
た
督
脈
と
任
服
は
、
巳
か
ら
午
、
亥
か
ら
子
の
部
分
が
結
ぼ
れ
て
い
な
い
。
あ
ま
り
見
慣
れ
な
い
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回出妙|五lニ|

圃5 園2
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圃
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
圃
は
、
易
や
象
数

の
拳
に
閥
心
の
強
い
劉
名
瑞
が
、
河
圃
洛
書
を
丹
遁
に

臨
応
用
し
て
説
き
だ
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

(
幻
)

劉
の
『
溜
煽
易
考
』
に
は
、

「河
圃
」

(圃
3
)
お
よ
び

(
お
)

「洛
書
線
形
圃
」

(圃
4
)、
そ
し
て
「
二
五
妙
合
圃
」

個6

(圃
5
)
と
い
う
も
の
を
示
し
、
「
蓋
し
、
河
洛
の
顛

然
と
し
て
見
る
べ
き
は
、
園
な
り
。
並
び
に
余
の
二
五

妙
合
園
を
其
の
後
に
附
す
。
是
の
園
を
以
て
河
園
の
生

数
に
闘
し
、
且
つ
五
十
の
心
法
を
稜
明
す
れ
ば
、
則
ち
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亦
た
洛
書
と
も
吻
合
す
e

是
の
固
有
り
て
、
河
と
洛
と
、

一
以
て
之
れ
を
貫
く
な
り
」
と
し
、

三
園
は

一
貫
の
も

の
で
あ
る
と
言
う
。
さ
ら
に
こ
の

「
二
五
妙
合
園
」

の

直
後
に
「
嫁
合
二
五
圃
」

(圃
6
)
が
あ
り
、

「余
の
縛

合
後
園
、
額
然
た
る
天
理
な
り
て
、
前
圃
と
合

一
無

(
お
)

一こ

と
、
前
後
二
園
の
同

一
無
二
で
あ
る
こ
と
を
言
う
。

こ
の

「縛
合
二
五
園
」
と
同
様
の
圃
は
、

た
と
え
ば

(
幻
)

の
「
妙
合
園
」

(圃
7
)
な
ど
に
も

『遁
源
精
微
歌
』

み
ら
れ
る
が
、
河
園
洛
書
の
理
を
丹
遁
に
重
ね
合
わ
せ

た
劉
の
ア
イ
デ
ィ
ア
と
見
な
し
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
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る
。
そ
し
て
越
避
塵
も
こ
の
よ
う
な
考
え
に
則
っ
て
程
内
の
精
気
の
動
き
を
捉
え
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

4 

在

理

数

在
理
教
は
、
理
教
、
理
門
、
あ
る
い
は
理
善
舎
な
ど
と
も
呼
ば
れ
た
民
間
宗
教
で
あ
る
。
こ
れ
が
賓
は
越
避
塵
を
語
る
に
あ
た
っ
て
紋
く
こ

と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

在
理
数
は
、
明
末
に
山
東
町
墨
豚
に
生
ま
れ
た
羊
宰
、
{子
は
来
知

(あ
る
い
は
楊
莱
如
と
も
さ
れ
る
)
に
始
ま
り
、
清
代
後
半
よ
り
天
津
、
山

東
、
北
京
な
ど
の
北
地
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
全
固
的
に
康
ま

っ
た
。
数
徒
は
、

儒
調
停
遁
の
三
数
の
理
を
信
仰
し
、
「
悌
教
の
法
を
奉
じ
、

遁

数
の
行
を
修
め
、
儒
士
の
種
を
習
う
」
と
し
、
ま
た
八
宗
戒
律
と
し
て
、

戒
煙

二
戒
酒
、
三
戒
焼
香
、
四
戒
焚
化
紙
吊
、

五
戒
拝
偶
像
、

六
戒
書
符
呪
、
七
戒
蓄
鶏
猫
犬
、

八
戒
吹
打
唱
念
を
遵
守
し
た
が
、

と
り
わ
け
喫
煙

(ア
へ
ン
を
含
む
)
と
飲
酒
に
封
す
る
禁
戒
を
徹
底
し
た
。
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信
徒
が
活
動
す
る
施
設
は
「
公
所
」
と
呼
ば
れ
、

そ
の
負
責
人
を
「
領
衆
」
、
俗
稽
で
は

「
嘗
家
的
」

と
言
っ
た
。

信
徒
は
入
敬
す
る
と
、
師

あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
が
、

よ
り
「
五
字
奨
言
」
と
呼
ば
れ
る
秘
語
を
惇
授
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
元
は
反
清
復
明
に
燃
え
る
羊
宰
に
よ
り
惇
え
ら
れ
た
「
復
明
滅
大
清
」
で

{
お
)

一
般
に
は

「観
世
音
菩
薩
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

き
て
、
前
述
の
略
停
で
超
避
塵
は
光
緒
二
十
四
年
に
在
理
教
領
衆
の
贋
四
爺
よ
り
数
え
を
授
か

っ
た
と
み
え
た
よ
う
に
、
彼
は
そ
の
求
遁
遍

歴
の
中
で
、
何
人
か
の
在
理
数
の
傍
遁
者
に
師
事
し
た
こ
と
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

『性
命
法
訣
明
指
』
の
中
に
、
彼
は
か
つ

て
三
十
鈴
人
の
師
を
拝
汗
し
た
が
、
性
命
隻
修
の
法
訣
を
有
し
た
の
は
五
人
だ
け
だ
と
述
べ
、
了
然
了
空
穂
師
、

彰
茂
昌
儒
師
、

敵
踊
遁
師

(す

(ぬ
)

な
わ
ち
劉
名
瑞
)、
理
門
金
山
汲
護
至
明
理
師
と
列
奉
す
る
部
分
が
あ
る
。
こ
こ
に
端
的
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

語
至
明
は
金
山
汲
の
傍
人

で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
理
門
の
人
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
や
は
り
同
書
に
彼
の
寓
糞
と
紹
介
文
が
み
え
る
が
、
そ
の
官
局
員

「謹
栢
師

像
」
に
も
「
金
山
汲
至
明
子
/
理
門
来
生
異
人
」
と
添
え
-
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
残
る
彰
茂
昌
も
賓
は
理
門
の
領
衆
で
あ
り
、
大

(
刊
)

で
あ
っ
た
。
彰
に
は
胞
兄
越
魁

一
が
先
立
っ
て
門
を
叩
き
長
年
師
事
し
て
い
た
が
、
前
述

達
雄
同
の
小
平
島
の
山
上
に
あ
る
公
所
の
首
家

(的
)



