
佛
教

と
道
教
の
間
－
輝
籍
に
見
え
る
用
例
か
ら
ー

坂
内
　
榮
夫

　

『
宗
鏡
録
』
巻
九
十
八
に
『
心
丹
訣
』
な
る
文
章
が
引
用
さ
れ
て
い
る
，
。
『
心
丹
訣
』
は
、
唐
代
の
］
m
陣
僧
洞
山
良
伶
（
八
〇
七
～
八
六

九
）
の
作
品
と
さ
れ
て
い
る
。
洞
山
は
「
扇
働
の
偏
煩
等
、
拉
び
に
参
徒
に
流
通
す
」
（
『
祖
堂
集
』
巻
六
　
洞
山
傳
）
、
「
道
俗
を
激
働
せ

る
偶
頒
誠
等
、
諸
方
に
流
布
す
。
」
（
『
傳
燈
録
』
巻
十
五
　
洞
山
傳
註
）
等
と
言
わ
れ
、
ま
た

　
　
コ
泊
陣
門
傳
ふ
る
所
の
偏
頒
、
二
十
八
祖
よ
り
、
六
祖
に
止
り
、
巳
降
は
則
ち
亡
厭
す
。
後
の
諸
方
老
宿
亦
た
多
く
之
を
爲
る
。
…
…
成

　
　
　
　
　
い
た

　
　
通
初
に

泊
り
、
新
豊
（
洞
山
）
・
白
崖
（
智
閑
）
二
大
師
の
作
る
所
有
り
て
、
多
く
・
。
碑
林
に
流
散
す
。
艘
は
詩
と
同
じ
と
錐
も
、
蕨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
の
旨
は
詩
に
非
ざ
る
な
り
。
（
齊
己
「
龍
牙
和
尚
偏
頒
井
序
」
『
縄
門
諸
祖
師
偶
頒
』
，
巷
一
）

と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
偏
頒
の
類
を
敷
多
く
作
っ
た
輝
僧
で
あ
る
。
從
っ
て
、
『
心
丹
訣
』
の
よ
う
な
作
品
を
作
っ
た
可
能
性

も
、
充
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
さ
て
、
『
宗
鏡
録
』
が
引
く
『
心
丹
訣
』
と
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
先
洞
山
和
尚
〔
の
心
丹
訣
に
云
う
。
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ね

　

吾
に

藥
有
り
心
丹
と
號
し
、
煩
慣
櫨
中
に
歳
年
を
錬
る
。

　
か
れ

　

伊
は
胎
中
に
色
を
愛
ぜ
ざ
る
を
知
り
、
照
耀
し
て
光
明
な
る
こ
と
大
千
に
遍
し
。

　

法
眼
を
開
き
て
毫
端
を
観
れ
ば
、
能
く
凡
聖
を
刹
那
の
間
に
攣
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
つ

　

眞
假
を
知
り
功
用
を
成
さ
ん
と
要
せ
ば
、
一
切
時
中
に
鍛
錬
し
看
よ
。

　
　
形
状
も
無
く
方
圓
も
勿
く
、
言
中
に
物
無
く
物
中
に
言
あ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も

　
　
心
用
有
れ
ば
即
ち
眞
用
に
乖
き
、
輝
に
安
ん
ず
る
を
意
う
無
け
れ
ば
縄
な
ら
ざ
る
無
し
。

　
　
亦
た

滅
ぶ
無
く
亦
た
起
こ
る
無
く
、
森
羅
萬
像
　
皆
な
駆
使
す
。

　
　
州
土
を
論
ぜ
ず
但
だ
將
ち
來
り
、
此
の
櫨
中
に
入
れ
ば
是
な
ら
ざ
る
無
し
。

　
　
一
意
無
し
是
れ
吾
が
意
、
一
智
無
し
是
れ
吾
が
智
。

　
　
一
味
無
く
異
な
ら
ざ
る
無
く
、
色
愛
ぜ
ざ
れ
ば
轄
た
辮
じ
難
し
（
。

　
　

（
一
句
欲
）
　
更
に
一
物
の
中
に
於
い
て
現
は
る
る
無
し
。

　
　
一
物
を
將
て
他
を
制
伏
す
る
莫
く
、
鵠
は
眞
空
に
合
し
て
鍛
錬
に
非
ず
。
（
T
四
八
－
九
四
六
c
）

　
難
解
な
内
容
で
あ
る
が
、
本
來
の
自
己
・
法
身
の
働
き
を
藥
（
「
心
丹
」
）
に
喩
え
て
歌
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
椎
名
宏
雄
氏
の
課

を
参
考
に
し
つ
つ
、
假
に
課
を
つ
け
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。

　
本
來

の
自
己
（
で
あ
る
心
丹
）
は
煩
憎
の
肉
艘
中
に
何
年
も
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
。
本
來
の
自
己
は
鴨
中
に
あ
っ
て
何
も
攣
化
さ
せ

る
こ
と
な
く
、
本
來
性
の
輝
き
は
大
千
世
界
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
（
悟
り
の
）
智
慧
の
目
を
開
い
て
微
細
な
物
を
見
れ
ば
、
凡
か
ら
聖

へ
瞬
時
に
愛
え
る
事
が
で
き
る
。
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眞
實
の
存
在
（
自
己
）
か
假
の
存
在
（
自
己
）
か
を
理
解
し
て
（
そ
の
存
在
・
本
來
の
自
己
を
）
働
か
せ
よ
う
と
思
う
な
ら
、
ひ
た
す
’

ら
鍛
錬
せ
よ
。
（
本
來
の
自
己
は
）
圓
や
四
角
と
言
っ
た
形
の
あ
る
物
で
は
な
い
。
言
葉
の
中
に
そ
の
物
（
本
來
の
自
己
）
は
な
く
、
そ

の
物
の

中
に
言
葉
は
あ
る
の
だ
。
心
の
働
き
を
求
め
れ
ば
そ
れ
は
眞
の
働
き
と
相
反
し
、
縄
を
修
行
す
る
な
ど
と
思
わ
な
け
れ
ば
、
そ
れ

が

輝
な
の
で
あ
る
。

　

（本
來
の
自
己
は
）
滅
ぶ
事
も
始
ま
る
事
も
な
く
、
全
て
の
現
象
を
司
っ
て
い
る
。
地
理
的
な
場
所
と
は
關
係
な
く
存
在
し
、
こ
の
肉

纏
中
に
あ
っ
て
そ
う
で
な
い
も
の
は
な
い
。
分
別
意
識
が
な
い
の
が
私
の
意
識
、
智
慧
も
な
い
の
が
私
の
智
慧
で
あ
る
。

　
平
等
で
も
な
く
同
じ
で
も
な
く
、
物
質
的
愛
化
も
な
い
の
で
匿
別
も
で
き
な
い
。
（
一
句
歓
）
。
物
艘
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
も
な
く
、

他
の
物
聰
を
制
厘
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
そ
の
本
質
は
「
眞
空
」
に
合
致
し
て
鍛
錬
し
て
ど
う
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。

　
先
ず
、
こ
の
作
品
に
つ
い
て
輝
と
道
教
の
關
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
歌
訣
中
に
は
「
藥
」
「
櫨
中
」
な
ど
と
い
か
に
も
道
教
的

な
語
彙
も
み
え
て
い
る
が
、
内
容
的
に
何
ら
か
の
道
教
経
典
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
言
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
歌
訣
の
意
味
と
し
て

