
読
書
箭
記
三
題

吉
川
　
忠
夫

　

こ
こ
に
は
、
数
十
年
来
の
読
書
で
得
た
と
こ
ろ
の
、
さ
さ
や
か
な
発
見
か
と
私
か
に
自
負
す
る
中
か
ら
三
題
を
取
り
上
げ
る
。
三

題
は

そ
れ

ぞ
れ

独
立

し
た
も
の
で
あ
り
、
相
互
に
何
の
脈
略
も
な
い
。
敢
え
て
言
う
な
ら
ば
、
二
種
の
書
物
を
読
み
合
わ
す
こ
と
に

よ
っ
て
何
事
か
が
透
け
て
見
え
て
く
る
と
い
う
点
に
三
題
共
通
の
テ
ー
マ
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
な
お
こ
の
文
章
は
、

二
〇

〇
〇
の
三
月
末
を
も
っ
て
京
都
大
学
を
退
い
た
私
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
三
月
九
日
に
催
さ
れ
た
退
官
記
念
講
演
会
に
お
い
て
話

し
た
内
容
に
基
づ
い
て
い
る
。

一
1

一

欧
陽
詞
と
江
総

　
欧
陽
詞
（
五
五
七
～
六
四
一
）
は
唐
初
を
代
表
す
る
書
家
の
一
人
と
し
て
す
こ
ぶ
る
有
名
で
あ
る
が
、
そ
の
人
の
伝
記
の
冒
頭
に

つ
ぎ

の

よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
欧
陽
詞
は
潭
州
臨
湘
の
人
、
陳
の
大
司
空
顧
の
孫
な
り
。
父
の
乾
は
陳
の
広
州
刺
史
。
謀
反
を

　
　
　
　
　
　
　
ま
ヘ
シ

以
て

諜
せ
ら
る
。
詞
当
に
従
坐
す
べ
き
も
、
僅
か
に
し
て
免
る
る
こ
と
を
獲
た
り
。
陳
の
尚
書
令
の
江
総
は
紘
と
旧
有
れ
ば
、
之
れ

を
収
養
し
、
教
う
る
に
書
計
を
以
て
す
」
（
『
旧
唐
書
』
巻
一
八
九
儒
学
伝
上
）
。



　

あ
ら
た
め
て
説
く
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
に
登
場
す
る
江
総
（
五
一
九
～
五
九
四
。
『
陳
書
』
巻
二
七
、
『
南
史
』
巻
三
六
）
は
、
陳

王

朝
の
滅
亡
に
深
い
責
任
が
あ
る
と
さ
れ
た
ほ
ど
の
大
官
で
あ
り
、
ま
た
陳
一
代
を
代
表
す
る
文
学
者
で
あ
っ
た
。
江
総
は
陳
の
一

代

前
の
梁
の
時
代
に
生
を
受
け
た
の
だ
が
、
梁
末
の
侯
景
の
乱
に
よ
っ
て
江
南
の
地
が
大
混
乱
に
陥
る
と
嶺
南
の
広
州
に
難
を
避
け

た
。
彼
が
ま
ず
頼
っ
た
の
は
舅
の
広
州
刺
史
薫
勃
で
あ
っ
た
が
、
薫
勃
が
敗
死
し
た
後
に
は
、
欧
陽
詞
の
祖
父
の
欧
陽
領
と
父
の
欧

陽
紘

を
パ
ト
ロ
ン
と
し
て
そ
の
地
で
過
ご
し
た
の
で
あ
っ
た
。
後
年
、
彼
は
こ
の
流
寓
の
時
代
の
こ
と
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
回
想
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
し
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ

い

る
。
「
梁
の
季
の
不
造
に
値
っ
て
拙
を
人
間
に
牧
い
、
東
は
三
江
に
窟
れ
、
南
は
百
越
に
祖
き
、
秦
漢
を
知
ら
ざ
る
こ
と
十
有
七

年
、
心
　
は
退
瓢
し
、
平
生
は
畢
り
ぬ
」
（
『
芸
文
類
聚
』
巻
四
八
「
譲
尚
書
令
表
」
）
。
百
越
と
は
も
と
よ
り
嶺
南
の
こ
と
。
欧
陽
氏

（
『
陳

書
』
巻
九
、
『
南
史
』
巻
六
六
）
は
嶺
南
を
支
配
す
る
な
か
ば
独
立
の
割
拠
勢
力
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
恐
ら
く
南
海
貿
易
に

よ
る
巨
富
が
そ
の
富
強
を
支
え
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
江
総
が
嶺
南
か
ら
陳
の
都
の
建
康
に
も
ど
っ
た
の
は
、
あ
た
か
も
欧
陽
顧
が

残

し
た
天
嘉
四
年
（
五
六
三
）
の
こ
と
。
欧
陽
顧
の
墓
誌
は
江
総
の
撰
文
に
か
か
り
、
そ
の
人
柄
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
し
の
ば
れ
て
い

る
。
「
六
経
を
渉
猟
し
、
百
氏
に
優
游
し
、
径
を
寛
く
し
賦
を
省
き
て
伯
（
百
）
越
の
帰
心
を
化
し
、
寒
き
を
撫
し
膠
を
投
じ
て
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ね

軍
の

死

力
を
感
ぜ
し
む
。
室
に
在
る
も
賓
の
如
く
、
寧
ぞ
屋
漏
に
懸
じ
ん
や
、
倉
ら
ざ
る
こ
と
を
宝
と
為
し
、
毎
に
人
の
知
ら
ん
こ

と
を
畏
る
」
（
『
芸
文
類
聚
』
巻
五
〇
）
。
し
か
し
そ
れ
か
ら
七
年
が
経
過
し
た
太
建
二
年
（
五
七
〇
）
、
欧
陽
乾
は
そ
の
富
強
を
き
ら

っ

た

陳
王

朝
に
よ
っ
て
謀
反
の
罪
を
着
せ
ら
れ
、
陳
王
朝
が
差
し
向
け
た
軍
勢
の
軍
門
に
降
っ
た
の
で
あ
る
。
欧
陽
氏
一
族
は
、
欧

陽
詞

を
も
そ
の
一
人
と
し
て
建
康
に
連
行
さ
れ
、
欧
陽
紘
は
処
刑
さ
れ
た
。
『
陳
書
』
巻
五
宣
帝
紀
太
建
二
年
条
に
、
「
二
月
癸
未
、

儀

同
の
章
昭
達
は
欧
陽
紘
を
檎
え
て
都
に
送
り
、
建
康
の
市
に
斬
る
。
広
州
平
ら
ぐ
」
と
の
記
事
が
あ
る
。
二
月
癸
未
は
二
月
二
十

九
日
。
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と
こ
ろ
で
、
道
宣
撰
の
『
広
弘
明
集
』
巻
三
〇
に
「
庚
寅
年
二
月
十
二
日
遊
虎
丘
山
精
舎
」
を
詩
題
と
す
る
江
総
の
五
言
詩
が
収

め

ら
れ
て
い
る
。
庚
寅
の
年
は
ま
さ
し
く
太
建
二
年
。
従
っ
て
欧
陽
維
が
処
刑
さ
れ
た
二
月
二
十
九
日
の
わ
ず
か
一
七
日
前
の
作
品

に

ほ

か
な

ら
な
い
。
そ
の
詩
に
う
た
う
と
こ
ろ
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。
「
樟
を
縦
ち
て
週
曲
を
憐
れ
み
、
山
を
尋
ね
て
見
聞
を

