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あ
る
三
敎
融
合
の
樣
相
―
『
北
斗
本
命
延
生
經
』
玄
元
眞
人
註
試
論
―

三
浦

國
雄

小
序

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、『
道
藏
』
所
收
の
『
北
斗
本
命
延
生
經
』（
具
名
は
「
太
上
玄
靈
北
斗
本
命
延
生
眞
經
」）
に
附
せ
ら
れ
た
三
種
の

注
釋
に
關
心
を
抱
き
、
そ
の
う
ち
の
二
註
ま
で
初
步
的
な
考
察
を
行
な
っ
て
き
た

。『
道
藏
』
に
收
め
ら
れ
て
い
る
注
釋
と
い
う
の
は
以

（１）

下
で
あ
り
、
實
際
に
は
多
く
の
注
釋
が
世
に
出
た
痕
跡
は
認
め
う
る
も
の
の

、
こ
れ
ら
以
外
に
現
存
す
る
本
經
典
の
注
釋
は
確
認
さ
れ

（２）

て
い
な
い
。

①
玄
陽
子
徐
道
齡
集
註
、
乾
陽
子
徐
道
玄
校
正
、
全
五
卷
、
元
の
元
統
二
（
一
三
三
四
）
年
、
徐
道
齡
後
序
。

②
崆
峒
山
玄
元
眞
人
註
解
竝
頌
、
全
三
卷
、
刊
記
な
し
。

③
傅
洞
眞
註
、
全
三
卷
、
刊
記
な
し
。（
以
上
、
收
藏
順
）

右
の
う
ち
、
筆
者
が
一
應
の
考
察
を
施
し
た
の
が
①
と
③
で
あ
り
、
今
回
は
殘
さ
れ
て
い
た
②
が
對
象
に
な
る
。
③
の
成
書
年
代
は
北

宋
か
ら
南
宋
の
慶
元
三
（
一
一
九
七
）
年
以
前
と
い
う
こ
と
ま
で
は
判
明
し
て
い
る
が

、
小
論
の
主
題
で
あ
る
②
に
つ
い
て
は
北
宋
の

（３）
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眞
宗
（
在
位
／
九
九
七
～
一
〇
二
二
）
以
降
の
成
立
と
い
う
こ
と
ま
で
は
分
か
っ
て
い
る
も
の
の

、
ど
こ
ま
で
時
代
を
下
げ
う
る
か
、

（４）

本
稿
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
む
ろ
ん
注
釋
者
に
關
す
る
消
息
は
、
生
卒
年
は
も
と
よ
り
何
も
遺
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
三
註
の
關
係
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
個
性
的
な
注
釋
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
が
ま
る
き
り
異
な
っ
て
い
る
せ
い
か
、
互
い
の

説
を
引
用
す
る
こ
と
は
な
く
、
讀
ん
だ
の
か
讀
ん
で
な
い
の
か
、
相
互
の
影
響
關
係
は
見
出
し
が
た
い
。
依
據
し
た
底
本
に
つ
い
て
は
、

三
本
共
通
の
祖
本
と
云
う
べ
き
も
の
を
推
定
し
う
る
が

、
卷
數
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
①
の
徐
道
齡
註
は
、
②
③
で
は
經
文
と
註
が

（５）

終
わ
っ
て
い
る
の
に
呪
文
や
呪
符
が
延
々
と
追
加
さ
れ
て
い
る
。
②
と
③
は
上
中
下
と
い
う
卷
數
は
同
じ
で
あ
る
が
、
卷
中
か
ら
卷
下
に

至
る
分
章
箇
所
が
異
な
っ
て
い
る
。

一
、
注
釋
の
形
式

玄
元
眞
人
註
は
、
ま
ず
そ
の
外
枠
と
し
て
の
注
釋
の
體
裁
が
以
下
の
よ
う
に
極
め
て
特
異
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
註
の
中
身
を
考
え
て
ゆ

く
上
で
重
要
な
の
で
、
ま
ず
こ
の
問
題
か
ら
入
る
こ
と
に
す
る
。

經
文
―
註
（
註
①
）
―
大
衆
（
註
②
）
―
頌
曰
（
註
③
）
（６）

つ
ま
り
、
分
節
さ
れ
た
經
文
に
對
し
て
、
通
常
の
形
式
に
依
據
し
た
註
以
外
に
「
大
衆
」
と
「
頌
曰
」
と
い
う
語
が
冠
せ
ら
れ
た
別
樣

の
註
が
加
え
ら
れ
、
都
合
三
つ
の
角
度
か
ら
經
文
が
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
で
云
う
「
大
衆
」（
テ
キ
ス
ト
で
は
こ
の
文
字
の
前
に
圓
圈
が
置
か
れ
て
い
る
）
は
、
邦
語
で
は
「
だ
い
し
ゅ
」
と
讀
み
慣
わ
さ
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れ
る
佛
敎
の
タ
ー
ム
で
あ
り
、
多
數
の
佛
敎
徒
を
指
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
説
法
を
聽
く
修
行
者
に
對
す
る
呼
び
か
け
と
し
て
使