は
、
輝
者
と
し
て
追
求
す
べ
き
「
本
來
の
自
己
」
に
つ
い
て
、
そ
の
存
在
を
歌
い
上
げ
た
歌
頒
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
道
教
で
用
い

ら
れ
る
内
丹
・
錬
丹
用
語
が
修
辞
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
「
内
丹
」
や
「
錬
丹
」
が
一
般
的
に
知
識
と
し
て
廣
ま
っ
て
い
た
、

と
言
う
事
は
背
景
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
と
道
教
「
内
丹
」
思
想
と
の
直
接
の
關
係
は
考
え
に
く
い
よ
う
で
あ
る
。

た

だ
、
歌
訣
や
口
訣
と
い
う
形
式
・
枠
組
を
使
用
し
て
宗
教
的
境
地
を
詠
う
と
い
う
行
爲
自
酷
に
、
道
教
の
口
訣
と
い
う
存
在
の
持
つ
傳

統
的
影
響
力
を
感
じ
る
事
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
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同
じ
『
宗
鏡
録
』
に
は
も
う
一
つ
別
の
『
心
丹
訣
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
洞
山
良
恰
の
作
品
か
ど
う
か
断
定
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、

洞

山
の
作
品
と
同
じ
道
教
の
影
響
を
受
け
た
名
前
、
洞
山
の
別
作
品
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
『
宗
鏡
録
』
巷
十
六
が
引
用
す

る
も
う
一
つ
の
『
心
丹
訣
』
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
故
に

心
丹
訣
に

云

ふ
、
荘
荘
た
る
天
下
に
虚
し
く
尋
寛
し
、
未
だ
肯
て
頭
を
　
し
て
自
ら
相
い
識
ら
ず
。
師
を
信
じ
て
行
き
て
無
爲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
な

　
　
郷
に

到

り
、
始
め
て
從
來
柾
し
く
力
を
施
す
を
畳
ゆ
。
（
T
四
八
－
四
九
九
b
）

　

『
宗
鏡
録
』
に
は
僅
か
に
こ
の
四
句
し
か
引
か
れ
て
お
ら
ず
、
本
來
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
『
心
丹
訣
』
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に

思
わ

れ

る
。
こ
こ
で
も
「
無
爲
郷
」
と
い
う
道
教
的
語
彙
も
見
え
て
い
る
が
、
引
か
れ
て
い
る
内
容
を
見
る
限
り
、
機
縁
の
叶
う
師
を
求

め
て
む
な
し
く
天
下
を
放
浪
し
て
き
た
が
、
未
だ
悟
り
に
至
る
（
本
來
の
自
己
を
認
識
す
る
）
事
が
で
き
な
か
っ
た
。
名
師
に
出
會
っ
て

修
行

し
て
悟
り
の
境
地
（
「
無
爲
郷
」
）
に
至
っ
た
今
、
從
來
の
修
行
は
全
く
見
當
外
れ
で
あ
っ
た
と
詠
う
も
の
で
、
題
名
と
は
異
な
り
こ

れ

も
道
教
的
内
容
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
悟
り
の
境
地
に
つ
い
て
「
無
爲
郷
」
と
表
現
し
て
い
る
事
は
、
道
教
の
存
在
・
影
響
を
考

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
普
通
の
語
彙
に
で
は
な
く
、
悟
り
の
境
地
と
い
う
重
要
な
内
容
を
表
現
す
る
語
彙
に
つ
い
て
、
こ
と
さ
ら

に

道
教
的
語
彙
を
使
用
し
て
い
る
事
は
、
道
教
の
影
響
が
一
般
的
な
形
な
が
ら
も
輝
に
及
ん
で
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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さ
て
、
こ
こ
に
述
べ
た
洞
山
と
は
、
初
め
に
述
べ
た
通
り
唐
代
の
著
名
な
輝
僧
、
洞
山
良
倫
で
あ
る
。
洞
山
に
つ
い
て
は
、
『
宋
高
僧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ

傳
』
巻
十
二
「
唐
洪
州
洞
山
良
恰
」
傳
等
に
傳
記
が
あ
り
、
、
こ
れ
が
基
本
的
史
料
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
『
宋
高
僧
傳
』
で
は
次
の
よ
う

に

い
う
。

　
　
稗
良
倫
、
俗
姓
は
命
氏
、
會
稽
諸
壁
の
人
な
り
。
少
儒
よ
り
師
に
五
洩
山
寺
に
從
ふ
。
年
二
十
一
に
至
り
、
方
に
嵩
山
に
往
き
具
戒



　
　
　
　
た
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に

は

か

　

や

　
　
す
。
登
即
ま
ち
遊
方
し
、
南
泉
輝
師
に
見
へ
、
深
く
玄
契
を
領
る
。
績
い
て
雲
巖
に
造
り
、
疑
滞
　
頓
に
寝
む
。
大
中
末
に
斯
（
新
？
）

　
　
豊

山
に
於
て
大
い
に
輝
法
を
行
ふ
。
後
に
盛
ん
に
豫
章
高
安
洞
山
に
化
す
。
今
の
笥
州
な
り
。
…
…
（
T
五
〇
－
七
八
〇
a
）

『
宋
高
僧
傳
』
で
は
南
泉
と
雲
巖
に
師
事
し
た
事
以
外
は
鰯
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
『
祖
堂
集
』
巻
六
や
『
傳
燈
録
』
巻
十
五
の
本
傳
を

見

る
と
、
修
行
の
た
め
中
國
各
地
の
コ
m
爬
僧
を
尋
ね
歩
い
た
時
の
問
答
が
敷
多
く
傳
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
、
「
青
原
行
思
ー
石
頭
希
遷
ー

藥
山
惟
徹
ー
雲
巌
曇
晟
－
洞
山
良
扮
」
と
い
う
系
譜
に
連
な
る
、
後
世
で
は
石
頭
系
と
言
わ
れ
る
輝
僧
で
あ
る
。
弟
子
の
曹
山
と
拉
ん
で

曹
洞
宗
の
開
祖
と
さ
れ
て
い
る
事
、
改
め
て
贅
言
の
必
要
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
こ
こ
で
『
宗
鏡
録
』
か
ら
引
用
し
た
『
心
丹
訣
』
、
現
在

傳
わ
る
洞
山
の
語
録
に
は
牧
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
洞
山
に
こ
れ
に
類
す
る
他
の
作
品
が
存
在
し
た
の
か
も
定
か
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、

洞
山
の
語
録
は
同
時
代
、
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
時
代
に
纏
め
ら
れ
た
物
は
存
在
せ
ず
、
現
在
に
傳
わ
る
『
洞
山
録
』
は
明
代
以
降
の
輯
逸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

本
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
現
在
に
博
わ
ら
な
か
っ
た
多
く
の
問
答
・
韻
文
作
品
等
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
〔
。
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二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
今
述
べ
た
「
心
丹
訣
」
は
、
名
前
は
い
か
に
も
道
教
的
で
あ
っ
た
が
〔
、
そ
の
中
身
は
あ
く
ま
で
も
本
來
の
自
己
に
つ
い
て
歌
っ
た
、

輝
の
作

品
で
あ
っ
た
。
以
下
、
「
心
丹
訣
」
で
見
た
よ
う
に
道
教
か
ら
輝
に
影
響
を
與
え
た
、
と
思
わ
れ
る
例
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
見

た

い
。
そ
の
敷
は
少
な
い
も
の
の
、
幾
つ
か
は
見
る
事
が
で
き
る
。

　
そ
も
そ
も
コ
m
騨
籍
に
「
心
丹
」
の
語
自
艘
が
見
え
る
の
は
、
道
教
の
影
響
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
（
そ
れ
が
、
語
彙
の
借
用
に
す
ぎ