　
　
　
つ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
た

静
む
。
毎
に
芳
杜
の
性
に
従
い
、
須
ら
く
俗
人
と
分
る
べ
し
。
貝
塔
は
流
れ
に
酒
り
て
動
き
、
花
台
は
領
（
嶺
）
に
偏
り
て
芥
る
。

　
　
　
　
　
の
き

蒙
籠
と
し
て
籍
を
出
ず
る
桂
、
散
漫
と
し
て
窓
を
続
る
雲
。
情
は
幽
に
し
て
・
・
豆
に
物
に
絢
わ
ん
や
、
志
は
遠
く
し
て
群
に
驚
き
易
し
。

何
に

由
っ
て
か
魚
鳥
に
押
ら
う
、
玄
練
に
屈
す
る
を
願
わ
ざ
れ
ば
な
り
」
。
恐
ら
く
江
総
は
、
ク
リ
ー
ク
を
舟
に
揺
ら
れ
な
が
ら
呉

の

虎
丘

山
を
訪
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
詩
は
、
虎
丘
山
を
訪
れ
て
の
清
浄
な
境
地
を
う
た
う
だ
け
の
も
の
の
よ
う
に
も
思

わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
『
広
弘
明
集
』
が
こ
の
詩
を
収
め
た
う
え
、
「
江
令
公
集
に
云
わ
く
」
と
し
て
、
つ
ま
り
江
総
の
文
集
か

ら
の
引
用
と
し
て
つ
ぎ
の
話
を
載
せ
て
い
る
こ
と
を
い
か
に
理
解
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
　
盧

山
の
遠
法
師
の
未
だ
出
家
せ
ざ
り
し
と
き
、
弩
射
を
善
く
す
。
嘗
つ
て
鶴
の
窟
に
於
い
て
鶴
の
雛
を
射
得
す
。
後
に
復
た
鶴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ざ
き

　
　
の

母

を
伺
い
、
見
て
将
に
之
れ
を
射
ん
と
す
る
や
、
鶴
は
翔
を
動
か
さ
ず
。
之
れ
を
観
る
に
已
に
棄
の
中
に
死
す
。
其
の
子
を

　
　

愛
し
て
死
を
致
せ
し
か
と
疑
い
、
破
り
て
心
腸
を
視
る
に
皆
な
寸
絶
す
。
法
師
は
是
に
於
い
て
弩
を
放
ち
て
菩
提
心
を
発
す
。

　
可
憐

な
雛
鶴
の
死
。
凄
絶
な
死
を
遂
げ
た
母
鶴
。
詩
の
後
に
こ
の
よ
う
な
話
が
わ
ざ
わ
ざ
引
か
れ
て
い
る
の
は
、
詩
が
作
ら
れ
た

背
景
を
暗
示
し
よ
う
と
し
て
の
こ
と
と
考
え
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
。
雛
鶴
に
は
少
年
欧
陽
詞
の
姿
が
、
母
鶴
に
は
恐
ら
く
父
親

の

欧
陽
紘

と
運
命
を
と
も
に
す
る
こ
と
と
な
っ
た
母
親
の
姿
が
二
重
写
し
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
違
う
の
は
、
犠
牲

と
な
っ
た
雛
鶴
と
は
異
な
っ
て
欧
陽
詞
の
命
が
助
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
江
総
は
広
州
滞
在
時
の
恩
義
に
感
じ
て
、
欧
陽
氏
一
族
の

処

刑
が
執

行
さ
れ
る
に
先
立
ち
、
密
か
に
欧
陽
詞
を
虎
丘
寺
に
匿
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
『
旧
唐
書
』
の
欧
陽
詞
伝
が
「
僅
か
に
し
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て
免

る
る
こ
と
を
獲
た
り
」
と
そ
っ
け
な
く
記
し
て
い
る
だ
け
の
記
事
を
こ
の
よ
う
に
ふ
く
ら
ま
せ
て
み
て
も
よ
い
の
で
は
あ
る
ま

い

か
。
欧
陽
詞
に
と
っ
て
江
総
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
命
の
恩
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
彼
の
編
纂
に
か

か

る
『
芸
文
類
聚
』
に
江
総
の
詩
文
が
少
な
か
ら
ず
採
択
さ
れ
て
い
る
の
も
故
な
し
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

二
　

『
劉

子
』
の
著
者
は
劉
書

　

『
劉

子
』
あ
る
い
は
『
新
論
』
と
よ
ば
れ
て
伝
わ
る
書
物
の
著
者
は
誰
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
劉
子
』
に
詳
密
な
注
釈
を
施
し
た

王

叔
眠
氏

の

『
劉

子
集

証
』
（
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
専
刊
之
四
十
四
、
一
九
六
一
年
）
が
そ
の
自
序
で
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
、
こ
れ
ま
で
こ
の
書
物
の
著
者
の
候
補
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
き
た
の
は
、
前
漢
末
の
劉
歌
、
梁
の
劉
認
、
劉
孝
標
、
そ
れ
に
北

斉
の
劉
書
の
四
人
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
四
人
の
う
ち
か
ら
、
劉
散
は
論
外
と
し
て
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
『
劉

子
』
の
文
章
は
と
て
も
漢
代
の
も
の
と
は
思
わ
れ
ず
、
そ
れ
に
何
よ
り
も
『
劉
子
』
に
は
劉
歌
以
後
の
故
実
典
故
が
散
見
す
る
か
ら

で

あ
る
。
残
る
三
人
の
中
で
最
も
有
力
視
さ
れ
て
い
る
の
は
劉
書
で
あ
り
、
余
嘉
錫
氏
の
『
四
庫
提
要
辮
証
』
は
子
部
五
雑
家
類
に

そ
の

書
物

を
「
劉
子
十
巻
、
劉
書
撰
」
と
明
記
し
て
著
録
し
た
う
え
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

　

「
案
ず

る
に
、
晃
、
陳
自
り
以
下
、
此
の
書
を
題
し
て
劉
書
撰
と
為
す
者
は
、
大
抵
衰
孝
政
の
序
に
拠
る
」
。
鬼
と
は
晃
公
武
の

『
郡

斎
読
書
志
』
で
あ
っ
て
、
そ
の
巻
一
二
（
衝
本
）
雑
家
類
に
言
う
。
「
劉
子
三
巻
。
右
、
斉
の
劉
書
孔
昭
撰
。
唐
の
衰
（
孝
）

政
注
。
凡
そ
五
十
五
篇
。
修
心
治
身
の
道
を
言
う
も
、
而
る
に
辞
頗
る
俗
薄
な
り
。
或
い
は
以
て
劉
魏
と
為
し
、
或
い
は
以
て
劉
孝
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標

と
為
す
。
未
だ
敦
れ
か
是
な
る
や
を
知
ら
ず
」
。
ま
た
陳
と
は
陳
振
孫
の
『
直
斎
書
録
解
題
』
で
あ
っ
て
、
そ
の
巻
一
〇
雑
家
類

に

言

う
。
「
劉
子
五
巻
。
劉
書
孔
昭
撰
。
播
州
録
事
参
軍
衰
孝
政
、
為
に
序
す
。
凡
そ
五
十
五
篇
。
案
ず
る
に
唐
志
に
て
は
十
巻
、

劉

劔
撰

と
。
今
序
に
云
わ
く
、
『
書
は
己
れ
不
遇
に
し
て
天
下
陵
遅
す
る
を
傷
み
、
江
表
に
播
遷
し
、
故
に
此
の
書
を
作
る
。
時
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か