わ
れ
て
い
る
。
こ
の
用
法
は
禪
門
で
多
用
さ
れ
る
。

こ
の
玄
元
註
の
「
大
衆
」
が
禪
門
の
方
式
を
襲
う
呼
び
か
け
で
あ
る
の
は
、
た
と
え
ば
「
大
衆
」
の
あ
と
に
「
汝
等
曾
て
聞
く
、
北

海
の
外
に
一
國
有
り
、
名
づ
け
て
婆
耶
と
曰
う
」（
卷
上-

1
0
a

）
と
い
っ
た
文
章
が
續
く
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
云
え
ば
、

こ
れ
も
禪
錄
で
よ
く
見
受
け
ら
れ
る
「
咄
」
（
コ
ラ
ッ
！
と
い
う
叱
責
の
叫
び
、
卷
中-

6

ほ
か
）
と
い
う
語
も
臨
場
感
を
釀
し
出
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
大
衆
」
で
導
か
れ
る
注
釋
の
部
分
は
、
自
分
の
説
法
を
聽
く
聽
衆
の
前
で
語
る
と
い
う
體
裁
を
取
っ
て
お
り
、
こ

れ
は
禪
門
の
い
わ
ゆ
る
「
上
堂
説
法
」
で
あ
る

。
（７）

こ
の
「
上
堂
説
法
」
は
禪
宗
の
影
響
を
受
け
、
宋
代
以
降
の
道
門
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
た
。
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
南

宋
の
白
玉
蟾
の
そ
れ
で
、「
武
夷
升
堂
」
ほ
か
幾
つ
か
の｢

升
堂｣

（
上
堂
の
こ
と
）
の
記
錄
が
殘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
道
士
た
ち
を

相
手
に
實
際
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
、
禪
問
答
の
遣
り
取
り
の
形
態
を
襲
い
な
が
ら
、
そ
の
テ
ー
マ
の
内
實
は
實
質
的
に
道
敎
の
内
丹
を

巡
る
問
答
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。「
（
道
）
士
云
う
、
如
何
な
る
か
是
れ
太
上
第
一
義
。
師
云
う
、
急

急
如
律
令
」（
「
廬
士
升
堂
」
）。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
玄
元
眞
人
が
實
際
に
壇
上
で
語
っ
た
も
の
を
記
錄
し
た
、
と
い
う
こ
と
の
根
據
に

は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
あ
る
「
大
衆
」
に
導
か
れ
る
文
章
の
中
に
は
、
直
前
の
註
①
の
注
解
で
提
起
さ
れ
た
問
題
を
「
如

何
是
…
…
」
と
改
め
て
受
け
止
め
直
し
そ
の
答
え
を
提
示
す
る
、
註
①
と
註
②
と
が
連
續
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
卷
中-1

b

な
ど
）。
そ
う
す
る
と
逆
に
、
註
①
も
含
め
た
註
③
に
至
る
全
體
が
上
堂
説
法
の
記
錄
、
と
い
う
可
能
性
を
棄
て
切
れ
な
く
な
っ
て
く
る

が
、
た
だ
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
記
錄
者
と
し
て
門
弟
子
の
名
前
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
氣
に
な
る
。
お
そ
ら
く
玄
元
註
は
實
際

の
記
錄
で
は
な
く
、
そ
の
形
式
を
踏
襲
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
「
大
衆
」
に
導
か
れ
る
註
文
の
あ
と
に
、
註
③
の
「
頌
曰
」
と
い
う
形
式
が
續
い
て
い
る
。
こ
れ
は
當
該
の
經
文
解
釋
の
締
め
括

り
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
も
の
で
、
す
べ
て
韻
文
（
七
言
八
句
）
で
記
さ
れ
、
散
文
に
よ
る
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
と
は
全
く
異
な
っ
た
提
示
に

な
っ
て
い
る
。
本
稿
の
「
小
序
」
に
お
い
て
撰
者
名
の
原
典
の
表
記
に
「
…
…
玄
元
眞
人
註
解
竝
頌
」
と
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
。

こ
の
「
竝
頌
」
と
い
う
表
示
は
、「
頌
」
と
い
う
も
の
が
「
註
解
」
と
は
別
種
の
レ
ベ
ル
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
無

數
に
あ
る
本
書
中
の
「
頌
」
を
一
言
で
規
定
す
る
の
は
至
難
で
は
あ
る
が
、「
頌
」
な
る
も
の
は
經
文
の
忠
實
な
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
と
い
う

束
縛
を
越
え
た
、
著
者
獨
自
の
悟
境
な
り
見
解
の
表
白
を
確
保
す
る
裝
置
だ
と
、
取
り
あ
え
ず
は
云
っ
て
お
こ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
頌
」
と
い
う
表
現
形
式
も
本
註
獨
自
の
も
の
で
は
な
い
。
道
敎
史
上
で
云
う
な
ら
ば
、
六
朝
時
代
に
世
に
出
た
古

靈
寶
經
で
あ
る
『
九
天
生
神
章
經
』
所
收
の
「
太
極
眞
人
頌
二
首
」（
韻
文
）
が
早
い
例
か
も
し
れ
な
い
（
道
藏S