の
よ
う
に
趨
避
塵
も
後
日
こ
の
魁
一
の
手
引
き
で
彰
を
師
と
奔
す
る
こ
と
に
な
る
。
越
魁
一
は
か
つ
て

『
三
字
法
訣
経
」
を
著
し
て
、
自
ら
千

本
印
刷
し
た
が
、
民
園
十
年
に
は
「
理
善
勧
戒
煙
酒
線
舎
」
す
な
わ
ち
在
理
数
の
編
集
長
・
富
来
明
ら
に
よ

っ
て
千
本
観
印
さ
れ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
、
在
理
教
と
少
な
か
ら
ぬ
か
か
わ
り
を
持
ち
な
が
ら
求
道
の
牟
生
を
逢
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
れ
か
ら
の
惇
這
の
晩

年
に
大
き
く
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
越
は
民
園
十
七
年
に
千
峰
先
天
振
を
開
き
、
数
多
く
の
弟
子
を
受

け
入
れ
て
「
性
命
の
遁
」
を
傍
授
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
様
子
は
、

『性
命
法
訣
明
指
』
巻
一
の
一

ムハ葉
裏
以
下
に
長
々
と
記
さ
れ

て
い
る
。
ま
ず
は
「
初
度
」
と
し
て
、

}体
豚
の
慈
善
堂
に
て
玄
陽
子
呉
文
燦
と
玄
升
子
謝
玉
順
に
侍
遁
を
行
っ
た
の
を
皮
切
り
に
、
「
二
度
」

は
北
卒
西
直
門
外
の
本
善
堂
で
玄
正
子
徐
秀
峰
と
玄
逢
子
李
類
、

「三
度
」
は
北
卒
西
車
牌
棲
の
築
善
坤
堂
で
玄
潤
姑
劉
葛
仲
芳
、
「
四
度
」
は

北
卒
平
則
門
の
普
善
堂
で
玄
法
子
徐
忠
山
、
「
五
度
」
は
昌
平
豚
留
芳
巻
村
の
修
善
堂
で
玄
奉
子
戴
文
宣
、
「
六
度
」

は
北
卒
北
新
橋
の
至
善
堂

で
玄
誠
子
馬
元
良
、
以
下
「
三
十
三
度
」
ま
で
(
落
丁
か
何
か
で
こ
の
後
も
績
き
が
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
が
)
綴
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
「
二

十
度
」
の
玄
法
子
閤
月
亭
、

お
よ
び
「
二
十
一
度
」
の
玄
徳
子
謝
徳
新
は
、
「
理
門
領
衆
」
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

よ
り
注
目
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す
べ
き
は
、
「
十
六
度
」
の
み
具
躍
的
な
地
黙
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
を
除
い
て
、
全
て
「

O
善
堂
」
な
る
場
所
で
行
わ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
賓
は
、
こ
れ
ら
は
在
理
数
の
宗
数
施
設
|
|
「
公
所
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
在
理
教
の
{貫
態
に
つ
い
て
の
報
告
は
こ

れ
ま
で
に
い
く
つ
か
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
「
現
在
各
所
に
在
理
公
所
の
看
板
を
見
る
が
其
れ
に
は
戒
酒
戒
煙
と
し
て
、
何
々
善
堂
と
稽
す
る

(
必
)

宗
数
的
結
枇
遁
場
と
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
」
(
傍
黙
は
筆
者
)
と
か
、
「
理
門
の
人
が
外
に
出
か
け
て
、
も
し
困
っ
た
と
き
に
は
、
各
地
の
公

(

日
制
)

所
へ
行
っ
て
援
助
を
頼
む
こ
と
が
で
き
る
。
各
地
の
公
所
は
み
な
某
某
堂
と
い
い
、

一
目
見
れ
ば
す
ぐ
わ
か
る
」

(同
前
)
等
々
と
い
う
。
「公

所
」
は
具
程
的
に
は
「

O
O堂
」
と
稽
し
た
が
、
と
り
わ
け
そ
の
多
く
は
「

O
善
堂
」
と
い
っ
た
。
こ
の
た
め
、

(
叫
)

呼
ば
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
附
け
加
え
れ
ば
、

『性
命
法
訣
明
指
』
は
巻

一
か
ら
巻
二
に
か
け
て
、
弟
子
と
の
問
答
の
各
候
で
、

一
般
に
「
善
堂
公
所
」
と
も

ま
ず
そ
れ
を
行
っ
た
場
所
が
、
慈
善
堂
、
本
善
堂
、
修
善
堂
、
益
田義
ロ
堂
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
質
問
者
と
場
所
の
閥
係
が
、
巻
一
の
「
初
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度」

l

「
三
十
三
度
」
に
見
え
る
も
の
と
基
本
的
に
一
致
す
る
。
そ
の
後
の
巻
三
以
下
も
、
質
問
者
の
名
で
始
ま
る
僚
だ
て
の
問
答
で
文
章
が
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績
く
が
、
そ
の
多
く
の
名
が
や
は
り
既
に
巻
一
の
「
三
十
三
度
」
ま
で
の
中
に
見
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
推
せ
ば
、
越
静
一塵
の
傍
遁

布
数
は
賓
は
ほ
と
ん
ど
在
理
公
所
を
そ
の
場
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

さ
ら
に
言
え
ば
、

『性
命
法
訣
明
指
』
と
い
う
書
物
の
主
要
な

舞
葦
は
在
理
公
所
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

{
M
W
)
 

し
か
し
そ
う
だ
と
し
て
も
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
在
理
数
は
、
秘
密
結
祉
の
よ
う
な
排
他
的
な
も
の
で
は
な
く
、

基
本
と
し
て
は

一
定
の
宗
教
性
を
持
っ
た
禁
煙
禁
酒
固
韓
と
い

っ
た
よ
う
な
比
較
的
ゆ
る
や
か
な
性
格
の
も
の
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し

て
前
述
の
よ
う
に
「
遁
数
の
行
を
修
め
る
」
と
言
わ
れ
る
が
、
開
租
楊
莱
如
は
崎
山
の
程
楊
旺
に
従
っ
て
遁
数
を
肇
ん
で
在
理
教
の
基
礎
を
な

(
柑
)

し
た
と
い
い
、
こ
の
程
楊
旺
は
遁
数
龍
門
汲
の
郎
仙
人
に
敬
え
を
受
け
た
と

い
う
の
で
、

在
理
教
は
龍
門
振
の
分
汲
で
あ
る
と
も
さ
れ
る
。
そ

(
幻
)