は

知
る
こ
と
莫
く
、
謂
い
て
劉
鋸
と
為
し
、
或
い
は
劉
歌
、
劉
孝
標
の
作
と
日
う
』
。
孝
政
の
言
に
爾
云
う
も
、
終
に
書
の
何
代
の

人
為
る
か
を
知
ら
ず
。
其
の
書
は
近
く
し
て
出
で
、
伝
記
に
称
す
る
こ
と
無
け
れ
ば
、
其
の
始
末
を
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
莫
し
。
知

ら
ず
、
何
を
以
て
か
其
の
名
は
書
に
し
て
字
は
孔
昭
な
る
か
を
」
。
さ
て
余
氏
は
つ
づ
け
て
論
じ
て
言
う
。
「
余
嘗
つ
て
疑
う
ら
く
、

孝
政
が
注
を
作
る
と
は
文
理
尚
お
復
た
通
ぜ
ず
、
其
の
言
、
豊
に
拠
と
為
す
に
足
ら
ん
や
と
。
既
に
し
て
之
れ
を
考
え
、
始
め
て
知

る
、
初
唐
の
時
の
人
に
早
に
此
の
説
有
る
こ
と
を
。
宋
の
劉
克
荘
の
『
後
村
大
全
集
』
巻
一
百
七
十
九
「
詩
話
続
集
」
に
『
朝
野
愈

載
』
を
引
い
て
云
わ
く
、
『
劉
子
の
書
、
成
な
以
て
劉
認
の
撰
す
る
所
と
為
す
も
、
乃
ち
渤
海
の
劉
書
の
製
す
る
所
な
り
。
書
は
位

無
き
も
、
博
学
に
し
て
才
有
れ
ば
、
窃
み
て
其
の
名
を
取
り
、
人
は
知
る
こ
と
莫
き
な
り
』
。
然
ら
ば
則
ち
此
の
書
は
実
に
書
の
撰

す

る
所
な
り
。
書
は
才
有
る
も
位
無
く
、
積
ね
て
時
人
の
軽
ん
ず
る
所
と
為
る
。
故
に
発
憤
し
て
此
れ
を
著
し
、
劉
彦
和
（
劉
確
）

の

名
を
窃
み
用
い
て
以
て
其
の
書
を
行
い
、
且
つ
以
て
当
時
の
忌
誰
を
避
く
る
な
り
。
人
は
既
に
知
る
こ
と
莫
く
、
故
に
両
唐
志
及

び
諸
伝

本
は
皆
な
劉
劔
と
題
す
。
『
朝
野
愈
載
』
は
唐
の
張
鷲
の
著
す
所
為
り
。
鷺
は
高
宗
の
調
露
の
時
の
進
士
に
し
て
博
学
に
し

て

才

有
り
。
且
つ
北
斉
を
去
る
こ
と
未
だ
遠
か
ら
ざ
れ
ば
、
そ
の
言
必
ず
本
つ
く
所
有
っ
て
自
ず
か
ら
信
を
取
る
に
足
る
」
。

　
陳
振
孫
は

「
書
の

何

代
の
人
為
る
か
を
知
ら
ず
」
と
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
明
ら
か
に
失
検
で
あ
っ
て
、
劉
書
の
伝
記
は
『
北

斉

書
』
巻
四
四
と
『
北
史
』
巻
八
一
の
儒
林
伝
に
備
わ
る
。
そ
の
あ
ら
ま
し
を
摘
む
な
ら
ば
ー
、

　
劉

書
、
字
は
孔
昭
。
渤
海
阜
城
の
人
。
同
郷
の
李
宝
鼎
（
鉱
）
か
ら
三
礼
を
、
河
間
の
馬
敬
徳
か
ら
『
服
氏
春
秋
』
を
授
か
っ
て
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そ
の

大

義
に
通
じ
た
が
、
片
田
舎
の
阜
城
に
は
書
物
の
少
な
い
こ
と
を
恨
み
と
し
、
都
の
蔵
書
家
の
宋
世
良
の
も
と
に
出
か
け
て
そ

の

子
の

家
庭
教
師

と
な
り
、
読
書
に
精
励
し
た
。
そ
の
後
、
河
清
年
間
（
五
六
二
～
五
六
五
）
に
秀
才
に
挙
げ
ら
れ
た
も
の
の
考
策

第

せ

ず
、
一
念
発
起
し
て
文
学
修
行
を
開
始
す
る
。
「
六
合
」
を
題
と
す
る
賦
一
首
を
作
っ
て
得
意
満
面
、
「
儒
者
の
労
し
て
工
少
な

き
こ
と
斯
に
見
た
り
。
我
は
儒
書
を
読
む
こ
と
二
十
余
年
な
り
し
も
、
而
る
に
答
策
し
て
第
せ
ず
。
始
め
て
文
を
作
る
こ
と
を
学
び
、

便

ち
是
の
如
き
を
得
た
り
」
と
う
そ
ぶ
き
、
そ
の
賦
を
魏
収
に
呈
す
る
が
、
「
賦
を
ば
六
合
と
名
つ
く
る
は
其
の
愚
已
に
甚
だ
し
。

其
の

賦

を
見
る
に
及
ん
で
は
又
た
名
よ
り
も
愚
な
り
」
と
、
さ
ん
ざ
ん
な
評
を
得
る
だ
け
の
結
果
に
終
わ
る
。
か
く
し
て
彼
は
、
『
高

才
不
遇

伝
』
を
著
し
て
自
分
が
世
に
認
め
ら
れ
な
い
憤
癒
を
託
し
た
。
ま
た
し
き
り
に
孝
昭
帝
に
上
書
し
な
が
ら
採
択
さ
れ
る
と
こ

ろ
と
な
ら
な
か
っ
た
文
章
を
自
ら
編
録
し
て
『
帝
道
』
と
名
づ
け
た
ほ
か
、
「
機
政
の
良
か
ら
ざ
る
」
こ
と
を
指
弾
す
る
『
金
箱
壁

言
』
を
著
し
、
「
我
が
数
十
巻
の
書
を
し
て
後
世
に
行
わ
し
む
れ
ば
、
斉
景
（
斉
の
景
公
）
の
千
駆
に
も
易
え
ざ
る
な
り
」
、
こ
の
よ

う
に
大
言
壮
語
す
る
の
が
平
生
の
口
ぐ
せ
で
あ
っ
た
と
い
う
。
天
統
年
間
（
五
六
五
～
五
六
九
）
に
五
十
二
歳
で
卒
し
た
。

　
王

叔
眠
氏

も
こ
の
劉
書
が
『
劉
子
』
の
著
者
と
し
て
限
り
な
く
く
さ
い
と
に
ら
ん
で
い
る
の
だ
が
、
た
だ
残
念
な
が
ら
状
況
証
拠

に

と
ど
ま
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
こ
ろ
が
『
広
弘
明
集
』
の
巻
六
に
、
『
劉
子
』
の
著
者
は
劉
書
で
あ
る
に
違
い
な

い

決

定
的
な
証
拠
が
見
つ
か
る
の
だ
。
『
広
弘
明
集
』
の
巻
六
な
ら
び
に
ま
た
巻
七
は
「
叙
列
代
王
臣
滞
惑
解
」
と
題
さ
れ
、
そ
の

篇
に
お
い
て
道
宣
は
、
唐
初
の
傅
変
が
著
し
た
排
仏
家
の
伝
記
と
称
す
べ
き
『
高
識
伝
』
の
文
章
を
適
当
に
摘
み
な
が
ら
反
駁
を
加