な
い
に
し
て
も
）
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
外
の
「
丹
」
に
關
わ
る
主
題
や
用
例
が
輝
籍
に
見
え
る
か
と
い
う
と
、
幾
つ
か
見
る
事
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

先

ず
、
雪
峰
義
存
（
八
二
二
～
九
〇
八
）
に
嗣
い
だ
高
麗
の
璽
照
縄
師
（
八
七
〇
～
九
四
七
）
〔
の
質
問
に
、
次
の
よ
う
に
「
還
丹
」
に

關
わ
る
問
答
が
見
え
て
い
る
。
『
傳
燈
録
』
巻
十
八
「
杭
州
龍
華
寺
眞
畳
大
師
璽
照
」
傳
に
言
う
。

　
　
問
ふ
、
還
丹
一
粒
、
鐵
を
鮎
じ
て
金
と
成
す
。
至
理
の
一
言
、
凡
を
黙
じ
て
聖
と
成
す
。
師
の
一
鮎
を
請
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

　
　
師

曰
く
、
還
た
齊
雲
の
金
を
鮎
じ
て
鐵
と
成
す
を
知
る
座
。

　
　
曰
く
、
金
を
黙
じ
て
鐵
と
成
す
、
未
だ
之
れ
前
に
聞
か
ず
。
至
理
の
一
言
、
敢
て
垂
示
を
希
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か

　
　
師
日
く
、
句
下
に
は
薦
め
ず
、
後
悔
追
い
難
し
。
（
T
五
一
－
三
五
二
b
）

　
道
教
の
所
謂
る
「
還
丹
」
一
粒
は
、
鐵
に
鯛
れ
る
と
感
化
さ
せ
て
（
感
磨
さ
せ
て
）
、
そ
れ
を
黄
金
に
饗
化
さ
せ
る
と
い
う
。
同
じ
よ

う
に
、
師
匠
の
究
極
の
一
句
は
凡
人
を
聖
人
に
攣
え
る
の
で
、
師
匠
に
自
ら
を
悟
り
へ
と
開
悟
・
教
化
さ
せ
る
究
極
の
一
句
を
求
め
た
質

問
で
あ
る
。
璽
照
の
答
え
は
、
「
一
片
の
言
葉
で
は
會
得
で
き
な
い
そ
。
「
金
」
が
「
鐵
」
に
も
な
る
の
だ
か
ら
、
そ
ん
な
言
葉
に
か
か
ず

ら
わ
っ
て
、
「
金
」
や
「
鐵
」
な
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
捉
わ
れ
て
い
る
と
、
後
で
後
悔
し
て
も
後
悔
し
き
れ
な
い
そ
。
」
と
い
う
方
向
の
よ

う
で
あ
る
。
こ
の
問
答
の
後
の
部
分
は
、
所
謂
る
道
教
の
「
還
丹
」
自
膣
と
は
無
關
係
に
進
ん
で
い
く
。
た
だ
、
「
還
丹
」
の
語
が
「
凡
」

か

ら
「
聖
」
へ
の
轄
換
さ
せ
る
喩
え
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
事
は
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
還
丹
」
の
語

が

縄
僧
の
間
で
も
、
普
通
に
知
ら
れ
て
い
た
事
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
還
丹
一
粒
、
黙
鐵
成
金
。
至
理
一
言
、
鮎
凡

成
聖
。
」
の
四
句
は
、
恐
ら
く
當
時
一
般
的
に
成
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
後
の
例
で
も
こ
の
四
句
が
ま

と
ま
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
事
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。
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さ
て
、
こ
の
「
還
丹
一
粒
、
黙
鐵
成
金
。
」
に
言
う
「
還
丹
」
が
、
鐵
を
攣
化
さ
せ
て
黄
金
に
す
る
事
が
で
き
る
と
い
う
考
え
は
、
も

と
も
と
は
神
仙
思
想
や
道
教
思
想
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
古
く
は
、
『
史
記
』
に
そ
の
原
型
が
見
え
る
も
の
で
、
巻
二
十
八
「
封
輝
書
」

に

は
、
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
少
君
上
に

言
ひ
て

曰
く
、
竃
を
祠
れ
ば
則
ち
物
、
を
致
す
。
物
を
致
せ
ば
丹
沙
は
化
し
て
黄
金
と
爲
る
べ
し
。
黄
金
成
り
て
以
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
つ
く

　
　
飲
食
の
器
を
爲
れ
ば
則
ち
壽
を
益
す
。
壽
を
益
せ
ば
海
中
蓬
莱
の
倦
者
も
乃
ち
見
る
べ
し
。
之
に
見
ゆ
る
に
封
輝
を
以
っ
て
す
れ
ば

　
　
則
ち
不
死
、
黄
帝
是
れ
な
り
。
…
…
是
に
於
て
天
子
は
始
め
て
親
し
く
竃
を
祠
り
、
方
士
を
遣
し
て
海
に
入
れ
て
、
蓬
莱
安
期
生
の

　
　
属
を
求
め
、
丹
沙
諸
藥
を
化
し
て
齊
し
く
黄
金
を
爲
る
を
事
と
せ
し
む
。

　
竃
を
祀
る
と
物
（
鬼
神
）
が
や
っ
て
き
て
、
そ
の
力
に
よ
っ
て
丹
沙
を
黄
金
に
饗
え
る
事
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
黄
金
で
器
を
作

っ

て

食
事
を
す
る
と
壽
命
を
延
ば
す
事
が
で
き
る
。
そ
う
す
れ
ば
仙
人
に
逢
う
事
が
で
き
る
し
、
そ
の
仙
人
達
に
封
し
て
封
輝
の
禮
を
行

え
ば
、
不
死
に
な
る
事
が
で
き
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
『
漢
書
』
巻
二
十
五
上
「
郊
祀
志
」
上
に
も
、
同
じ
よ
う
な
例
を
見
る
事

が

で
き
る
。

　
　
臣
（
饗
大
）
の
師
曰
く
、
黄
金
成
る
べ
く
、
河
の
決
す
る
も
塞
ぐ
べ
し
。
不
死
の
藥
は
得
べ
く
、
倦
人
も
致
す
べ
き
な
り
。

　
武
帝
に
仕
え
よ
う
と
し
た
方
士
の
簗
大
が
、
鐵
を
愛
化
さ
せ
て
黄
金
云
々
と
明
確
に
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
漠
然
と
し
た
言

い
方

な
が
ら
丹
沙
を
愛
化
さ
せ
て
黄
金
を
作
る
事
が
可
能
で
あ
る
と
言
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
後
の
時
代
の
『
抱
朴

子
』
に
な
る
と
「
神
丹
」
が
で
き
れ
ば
、
黄
金
を
作
る
事
も
可
能
で
あ
る
と
言
う
よ
う
に
な
る
。
『
抱
朴
子
』
巻
十
六
「
黄
白
」
篇
に

　
　
仙
経
に
云
ふ
、
丹
の
精
は
金
を
生
ず
。
此
れ
是
れ
丹
を
以
っ
て
金
を
作
る
の
説
。
故
に
山
中
に
丹
砂
有
れ
ば
、
其
の
下
に
金
有
る
こ