こ
で
、
熱
心
な
有
志
は
趨
避
塵
の
よ
う
な

「
龍
門
丹
法
」
を
縛
す
る
人
物
を
公
所
に
招
い
て
遁
数
式
の
坐
功
運
気
|
|
す
な
わ
ち
内
丹
を
問
晶
子
ぴ
、

ま
た
在
理
で
な
い
人
に
も
一
緒
に
撃
ぶ
場
と
し
て
公
所
を
提
供
す
る
な
ど
の
活
動
を
行
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
因
み
に
、
趨
避
塵
も
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『性
命
法
訣
明
指
』
巻
六
の
中
で
、
同
善
枇
に
は
じ
ま
り
、
悟
善
壮
、
慈
善
社
、
聖
賢
遁
、
聖
人
遁
、

天
地
門
、
太
上
門
、
混
元
門
、
東
西
華

堂
、
三
聖
遁
、
遁
徳
撃
枇
、
先
後
天
遁
等
々
、
嘗
時
存
在
し
た
民
間
宗
敬
、

宗
敬
結
祉
や
修
養
法
な
ど
を
数
々
列
島
学
し
、
冷
や
や
か
に
評
す
る

部
分
が
あ
る
が
、
そ
の
最
後
で
「
在
理
戒
煙
酒
門
有
り
。
該
門
に
五
字
国
県
経
有
り
、
性
命
の
員
功
を
煉
る
が
、
凡
夫
は
知
ら
ず
。
余
、
五
字
経

を
終
っ
て
逐
字
に
解
調
停
し
、
人
を
し
て
皆
な
保
命
の
異
功
有
る
こ
と
を
知
ら
し
め
ん
」
と
述
べ
、
在
理
数
の
み
別
格
の
扱
い
を
し
て
い
る
の
も
、

以
上
に
述
べ
て
き
た
事
情
を
背
景
に
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

四

お

わ

り

劉
名
瑞
は
、
全
英
数
の
徒
と
し
て
授
戒
を
経
た
正
式
な
遁
士
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
住
む
と
こ
ろ
も
遁
観
で
あ
っ
た
。
出
家
し
て
遁
師
を

求
め
、
南
無
汲
の
法
系
に
連
な
る
こ
と
に
な
る
が
、
内
丹
法
は
こ
れ
と
は
別
に
、
龍
門
汲
の
方
法
を
説
く
。
こ
の
龍
門
振
と
は
、
正
確
に
一言
え

ば
伍
{
寸
陽

(伍
沖
虚
)
と
柳
華
陽
の
い
わ
ゆ
る
伍
柳
汲
、
そ
し
て
よ
り
端
的
に
言
え
ば
、

『仙
悌
合
宗
』
『
慧
命
経
』
な
ど
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。



彼
は
ほ
と
ん
ど
師
惇
と
は
無
関
係
に
、
こ
の
伍
柳
の
著
作
を
濁
習
し
て
内
丹
を
修
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て

元
々
少
な
か
ら
ず
親
し
ん
で
い
た
他
の
遁
書
、
儒
書
、
悌
典
な
ど
の
知
識
を
も

っ
て
、
そ
こ
に
膨
ら
み
を
も
た
せ
、
彼
な
り
の
数
説
を
形
成
し

た
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
趨
避
塵
で
あ
る
が
、

彼
は
遁
士
で
は
な
く
一
般
人
で
あ
る
。
盟
税
を
徴
収
す
る
役
人
と
し
て
各
地
を
ま
わ
り
な
が
ら
、
私
的
に
三
十
絵

人
を
拝
汗
し
て
内
丹
法
な
ど
の
敬
え
を
請
い

一
段
落
す
る
と
故
郷
の
昌
平
に
戻
り
、

お
そ
ら
く
は
そ
の
奮
業
の
閥
係
か
ら
盟
庖
を
営
み
生
計
を

立
て
た
。
内
丹
法
は
了
然
、
了
空
か
ら
の
侍
授
を
根
本
と
し
、
自
ら
龍
門
汲
第
十

一
代
を
も
っ
て
任
じ
て
い
る。

し
か
し
劉
名
瑞
の
場
合
と
は

逆
に
、
龍
門
汲
と
い
っ
て
も
却
っ
て

「伍
柳
仙
宗
』
の
記
述
に
は
必
ず
し
も
忠
賓
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
越
の
方
法
論
が
了
空
そ
の
他
の
人
々

か
ら
直
接
に
拳
ん
だ
こ
と
を
主
慢
と
し
て
い
る
た
め
な
の
で
あ
ろ
う
。
も

っ
と
も
先
に
み
た
よ
う
に
、
越
に
と

っ
て
も
「
伍
柳
仙
宗
』
は
や
は

り
「
寓
古
の
賓
書
」
で
あ

っ
て
、
龍
門
汲
の
了
空
の
敬
え
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
そ
の
員
慣
が
わ
か

っ
た
の
で
あ
る
。
越
自
身
に
言
わ
せ
れ
ば
、

彼
の
内
丹
法
は
嘗
然
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
晩
年
に
な
る
と
、
自
ら
の
遍
歴
過
程
、

お
よ
び
兄
の
越
魁

一
の
導
き
な
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ど
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
在
理
教
関
係
の
人
脈
な
ど
を
使
い
、
北
京
お
よ
び
そ
の
周
遅
地
域
で
内
丹
法
を
数
え
て
ま
わ

っ
た
よ
う
で
あ
る。

さ
て
、
彼
ら
を
み
て
い
る
と
、
品
盲
目
時
の
内
丹
と
い
う
も
の
の
あ
り
方
が
な
か
な
か
よ
く
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
龍
門
振
は
全
員
数
の
最

大
門
汲
で
あ
り
、
本
来
は
主
要
遁
観
に
お
い
て
授
戒
の
儀
式
を
行
い
、
戒
牒
や
戒
衣
の
琵
給
を
も
っ
て
正
式
に
傍
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
関
係
な
い
。
「
龍
門
丹
法
」
は
、
南
無
汲
の
遁
士
が
伍
柳
の
テ
キ
ス
ト
を
讃
ん
で
習
得
し
つ

つ
弟
子

た
ち
に
惇
え
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
柳
華
陽
か
ら
了
然
了
空
と
い
う
悌
僧
を
経
由
し
て
盟
税
の
徴
牧
員
の
よ
う
な
普
通
の
人
に
惇
わ
り
、
さ
ら
に