え

て
い

る
の
だ
が
、
『
高
識
伝
』
に
集
め
ら
れ
て
い
た
排
仏
家
二
五
人
の
中
の
一
人
が
実
は
劉
書
な
の
で
あ
っ
た
。
『
広
弘
明
集
』
に

つ
ぎ

の

よ
う
に
あ
る
。

　
　
劉
書
は
渤
海
の
出
身
。
才
能
学
問
は
身
過
ぎ
と
す
る
に
足
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
く
、
北
斉
は
仕
官
す
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
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た

た

め
、
『
高
才
不
遇
伝
』
を
著
し
て
自
ら
の
境
遇
に
な
ぞ
ら
え
た
。
彼
は
上
書
し
て
、
「
仏
法
は
い
ん
ち
き
で
た
ら
め
、
徒
役

　
　
忌

避
者
た
ち
が
巣
窟
と
し
て
い
る
」
と
述
べ
た
う
え
、
さ
ら
に
そ
の
淫
蕩
ぶ
り
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
激
し
く
罵
っ
た
。
「
尼
が
お

　
　

り
、
優
婆
夷
が
い
る
が
、
実
は
彼
女
た
ち
は
僧
侶
の
妻
妾
な
の
で
あ
り
、
胎
児
を
損
な
い
殺
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
惨

　
　
状
は

筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
。
現
在
、
尼
僧
の
数
は
二
百
万
人
ほ
ど
、
そ
れ
に
在
家
の
女
性
信
者
は
四
百
万
人
余
り
に
な
ろ
う

　
　

と
す
る
が
、
六
箇
月
に
一
度
の
割
合
で
胎
児
を
損
な
う
と
す
る
と
、
つ
ま
り
一
年
間
で
二
百
万
戸
を
族
滅
し
て
い
る
こ
と
に
な

　
　

る
。
こ
れ
が
証
拠
に
、
仏
は
胎
児
に
と
っ
て
の
疫
病
神
な
の
で
あ
っ
て
、
聖
人
で
あ
る
な
ど
と
は
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
」
。

　
　
彼
は

ま
た
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
述
べ
た
。
「
道
士
は
老
荘
の
本
来
の
道
を
踏
み
は
ず
し
て
仏
の
邪
説
に
す
が
り
、
そ
の
脇
士
の
役

　
　
を
つ
と
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
」
。

　

劉
書
の
上
書
は
、
余
嘉
錫
氏
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
は
恐
ら
く
『
帝
道
』
に
載
せ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

上

品
な
議
論
と
は
と
て
も
言
え
な
い
が
、
劉
書
の
上
書
の
最
大
の
眼
目
は
、
僧
侶
は
尼
僧
と
優
婆
夷
す
な
わ
ち
在
家
の
女
性
信
者
を

妻

妾
と
し
て
は
ら
ま
せ
て
お
き
な
が
ら
、
密
か
に
堕
胎
を
行
わ
せ
て
い
る
と
い
う
点
に
存
す
る
。
尼
僧
二
百
万
人
、
優
婆
夷
四
百
万

人
、
合
わ
せ
て
六
百
万
人
、
六
箇
月
に
一
度
堕
胎
が
行
わ
れ
る
と
す
る
と
、
一
年
間
で
一
千
二
百
万
人
の
生
命
が
損
わ
れ
、
一
戸
が

六
人

を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
す
る
と
、
二
百
万
戸
の
人
口
が
族
滅
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
計
算
な
の
だ
。
兵
役
と
後

役
の

基
礎

と
な
る
べ
き
戸
口
が
か
く
も
大
量
に
失
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
富
国
強
兵
へ
の
道
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
と
劉
書
は
言
い
た
い

の

で
あ
る
。

　

さ
て
道
宣
は
傅
変
の
『
高
識
伝
』
の
劉
書
の
章
を
以
上
の
よ
う
に
摘
ん
だ
う
え
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。

　
　
劉
書
の
右
の
言
葉
を
検
討
し
て
み
る
と
、
こ
と
さ
ら
に
人
の
耳
目
を
汚
す
も
の
で
あ
っ
て
、
堕
胎
と
嬰
児
殺
し
の
こ
と
ば
か
り
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を
述
べ
た
て
て
い
る
が
、
ま
っ
と
う
な
人
間
の
発
言
で
あ
ろ
う
か
。
孔
子
は
人
の
一
つ
の
美
点
を
見
つ
け
る
と
そ
の
人
の
百
の

　
　
欠

点

を
忘
れ
、
鮪
生
（
飽
叔
牙
）
は
人
の
一
つ
の
悪
事
を
見
つ
け
る
と
終
生
忘
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
。
寛
大
と
狭
量

　
　
の

あ
り
よ
う
が
こ
こ
に
は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
狂
人
と
賢
哲
の
心
は
遠
く
か
け
離
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

　
　
て

み

る
と
、
天
下
の
高
尚
な
沙
門
は
百
万
人
を
途
え
、
財
物
や
女
色
に
は
目
も
く
れ
ず
、
名
誉
や
地
位
と
は
縁
も
ゆ
か
り
も
な

　
　
い

の

に
、
（
劉
書
は
）
こ
の
よ
う
な
徳
は
隠
蔽
し
、
淫
蕩
で
あ
る
と
か
人
殺
し
で
あ
る
と
か
、
あ
り
も
せ
ぬ
こ
と
ば
か
り
を
誇

　
　
張

し
て
い
る
の
だ
。
一
年
に
二
人
の
嬰
児
を
殺
す
こ
と
を
、
沙
門
に
つ
い
て
ひ
と
ま
ず
そ
う
だ
と
仮
定
し
て
み
る
と
し
て
も
、

　

　
一
年
に
二
人
の
子
供
を
も
う
け
る
な
ん
て
こ
と
が
、
一
般
庶
民
の
中
の
誰
に
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
発
言
は
と
り
と
め
も
な
く
、

　
　
世

間
に
広
め
る
に
値
し
な
い
。

　

「
孔

子
は
人

の

一
つ
の

美
点
を
見
つ
け
る
と
」
云
々
と
訳
し
た
一
段
の
原
文
は
、
「
孔
子
見
人
一
善
而
忘
其
百
非
、
鮪
生
見
人
一

悪
而
終

身
不
忘
、
弘
陰
之
　
、
断
可
知
実
、
狂
哲
之
心
、
相
去
遠
　
」
な
の
だ
が
、
実
は
こ
の
一
段
こ
そ
が
『
劉
子
』
の
著
者
は
劉

書

で

あ
る
こ
と
の
動
か
ぬ
証
拠
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
『
劉
子
』
の
妄
蝦
篇
に
、
道
宣
が
下
敷
き
に
し
た
と
し
か
思
え

な

い

こ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
文
章
が
発
見
さ
れ
る
か
ら
だ
。
す
な
わ
ち
斉
の
桓
公
に
つ
い
て
、
「
諸
侯
を
九
合
し
、
天
下
を
一
匡
し
、

桓
公
は

善
く
士
を
求
む
と
謂
う
可
し
」
と
述
べ
た
う
え
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
「
故
仲
尼
見
人
一
善
而
忘
其
百

非
、
鮪
叔
聞
人
一
過
而
終
身
不
忘
、
夫
子
如
斯
之
弘
、
飽
叔
如
斯
之
陰
也
、
以
是
観
之
、
聖
哲
之
量
、
相
去
遠
実
」
。

　

『
劉
子
集

証
』
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
孔
子
の
典
故
は
『
説
苑
』
雑
言
篇
や
『
孔
子
家
語
』
六
本
篇
に
、
鮪
叔
牙
の
典
故
は