　
　
と
多
し
。
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と
丹
砂
か
ら
黄
金
を
作
る
事
が
で
き
る
と
言
い
、
巻
四
「
金
丹
」
篇
で
は
「
九
丹
」
に
つ
い
て
述
べ
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
第
一
の
丹
、
名
づ
け
て
丹
華
と
日
ふ
。
當
に
先
ず
玄
黄
を
作
る
べ
し
、
雄
黄
水
、
饗
石
水
、
戎
璽
、
歯
盤
、
碁
石
、
牡
蠣
、
赤
石
脂
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
も
や

　
　
滑

石
、
胡
粉
各
敷
十
斤
を
用
ひ
、
以
て
六
一
泥
を
爲
り
て
之
を
封
じ
、
、
之
を
火
す
こ
と
三
十
六
日
も
て
成
る
。
服
す
る
こ
と
七
日

　
　
に

て

仙
た
り
。
又
た
玄
膏
を
以
っ
て
此
の
丹
を
丸
め
、
猛
火
上
に
置
け
ば
須
庚
に
黄
金
と
成
る
。
又
た
二
百
四
十
鉄
を
以
っ
て
水
銀

　
　
百

斤
と
合
し
て
之
を
火
せ
ば
、
亦
た
黄
金
と
成
る
。

つ
ま
り
、
第
一
の
丹
（
丹
華
丹
）
の
場
合
、
玄
膏
（
恐
ら
く
「
玄
明
龍
膏
」
を
言
い
、
「
水
銀
」
の
異
名
で
あ
ろ
う
）
で
丸
め
て
火
の
上

に

置
い
た
り
、
ま
た
水
銀
と
併
せ
て
火
に
か
け
た
り
す
れ
ば
、
す
ぐ
に
黄
金
に
な
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
「
金
丹
」
篇
の
少

し
後
の
所
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く

　
　
此
の
道
を
知
る
者
は
、
何
ぞ
王
侯
に
用
ら
ん
。
神
丹
を
爲
り
て
既
に
成
れ
ば
、
但
だ
長
生
す
る
の
み
な
ら
ず
、
又
た
以
っ
て
黄
金
を

　
　
作
る
べ
し
。
金
成
れ
ば
、
百
斤
を
取
り
て
先
ず
大
祭
を
設
く
。
祭
に
自
ら
別
法
一
巻
有
り
て
、
九
鼎
祭
と
同
じ
か
ら
ざ
る
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
金
丹
が
完
成
す
る
と
金
丹
の
作
用
に
よ
っ
て
黄
金
を
作
る
事
が
可
能
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
が
、

先
の
「
還
丹
一
粒
、
黙
鐵
成
金
。
」
と
い
う
問
答
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
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さ
て
、
先
ほ
ど
見
た
璽
照
輝
師
に
見
え
た
「
還
丹
問
答
」
は
定
型
と
な
っ
て
廣
く
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
、
他
の
輝
師
の
例
に
も
幾
つ
か

見

る
事
が
で
き
る
。
そ
の
中
で
一
番
古
い
時
代
の
問
答
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
『
廣
燈
録
』
春
十
二
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
齊
聾
縄
師
の
問

答
で
あ
ろ
う
。
修
行
者
の
相
手
を
し
て
い
る
齊
讐
輝
師
と
は
、
臨
濟
（
？
～
八
六
六
）
の
弟
子
と
し
て
『
傳
燈
録
』
巻
十
二
で
は
「
齊
聾

大
師
」
と
名
前
の
み
載
せ
ら
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
『
天
聖
廣
燈
録
』
、
巻
十
二
「
齊
鋒
輝
師
」
の
條
に
次
の
よ
う
に
言
う
。



　
　
問
ふ
、
還
丹
一
粒
、
鐵
を
黙
じ
て
金
と
成
す
。
至
理
の
一
言
、
凡
を
鮎
じ
て
聖
と
成
す
。
學
人
　
上
來
師
の
鮎
ず
る
を
請
ふ
。

　
　
師
云
ふ
、
鮎
ぜ
り
。

　
　
進
み
て

云

ふ
、
鮎
ず
る
後
如
何
。

　
　
師
云
ふ
、
皓
然
と
し
て
隠
的
無
く
、
三
際
に
名
を
彰
ら
か
に
せ
ず
。

　
　
進
み
て

云

ふ
、
什
座
の
爲
に
名
を
彰
ら
か
に
せ
ざ
る
か
。

　
　
師
云
ふ
、
紙
墨
を
煩
は
す
を
恐
れ
れ
ば
な
り
。

　

「
私
は

今
ま
で
ず
っ
と
、
教
化
さ
れ
る
究
極
の
一
句
を
求
め
て
き
ま
し
た
。
」
と
い
う
璽
照
輝
師
の
時
と
同
じ
質
問
に
封
し
て
、
齊
餐

縄
師
は
「
も
う
教
化
し
て
い
る
」
と
答
え
て
い
る
。
そ
の
後
「
開
悟
し
て
、
佛
と
な
っ
た
後
の
」
状
態
を
問
わ
れ
た
時
、
「
廣
々
と
し
て

隠
れ
る
所
も
な
く
、
三
世
に
も
名
前
を
表
わ
さ
な
い
。
」
「
な
ぜ
か
」
「
名
前
を
書
く
、
紙
が
無
駄
だ
か
ら
」
と
言
う
。
「
佛
（
聖
）
」
と
な

っ

た
後
に
は
、
名
前
を
示
し
て
匿
別
す
る
の
も
無
意
味
な
の
だ
ろ
う
。
法
と
一
鵠
、
祖
佛
と
一
髄
、
個
人
識
別
に
意
味
が
な
い
と
い
う
事

だ
ろ
う
。

　
齊
葺
コ
覗
碑
師
の
榑
記
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
唐
代
後
半
の
人
で
あ
る
臨
濟
の
弟
子
で
あ
る
事
を
考
え
て
、
恐
ら
く
唐
代
後
半
か
ら
唐

末
に
か
け
て
の
人
物
で
あ
ろ
う
。
最
初
に
『
博
燈
録
』
で
み
た
「
璽
照
縄
師
」
よ
り
も
、
恐
ら
く
古
い
時
代
の
問
答
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
も
「
還
丹
一
粒
、
鮎
鐵
成
金
。
至
理
一
言
、
黙
凡
成
聖
。
」
と
還
丹
の
語
を
含
む
四
句
が
、
一
連
の
成
語
の
如
く

用
い
ら
れ
て
い
る
事
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
「
還
丹
問
答
」
は
、
齊
餐
縄
師
以
外
の
輝
僧
に
も
見
る
事
が
で
き
る
。
時
代
を
逐
っ
て
見
て
ゆ
く
と
、
先
ず
最
初
に
見
た
霊
照
コ
m
碑
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師
と
同
じ
雪
峰
系
の
輝
僧
で
あ
る
招
慶
道
匡
の
問
答
で
あ
る
、
。
『
祖
堂
集
』
、
春
十
三
「
招
慶
和
尚
」
傳
に
言
う
。

　
　
問
ふ
、
環
（
還
）
丹
一
頼
、
鐵
を
黙
じ
て
金
と
成
す
。
妙
理
の
一
言
、
凡
を
鮎
じ
て
聖
と
成
す
。
師
の
鮎
ず
る
を
請
ふ
。

　
　
師
云
ふ
、
黙
ぜ
ず
。

　
　
學

（人
）
云
ふ
、
什
摩
の
爲
に
黙
ぜ
ざ
る
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勘

　
　
師
云
ふ
、
良
を
抑
へ
て
賎
と
爲
す
を
得
る
を
欲
せ
ず
、
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ

　
　
進
み
て

曰
く
、
與
摩
な
ら
ば
則
ち
學
人
に
欺
り
去
か
ざ
る
な
り
。

　
　
師
云

ふ
、
閑
言
語
す
る
莫
れ
。

　
こ
こ
で
は
、
前
の
問
答
と
は
逆
に
招
慶
道
匡
は
「
教
化
し
な
い
」
と
答
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
意
識
的
に
「
聖
性
」
を
求
め
る
態
度
は
、

元
々

の

良
民
を
買
い
取
っ
て
賎
民
に
落
と
し
込
む
よ
う
に
、
本
來
の
自
己
・
本
來
の
あ
り
方
を
損
な
う
事
に
な
る
か
ら
と
言
う
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
質
問
者
は
「
そ
う
な
ら
ば
、
今
の
自
分
の
ま
ま
の
方
が
よ
い
の
だ
（
自
分
が
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
た
の
だ
ご
と
誤
解
し
、

意
圖
を
理
解
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
馬
鹿
な
事
を
言
う
な
」
と
た
し
な
め
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
次
に
、
璽
照
と
兄
弟
弟
子
に
あ
た
る
、
同
じ
雪
峰
の
弟
子
の
令
参
コ
叩
碑
師
に
も
、
同
じ
テ
ー
マ
の
問
答
が
残
さ
れ
て
い
る
。
『
聯
燈
會
要
、
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

巻
二
十

四
「
令
参
輝
師
」
傳
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
、
以
下
の
よ
う
な
問
答
で
あ
る
、
。
時
代
的
に
は
、
唐
末
か
ら
五
代
に
か
け
て
の
時
期

だ
ろ
う
。

　
　
僧
問
ふ
、
還
丹
一
粒
、
鐵
を
鮎
じ
て
金
と
成
す
。
至
理
の
一
言
、
凡
を
黙
じ
て
聖
と
成
す
。
學
人
　
上
來
、
師
の
一
黙
を
請
ふ
。

　
　

師
云
ふ
、
黙
ぜ
ず
。

　
　

云

ふ
、
甚
麿
の
爲
か
黙
ぜ
ず
。
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師
云
ふ
、
汝
の
凡
聖
に
落
在
す
る
を
恐
る
。

　
　

云

ふ
、
師
の
至
理
を
乞
ふ
。

　
　
師
侍
者
を
喚
び
茶
を
黙
て
來
ら
し
む
。

　
令
参
縄
師
の
答
え
の
趣
旨
は
、
「
凡
聖
に
落
在
す
る
を
恐
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
凡
」
や
「
聖
」
な
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
に
自
ら
落

ち
込
ん
で
、
そ
れ
に
捉
わ
れ
る
事
を
拒
否
し
た
回
答
で
あ
っ
て
、
前
の
招
慶
道
匡
と
同
様
の
趣
旨
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
茶
を
飲
ん
だ
り

す

る
よ
う
な
日
常
生
活
の
な
か
に
道
が
あ
る
と
い
う
事
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
五
代
に
な
っ
て
も
、
今
ま
で
み
た
一
連
の
問
答
と
同
じ
も
の
が
、
扮
陽
善
昭
（
九
四
七
～
一
〇
二
四
）
の
師
に
當
た
る
首
山
省

念

（九

二
六

～
九
九
三
）
の
問
答
に
見
え
て
い
る
。
『
古
尊
宿
語
録
』
、
巻
八
「
首
山
省
念
」
傳
に
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
問
ふ
、
璽
丹
一
粒
、
鐵
を
鮎
じ
て
金
と
成
す
。
至
理
の
一
言
、
凡
を
黙
じ
て
聖
と
成
す
。
如
何
な
る
か
是
れ
至
理
の
一
言
。

　
　
師
云
ふ
、
更
に
畢
す
る
こ
と
一
偏
。

　
　
僧
云
ふ
、
與
座
な
ら
ば
則
ち
身
を
退
く
こ
と
三
歩
。

　
　
師
云
ふ
、
大
衆
の
口
を
笑
破
せ
し
め
ん
。

　

こ
れ
は
、
直
接
答
え
る
の
で
は
な
く
、
「
も
う
一
度
言
い
直
し
て
み
よ
」
と
、
も
う
一
度
質
問
者
の
元
へ
問
を
押
し
戻
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
す
る
と
「
三
歩
さ
が
り
ま
す
（
降
参
で
す
）
」
と
答
え
た
の
で
、
「
み
ん
な
（
大
衆
）
を
大
笑
い
さ
せ
る
ぞ
」
と
相
手
に
し
て
貰
え
な

か

っ

た

の
だ
ろ
う
。

　
更
に
、
こ
の
「
還
丹
問
答
」
は
宋
代
に
入
っ
て
も
行
わ
れ
た
よ
う
で
、
雲
門
宗
智
門
光
詐
（
？
～
一
〇
三
一
）
の
弟
子
で
宋
代
の
人
と

考

え
ら
れ
る
翠
峰
沖
顯
輝
師
の
問
答
に
も
見
え
て
い
る
。
『
天
聖
廣
燈
録
』
巻
二
十
三
「
翠
峰
沖
顯
輝
師
」
の
條
に
言
う
。
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問
ふ
、
還
丹
一
頼
、
鐵
を
黙
じ
て
金
と
成
す
。
至
理
の
一
言
、
凡
を
黙
じ
て
聖
と
成
す
。
學
人
　
上
來
、
師
の
一
黙
を
請
ふ
。

　
　
師
云
ふ
、
風
清
く
月
白
し
。

　
　
學

（
人
）
云
ふ
、
更
に
尖
新
有
り
や
。

　
　
師
云
ふ
、
僻
地
に
雷
生
ず
。

　
こ
こ
で
は
、
「
今
ま
で
ず
っ
と
、
究
極
の
一
句
を
お
願
い
し
て
き
ま
し
た
。
」
と
の
同
じ
質
問
に
封
し
て
、
「
風
清
月
白
」
と
答
え
て
い

る
。
更
に
「
別
の
答
え
が
あ
り
ま
す
か
」
と
問
わ
れ
て
、
「
僻
地
生
雷
」
と
翠
峰
縄
師
は
答
え
て
い
る
。
こ
の
返
答
の
平
灰
を
見
て
み
る

と
「
○
○
●
●
」
「
●
●
○
○
」
と
な
り
、
ち
ょ
う
ど
逆
に
な
っ
て
い
る
。
修
辞
的
に
整
い
文
學
的
（
詩
的
）
な
解
答
に
な
っ
て
い
る
が
、

そ
の
分
形
式
的
な
問
答
に
堕
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
輝
師
の
意
圃
と
し
て
は
、
先
の
招
慶
道
匡
や
令
参
輝
師
の
問
答
と
概
ね
同
じ
方
向

で
、
心
中
に
幡
り
が
な
く
自
然
（
「
清
風
明
月
」
）
の
境
地
で
、
あ
り
の
ま
ま
の
生
活
を
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
。
「
凡
」
「
聖
」
等
と
言
う
概

念
に
捉
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
言
う
事
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上

見

て

き
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
一
連
の
「
還
丹
問
答
」
は
、
そ
れ
な
り
に
問
答
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
例
が
あ
り
、
あ
る
程
度
は

定
型
化

し
て
い
た
と
見
え
る
。
。
從
っ
て
、
『
宗
鏡
録
』
巻
一
に
引
か
れ
る
以
下
の
文
章
も
、
こ
れ
ら
問
答
の
蓄
積
を
踏
ま
え
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