そ
こ
か
ら
民
間
宗
数
の
内
に
庚
め
ら
れ
た
り
も
す
る
。
全
国
的
に
か
ど
う
か
は
必
ず
し
も
ま
だ
わ
か
ら
な
い
が
、
伍
柳
丹
法
あ
る
い
は

『伍
柳

仙
宗
』
は
こ
の
よ
う
な
分
野
を
か
な
り
の
レ
ベ
ル
で
席
巻
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、

た
と
え
ば
『
修
遁
全
指
』
な
ど
の
こ
の
時
代
の
他
の
内

丹
書
を
見
て
も
想
像
が
つ
く
。
ま
た
、
既
に
少
な
か
ら
ず
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
多
く
の
民
間
宗
教
の
修
養
法
が
内
丹
法
で
あ

っ
た
と

い
う
こ
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と
も
、
思
い
合
わ
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
様
々
な
も
の
が
錯
綜
す
る
こ
の
あ
た
り
の
状
況
に
つ
い
て
、
ど
う
し
た
ら
う
ま
く
整
理
し
て
考
え
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る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
今
後
し
ば
ら
く
模
索
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
附
け
加
え
れ
ば
、
そ
う
か
と
い
っ
て
彼
ら
の
著
書

の
よ

販
賀
さ
れ
て
い
る
。

う
な
も
の
は
「
正
式
」
な
這
数
か
ら
疎
ま
れ
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、
今
日
で
は
中
園
逼
数
協
舎
を
経
由
し
て
各
地
の
主
要
遁
観
で
堂
々
と

と
こ
ろ
で
、
様
々
な
遍
歴
を
経
た
越
遊
塵
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
何
故
「
千
峰
老
人
」

と
競
す
る
の
か
、
惇
え
る
と
こ
ろ
の
法
汲
は
何
故
「
千

峰
先
天
汲
」
な
の
か
、
特
に
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
の
で
、
ど
う
も
ひ

っ
か
か
っ
て
い
る
。
修
遁
者
と
し
て
の
自
分
の
原
黙
で
あ
る
千
峰
山

桃
園
視
が
、
彼
の
内
に
何
よ
り
も
重
く
存
在
し
績
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

註(
1
)

以
上
、
取
繕
先

・
活
問
奇
等

『康
配
…
昌
平
州
志
』
巻
四

「山
川
」
、

顧
炎
武

『昌
平
山
水
記
』
巻
上
、
周
家
樹
・
綴
益
孫
等

『光
緒
順
天

府士心
」
巻
二

「
山
川
」
雄
一
寸
参
照
。

(
2
)

筆
者
は
週
日
、
こ
の
桃
園
観
の
遺
祉
を
訪
れ
た
。
現
在
は
鳳
風
嶺

自
然
風
景
匿
の
北
線
に
「
妙
峰
庵
遣
社
」
と
し
て
存
在
し
、

昌
平
直

で
は
な
く
海
淀
匿
に
属
す
る
。
そ
こ
に
は
現
在
説
明
板
が
立
て
ら
れ

て
お
り
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

妙
降
庵
:
:

妙
峰
庵
始
建
於
明
代
嘉
靖
年
問
、
座
落
在
平
緩
的
山
谷
刷
煩
上
、

掩
映
於
山
轡
緑
樹
之
中
、
不
到
近
前
看
不
見
、
俗
構

「九百
見
庵」
。

該
廟
有
殿
雨
座
、
第

一
座
矯
「
天
王
殿
」
、
第
二
矯
正
殿
、

殿

内
供
奉
稼
迦
牟
尼
。
東

・
商
配
殿
分
別
供
奉
観
音

・
閥
羽
諸
神
。
殿

後
有
石
破
・
石
磨
・
青
竹
及
清
泉
山
洞
等
。

清
光
緒
年
開
又
進
行
修
復
、
由
遁
家
劉
名
瑞
住
持
、
将
妙
峰
庵

改
名
篤
桃
園
観
。

天
王
殿
東
梁
有
修
仙
洞
、
酋
陀
有
観
音
洞
、

二
洞
関
敏
生
年
代
似

金
代
。

一
九
三
七
年
妙
峰
庵
被
日
冠
焚
致
。

な
お
、

桃
園
観
の
復
索
に
あ
た
っ
て
は
、
賞
時
北
京
在
住
で
あ
っ

た
桜
井
澄
夫
氏
に
大
安
お
世
話
に
な
っ
た
。
そ
も
そ
も

「九百
晃
庵」

の
所
在
地
は
、
機
井
氏
が
ご
自
身
の
貴
重
な
戴
蓄
を
使
っ
て
後
見
し

て
下
さ
っ
た
も
の
で
、
更
に
は
自
ら
の
車
に
筆
者
を
乗
せ
て
一
緒
に

現
地
を
捜
し
て
下
さ
っ
た
。
誠
に
こ
れ
は
感
激
に
堪
え
な
い
出
来
事

で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
満
腔
の
謝
意
を
表
し
た
い
。

(
3
)

越
避
塵

『性
命
法
訣
明
指
』
に
は
、
彼
が
師
事
し
た
人
な
と
の
窮

同県
と
と
も
に
簡
単
な
紹
介
文
が
各
慣
の
冒
頭
な
ど
に
載
せ
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
越
自
身
に
よ
る
劉
名
瑞
の
紹
介
文
に
み
え
る
記
事。

(
4
)
『
性
命
法
訣
明
指
』
巻

一。

ま
た

「南
無
遁
汲
宗
譜」

(枇
科
院

本
)。

こ
の
書
に
つ

い
て
は
次
注
参
照
。

(
5
)

筆
者
は
未
見
で
あ
る
が
、
中
国
社
曾
科
拳
院
世
界
宗
教
研
究
所
資

58 -
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料
室
に
抄
本
で
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

王
志
忠

『明
清
全
員
数
論
稿
』
(
巴
萄
書
社
、
二

O
O
O年
)
、
卿
希
泰
主
編

『中
園
遁
敬
史
第
四
巻
」
(
四
川
人
民
出
版
社
、
一
九
九
五
年
)
等

で
、
そ
れ
に
基
づ
き
南
無
汲
各
代
宗
師
の
俸
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
こ
れ
と
は
別
に
、
東
京
大
挙
東
洋
文
化
研
究
所
に
抄
本
が
あ
り
、