『
荘
子
』
徐
元
鬼
篇
や
『
列
子
』
力
命
篇
、
『
管
子
』
戒
篇
、
『
呂
子
春
秋
』
貴
公
篇
等
に
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
現
れ
は
す
る
け
れ
ど
も
、

二
つ
の

典

故

を
一
対
に
し
て
用
い
た
の
は
『
劉
子
』
の
発
案
に
か
か
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
道
宣
が
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
に
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用
い

て
い

る

の

で

あ
っ
て
、
偶
然
の
一
致
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。

　

も
は
や
明
ら
か
な
よ
う
に
、
道
宣
が
「
叙
列
代
王
臣
滞
惑
解
」
の
劉
書
の
章
に
右
に
見
た
よ
う
な
反
論
を
書
き
つ
け
た
の
は
、
道

宣
に

と
っ
て
『
劉
子
』
の
著
者
は
劉
書
で
あ
る
こ
と
が
自
明
で
あ
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
汝
は
著
書
の
中
で
ご
立
派
な
こ
と
を
述

べ
て

お

き
な
が
ら
、
仏
教
に
対
す
る
誹
誘
は
何
と
も
ひ
ど
い
も
の
だ
、
飽
叔
牙
と
同
様
に
ま
っ
た
く
狭
量
な
態
度
で
は
な
い
か
、
と

い

う
わ
け
だ
。
相
手
を
批
判
す
る
に
当
っ
て
、
相
手
の
言
説
を
持
ち
出
し
て
揚
げ
足
を
取
り
、
相
手
を
あ
て
こ
す
る
こ
と
ほ
ど
効
果

的
で

意
地
の

悪
い

や

り
方
は
ほ
か
に
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

三
　
曇
鷺
と
陶
弘
景
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中
国
浄
土
教
の
祖
師
で
あ
る
北
魏
の
曇
鷺
（
四
七
六
～
五
四
二
？
。
『
続
高
僧
伝
』
巻
六
義
解
篇
）
は
、
『
大
集
経
』
に
注
釈
を
施

す

仕
事
に
取
り
か
か
っ
た
も
の
の
、
業
な
か
ば
に
し
て
気
疾
の
病
に
と
り
つ
か
れ
た
。
そ
の
た
め
仕
事
を
い
っ
た
ん
中
断
し
、
治
療

の
た

め

に

各
地

を
巡
る
。
そ
し
て
沿
州
の
秦
陵
故
城
ま
で
や
っ
て
来
て
城
の
東
門
を
入
っ
た
時
の
こ
と
、
大
空
を
見
上
げ
る
と
、
突

如

と
し
て
天
門
が
か
ら
り
と
開
け
る
の
が
見
え
、
そ
こ
に
六
欲
の
階
位
が
上
下
に
重
な
る
さ
ま
が
あ
り
あ
り
と
認
め
ら
れ
た
の
で
あ

っ

た
。
六
欲
と
は
欲
界
の
六
欲
天
、
す
な
わ
ち
四
王
天
、
切
利
天
、
夜
摩
天
、
兜
率
天
、
楽
変
化
天
、
他
化
自
在
天
。
そ
の
さ
ま
を

見
た

こ
と
で
曇
驚
の
病
は
不
思
議
に
癒
え
、
『
大
集
経
』
注
釈
の
仕
事
を
再
開
し
よ
う
と
思
い
た
っ
た
の
だ
が
、
そ
こ
で
ふ
と
こ
う

考
え

た
。
「
命
は
惟
れ
危
脆
に
し
て
其
の
常
を
定
め
ず
。
本
草
の
諸
経
は
具
さ
に
正
治
を
明
ら
か
に
し
、
長
年
の
神
仙
、
往
往
に
し



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
じ

て

間
出
す
。
心
願
の
指
す
所
、
斯
の
法
を
修
習
せ
ん
。
果
し
て
剋
く
す
る
こ
と
既
に
已
っ
て
方
め
て
仏
教
を
崇
む
る
も
亦
た
善
か
ら

ざ

ら
ん
や
」
。
そ
の
頃
、
江
南
の
梁
の
陶
弘
景
の
名
声
は
華
北
の
地
に
も
聞
こ
え
て
お
り
、
そ
こ
で
曇
鷺
は
陶
弘
景
を
頼
っ
て
江
南

へ
赴

く
こ
と
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
陶
弘
景
（
四
五
六
～
五
三
六
）
は
建
康
の
東
南
の
茅
山
を
本
山
と
す
る
と
こ
ろ
の
上
清
派
道
教

の

宗
師
で
あ
っ
て
、
上
清
経
典
の
蒐
集
と
整
理
に
つ
と
め
る
と
と
も
に
、
本
草
の
知
識
も
な
み
な
み
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。　

江

南
に
や
っ
て
来
た
曇
鷺
は
ま
ず
梁
の
宮
城
の
城
門
を
た
た
き
、
最
初
は
「
細
作
」
す
な
わ
ち
ス
パ
イ
か
と
の
疑
い
を
も
た
れ
る

が
、
や
が
て
疑
い
も
晴
れ
て
梁
の
武
帝
と
の
会
見
が
か
な
う
。
武
帝
の
問
い
に
、
曇
驚
が
「
仏
法
を
学
ば
ん
と
欲
す
る
も
年
命
の
促

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た

減
な

る
こ
と
を
恨
み
と
し
、
故
に
来
っ
て
遠
く
陶
隠
居
（
弘
景
）
に
造
っ
て
諸
々
の
仙
術
を
求
め
ん
と
す
」
と
答
え
る
と
、
「
此
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
か

は

世
に
傲
れ
る
遁
隠
者
に
し
て
、
比
ご
ろ
屡
ば
徴
せ
ど
も
就
か
ず
。
往
き
て
之
れ
に
造
る
に
任
さ
ん
」
と
の
こ
と
。
や
が
て
曇
鶯
が

陶
弘
景
に

書

問
を
通
ず
る
と
、
つ
ぎ
の
返
書
が
送
ら
れ
て
き
た
。
「
去
る
月
、
耳
に
音
声
（
評
判
）
を
聞
き
、
薮
の
辰
、
眼
に
文
字

　
　
　
ま
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
さ

を
受
く
。
将
に
頂
礼
す
る
こ
と
歳
を
ば
積
ぬ
る
に
由
っ
て
、
故
に
応
真
（
阿
羅
漢
）
を
し
て
来
儀
せ
し
む
。
正
爾
に
藤
蒲
を
整
払
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
　
　
　
　
　
　
　
ひ
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

花
水

を
具
陳
し
、
襟
を
端
し
思
い
を
敏
め
、
警
錫
を
胎
か
ん
こ
と
を
貯
つ
」
。
陶
弘
景
は
道
教
の
宗
師
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
夢
の

中
で
仏
か
ら
菩
提
記
を
授
か
っ
て
勝
力
菩
薩
と
名
の
り
、
は
る
ば
る
鄭
県
の
阿
育
王
塔
に
出
か
け
て
自
誓
受
戒
し
た
よ
う
に
（
『
梁

書
』
巻
五
一
処
士
伝
）
、
仏
教
と
の
因
縁
も
浅
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
茅
山
を
訪
れ
た
曇
驚
は
、
陶
弘
景
か
ら
仙
経
十
巻
を
授
か
る
と
意
気
揚
々
と
華
北
に
引
き
あ
げ
、
名
山
に
こ
も
っ
て
仙
経
の