N318

、14a

～b

）。
實
は
、

玄
元
眞
人
註
も
こ
こ
か
ら
「
大
道
は
無
心
と
雖
も
、
有
情
を
以
て
求
む
可
し
」
と
い
う
二
句
を
引
用
し
て
い
る
（
卷
上-

7
a

）。
本
經
は
南

宋
時
代
に
も
よ
く
讀
ま
れ
、
少
な
か
ら
ざ
る
注
解
が
著
さ
れ
た
が

、
こ
の
よ
う
な
引
用
は
玄
元
註
の
成
立
年
代
を
考
え
る
上
で
あ
る
い

（８）

は
參
考
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
他
に
も
唐
の
司
馬
承
禎
『
太
上
昇
玄
消
災
護
命
妙
經
頌
』（
道
藏S

N3
1
2

）
な
ど
も
あ
り
、
こ
れ
も
玄
元

註
に
引
か
れ
て
い
る
が
（
卷
中-3a

）、
し
か
し
「
頌
」
を
好
ん
だ
の
は
何
と
云
っ
て
も
禪
宗
で
あ
っ
た
。

も
と
も
と
佛
敎
で
は
、
佛
の
敎
え
や
佛
を
讚
美
す
る
一
種
の
韻
文
「
偈
」
が
通
行
し
て
い
た
が
、
こ
れ
を
積
極
的
に
取
り
込
ん
だ
の
が

げ

禪
宗
で
あ
っ
た
。
「
古
則
」（
範
と
す
べ
き
古
人
の
禪
問
答
＝
公
案
）
に
「
頌
」（
偈
頌
）
を
附
け
る
風
習
は
中
唐
に
始
ま
り
晚
唐
に
至
っ

じ
ゅ

て
そ
の
數
を
增
し
た
と
云
わ
れ
る
が

、
宋
代
に
入
っ
て
、
雪

竇

重

顯
（
九
八
〇
～
一
〇
五
二
）
の
『
雪
竇
頌
古
』
が
現
れ
る
。
百
の

せ
っ
ち
ょ
う
じ
ゅ
う
け
ん

じ

ゅ

こ

（９）

古
則
に
雪
竇
が
「
頌
」
を
施
し
た
本
書
は
、
の
ち
に
圜
悟
克
勤
（
一
〇
六
三
～
一
一
三
五
）
に
よ
っ
て
『
碧
巖
錄
』
と
し
て
擴
充
深
化
さ

え
ん
ご
こ
く
ご
ん

れ
、
そ
の
後
の
禪
學
の
主
役
を
こ
の
『
碧
巖
錄
』
に
讓
る
こ
と
に
な
っ
た
。
い
っ
た
い
宋
代
は
、『
景
德
傳
燈
錄
』
に
始
ま
る
所
謂
「
五
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燈
錄
」
を
は
じ
め
と
す
る
唐
代
の
禪
者
た
ち
の
語
錄
の
編
集
が
に
わ
か
に
活
潑
に
な
っ
た
時
代
で
あ
る
。
北
宋
の
覺
範
慧
洪
（
一
〇
七
一

か
く
は
ん
え
こ
う

～
一
一
二
八
）
が
『
石
門
文
字
禪
』
な
る
書
を
著
し
て
い
る
が
、
宋
と
い
う
新
し
い
時
代
の
擔
い
手
で
あ
っ
た
士
大
夫
た
ち
の
閒
で
「
文

字
」（
言
葉
）
を
通
し
て
唐
代
の
禪
を
自
己
の
心
の
據
り
所
に
し
よ
う
と
す
る
機
運
が
沸
き
起
こ
る
。『
雪
竇
頌
古
』
は
、
そ
の
熱
い
要
望

に
應
え
た
、
宋
代
禪
を
代
表
す
る
畫
期
的
な
書
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、「
頌
」
に
關
し
て
補
足
し
て
お
け
ば
、『
景
德
傳
燈
錄
』
卷

二
九
に
は
「
讚
」「
頌
」「
偈
」「
詩
」、
卷
三
十
に
は
「
銘
」「
記
」「
箴
」「
歌
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
ジ
ャ
ン
ル
分
け
さ
れ
た
韻
文
が
收
め
ら

れ
て
い
る
。｢

歌｣

に
編
入
さ
れ
て
い
る
永
嘉
大
師
の
「
證
道
歌
」
は
玄
元
註
に
も
引
か
れ
て
い
る
（
卷
中-28b

）。

こ
う
し
た
禪
の
新
し
い
動
き
は
、
道
敎
に
も
影
響
を
與
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
北
宋
時
代
に
張
伯
端
（
九
八
七
～
一
〇
八
二
）
に

よ
っ
て
著
さ
れ
た
『
悟
眞
篇
』
は
、
宋
以
降
の
道
敎
の
主
流
に
な
る
「
内
丹
」
に
お
い
て
い
わ
ば
バ
イ
ブ
ル
視
さ
れ
た
最
重
要
の
著
作
で