そ
の
各
宗
師
の
停
が
略
さ
れ
て
い
る
な
ど
不
完
全
な
も
の
の
よ
う
で

あ
る
が
、
そ
れ
で
も
か
な
り
の
分
量
が
あ
る
。
こ
れ
は
複
窮
し
た
も

の
が
筆
者
の
手
元
に
あ
る
が
、
そ
こ
に
み
え
る
内
容
は
、
「
跨
婚
子

格
言
訪
道
小
引
」
、
「
敵
橋
養
気
小
補
」
な
ど
、
明
ら
か
に
劉
名
瑞
の

手
に
な
る
文
章
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
前
者
を
「
祉
科
院

本
」
、
後
者
を
「
東
文
研
本
」
と
呼
ぴ
分
け
、
必
要
に
感
じ
て
引
用

す
る
(
前
者
は
孫
引
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
)
こ
と
に
す
る
。
因
み

に
、
本
来
は
前
者
を
含
む
叢
書
「
中
園
宗
敬
歴
史
文
献
集
成
2
・
三

洞
拾
遺
」
(
江
蘇
古
籍
出
版
社
)
が
ほ
と
ん
ど
出
版
す
る
運
び
に
な

っ
て
い
て
、
本
稿
の
計
董
も
そ
れ
を
視
野
に
入
れ
て
い
た
の
だ
が
、

あ
る
審
査
の
未
通
過
に
つ
き
、
昨
夏
出
版
直
前
で
中
止
に
な
っ
た
と

聞
く
。
非
常
に
残
念
で
あ
っ
た
。

(
6
)

『
性
命
法
訣
明
指
」
は
「
:
:
:
新
家
集
」
に
作
る
。

(
7
)

た
だ
し
、
南
無
汲
の
汲
名
に
閥
し
て
は
次
の
よ
う
な
解
説
を
し
て

い
る
。
「
南
は
離
な
り
。
離
は
心
火
潟
り
。
無
は
火
滅
す
る
な
り
。

故
に
南
無
仙
波
と
目
、
7
0
:
:
:
」
(『
遁
源
精
微
歌
」
駿
要
)、
「
蓋
し
、

南
は
後
天
に
在
つ
て
は
離
篤
り
、
人
に
於
い
て
は
心
篤
り
、

五
行
に

於
い
て
は
火
鴬
り
、
乃
ち
人
心
中
の
所
裁
の
識
紳
の
み
。
凡
そ
識
紳

並
び
に
火
性
は
霊
窟
に
潜
隅
し
、
識
一
利
融
民
じ
て
元
紳
と
篤
り
、
火
性

を
化
し
て
慧
性
と
震
す
。
故
に
南
極
と
臼
う
。
而
し
て
移
り
て
北
辰

に
寓
す
れ
ば
、
斯
の
時
妄
念
自
ず
か
ら
除
か
れ
、
火
性
は
自
滅
し
、

方
め
て
南
無
の
甚
深
の
隠
義
を
知
る
な
り
。
:
:
:
此
の
南
無
の
二
字

を
穫
す
る
は
、
即
ち
是
れ
性
功
の
初
乗
、
無
人
無
我
、
終
始

一
如、

:
:
:
故
に
孟
子
日
く
、
我
れ
四
十
に
し
て
心
を
動
か
さ
ず
と
。
然
る

後
に
再
び
長
生
久
視
の
遁
を
究
む
。
:
:
:
」
(
『
厳
矯
洞
章
』
敵
矯
後

政)。

「滋
煽
易
考
」
の
「
吟
婚
子
後
政
」
に
も
同
旨
の
文
章
が
み
え

る
他
、
『
南
無
遁
汲
宗
譜
』
(東
文
研
本
)
巻
下
「
跨
抽
精
子
秘
駿
南
無

汲
」
は
こ
の
内
容
を
援
充
し
て

一
篤
と
し
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
が
、

い
ず
れ
も
劉
名
瑞
個
人
の
解
稗
を
述
べ

て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け

る
。

(
8
)

『
南
無
遁
汲
宗
譜
』
(
東
文
研
本
)
巻
上
の
末
に
は
、
「
天
寿
山
甘

露
庵
桃
源
観
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
が
み
ら
れ
る
。

(
9
)

本
文
中
で
後
に
も
言
及
す
る
が
、
南
無
汲
の
汲
詩
は
、

「遁
本
崇

糞
理
、
玄
微
至
妙
仙
。
玄
去
雲
容
上
、
功
成
必
有
名
。
大
教
明
清
静
、

・:・:」

で
あ
り
、
二
十
代
は

「名」、

二
十
一
代
は

「大
」
の
字
を

遁
名
に
使
う
。

(
日
)
草
行
で
出
版
さ
れ
た
劉
名
瑞
の
著
作
(
注
目
参
照
)
の
多
く
に
も

み
ら
れ
る
が
、
短
裁
か
ら
考
え
て
、
も
と
は
『
性
命
法
訣
明
指
」
か

ら
の
穂
用
と
恩
わ
れ
る
。

(
日
)
祉
科
院
本
『
南
無
遁
汲
宗
譜
』
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
、
王
志
忠

『明
清
全
実
数
論
考
』
(
一

O
三
頁
)
に
よ
る
。

(
ロ
)

『性
命
法
訣
明
指
』
虫
色
頭
の
紹
介
文
、
お
よ
び
巻

二
ハ

・
六
葉
裏

参
照
。

(
日
)
裁
外
遁
書
第
二
十
三
般
に
こ
の
三
書
を
牧
め
る
。
こ
の
他
、
中
園

の
主
要
遁
観
で
は
こ
れ
ら
三
書
の
影
印
版
が
単
行
で
販
資
さ
れ
て
い
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る
。
ま
た
、

「
遁
源
精
微
歌
」
と

『故
橋
洞
章
」
は
牽
神
間
の
員
善
美

出
版
社
か
ら
も
箪
行
で
販
資
さ
れ
て
い
る
。

(
M
)

「
戯
略
国
」
一
巻
は
、

『遁
源
精
微
歌
」
巻
上
「
論
三
教
」
の
中

で
三
部
作
と
共
に
名
が
参
げ
ら
れ
て
い
る
他
、
著
作
中
に
時
折
言
及

さ
れ
る
。
「
啓
{
示
金
鑑
』
は、

『性
ム叩
法
訣
明
指
』
に
枚
め
る
越
避
塵

に
よ
る
劉
の
紹
介
文
に
、

三
部
作
と
共
に
暴
げ
ら
れ
て
い
る
。
因
み

に
、
東
文
研
本

『南
無
遁
振
宗
抽
己
巻
下
の
遁
番
目
録
に
、
劉
吟
婚

の
撲
と
し
て
、
遁
源
精
微

一
集
、
議
矯
洞
章
一
集
、
滋
煽
易
考
一
集
、

戯
婚
園

一
巻
、
瞥
書

一
集
の
計
五
部
を
奉
げ
て
い
る
。
こ
の
「
啓

書
」
は

『盤
宗
金
鑑
』
に
嘗
た
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

(
日
)
前
掲

『明
清
全
員
数
論
稿
』
一

O
四
頁
に
は
、
『
南
無
遁
採
宗
譜
』

(枇
科
院
本
)
に
綴
る
と
し
て
、

こ
れ
ら
の
書
名
を
拳
げ
て
い
る
。

た
だ
、
最
後
の
二
つ
は
一

一慢
の
も
の
(
す
な
わ
ち
『
南
無
遁
採
宗

譜
』
の
こ
と
)
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(
日
)