　
　
故
に

先
徳
云
ふ
、
一
瞥
目
に
在
れ
ば
、
千
華
空
を
齪
し
、
。
一
妄
心
に
在
れ
ば
、
恒
沙
に
生
滅
す
。
瞥
除
え
れ
ば
華
は
蓋
き
、

　
　
妄
滅
せ
ば
眞
を
謹
し
、
病
差
え
れ
ば
藥
除
か
れ
、
氷
融
け
れ
ば
水
在
り
。
神
丹
九
縛
す
れ
ば
、
鐵
を
黙
じ
て
金
と
成
す
。
至
理
の
一

　
　
言
、
凡
を
縛
（
占
聖
“
）
じ
て
聖
と
成
す
。
。
狂
心
歌
き
ず
、
敏
き
れ
ば
即
ち
菩
提
。
鏡
の
浮
き
が
ご
と
く
心
明
ら
か
な
れ
ば
、
本
來
是
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れ
佛
。
（
T
四
八
－
四
↓
九
c
）

　
こ
の
「
還
丹
一
粒
」
の
四
句
は
、
師
匠
と
弟
子
と
が
問
答
を
行
う
場
合
、
そ
の
内
容
と
し
て
は
道
教
的
な
も
の
は
見
る
事
が
で
き
な
か

っ

た

が
、
こ
の
句
が
成
語
と
し
て
出
て
く
る
背
景
に
は
、
「
還
丹
」
の
存
在
が
、
一
般
的
に
廣
ま
っ
て
い
た
、
即
ち
「
還
丹
」
と
い
う
存

在
が
そ
れ
な
り
の
知
名
度
を
有
し
て
い
た
事
實
が
存
在
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
が
、
こ
こ
で
問
答
の
一
つ
と
し
て
定
着
し
た
こ
と
の

原

因
の
一
つ
に
敷
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
北
且
爪
と
し
て
の
意
味
な
が
ら
、
間
接
的
な
影
響
は
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
初
め
に

見

た
『
心
丹
訣
』
に
つ
い
て
も
前
に
少
し
述
べ
た
通
り
、
歌
訣
や
口
訣
と
い
う
枠
組
を
用
い
る
事
自
酷
に
『
抱
朴
子
』
に
見
え
る
よ
う
な
、

明
師
に
よ
る
口
訣
や
口
授
へ
の
侮
統
的
重
視
の
姿
勢
が
影
響
し
て
い
る
事
は
疑
え
な
い
だ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
『
抱
朴
子
』
で
は
、

例

え
ば
以
下
の
よ
う
に
明
師
に
よ
る
口
訣
重
視
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
其
の
文

有
り
と
難
も
、
然
る
に
皆
な
其
の
要
文
を
秘
す
。
必
ず
口
訣
を
須
ち
て
、
文
に
臨
み
て
解
を
指
し
、
然
る
後
に
爲
す
べ
き
の

　
　
み
。
（
春
二
「
論
仙
」
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
こ
な

　
　
若

し
口
訣
の
術
を
得
ざ
れ
ば
、
萬
に
一
人
も
之
を
爲
ひ
て
、
此
を
以
て
自
ら
傷
熱
せ
ざ
る
者
無
き
な
り
。
玄
素
・
子
都
・
容
成
公

　
　
．
彰
祖
の
属
は
、
蓋
し
其
の
麓
事
を
載
せ
て
、
終
に
至
要
を
以
て
紙
上
に
著
は
さ
ざ
る
者
な
り
。
（
春
八
「
鐸
滞
」
）

　
　
且

つ
夫
れ

明
師
の
口
訣
を
得
ざ
れ
ば
、
誠
に
輕
が
る
し
く
作
る
べ
か
ら
ず
。
夫
れ
瞥
家
の
藥
は
、
淺
露
の
甚
だ
し
き
も
、
其
の
常
用

　
　
致
法

は
、
便
ち
復
た
之
を
秘
す
。
故
に
方
に
後
宮
遊
女
…
…
夜
光
骨
・
百
花
酷
・
冬
郷
齋
の
属
を
用
い
る
も
の
有
る
は
、
皆
な
近
物

　
　
の
み
。
し
か
る
に
口
訣
を
得
ざ
れ
ば
、
猶
ほ
知
る
べ
か
ら
ず
。
況
ん
や
黄
白
の
術
に
於
い
て
を
や
。
（
春
十
六
「
黄
白
」
）
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そ
の
他
、
も
は
や
紙
敷
が
蓋
き
た
た
め
機
會
を
改
め
ざ
る
を
得
な
い
が
、
縄
の
道
教
か
ら
の
影
響
を
感
じ
さ
せ
る
例
と
し
て
、
馬
祖
の

語
録
に

見

え
る
「
聖
胎
」
（
の
語
を
畢
げ
る
事
が
で
き
る
。
馬
祖
の
「
聖
胎
」
は
、
も
ち
ろ
ん
『
仁
王
般
若
経
』
に
よ
る
と
言
う
の
が
通

説
で

あ
る
が
、
そ
も
そ
も
『
仁
王
般
若
経
』
自
饅
が
中
國
撰
述
の
鳴
経
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
事
も
關
係
し
て
「
聖
胎
」

の

語
に

は
道

教
の
内
丹
の
イ
メ
ー
ジ
も
重
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
他
、
石
頭
希
遷
の
「
参
同
契
」
の
名
前
に
は
ど
う
し
て

も
『
周
易
参
同
契
』
を
思
い
起
こ
さ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
い
。
ま
し
て
や
、
石
頭
が
道
教
の
「
三
十
六
小
洞
天
」
の
一
つ
、
「
朱
陵
洞
天
」

の

あ
る
南
嶽
に
居
住
し
て
い
た
事
を
思
い
併
せ
る
と
、
石
頭
が
『
周
易
参
同
契
』
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
と
は
、
ど
う
も
考
え
が
た
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
他
『
博
燈
録
』
巻
三
十
に
牧
め
る
「
翫
珠
吟
」
「
獲
珠
吟
」
「
心
珠
歌
」
と
い
う
一
連
の
韻
文
作
品
は
、

摩
尼
實
珠
を
心
に
喩
え
て
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
道
教
的
イ
メ
ー
ジ
も
重
な
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
。
例
え
ば
、
丹
霞

天
然
（
七
三
九
～
八
二
四
）
の
「
翫
珠
吟
」
で
は

　
　
黄
帝
曾
て
赤
水
に
遊
び
、
事
ひ
聴
き
箏
ひ
求
め
る
も
都
て
遂
げ
ず
。

　
　
岡
象
無
心
な
れ
ば
却
っ
て
珠
を
得
、
能
見
能
聞
は
是
れ
虚
偽
な
り
。
（
T
五
一
－
四
六
三
b
）

と
『
荘
子
』
天
地
篇
第
十
二
の
黄
帝
と
象
岡
の
説
話
を
踏
ま
え
て
詠
っ
て
い
る
例
も
存
在
す
る
。
こ
れ
か
ら
見
る
に
、
「
翫
珠
吟
」
に
は

道
教
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
存
在
す
る
の
は
、
否
定
し
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
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本
稿
は
縄
籍
に
見
え
る
、
道
教
と
關
わ
り
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
用
例
に
つ
い
て
一
つ
二
つ
を
取
り
上
げ
、
道
教
と
の
關
係
に
つ
い
て
考

え
て
見
た
も
の
で
あ
る
。
今
ま
で
「
佛
か
ら
道
」
に
つ
い
て
は
比
較
的
多
く
問
題
と
さ
れ
て
き
た
が
、
「
道
か
ら
佛
（
輝
こ
の
方
向
に
つ