あ
る
が
、
本
書
は
そ
の
敎
義
を
全
篇
韻
文
で
表
現
す
る
と
い
う
文
體
上
の
特
徵
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
雪
竇
頌
古
』
と
は
限
定
で
き

な
い
も
の
の
、
禪
宗
の
影
響
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
實
際
、
『
悟
眞
篇
』
は
三
敎
一
致
の
立
場
を
表
明
し
て
い
て
、
た
と
え
ば
そ

の
「
自
序
」
に
「
敎
え
は
三
に
分
か
る
と
雖
も
、
道
は
乃
ち
一
に
歸
す
」
な
ど
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

。
あ
ま
つ
さ
え
、
本
書
の
卷
末
に

（10）

は｢

歌
頌
樂
府
及
雜
言｣

と
題
さ
れ
た
三
十
篇
餘
り
の
詩
詞
が
附
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
後
世
、「
禪
宗
歌
頌
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ

う
に
、
悟
達
の
境
涯
を
禪
風
に
歌
い
上
げ
た
も
の
で
あ
る

。
（11）

こ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
「
頌
」
と
い
う
形
式
に
關
し
て
『
悟
眞
篇
』
の
他
に
『
玄
敎
大
公
案
』
と
い
う
道
典
（
元
一
三
二
四
年
序
、
道

藏S
N1
06
5

）
を
取
り
上
げ
た
い
。
本
書
は
、
苗
善
時
（
生
沒
年
不
明
）
が
「
升
堂
入
室
」（
柯
道
冲
の
序
文
中
の
語
）
に
お
い
て
發
し
た
語

を
門
生
の
王
志
道
が
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
苗
は
十
三
世
紀
末
に
活
躍
し
た
著
名
な
全
眞
敎
徒
・
李
道
純
の
高
弟
で
あ
る

。
勿
論
、

（12）

全
眞
敎
を
信
奉
す
る
彼
は
三
敎
一
致
論
者
で
、
本
書
が
「
公
案
」
を
標
榜
し
て
い
る
の
も
そ
の
こ
と
と
關
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
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「
公
案
」
な
る
も
の
は
『
道
德
經
』
を
筆
頭
に
道
家･

道
敎
の
典
籍
、
そ
れ
に
『
周
易
』（
四
則
）
か
ら
選
び
拔
か
れ
、『
周
易
』
の
六
十

四
卦
に
倣
っ
て
「
六
十
四
則
」
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
味
噌
に
な
っ
て
い
る
。
三
敎
は
一
致
す
る
が
そ
の
核
心
は
道
敎
に

あ
り
と
云
い
た
げ
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
道
敎
が
「
玄
敎
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

。
こ
こ
で
は
そ
の
形
式
に
留
意
し
た
い
。

（13）

ま
ず
、
各
則
と
も
に
俎
上
に
載
せ
ら
れ
た
經
文
の
引
用
か
ら
始
ま
る
が
、
何
と
そ
の
あ
と
に
「
大
衆
」
な
る
語
が
置
か
れ
、
會
衆
に
語

り
か
け
る
口
調
で
獨
特
の
解
釋
が
展
開
さ
れ
た
あ
と
、
各
則
の
末
尾
が
「
頌
曰
」
で
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
「
頌
」
は
共
通
し
て

韻
文
で
は
あ
る
が
、
五
言
四
句
、
七
言
四
句
、
五
言
八
句
、
七
言
八
句
と
い
っ
た
不
揃
い
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
經
文
―
大

衆
―
頌
曰
」
と
い
う
體
裁
は
ま
さ
し
く
我
々
の
玄
元
註
と
本
質
的
に
變
わ
ら
な
い
で
は
な
い
か
。
本
書
は
先
述
し
た
よ
う
に
苗
善
時
の
「
升

堂
入
室
」（
内
題
は
「
升
堂
明
古

六
十
四
則
」）
の
記
錄
で
あ
っ
て
、
特
定
の
一
經
の
注
釋
で
は
な
い
。
ま
た
、
本
書
は
門
生
の
手
に
な

る
記
錄
で
あ
り
、
文
中
、「
師
（
苗
善
時
）
下
座
し
、
端
誠
に
大
衆
を
拜
禮
し
、
頌
を
説
き
て
曰
く
…
…
」（
第
二
十
則
）
と
か
、
「
衆
默

然
と
し
て
熏
禮
し
開
發
を
請
う
」（
第
五
十
八
則
）
と
い
っ
た
、
集
會
の
雰
圍
氣
を
傳
え
る
よ
う
な
言
句
も
插
入
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
實

際
の
上
堂
記
錄
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
も
と
よ
り
編
者
・
王
志
道
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
は
否
定
で
き
な
い
が
）
。
し
か
し
、
一

經
で
は
な
い
も
の
の
、
一
則
だ
け
を
見
れ
ば
特
定
の
道
典
の
注
解
と
云
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
『
玄
敎
大

公
案
』
の
體
裁
は
玄
元
註
の
そ
れ
と
極
め
て
近
似
し
て
く
る
。
ま
た
、
苗
善
時
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
道
士
・
牧
常
晁
は
そ
の
著
『
玄
宗
直
指