玄
牝
は
、
「
:
・
:
逐
日
調
息
す
。
一仰
を
移
し
て
下
降
し
、
玄
牝
の

郷
に
止
隅
す
。
:
:
:
其
の
地
は
、
乃
ち
隣
後
腎
前
、
前
七
後
三
、
梢

下
一
寸
三
分、

即
ち
中
宮
是
れ
な
り
」

(『
厳
騰
洞
掌
』
巻
上
五
五
菜

裏
)
と
言
う
。
た
だ
中
宮
は
、
中
丹
田
や
中
下
雨
丹
田
の
聞
の
部
位

な
ど
を
指
す
場
合
も
あ
る
よ
う
で
あ
り
、
捉
え
方
が
微
妙
で
あ
る
。

「敵
続
洞
態
』
巻
下

一
七
業
裏
、
『遁
源
精
微
歌
」
巻
上
六
八
禁
裏
、

同
巻
下
「
妙
合
図
」
、

「
大
築
闘
」
な
ど
を
参
照
。
も
ち
ろ
ん
下
丹
田

と
す
る
場
合
も
あ
る
(
『
這
源
精
微
歌
」
巻
上
五
四
葉
裏
な
ど
)
。

(
口
)

『

鼓
橋
洞
掌
」
巻
下
一

O
業
裏
を
合
わ
せ
て
参
照
。

(
mm
)

大
薬
の
産
生
に
つ
い
て
は
「
遁
源
精
微
歌
」
の
中
に
は
そ
れ
ほ
ど

詳
し
い
記
述
が
な

い
が
、
『
遁
源
精
微
歌
」
巻
下
二
一
業
裏
以
下
、

『議
橋
洞
章
』
巻
下
一

二
葉
表
以
下
な
と
が
そ
れ
に
首
た
る
よ
う
で

あ
る
。

(
川口
)

聖
胎
|
|
嬰
児
の
坐
す
場

(牽
座
)
の
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
あ
ろ
う
。

(初
)

前
則
の
「
子
息
」
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
ろ
う
。
「
故
橋
洞
章』

巻
下

二
二
葉
裏
1
二
四
葉
裏
参
照
。

(
幻
)
筆
者
は
以
前
、
簡
箪
に
で
は
あ
る
が
伍
柳
汲
の
内
丹
法
に

つ
い
て

ま
と
め
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
稿

「
這
数
の
修
行
法
と
内
丹
法
」
(
『
宗

倣
の
閉
』
、
岩
波
書
庄
、

二
O
O
O年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(n
)
念
の
た
め
、
本
文
に
示
し
た
伍
柳
丹
法
の
プ
ロ
セ
ス
に

「遁
源
精

微
歌
」
の
各
則
を
釣
時
限
さ
せ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
煉
己

(調

薬
)
一
其

て

其

二

/
採
薬

一
其

て

其
二
、
其
三

/
小
周
天

一
其

三
、
其
四
、
其
五
/
止
火
一
其
六
/
採
大
築
一
其
六
/
過
開
服
食
・

其
六
/
大
周
天
一
其
七
、
其
八
/
出
紳
一

其
九
/
還
虚
一
其
九
。

(幻
)

『
慧
命
経
』
四
三
業
表
以
下
。
な
お

『伍
柳
仙
宗』

は、

『天
仙

正
理
」
『
仙
併
合
宗
」
(
以
上
伍
守
陽)、

『金
仙
鐙
論
』
『
慧
命
経
」

(以
上
柳
華
陽
)
の
四
番
を
集
め
た
も
の
。
本
稿
で
は
河
南
人
民
出

版
祉
の
影
印
本
(
一
九
八
七
年
)
に
撮
る
。

(μ)
こ
の
他
、
『
遁
源
精
微
歌
』
巻
下
八
五
葉
表
以
下
に
も
、
讃
む
べ

き
遁
書
と
し
て
数
多
く
の
書
名
を
列
島
争
し
て
い
る
。

(お
)

『性
命
法
訣
明
指
』
の
刊
行
に
開
わ
る
詳
細
な
事
情
は
わ
か
ら
な

い
が
、
も
と
も
と
複
数
回
印
刷
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

近
年
も
様
与
な
形
で
影
印
出
版
さ
れ
、
現
在
筆
者
の
手
元
に
は
五
種

の
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
。

-
洋
装
一
断
、
(
牽
湾
)
同
県
善
美
出
版
枇
刊
、

一
九
六
三
年。

封

面
に
「
中
華
民
園
二
十
二
年
初
版
子
北
平
/
板
存
北
平
石
鮒
馬
大
街
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八
十
八
競
慈
善
曾
」
(
活
字
で
打
ち
直
し
た
も
の
)
と
あ
る
。