い
て

は

あ
ま
り
考
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
今
後
は
「
道
か
ら
縄
」
の
方
向
も
、
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る



だ

ろ
う
。
例
え
ば
、
佛
典
の
翻
課
に
當
た
っ
て
、
原
文
に
は
存
在
し
な
い
中
國
固
有
の
習
俗
を
付
加
す
る
事
な
ど
は
、
頻
繁
に
見
ら
れ
る

事
例
だ

か

ら
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
ご
く
初
歩
的
な
試
み
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
最
後
に
述
べ
た
「
聖
胎
」

や

「
翫
珠
吟
」
等
に
つ
い
て
も
、
ま
た
機
會
を
改
め
て
考
え
て
み
る
事
に
し
た
い
。

注
（
1
）
椎
名
宏
雄
『
洞
山
』
（
臨
川
書
店
、
二
〇
一
〇
）
に
『
心
丹
訣
』
の
紹
介
と
そ
の
現
代
課
を
の
せ
て
い
る
。
輝
學
研
究
の
分
野
で
、

　
　
　

『
心
丹
訣
』
に
注
目
し
た
初
め
て
の
研
究
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
2
）
『
卍
績
藏
』
　
二
編
－
二
十
一
套

（
3
）
『
宗
鏡
録
』
に
言
う
「
先
洞
山
」
は
、
洞
山
良
扮
を
指
す
よ
う
で
あ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
文
を
参
照
の
こ
と
。
桐

　
　
　
野
好
貴
「
洞
山
と
先
洞
山
」
（
『
駒
澤
大
學
大
學
院
佛
教
學
研
究
會
年
報
』
二
九
號
、
一
九
九
六
）

（
4
）
句
敷
と
押
韻
か
ら
見
て
、
こ
の
後
の
↓
句
が
脱
落
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
『
心
丹
訣
』
は
、
全
部
で
二
十
四
句
か

　
　
　
ら
な
り
、
一
句
の
字
敷
が
六
．
七
字
の
不
定
、
六
句
ご
と
に
一
纏
ま
り
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
平
灰
は
近
艘
詩
と
し
て
の
鵠
例

　
　
　
に
は
合
っ
て
い
な
い
が
、
偶
敷
句
末
は
古
詩
の
如
く
通
押
し
て
脚
韻
を
踏
も
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
詩
で
あ
る
と
考
え
る

　
　
　
な
ら
ば
、
古
髄
詩
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
5
）
洞
山
の
傳
記
に
つ
い
て
は
、
宇
井
伯
壽
『
第
三
　
縄
宗
史
研
究
』
「
第
三
章
　
洞
山
恨
扮
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
三
四
）
に
詳
し
い
。

　
　
　
ま
た
、
近
年
の
研
究
で
傳
記
資
料
と
し
て
余
靖
「
笥
州
洞
山
普
利
縄
院
傳
法
記
」
（
『
武
渓
集
』
巷
九
）
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
石
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井
修
道

『
宋
代
縄
宗
史
の
研
究
』
大
東
出
版
社
、
一
九
八
七
）
。
な
お
、
『
祖
庭
事
苑
』
巻
七
「
八
方
珠
玉
集
」
に
も
、
短
か
い
傳

　
　

記
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
6
）
そ
の
編
輯
に
關
し
て
は
、
先
ず
中
國
で
は
明
に
入
り
郭
凝
之
に
よ
っ
て
『
五
家
語
録
』
が
編
纂
さ
れ
、
そ
の
際
に
『
洞
山
録
』
が

　
　
輯
逸

さ
れ
た
の
が
最
初
で
あ
る
。
そ
の
後
中
國
で
は
『
洞
山
録
』
の
編
輯
は
行
わ
れ
ず
、
か
え
っ
て
曹
洞
宗
と
い
う
宗
派
の
存
在

　
　
す

る
日
本
で
、
輯
逸
作
業
が
行
わ
れ
た
。
日
本
で
は
、
江
戸
時
代
に
な
り
紀
州
林
泉
寺
の
宜
獣
玄
契
が
、
『
五
家
語
録
』
本
『
洞

　
　
山
録
』
の
存
在
を
知
ら
ず
に
猫
自
に
洞
山
語
録
を
編
纂
し
、
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
に
出
版
し
た
。
こ
れ
が
玄
契
本
『
洞
山
録
』

　
　

で

あ
る
。
玄
契
本
は
『
五
家
語
録
』
本
に
比
べ
て
よ
り
多
く
の
問
答
を
集
め
て
い
る
。
ま
た
「
語
録
之
除
」
と
し
て
、
そ
の
殆
ど

　
　

を
慧
霞
編
・
廣
輝
稗
・
晦
然
補
『
洞
山
五
位
顯
訣
』
か
ら
取
っ
た
問
答
を
補
足
し
て
い
る
。
從
っ
て
、
『
五
家
語
録
』
本
と
比
べ

　
　

て
一
層
完
備
し
た
語
録
と
言
え
る
。
そ
の
後
、
『
洞
山
録
』
を
屡
し
ば
研
究
し
て
い
た
膳
道
本
光
に
よ
り
、
實
暦
十
一
年
（
一
七

　
　

六
一
）
に
『
洞
山
録
』
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
玄
契
本
と
多
少
の
出
入
り
は
あ
る
が
、
大
き
く
異
な
る
物
で
は
な
い
。
績
い

　
　

て
、
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
に
、
同
じ
く
膳
道
本
光
の
手
に
よ
り
構
成
が
大
幅
に
攣
更
さ
れ
た
上
で
、
師
の
指
月
慧
印
編
輯
の

　
　

名
の
下
に
『
洞
山
録
』
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
版
が
、
現
在
普
通
に
『
洞
山
録
』
と
さ
れ
て
い
る
本
で
、
『
五
家
語
録
』
本
と
倶

　
　

に

大

正
藏
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
内
容
は
玄
契
本
の
順
序
を
入
れ
替
え
た
物
に
過
ぎ
な
い
。
な
お
、
そ
れ
ら
日
本
で
輯

　
　

逸

さ
れ
た
『
洞
山
録
』
を
み
て
も
、
中
に
『
心
丹
訣
』
は
牧
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
『
宗
鏡
録
』
は
輯
逸
作
業
に
は
用
い
ら
れ
て
い

　
　

な
か
っ
た
事
が
わ
か
る
。
ま
た
、
前
掲
　
宇
井
伯
壽
書
　
参
照
。

（
7
）
「
心
丹
」
に
つ
い
て
道
教
で
の
用
例
を
睾
げ
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
例
を
見
る
事
が
で
き
る
。
『
無
上
秘
要
』
（
S
N
二
三
八
）

　
　

巻
二
十
一
「
右
太
微
天
帝
君
。
秘
心
丹
上
仙
文
之
所
。
元
始
五
老
。
又
秘
五
篇
眞
文
於
其
内
。
」
、
『
上
洞
心
丹
経
訣
』
（
S
N
九
五
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（
8
）

（
9
）

（1
0
）

（1
1
）

（1
2
）

14　1316　15

○
）
春
上
「
今
仙
翁
玉
笈
所
珍
。
心
丹
一
方
。
」
「
上
洞
太
一
心
丹
秘
方
」
、
『
雲
笈
七
籔
』
（
S
N
一
〇
三
二
）
巻
五
十
七
「
服
氣

精
義
論
」
「
五
璽
心
丹
章
。
行
之
十
五
日
。
心
澄
心
通
。
五
年
當
身
心
倶
通
。
」
等
（
S
N
‖
°
り
〇
三
署
。
「
Z
⊆
日
ゲ
。
「
）