萬
法
同
歸
』
卷
五
に
お
い
て
禪
の
公
案
と
道
典
に
頌
古
を
附
け
て
い
る

。
こ
う
し
た
事
實
は
、
玄
元
註
の
成
立
を
考
え
る
上
で
大
き
な

（14）

ヒ
ン
ト
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
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二
、
經
文
と
注
釋
と
の
距
離

本
玄
元
眞
人
註
の
特
異
性
は
、
體
裁
上
の
問
題
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
。
注
釋
に
「
頌
」
の
よ
う
な
形
式
を
持
ち
込
ん
だ
時
點
で
、
す
で

に
經
文
に
卽
し
た
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
と
い
う
傳
統
的
な
注
釋
の
方
程
式
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
注
釋
を
筆
者
と
し
て
は
「
解
體
」

と
い
う
語
で
捉
え
た
い
。
經
文
の
「
解
體
」
は
玄
元
眞
人
の
確
信
犯
的
な
行
爲
と
い
う
よ
り
、
彼
の
主
觀
に
お
い
て
は
經
文
は
彼
が
注
し

た
よ
う
に
し
か
見
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
結
果
的
に
「
解
體
」
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
經
文
を
一
旦
「
解
體
」

し
た
上
で
自
己
の
思
想
に
基
づ
い
再
編
成
し
て
ゆ
く
、
と
い
う
の
が
玄
元
註
の
手
法
と
云
っ
て
よ
い
。
以
下
、
そ
の
樣
相
を
具
體
的
に
見

て
ゆ
く
。

玄
元
註
で
は
、
當
該
の
經
文
と
直
接
關
係
し
な
い
こ
と
を
縷
々
述
べ
る
箇
所
が
少
な
く
な
い
。
一
例
を
擧
げ
て
お
く
と
、
天
上
か
ら
降

り
立
っ
た
太
上
老
君
が
説
法
を
す
る
く
だ
り
で
、
經
文
は
以
下
の
よ
う
な
短
い
も
の
で
あ
る
。
句
讀
だ
け
切
っ
て
引
用
す
る
。
「
於
是
老

君
昇
玉
局
坐
、
授
與
天
師
北
斗
本
命
經
訣
、
廣
宣
要
法
、
普
濟
衆
生
」（
卷
上-

8
a

～b

）。
こ
れ
に
對
し
て
玄
元
註
は
、
冒
頭
で
こ
そ
經
文

の
忠
實
な
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
を
行
な
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
引
き
取
っ
た
例
の
「
大
衆
」
以
下
で
は
、
衆
生
は
七
情
を
ほ
し
い
ま
ま
に
解

放
し
た
あ
げ
く
「
愛
河
に
沈
溺
し
、
生
死
を
流
浪
」
し
て
い
る
の
で
、
太
上
老
君
は
「
此
の
眞
經
を
説
き
、
世
人
を
化
導
す
」
る
の
だ
と

述
べ
、
經
文
に
は
な
い
そ
の
説
法
の
内
容
を
饒
舌
に
語
る
。
そ
こ
に
は
「
這
箇
の
淸
淨
身
心
、
體
は
道
用
に
合
す
。
元
神
は
丹
關
〔
闕
〕

し

ゃ

こ

に
居
り
、
慧
光
は
玉
山
を
照
ら
す
」
な
ど
と
い
う
言
句
が
唐
突
に
現
れ
、
讀
者
を
戸
惑
わ
せ
る
。

こ
れ
は
玄
元
眞
人
の
思
考
方
式
の
根
本
に
關
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
に
は
内
在
化
、
ま
た
は
身
體
化
へ
の
傾
斜
が
強
い
。
以
下
は
本
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經
の
冒
頭
の
箇
所
で
あ
る
。「
爾
時
、
太
上
老
君
以
永
壽
元
年
正
月
七
日
、
在
太
淸
境
上
太
極
宮
中
」（
卷
上-

2
a

）。
以
上
は
經
文
の
途
中

で
、
こ
の
あ
と
「
觀
見
衆
生
億
劫
漂
沈
、
周
回
生
死
」
と
い
う
一
文
が
續
く
の
で
あ
る
が
、
玄
元
註
は
あ
え
て
こ
こ
で
分
節
す
る
。
こ
こ

で
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
太
上
老
君
」
の
解
釋
で
、
玄
元
は
ま
ず
「
天
地
の
祖
、
萬
法
の
宗
」
と
定
義
し
た
あ
と
、「
世
人
は
只
だ
太
上
老
君

は
碧
落
の
上
に
在
る
を
知
る
も
、
只
だ
人
身
中
に
在
る
を
知
ら
ず
」
と
述
べ
る
。「
頌
」
で
は
、
こ
れ
を
承
け
て
「
豈
に
雲
外
に
眞
覺
を

求
む
る
を
須
い
ん
や
、
但
だ
身
中
に
向
い
て
祖
風
を
覓
む
」
と
詠
ん
で
い
る
。
極
端
な
例
を
擧
げ
る
と
、
經
文
で
は
そ
の
太
上
老
君
の
「
分