処
方
の

ま
ま
に
長
生
に
は
げ
も
う
と
考
え
た
。
そ
ん
な
折
も
折
、
洛
陽
に
お
い
て
菩
提
留
支
三
蔵
に
出
会
う
。
「
仏
法
中
に
頗
る
長

生

不

死
の

法
の
此
の
土
の
仙
経
に
勝
る
者
有
ら
ん
や
」
、
こ
の
よ
う
に
曇
驚
は
誇
ら
し
げ
に
語
っ
た
が
、
菩
提
留
支
は
ぺ
っ
と
唾
を
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た
と

吐
い

て
言

う
の
で
あ
っ
た
。
「
是
れ
何
の
言
ぞ
欺
。
相
い
比
す
る
に
は
非
ざ
る
な
り
。
此
の
方
の
何
処
に
長
生
不
死
の
法
有
ら
ん
や
。
縦

い

長
年

を
得
る
と
も
、
少
時
死
せ
ざ
る
の
み
に
し
て
、
終
に
は
更
に
三
有
（
三
界
）
を
輪
廻
す
る
の
み
」
。
そ
し
て
そ
の
う
え
で
『
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ

経
』
を
授
け
、
「
此
れ
ぞ
大
仙
方
な
り
。
之
れ
に
依
っ
て
修
行
せ
ば
当
に
生
死
を
解
脱
す
る
こ
と
を
得
べ
し
」
と
教
え
た
の
で
あ
っ

た
。
か
く
し
て
曇
驚
は
あ
り
が
た
く
『
観
経
』
を
頂
戴
し
、
持
っ
て
い
た
仙
経
の
す
べ
て
を
火
に
く
べ
て
焼
き
捨
て
た
。
『
正
信
偶
』

に

三
一
蔵
流
支
授
浄
経
、
焚
焼
仙
経
帰
楽
邦
」
と
う
た
わ
れ
て
い
る
一
段
の
基
づ
く
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
し
か
し
何
と
し
た
こ
と
か
、
曇
驚
の
代
表
的
著
作
で
あ
る
『
浄
土
論
註
』
に
曇
鷺
が
す
べ
て
を
焼
却
し
た
は
ず
の
仙
経

の

ま
ぎ
れ
も
な
い
痕
跡
が
あ
り
あ
り
と
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
す
こ
ぶ
る
興
味
深
い
こ
と
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ

ち
、
諸
仏
菩
薩
の
名
号
を
唱
え
る
こ
と
な
ど
の
御
利
益
を
説
い
た
↓
段
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る

　
　
た

と
え
ば
禁
腫
辞
（
腫
れ
も
の
封
じ
の
呪
文
）
に
、
日
出
東
方
乍
赤
乍
黄
（
日
は
東
方
に
出
で
、
乍
い
は
赤
く
乍
い
は
黄
な
り
）

　
　
な

ど
と
の
文
句
が
あ
る
が
、
た
と
い
酉
亥
（
北
北
西
）
の
方
角
に
向
か
っ
て
ま
じ
な
い
を
行
っ
て
も
、
日
が
出
て
い
る
か
ど
う

　
　
か

に
関
わ
ら
ず
、
腫
れ
も
の
は
な
お
る
。
ま
た
た
と
え
ば
軍
事
行
動
を
起
し
て
対
陣
す
る
場
合
、
た
だ
あ
ら
ゆ
る
歯
の
中
で
、

　
　
臨
兵
闘
者
皆
陣
列
在
前
行
（
兵
に
臨
ん
で
闘
う
者
は
皆
な
陣
列
し
て
前
行
に
在
り
）
と
い
う
こ
の
九
字
を
諦
え
る
な
ら
ば
、
あ

　
　

ら
ゆ
る
武
器
に
や
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
『
抱
朴
子
』
が
要
道
と
よ
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
転
筋
（
こ
む
ら
が
え
り
）

　
　
に

悩
む

者
は

木

瓜

を
火
の
前
で
あ
ぶ
れ
ば
な
お
る
。
ま
た
な
か
に
は
、
た
だ
木
瓜
の
名
を
呼
ぶ
だ
け
で
な
お
る
者
も
あ
る
。
私

　
　
自
身
や
っ
て
み
て
効
き
目
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
卑
近
な
こ
と
が
ら
は
、
世
間
の
者
が
み
ん
な
知
っ
て
い
る
。
ま
し
て
や
不

　
　
可
思
議
境
界
の
も
の
な
ら
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
だ
。

　

『
抱

朴
子
』
は
登
渉
篇
。
呪
文
が
置
か
れ
て
い
る
コ
ン
テ
キ
ス
ト
は
『
浄
土
論
註
』
と
は
い
さ
さ
か
異
な
り
、
ま
た
「
在
」
の
一
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字
が
な

い

が
、
九
字
と
い
う
の
だ
か
ら
そ
の
方
が
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
「
山
に
入
る
に
は
宜
し
く
六
甲
秘
祝
を
知
る
べ
し
。
祝
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ

日

わ

く
、
臨
兵
闘
者
皆
陣
列
前
行
と
。
凡
そ
九
字
を
ば
常
に
当
に
密
か
に
之
れ
を
祝
す
べ
し
。
辟
け
ざ
る
所
無
し
。
要
道
は
煩
な
ら

ず

と
は
此
れ
の
謂
な
り
」
。
そ
し
て
木
瓜
と
転
筋
の
こ
と
、
ほ
か
な
ら
ぬ
陶
弘
景
の
『
本
草
集
注
』
の
果
部
「
木
瓜
」
の
項
に
つ
ぎ

の

記
事
が
見

出
さ
れ
る
の
だ
。
「
木
瓜
実
。
味
は
酸
、
温
、
無
毒
。
湿
痺
、
邪
気
、
震
乱
、
大
吐
下
、
転
筋
の
止
ま
ざ
る
を
主
る
。

其
の

枝
も
亦
た
煮
て
用
う
可
し
」
と
い
う
本
文
に
陶
弘
景
が
施
し
た
注
釈
で
あ
る
。
「
山
陰
の
蘭
亭
に
尤
も
多
し
。
彼
の
人
は
以
て

良
薬
と
為
す
。
最
も
転
筋
を
療
し
、
如
し
転
筋
の
時
に
は
但
だ
其
の
名
を
呼
び
及
び
書
上
に
木
瓜
の
字
を
作
る
の
み
に
て
も
皆
な
愈

ゆ
と
。
理
亦
た
尋
ね
解
す
可
か
ら
ず
。
俗
人
は
木
瓜
の
杖
を
控
き
、
筋
脛
を
利
す
と
云
う
」
。
『
浄
土
論
註
』
の
木
瓜
の
効
果
に
つ
い

て
の

記

事
が
こ
の
『
本
草
集
注
』
の
記
事
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
疑
い
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
転
筋
が
起
こ
っ
た
際
の
木

瓜
の
効
果
に
つ
い
て
、
陶
弘
景
は
「
理
亦
た
尋
ね
解
す
可
か
ら
ず
」
と
い
さ
さ
か
懐
疑
的
な
の
だ
が
、
曇
鷺
は
む
し
ろ
信
じ
き
っ
て

い

る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
の
が
面
白
い
。
と
も
か
く
曇
鷺
は
『
抱
朴
子
』
や
『
本
草
集
注
』
を
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
と

す

る
な
ら
ば
、
彼
が
菩
提
留
支
に
出
会
っ
て
陶
弘
景
か
ら
授
か
っ
た
仙
経
の
す
べ
て
を
焼
き
捨
て
た
と
い
う
の
は
疑
わ
し
く
思
わ
れ