霊
照
は
『
宋
高
僧
傳
』
に
よ
れ
ば
、
高
麗
の
人
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
巻
十
三
「
杭
州
龍
華
寺
稗
璽
照
傳
」
に
言
う
。
「
次
杭

州
龍
華
寺
繹
璽
照
。
本
と
高
麗
國
の
人
な
り
。
重
課
に
し
て
來
る
。
其
の
祖
法
を
學
び
、
閲
越
に
入
り
、
心
を
雪
峯
よ
り
得
た
り
。

苦
志
し
て
参
陪
し
、
節
倹
を
以
っ
て
衆
務
に
勤
む
。
照
布
納
と
號
し
、
千
衆
畏
服
す
。
…
…
」
（
T
五
〇
－
七
八
八
a
）

『
漢
書
』
春
二
十
五
上
　
郊
祀
志
第
五
上
「
漢
興
。
高
祖
初
起
。
殺
大
蛆
。
有
物
日
。
…
…
」
師
古
日
。
物
謂
鬼
神
也
。
『
同
』
「
祠

竃
皆
可
致
物
。
致
物
而
丹
沙
可
化
爲
黄
金
。
…
…
」
師
古
日
。
物
謂
鬼
物
也
。

孫
星
街
の
校
勘
に
よ
り
、
「
封
之
」
二
字
を
補
う
。

『
卍
績
藏
』
　
二
編
乙
－
八
套

招
慶
道
匡
は
雪
峰
の
弟
子
長
慶
慧
陵
（
八
五
四
～
九
三
二
）
の
弟
子
に
當
た
る
人
物
で
、
唐
末
か
ら
五
代
に
か
け
て
の
人
物
だ
と

思
わ

れ
る
。

縄
學
叢
書
之
四
　
　
（
中
文
出
版
社
、
一
九
八
四
）

『
資
治
通
鑑
』
巻
二
八
三
　
後
音
四
　
天
福
八
年
「
自
烈
祖
相
呉
。
禁
駆
良
爲
賎
。
」
胡
三
省
日
。
買
良
人
子
女
爲
奴
碑
。
謂
之
歴

良
爲
賎
。
律
之
所
禁
也
。

『
卍
績
藏
』
　
二
編
乙
－
九
套

こ
の
問
答
は
『
五
燈
會
元
』
春
七
「
翠
巌
令
参
縄
師
」
（
『
卍
績
藏
』
二
編
乙
－
十
一
套
）
に
も
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
「
問
。
還
丹

一
粒
。
黙
鐵
成
金
。
至
理
＝
言
。
轄
凡
成
聖
。
學
人
上
來
。
請
師
一
黙
。
師
日
。
不
黙
。
日
。
爲
甚
販
不
鮎
。
師
日
。
恐
汝
落
凡
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（1
7
）

（1
8
）

（1
9
）

（2
0
）

（2
1
）

聖
。
日
。
乞
師
至
理
。
師
日
。
侍
者
鮎
茶
來
。
」

『
卍
績
藏
』
　
二
編
－
二
十
三
套

今
ま
で
見
た
「
還
丹
問
答
」
を
通
寛
す
る
と
、
「
恐
汝
落
在
凡
聖
」
（
令
参
輝
師
）
の
返
答
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
概

ね
人
爲
的
な
「
凡
」
「
聖
」
等
の
概
念
に
捉
わ
れ
る
事
を
拒
否
す
る
方
向
で
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

『
首
樗
嚴

経
』
巻
四
「
亦
た
瞥
人
の
空
中
に
花
を
見
る
が
如
し
。
瞥
病
　
若
し
除
え
れ
ば
、
華
は
空
に
於
て
滅
す
。
」
（
T
一
九
－

一
二

〇
b
）
。
『
圓
畳
経
』
巻
一
「
善
男
子
よ
。
警
へ
ば
瞥
を
患
ひ
、
妄
り
に
空
花
を
見
る
が
如
し
。
砦
（
瞥
？
）
を
患
ふ
こ
と
若

し
除
え
れ
ば
、
説
言
す
べ
か
ら
ず
。
」
（
T
一
七
－
九
一
五
c
）

こ
こ
の
引
用
は
、
初
句
が
「
神
丹
九
轄
」
と
な
っ
て
い
て
、
「
九
轄
璽
丹
。
云
能
起
死
。
」
（
『
縄
林
僧
實
傳
』
巷
七
「
錺
州
九
峯
玄

コ拍

碑
師
」
）
等
の
例
と
混
同
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
『
從
容
録
』
で
も
萬
松
行
秀
「
示
衆
」
に
こ
の
四
句
が
取
り
上
げ
ら
れ

て

い

る
。
有
名
な
成
句
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
『
從
容
録
』
巻
三
　
第
四
十
三
則
「
羅
山
起
滅
」
に
言
う
。
「
示
衆
し
て

云

ふ
、
還
丹
一
粒
、
鐵
を
黙
じ
て
金
と
成
す
。
至
理
の
一
言
、
凡
を
黙
じ
て
聖
と
成
す
。
若
し
金
鐵
の
無
二
を
知
ら
ば
、
凡
聖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
く
　
　
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど
こ

本
と
同
じ
。
果
し
て
然
ら
ば
一
黙
も
、
也
た
用
に
著
た
ず
。
且
く
道
へ
、
是
れ
那
に
一
鮎
す
る
か
。
」
（
T
四
八
－
二
五
四
c
）
ま

た
、
『
碧
巖
録
』
八
十
五
則
の
「
垂
示
」
に
も
、
「
黙
鐵
成
金
」
の
言
葉
だ
け
見
る
事
が
で
き
る
。
「
鐵
を
黙
じ
て
金
と
成
し
、
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ち
ま
　
　
と
ら
　
　
　
　
　
は
な

を
黙
じ
て
鐵
と
成
す
。
忽
ち
檎
へ
忽
ち
縦
つ
、
是
れ
柄
僧
の
桂
杖
子
。
」
（
T
四
八
－
二
一
〇
b
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ざ
ざ
レ
　

『
馬
祖
語
録
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
見
え
る
。
「
若
し
此
の
意
を
了
れ
ば
、
乃
ち
随
時
に
著
衣
喫
飯
し
、
聖
胎
を
長
養
し
、
任
運
と

し
て
時
を
過
ご
す
べ
し
。
更
に
何
事
か
有
ら
ん
。
」
（
『
四
家
語
録
　
五
家
語
録
』
縄
學
叢
書
之
三
　
中
文
出
版
社
、
一
九
八
三
）

道
教
の

「
聖

胎
」
の
例
と
し
て
は
、
例
え
ば
唐
代
『
眞
龍
虎
九
仙
経
』
（
S
N
二
二
七
）
第
十
九
章
「
日
初
入
照
水
百
度
。
日
践
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影

雨
腎
日
月
。
光
各
出
赤
日
（
白
）
氣
」
の
羅
公
遠
註
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
の
を
参
照
。
「
羅
公
日
く
、
凡
そ
聖
胎
を
結
ぶ
の

後
、
須
ら
く
聖
身
を
錬
る
べ
し
。
毎
日
　
日
出
で
て
卯
時
に
冥
心
静
坐
す
。
右
腎
は
月
と
爲
る
を
想
ふ
。
月
は
赤
氣
を
出
し
、
赤

氣
は
水
に
入
り
、
白
に
饗
は
る
こ
と
半
月
の
状
の
如
く
、
聖
身
を
乗
せ
て
起
つ
。
」
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