も
ち

お

身
」
が
「
蜀
都
」
に
下
降
し
て
こ
の
「
北
斗
本
命
經
」
を
説
法
す
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、「
若
し
道
を
論
じ
て
説

か
ば
、
蜀
都
は
乃
ち
是
れ
身
心
な
り
」（
卷
上-

7
b

）
と
、「
蜀
都
」
ま
で
も
内
在
化
さ
れ
、
續
く
經
文
の
「
地
神
湧
出
、
扶
一
玉
局
而
作

高
座
」
の
「
地
神
湧
出
」
は
、「
心
地

意
を
發
す
る
な
り
」
と
、
衆
生
の
心
の
動
き
（
意
）
に
變
換
さ
れ
る
。

内
在
化
・
身
體
化
の
極
致
と
云
う
べ
き
注
釋
が
あ
る
。
經
文
は
以
下
で
あ
る
。「
可
以
本
命
之
日
、
修
齋
設
醮
、
啓
祝
北
斗
三
官
、
五

帝
九
府
四
司
、
薦
福
消
災
、
奏
章
懇
願
」（
卷
上-

1
7
b

）。
そ
も
そ
も
本
經
は
、
北
斗
七
元
星
君
（
北
斗
七
星
の
神
格
化
）
が
下
界
に
降
臨

し
て
く
る
當
の
日
に
祭
祀
し
本
經
を
唱
誦
す
る
こ
と
で
、
災
厄
か
ら
逃
れ
長
壽
成
仙
が
保
證
さ
れ
、
輪
廻
か
ら
免
れ
る
と
説
く
。
そ
の
宗

旨
は
決
し
て
難
解
な
も
の
で
は
な
い
。
七
元
君
の
う
ち
ど
の
神
が
「
自
己
の
本
命
眞
君
」
で
あ
り
、
ど
の
日
に
降
臨
し
て
く
る
か
と
い
う

こ
と
は
、
各
人
の
生
年
月
日
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
經
文
に
對
し
て
玄
元
註
は
、
ま
ず
忠
實
な
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
を
行
な
っ
た
あ

と
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

自
己
身
中
の
本
命
元
神
に
啓
祝
し
、
愆
を
消
し
禍
を
散
じ
、
否
を
去
り
祥
を
迎
う
る
を
得
ん
こ
と
を

庶

う
。（
卷
上-

18a

）

つ
み

こ
い
ね
が

こ
こ
で
經
文
の
「
本
命
之
日
」
の
「
本
命
」
が
「
自
己
身
中
の
本
命
元
神
」
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。「
本

命
」
は
こ
の
『
北
斗
本
命
延
生
經
』
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
が
、
し
か
し
經
文
に
は
「
自
己
身
中
…
…
」
と
い
う
限
定
は
な
い
。
經
文
中
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に
そ
れ
ら
し
き
も
の
が
見
え
る
の
は
「
遇
本
命
生
辰
、
告
身
中
元
辰
驛
馬
」（
卷
下-
1
a

）
だ
け
で
、
こ
の
箇
所
の
「
身
中
」
は
「
本
命
」

に
附
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

。
續
く
玄
元
註
は
「
如
何
な
る
か
自
己
身
中
の
本
命
元
神
に
啓
祝
す
」
と
自
問
し
、「
自
己
の
本
心
に
向お

（15）

い
て
齋
戒
し
、
過
を
改
め
善
に
遷
る
、
便
ち
是
れ
な
り
」
と
答
え
た
あ
と
、
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
な
問
答
を
記
し
て
い
る
。

如
何
な
る
か
是
れ
自
己
身
中
の
元
神
。
蓋
し
天
に
北
斗
有
り
、
人
身
に
も
亦
た
有
り
、
天
に
三
官
五
帝
有
り
、
人
身
に
も
亦
た
有
り
、

九
府
四
司
、
人
身
皆
然
り
。
蓋
し
人
身
に
亦
た
北
斗
有
り
と
は
、
乃
ち
心
な
り
。
斗
は
能
く
四
時
を
運
轉
し
、
衆
曜
を
旋
行
せ
し
め
、

百
神
を
總
領
す
、
故
に
曰
く
、
北
斗
は
心
な
り
と
。（
卷
上-18b

）

こ
こ
で
現
れ
て
い
る
「
元
神
」
は
、
玄
元
註
の
み
な
ら
ず
中
國
近
世
道
敎
内
丹
派
の
極
め
て
重
要
な
タ
ー
ム
で
あ
る
が

、
こ
こ
で
は

（16）

「
北
斗
は
心
な
り
」
と
い
う
言
表
に
注
目
し
た
い
。
北
斗
が
時
閒
と
衆
星
の
運
行
を
支
配
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
内
在
化
さ
せ
、「
心
」

に
重
ね
合
わ
せ
る
。
右
に
は
引
か
な
か
っ
た
が
、
こ
の
あ
と
經
文
の
「
北
斗
三
官
、
五
帝
九
府
四
司
」
に
つ
い
て
も
、
三
官
＝
三
魂
、
五