て
く
る
の
だ
。

　
ほ

か

に
も
気
に
な
る
こ
と
が
な
い
で
は
な
い
。
『
雲
笈
七
籔
』
の
「
諸
家
気
法
」
の
項
に
は
、
「
曇
鷺
法
師
服
気
法
」
と
「
達
磨
大

師

住

世
留
形
内
真
妙
用
訣
」
の
仏
教
の
沙
門
の
名
を
冠
し
た
服
気
法
二
種
が
収
め
ら
れ
て
い
る
（
巻
五
九
）
。
そ
の
う
ち
の
達
磨
の

名
を
冠
し
た
妙
用
訣
は
、
そ
も
そ
も
達
磨
が
西
国
か
ら
中
国
に
赴
く
に
当
っ
て
師
の
宝
冠
か
ら
授
か
っ
た
と
の
ふ
れ
こ
み
の
も
の
で

あ
り
、
胎
息
の
呼
吸
法
を
骨
子
と
す
る
が
、
園
悟
克
勤
に
そ
れ
が
達
磨
に
仮
託
さ
れ
た
贋
作
に
過
ぎ
ぬ
こ
と
を
論
じ
た
一
文
が
あ
る
。

そ
の

名
も
ず
ば
り
「
妄
伝
達
磨
胎
息
論
を
破
す
」
（
『
語
録
』
巻
二
〇
）
。
園
悟
の
論
ず
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
釈
迦
に
始
ま
り
西
天
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と
東
土
の
祖
師
た
ち
に
よ
っ
て
脈
々
と
伝
え
ら
れ
た
禅
の
教
え
は
、
「
直
指
人
心
、
見
性
成
仏
」
を
説
く
だ
け
で
あ
っ
て
、
「
階
梯
を

立

て

ず
、
知
見
を
生
ぜ
ず
」
、
何
ら
か
の
手
段
を
設
け
た
り
、
は
か
ら
い
の
心
を
生
じ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
強

調

し
た
う
え
、
圓
悟
は
野
狐
の
禅
者
た
ち
を
叱
責
し
て
い
る
の
だ
。
「
彼
ら
は
祖
師
た
ち
を
夢
に
す
ら
見
た
こ
と
が
な
い
く
せ
に
、

達
磨
は

胎
息

の

法

を
人
々
に
伝
え
た
な
ど
と
妄
伝
し
、
法
を
伝
え
迷
情
を
救
う
と
は
こ
の
こ
と
な
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。
は
て
は
昔

の

長

寿
の
宗
師
の
安
国
師
や
趙
州
和
尚
の
こ
と
を
持
ち
出
し
て
、
二
人
は
こ
の
服
気
法
を
実
践
し
た
の
だ
と
か
、
初
祖
達
磨
の
隻
履

や
普
化
の

空

棺
の

こ
と
を
自
慢
し
て
、
こ
の
術
に
は
効
果
が
あ
る
の
だ
と
言
っ
て
い
る
」
。

　

「
法

を
伝
え
迷
情
を
救
う
」
は
達
磨
が
二
祖
慧
可
に
示
し
た
掲
の
　
句
。
安
国
師
と
は
百
二
十
八
歳
で
入
寂
し
、
老
安
国
師
と
称

さ
れ
た
嵩
嶽
慧
安
。
趙
州
従
論
も
百
二
十
歳
の
長
寿
で
あ
っ
た
。
達
磨
の
隻
履
と
は
、
熊
耳
山
に
葬
ら
れ
た
は
ず
の
達
磨
が
サ
ン
ダ

ル

の

片
方
だ

け
を
携
え
て
パ
ミ
ー
ル
の
山
中
を
歩
い
て
い
る
の
を
見
か
け
た
者
が
あ
り
、
達
磨
の
墓
を
開
い
て
み
た
と
こ
ろ
、
屍
は

な
く
し
て
サ
ン
ダ
ル
の
片
方
が
残
さ
れ
て
い
た
と
い
う
話
。
普
化
の
空
棺
と
い
う
の
も
、
や
は
り
同
様
に
普
化
和
尚
の
棺
桶
の
中
に

屍
が
な

か
っ

た
と
い
う
話
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
道
教
の
　
解
仙
の
観
念
に
基
づ
く
形
象
化
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
か

く
園
悟
が
論
破
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
達
磨
大
師
住
世
留
形
内
真
妙
用
訣
」
は
た
し
か
に
贋
作
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が

一
方
の
「
曇
鷺
法
師
服
気
法
」
は
ど
う
な
の
か
。

　
　
初
め

寛
坐

し
、
両
手
を
伸
ば
し
て
膝
の
上
に
置
き
、
衣
帯
を
解
き
、
肢
体
を
放
縦
に
し
、
法
性
平
等
、
生
死
不
二
な
る
こ
と
を

　
　
念

ず
。
半
食
頃
を
経
て
目
を
閉
じ
舌
を
挙
げ
て
鰐
に
奉
じ
、
徐
徐
に
長
く
気
を
吐
く
こ
と
一
息
二
息
、
傍
の
人
は
気
の
出
入
の

　
　
声

を
聞
く
。
始
め
は
麓
に
し
て
漸
く
細
な
る
こ
と
十
余
息
、
後
に
乃
ち
自
ら
声
を
聞
く
こ
と
を
得
。
凡
そ
痛
痒
の
処
有
る
を
覚

　
　
ゆ
れ
ば
便
ち
中
従
り
出
ず
る
を
想
う
。
但
だ
異
有
る
を
覚
ゆ
れ
ば
漸
漸
に
長
く
気
を
吐
き
、
細
従
り
麓
に
至
る
こ
と
十
息
、
後
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ま

　
　
に

還

た
初
め
の
如
く
す
。
…
…
四
大
の
不
調
に
二
有
り
。
或
い
は
外
、
或
い
は
内
。
寒
熱
飢
虚
飽
飲
疲
労
を
外
起
と
為
し
、
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
と

　
　
利
喜
怒
声
色
滋

味
念
慮
を
内
起
と
為
す
。
凡
そ
気
の
節
量
は
↓
に
自
然
に
任
せ
、
綿
綿
と
し
て
存
す
る
が
若
く
、
之
れ
を
用
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
せ
　

　
　
て
勤
れ
ざ

る
の
み
。
但
だ
能
く
生
を
以
て
生
と
為
さ
ざ
れ
ば
、
乃
ち
養
生
に
賢
る
な
り
。

　

こ
れ
が
曇
鷺
の
真
作
で
あ
る
と
の
保
証
は
な
い
。
だ
が
か
と
言
っ
て
、
右
に
見
た
よ
う
な
曇
鴛
を
取
り
巻
く
状
況
を
考
え
る
な
ら

ば
、
道
教
百
科
全
書
と
で
も
言
う
べ
き
『
雲
笈
七
籔
』
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
て
も
何
の
違
和
感
も
な
い
。
そ
れ
に
そ
も
そ
も
仏
教

に

は
数
息
観

と
い
う
観
法
が
存
在
し
、
「
曇
鷺
法
師
服
気
法
」
は
そ
の
流
れ
を
汲
む
も
の
な
の
だ
。

　
最
後
に
閑
話
の
ま
た
閑
話
を
一
つ
。
『
南
史
』
巻
五
三
梁
武
帝
諸
子
伝
の
武
帝
の
第
二
子
、
予
章
王
薫
綜
の
伝
記
に
つ
ぎ
の
記
事

が

あ
る
。
薫
綜
の
母
親
は
も
と
南
斉
の
東
昏
侯
の
後
宮
の
女
性
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
斉
梁
王
朝
交
代
の
後
に
あ
ら
た
め
て
武
帝
の
寵