2
・
洋
装
一

般
、
(
北
京
)
拳
術
期
刊
出
版
枇
、

一
九
八
八
年
。

『三

字
法
訣
経
』
、
「
衛
生
性
命
法
訣
全
国
」
と
合
刊
。
封
面
に
「
民
園
二

十
二
年
刻
板
/
毎
本
参
因
不
准
翻
印
/
板
存
石
尉
馬
大
街
浸
水
河
淡

門
十
二
時
抗
千
峰
老
悌
堂
」
と
あ
る
。

3
.
戴
外
遁
書
第
二
六
皿
刷
所
牧
本
。
出
版
ク
レ
ジ
ッ
ト
な
し。

4

線
装
四
皿
山
一
帳
、
一
九
九
九
年
に
北
京
白
雲
観
に
て
鱗
入
。
封

面
(
第
二
、
四
般
の
み
)
に
「
民
園
二
十
二
年
刻
板
/
毎
本
萱
因
不

准
観
印
/
板
存
石
尉
馬
大
街
八
十
八
競
慈
善
舎
」
と
あ
る
。

5
.
線
装
五
加
一
般
(
『三
字
法
訣
経
』
、
「
衛
生
性
命
法
訣
全
国
」

を
含
む
)
、
二

O
O
一
年
に
北
京
白
雲
観
に
て
購
入
。
封
面
に

「民

圏
二
十
二
年
刻
板
/
板
存
暫
在
前
外

一
尺
大
街
龍
華
努
刻
字
舗
」
と

あ
る
。

そ
れ
か
ら
、
北
京
在
住
で
明
鏡
功
傍
人
の
梁
光
群
氏
が

一
九
九

O

年
頃
に
白
雲
観
で
購
入
し
た
と
い
う
線
装
本
は
、
趨
遜
塵
の
再
俸
に

あ
た
る
と
い
う
席
春
生
氏
が
越
遜
塵
の
子
孫
か
ら
著
作
権
、
版
権
を

委
託
さ
れ
て
出
版
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
席
氏
に
よ

る
「
越
遜
塵
略
惇
」
が
附
さ
れ
て
い
る
。
席
氏
は
お
そ
ら
く
は
越
避

塵
の
子
孫
か
ら
生
前
の
こ
と
な
ど
を
聞
き
、
そ
の
情
報
を
「
略
傍
」

に
盛
り
込
ん
で
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
た
の
で
、
こ
の
資
料
を
第
重
し

つ
つ
、

『性
命
法
訣
明
指
」
の
巻
一

に
述
べ
ら
れ
る
越
自
身
の
履
歴

を
語
る
部
分
ゃ
、
巻
頭
に
載
せ
る
師
友
ら
の
略
傍
な
ど
を
照
合
し
て
、

停
記
を
ま
と
め
る
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
快
く
資
料
の
複
篤
を
許
し
て
く
だ
さ
っ
た
梁
光
群
氏
に
こ

の
場
を
借
り
謹
ん
で
お
種
申
し
上
げ
た
い
。

(
お
)
『
三
字
法
訣
経
』
五
四
葉
表
「
余
(
越
遜
塵
)
由
光
緒
二
十

一
年

三
月
十
三
日
、
得
受
了
然
了
空
全
訣
全
法
、
後
在
卒
西
府
経
商
多
年
、

胞
兄

(越
魁
こ
在
舗
内
養
道
。
・
:
:
」
と
い
う
。
そ
し
て
席
春
生

氏
の

「越
遜
塵
略
傍
」
に
、
「
民
図
九
年
五
月
、
了
空
来
北
京
。
在

北
京
昌
平
際
平
西
府
組
避
塵
聾
庖
寓
所
、
:
:
:」

と
し
て
い
る
が
、

『性
命
法
訣
明
指
」
巻
一

・
一
六
葉
表
に
、

「
又
是
年

(
民
圏
九
)

五
月
、
了
杢
師
法
駕
至
京
北
卒
西
府
銭
堕
庖
内
、
:
:
:
」
、
お
よ
び

問
書
の
了
杢

・
遡
避
塵
合
影
裏
の
文
章
に
も
、
「
民
圏
九
年
五
月
、

在
京
北
卒
西
府
舗
内
、
得
受
了
空
師
隼
天
命
、
:
:
・
」
と
あ
る
の
で

そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

(
幻
)

『性
命
法
訣
明
指
』
所
牧
の
了
空
・
越
遜
塵
合
影
の
裏
に
記
す
文

章
参
照
。

(
お
)

『性
命
法
訣
明
指
』
巻
二
ハ

・
六
葉
裏
。

(
m
U
)

『
性
命
法
訣
明
指
」
巻
四
・
八
葉
表
。

(
初
)
『
性
AW
伝
訣
明
指
」
巻

一
一
・
一
一
一
葉
裏
。

(幻
)

『
滋
煽
易
考
』
巻
上

一一一
一葉
表
。

(

M

M

)

『滋
協
易
考
』
巻
上
二
九
葉
裏
。

(
お
)

『滋
煽
易
考
」
巻
上
四

一
葉
表
。

(
災
)

『滋
煽
易
考
」
巻
上
一

一
一
葉
表
l
裏。

(
お
)

『濯
煽
易
考
』
巻
上
四
一

葉
裏
。

(
お
)

『滋
燐
易
考
』
忠
信
上
回
二
葉
裏
。

(幻
)
『
遁
源
精
微
歌
』
巻
下
四
七
業
表。

(
お
)
在
理
数
に
つ
い
て
は
、
宋
慈
瑛
輯
『
天
津
誌
略
」
(
葱
輿
商
行
、

一
九
三
一

年
)
第
四
編
第
六
章

「理
数
」
、
濃
文
起
主
編

『中
園
民

間
秘
密
宗
数
僻
奥
」
(
四
川
辞
書
出
版
社
、
一

九
九
六
年
)
「在
理
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品
以
」
、
佐
々
木
衛
編

『近
代
中
園
の
枇
曾
と
民
衆
文
化
』
(
東
方
書
庖、

一
九
九
二
年
)
三
(
一
二
)
4
「
濁
流
鎮
の
理
門
の
信
仰
、
活
動
、
櫓

い
手
」
等
に
採
る
。
大
陸
で
は
中
華
人
民
共
和
国
成
立
後
、
程
な
く

し
て
禁
止
と
な
っ
た
が
、
宜
軍
海
な
ど
に
今
も
残
る
。
部
落

『中
園
舎

遁
門
』
(
上
海
人
民
出
版
枇
、

一
九
九
七
年
)
、
李
桂
玲

『牽
港
決
宗

数
概
況
』
(
東
方
出
版
社
、
一

九
九
六
年
)
等
参
照
。

(
ぬ
)

『性
命
法
訣
明
指
』
巻
五

・
一
八
葉
裏
参
照
。

(ω)
『
三
字
法
訣
経
』
四
五
葉
表
l
裏
参
照
。

(
引
)
『
三
字
法
訣
経
』
五
四
葉
表
お
よ
び
奥
附
参
照
。

(必
)

「
青
島
に
於
け
る
支
那
側
宗
数
活
動
状
況
調
査
」
(
『-調
査
月
報
」

第
三
巻
第
四
時
抗
、
興
亙
院
、

一
九
四
二
年
)
2
C
「
理
教
」
。

(
幻
)

前
掲

「近
代
中
園
の
枇
舎
と
民
衆
文
化
』一一一一二六
頁
上
段
。

(ω
)
た
と
え
ば

『
三
字
法
訣
綬
」
四
五
葉
裏
参
照
。

(江川
)

前
掲

『近
代
中
園
の
枇
舎
と
民
衆
文
化
』
三
四
五
頁
上
l
中
段
参

n
ロ
n
o

(
M
W
)