帝
＝
五
臟
神
、
九
府
＝
九
竅
（
身
體
の
九
つ
の
穴
）、
四
司
＝
四
肢
、
と
い
う
内
在
化
・
身
體
化
の
徹
底
ぶ
り
で
あ
る
。
玄
元
眞
人
は
道

德
的
行
爲
が
救
濟
の
關
鍵
と
い
う
考
え
に
立
っ
て
い
る
が
、
善
惡
の
判
斷
と
行
爲
の
指
令
は
「
心
」
の
は
た
ら
き
、
と
い
う
の
が
彼
の
基

本
的
な
立
場
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
玄
元
眞
人
は
何
故
『
北
斗
本
命
延
生
經
』
に
注
を
書
い
た
の
か
、
何
故
本
經
を
選
ん
だ
の
か
、

と
い
う
疑
問
に
對
す
る
有
力
な
答
え
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
點
に
關
し
て
も
他
の
二
註
と
異
な
っ
て
い
る
。
北
斗
七
星
は
、
す
で
に
經
文
に
お
い
て
北
斗
七
元
君
と
し
て
神
格
化
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
あ
る
が
、
兩
註
は
ど
ち
ら
も
こ
の
神
格
に
對
す
る
熱
烈
な
歸
依
を
隱
さ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
と
り
わ
け
徐
註
に
お
い
て
顯
著
に
見

ら
れ
る

。
一
方
、
玄
元
註
は
對
照
的
に
何
の
コ
メ
ン
ト
も
施
さ
ず
、
こ
れ
が
玄
元
註
の
原
型
か
ど
う
か
は
不
明
な
が
ら
、
道
藏
本
で
は

（17）

九
星
と
三
臺
星
の
神
像
と
各
神
格
を
體
現
す
る
縱
長
の
符
篆
の
み
で
、
最
後
に
九
星
君
を
ま
と
め
て
「
頌
」
一
首
を
賦
す
だ
け
の
シ
ン
プ
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ル
さ
で
あ
る
（
三
臺
星
君
に
つ
い
て
も
同
樣
）。
そ
の
「
頌
」
は
讀
み
易
く
は
な
い
が
、
「
誰
か
知
ら
ん

九
竅

天
罡
を
表
す
を
、
靈
臺

變
化
の
機
を
運
斡
す
、
意
を
忘
れ
生
を
見
れ
ば
應
に
福
を
降
す
べ
し
、
心
を
輕
ん
じ
死
に
落
つ
れ
ば
自
ら
非
を
成
す
」
（
卷
中-

1
4
b

）
な

ど
と
い
う
表
現
を
見
れ
ば
、
や
は
り
神
格
に
對
す
る
崇
敬
よ
り
も
自
己
の
内
面
の
問
題
に
收
斂
さ
れ
て
い
る
（
「
九
竅
」
は
人
閒
の
體
に

開
い
て
い
る
九
つ
の
穴
、「
靈
臺｣

は
心
の
こ
と
、「
意
」
の
は
た
ら
き
は
玄
元
註
で
は
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
）。

で
は
、「
心
」
の
内
在
化
の
問
題
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
實
は
徐
道
齡
註
に
以
下
の
よ
う
な
言
表
が
記
さ
れ
て
い
る
。

北
斗
は
天
に
在
り
て
は
天
の
中
に
居
り
、
人
に
在
り
て
は
人
の
心
に
居
る
。
心
は
卽
ち
北
斗
、
北
斗
は
卽
ち
心
な
り
。「
卽
心
是
佛
、

卽
佛
是
心
」
の
如
き
是
れ
な
り
。（
道
藏S

N750

、
卷4-1

0b

）

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
全
く
玄
元
註
と
同
質
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
こ
の
註
の
後
文
に
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
留

意
し
よ
う
。「
若
し
人
心

十
二
時
中
行
住
坐
臥
の
閒
に
於
い
て
念
念
に
北
斗
の
禮
誦
燓
符
を
輟
め
ざ
れ
ば
、
必
ず
本
命
玄
靈
を
感
ぜ
し
め

て
眞
炁
を
我
が
身
に
降
し
、
以
て
長
生
を
保
つ
」（
卷4

-
1
1
a

）
。
徐
註
に
お
い
て
は
北
斗
は
天
空
に
嚴
然
と
存
在
し
、
人
は
北
斗
に
對
す

る
敬
虔
な
禮
拜
を
通
し
て
そ
の
「
炁
」
を
わ
が
體
内
に
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
文
脈
で
の
言
表
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
徐

註
に
特
徵
的
な
「
存
思
」
の
技
法
と
密
接
に
關
係
し
て
い
る
。
徐
道
齡
は
想
像
力
を
驅
使
し
た
瞑
想
に
よ
っ
て
北
斗
星
を
わ
が
體
内
に
降

臨
さ
せ
る
技
法
を
唱
道
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
技
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
拙
稿
を
參
照
さ
れ
た
い

。
（18）

玄
元
註
の
符
呪
に
對
す
る
冷
淡
さ
も
特
筆
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
經
文
中
に
「
北
斗
九
辰
、
中
天
大
神
…
…
」
で
始
ま
る
「
北
斗