愛

を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
だ
が
王
朝
交
代
か
ら
七
箇
月
で
綜
が
生
ま
れ
た
た
め
に
と
か
く
の
噂
が
た
ち
、
成
人
し
た
綜
も
そ
の

こ
と
を
思
い
悩
む
よ
う
に
な
っ
た
。
や
が
て
南
克
州
刺
史
と
し
て
広
陵
に
赴
任
し
た
綜
は
、
密
か
に
北
魏
へ
の
亡
命
を
計
画
し
、
す

で

に
先
立
っ
て
亡
命
を
果
し
て
い
た
も
と
の
南
斉
の
建
安
王
瀟
宝
寅
と
緊
密
に
連
絡
を
取
り
あ
う
こ
と
と
な
る
。
そ
の
時
に
当
っ
て
、

綜
の

隠
密
の

使
者
の

役

目
を
つ
と
め
、
何
度
も
往
来
を
重
ね
た
の
は
、
法
驚
と
名
の
る
と
こ
ろ
の
広
陵
に
住
す
る
北
来
の
道
人
で
あ

っ

た
と
い
う
。
周
知
の
ご
と
く
、
南
北
朝
の
分
裂
の
時
代
に
お
い
て
も
、
仏
教
の
僧
侶
に
か
ぎ
っ
て
中
国
の
南
北
を
自
由
に
往
来
す

る

こ
と
が
で
き
た
の
だ
が
、
し
か
し
こ
れ
は
ま
っ
た
く
の
細
作
の
行
為
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
梁
の

冨
城

を
訪
れ
た
曇
鶯
は
細
作
か
と
疑
わ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
法
驚
と
曇
驚
は
ひ
ょ
っ
と
し
て
同
一
人
な
の
で
は

な
い

か

と
の
想
像
を
た
く
ま
し
く
し
た
く
も
な
る
の
だ
。
僧
侶
の
名
の
頭
の
字
が
入
れ
代
る
の
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
法
驚
が

梁

と
北
魏
と
の
間
を
足
し
げ
く
往
来
し
た
の
は
普
通
四
年
（
五
二
三
）
前
後
の
こ
と
、
そ
し
て
『
続
高
僧
伝
』
に
よ
れ
ば
、
曇
驚
が
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江

南
に
や
っ
て
来
た
の
は
大
通
年
間
（
五
二
七
～
五
二
九
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。
だ
が
恐
ら
く
こ
れ
は
、
あ
ま
り
に
も
放
恣

な

想
像
に
し
か
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

注
（
1
）
以
上
に
述
べ
た
こ
と
、
拙
稿
「
嶺
南
の
欧
陽
氏
」
（
谷
川
道
雄
氏
を
代
表
者
と
す
る
科
研
成
果
報
告
書
『
中
国
辺
境
社
会
の
歴
史
的
研
究
』
、

　
　
　
一
九
八
九
年
）
を
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）
中
津
浜
渉
編
『
芸
文
類
聚
引
書
引
得
』
（
一
九
七
二
年
）
の
「
作
者
索
引
」
の
項
を
参
照
。

（
3
）
斉
景
の
千
馴
の
基
づ
く
と
こ
ろ
は
『
論
語
』
季
氏
篇
。
「
斉
景
公
有
馬
千
駆
、
死
之
日
、
民
無
徳
而
称
焉
」
。

（
4
）
原
文
「
劉
書
、
渤
海
人
、
才
術
不
能
自
給
、
斉
不
仕
之
、
著
高
才
不
遇
伝
以
自
況
也
、
上
書
言
、
仏
法
誰
証
、
避
役
者
以
為
林
藪
、
又
証
詞
淫

　
　

蕩
、
有
尼
有
優
婆
夷
、
実
是
僧
之
妻
妾
、
損
胎
殺
子
、
其
状
難
言
、
今
僧
尼
二
百
許
万
、
井
俗
女
向
有
四
百
余
万
、
六
月
一
損
胎
、
如
是
則
年

　
　

族

二
百
万

戸

奏
、
験
此
仏
是
疫
胎
之
鬼
也
、
全
非
聖
人
、
亦
言
、
道
士
非
老
荘
之
本
、
籍
仏
邪
説
、
為
其
配
坐
而
已
」
。

（
5
）
原
文
「
詳
書
此
言
、
殊
塵
聴
視
、
専
言
堕
胎
殺
子
、
豊
是
正
士
言
哉
、
孔
子
見
人
一
善
而
忘
其
百
非
、
飽
生
見
人
一
悪
而
終
身
不
忘
、
弘
随
之

　
　

　
、
断
可
知
　
、
狂
哲
之
心
、
相
去
遠
英
、
然
則
天
下
高
尚
沙
門
、
有
逮
百
万
、
財
色
不
顧
、
名
位
莫
縁
、
斯
徳
隠
之
、
妄
張
婬
殺
、
一
年
謙

　
　
　
二
子
、
沙
門
且
然
、
一
歳
有
二
男
、
編
戸
誰
是
、
吐
言
孟
浪
、
未
足
広
之
」
。

（
6
）
船
山
徹
「
陶
弘
景
と
仏
教
の
戒
律
」
（
吉
川
忠
夫
編
『
六
朝
道
教
の
研
究
』
、
春
秋
社
、
一
九
九
八
年
）
、
参
照
。

（
7
）
原
文
「
諸
法
万
差
、
不
可
一
概
、
有
名
即
法
、
有
名
異
法
、
名
即
法
者
、
諸
仏
菩
薩
名
号
般
若
波
羅
蜜
及
陀
羅
尼
章
句
禁
叩
几
音
辞
等
是
也
、
如
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禁
腫
辞
云
日
出
東
方
乍
赤
乍
黄
等
句
、
仮
使
酉
亥
行
禁
、
不
関
日
出
而
腫
得
差
、
亦
如
行
師
対
陣
、
但
一
切
歯
中
諦
臨
兵
闘
者
皆
陣
列
在
前
行
、

　
　
請
此
九

字
、
五
兵
之
所
不
中
、
抱
朴
子
謂
之
要
道
者
也
、
又
苦
転
筋
者
、
以
木
瓜
対
火
慰
之
則
愈
、
復
有
人
但
呼
木
瓜
名
亦
愈
、
吾
身
得
其
効

　
　

也
、
如
斯
近
事
、
世
間
共
知
、
況
不
可
思
議
境
界
者
乎
L
。

（
8
）
曹
植
の
「
桂
之
樹
行
」
に
つ
ぎ
の
句
が
あ
る
。
「
桂
之
樹
、
得
道
之
真
人
成
来
会
講
、
仙
教
爾
服
食
日
精
、
要
道
甚
省
不
煩
、
澹
泊
無
為
自
然
」
。

（
9
）
『
本
草
集
注
』
に
つ
い
て
は
、
褒
谷
邦
夫
「
陶
弘
景
の
医
薬
学
と
道
教
」
（
吉
川
編
『
六
朝
道
教
の
研
究
』
）
を
参
照
。

（
1
0
）
原
文
「
嵯
見
一
流
拍
盲
野
狐
種
族
、
自
不
曾
夢
見
祖
師
、
却
妄
伝
達
磨
以
胎
息
伝
人
、
謂
之
伝
法
救
迷
情
、
以
至
引
従
上
最
年
高
宗
師
如
安
国

　
　

師
趙
州
之
類
、
皆
行
此
気
、
及
誇
初
祖
隻
履
普
化
空
棺
、
皆
謂
此
術
有
験
」
。
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