前
掲
「
青
島
に
於
け
る
支
那
側
宗
数
活
動
状
況
調
査
」
、
末
光
高

義

『支
那
の
~
秘
密
結
枇
と
慈
善
結
社
」
(満
州
評
論
祉
、

一
九
一一一一一

年
)
「
第
二
十
一
在
理
数
」

参
照
。

(
U
)

前
掲
『
近
代
中
園
の
紅
曾
と
民
衆
文
化
』
三
四
四
頁
に
、
「理
門

の
な
か
で
は、

一
般
の
人
は
戒
畑
戒
酒
だ
が
、
少
数
の
人
だ
け
が
気

を
練
じ
法
を
拳
び
、
師
停
に
そ
れ
を
求
め
る
」

(
上
段
)、
「問

・
法

師
は
平
常
ど
の
よ
う
な
活
動
を
す
る
の
か
。
答
・

坐
功
運
気
、
念
経、

傍
法
、
そ
し
て
粛
日
を
主
宰
す
る
こ
と
だ
。

」

等

参

照
。
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politdcalissues of the day･

LIU MINGRUI AND ZHAO BICHEN： PRACTITIONERS

　　　　　　

OF NEIDAN IN MODERN BEIJING

　　　　　　　　　　　　　　　　

YOKOTE Yutaka

　　

Regarding practitioners of neidan 内丹(internal alchemy) Liu Mingrui 劉名瑞

and Zhao Bichen 趙避塵, who were active in the Beijing area from late-Qing

through early Republican times, l have examined their backgrounds and their

neidan practice, in considering the manner neidan was practiced during the period｡

　　

Liu Mingrui was from Wanping county 宛平懸in Beijing.　In middle age, he

became devoted to Daoism, and studied under ａ mentor from the Nanwu school

南無派of the Quanzhenjiao 仝員教, and he is found in their lineage as the

twentieth head of the Nanwu school. He lived at Qianfengshan 千峰山and

Taoyuanguan桃園観m Changping county 昌平鯖to the northwest of Beijing, and

had several disciples.　He authored three works, the Daり心万拠即面道源精微

歌, the Ｑ泌丿ｉａｏｄｏｎｓｚｈａｆｉＢ敲矯洞章,and the ―ｖikoo一易考, aU of which were

concerned with neidan practice. In his works, he often had high praise for the

works of Wu Chongxu 伍沖虚(Ｗｕ Shouyang 伍守陽)ａｎｄ Liu Huayang柳華陽，

known as the Wu-Liu school 伍柳派, and, when his neidan practice is examined,

primarily in the 7)α砂紙

advocated by the Wu-Liu school｡

　　

Zhao Bichen was from Changping county ｍ Ｂｅりing.　In his youth he became

ａ student of Liu Mingrui, and began his study of neidan practice. Thereafter he

visited famous neidan practitioners in various locations, meeting Liao Ran 了然

and Liao Kong Ｔ空of the Longmen school 龍門派at Zhenjiang 鎮江, and then

becoming the eleventh head of the Longmen school. Thereafter, while operating

a shop on the northern outskirts of Beijing, he spent his life in spiritual training

and conversion of disciples.　When the content of his ｘ仇芦仇面memingzh日生命

法訣明指is examined, it is clear that on many points he was at odds with the

works of the Wu-Liu school, which was representative of the Longmen school.

Moreover, in his later years he converted many disciples to Daoism, but the mam

location were the facilities of the popular religion Zailijiao 在理教, and not Daoist

temples｡

　　

Judging from the above―the facts that while Liu Mingrui was an adept of

-－む



neidan practice of Nanwu school of the Quanzhenjiao, he expounded the neidan

practice of the Longmen school, and that Zhao Bichen expounded neidan practice

and saw himself as the eleventh head of the Longmen school, although he was a

lay person and not entirely faithfulto the Longmen texts, the popularity of the

neidan practice of the Wu-Liu school, and the relationship to the Zailijiao一一ｌ

conclude that by considering these two men, one sees a direct indication of the

concrete conditions of neidan, which was intermiχed with various elements at the

time.

THE CHRONICLES OF THE MONGOLS FROM THE SEVENTEENTH

　　

TO EARLY EIGHTEENTH CENTURIES： WITH PARTICULAR

　

EMPHASIS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ERD£NI-

　　　

ＹＩＮｔｏｂＣｉ，(CHINESE,蒙古源流）ＡＮＤTHE SIRA TUrむが

　　　　　　　　　　　　　

MORIKAWA Tetsuo

　　

This ａｒtﾆiclere-eχamines previous theories concerning the problems regarding

the Mongol chronicles compiled in the seventeenth and eighteenth centuries, and

then suggests how they should be employed in the study of Mongol history from

the Ming to early Qing dynasties. The authors and dates of compilation of many

of the chronicles from this period have not been recorded, and although

bibliographic studies of the works have continued, many problems remain

unanswered. One of these problems concerns the chronicle Ｓｉｒｏ　tｕｙｗji　aJidits

relation to the Ｅｒｄｅｎｉ-ｖin　tobci.　Ithas been known that the title Ｅｒtｅｗ-１

ｍｏｎｇｙｏレ皿ｑａｄ-ｕｎｕｎｄＵｓiin-ｕｙefeeｓiｒａ　tｕｖMjihasbeen affixed to one manuscript

of the Sira tuyuﾇ, and that this corresponds to one of the seven works employed

in the compilation of the Ｅr-ｄｅｎｉうｎｎ　tobとi、　Giventhis fact, prevailing opinion has

been that the Ｅｙ＆戒一ｙin　tobciwas compiled after the Siｒａ　tｕｙｕｎ，　andis that the

Siｒａ　tｕｙｕｎwas used in the compilation of the Ｅｙｄ£筒iうｎｎ　tobci,however, by

comparing the contents of the Erdeni-y加加1,ａ and the Siｒａ　tｕｙｕｎ，l have

confirmed that the two works share many passages, and although the　Siｒａ　tｕｙｕｎ

appears to abbreviate many portions of the Ｅ心戒一ｙin　tobci，the£応召戒二yin tobぷ

was compiled earlier and l have indicated in this article that the prevailing view is

mistaken.

　

l have also made clear the fact that the Ｓ池恥辱 employs the

Ａｓａｒａyｃｉｎｅｒｅtｕ一畑tｅｉｉｋｅ.whichhad been compiled in 1677.　Additionally, given

the fact that the lineage of princes recorded in the Siｒａ　tｕｙｕｎrecords the names

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一一辞－