呪
」
が
揭
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
玄
元
註
は
そ
れ
に
對
し
て
は
何
の
コ
メ
ン
ト
も
加
え
ず
、
例
に
よ
っ
て
「
頌
」
一
首
で
す
ま
せ

て
い
る
。
一
方
、
傅
洞
眞
註
と
徐
道
齡
註
は
そ
の
一
句
每
に
注
を
附
す
。
特
に
徐
註
は
、
符
呪
に
は
特
別
な
パ
ワ
ー
が
あ
る
と
信
じ
て
い

た
節
が
あ
り
、
そ
の
註
の
卷
五
は
す
べ
て
符
篆
で
埋
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
ど
こ
か
ら
採
取
し
て
き
た
の
か
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
の



- 69 -

卷
首
に
は
「
淨
口
神
呪
」
を
始
め
と
し
て
多
く
の
呪
文
が
列
擧
さ
れ
て
い
る

。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
北
斗
を
内
在
化
さ
せ
る
思
考
に
は

（19）

先
例
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
先
に
も
引
用
し
た
白
玉
蟾
で
あ
る
。
彼
は
『
北
斗
本
命
延
生
經
』
に
も
關
心
を
抱
い
て
い
た

。
彼
の
「
身
中
の
北
斗
」
觀
に
は
玄
元
註
と
の
同
質
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（20）

三
、
宇
宙
論
と
人
閒
觀

次
に
、
こ
の
よ
う
な
特
異
な
注
釋
に
託
さ
れ
た
玄
元
眞
人
の
思
考
方
式
を
探
っ
て
み
よ
う
。
初
め
に
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
が
、

玄
元
註
は
あ
く
ま
で
注
釋
で
あ
り
、
ま
た
前
章
で
見
て
き
た
よ
う
に
經
文
の
忠
實
な
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
で
は
な
い
。
本
章
で
は
こ
の
よ
う
な

章
題
を
立
て
た
け
れ
ど
も
、
玄
元
が
そ
う
い
う
テ
ー
マ
を
立
て
た
上
で
ま
と
ま
っ
た
議
論
を
提
出
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
も
と
よ
り
そ
れ

ら
は
、
筆
者
が
そ
う
い
う
觀
點
を
設
定
し
て
散
在
す
る
言
句
か
ら
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
そ
の
宇
宙
論
で
あ
る
。
經
文
「
我
今
哀
見
此
等
衆
生
、
故
垂
敎
法
、
爲
説
良
緣
、
令
使
知
道
、
知
身
性
命
、
皆
憑
道
生
」（
卷

上-
1
2
a

）
に
は
、
宇
宙
論
と
人
閒
觀
を
構
成
す
る
重
要
な
槪
念
「
道
」「
身
」
「
性
」「
命
」
が
登
場
し
て
い
る
が
、
玄
元
註
は
こ
こ
で
は

「
道
」
に
始
ま
る
宇
宙
生
成
論
し
か
敷
衍
し
な
い
。「
道
」
は
「
大
道
」
と
云
い
替
え
ら
れ
、
こ
こ
か
ら
萬
物
が
生
成
さ
れ
る
過
程
が
述

べ
ら
れ
る
。
玄
元
眞
人
に
お
い
て
は
こ
の
「
大
道
」
こ
そ
が
彼
の
思
想
の
至
高
槪
念
な
の
で
あ
る
が
、
本
註
で
は
ま
ず
初
め
に
、
有
で
も

な
く
無
で
も
な
い
こ
の
も
の
を
玄
元
流
に
、「
不
有
中
從
り
し
て
有
、
不
無
中
に
於
い
て
無
」
と
定
義
し
、
「

信

に
言
い
難
き
哉
」
と
結

よ

ま
こ
と

か
な

ん
で
い
る
。
先
取
り
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
人
閒
觀
に
お
け
る
窮
極
的
槪
念
で
あ
る
「
性
」
に
つ
い
て
、「
道
」
と
竝
列
さ
せ
つ
つ
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こ
の
表
現
が
次
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
て
興
趣
を
そ
そ
ら
れ
る
。｢

大
道
は
虛
无
中
に
於
い
て
有
、
本
性
は
不
无
中
に
於
い
て
无
、
孰
か

能
く
指
説
せ
ん
や｣

（
卷
上-

2
0
b

）。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
大
道
」
か
ら
萬
物
が
生
成
さ
れ
る
玄
元
流
の
生
成
論
を
圖
示
す
れ
ば
以
下
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

大
道
→
五
太
→
（
劫
終
）
→
一
炁
→
混
沌
→
（
九
萬
劫
）
→
玄
黃
→
二
炁
→
三
才
→
天･

地
→
（
陰
陽
昇
降
）
→
萬
物
（
卷
上-12

ab

）

こ
の
萬
物
に
至
る
生
成
論
の
最
後
に
「
大
道
よ
り
離
る
る
莫
し
」
と
述
べ
る
の
は
、「
大
道
」
が
宇
宙
萬
物
の
生
成
の
根
源
で
あ
る
と

と
も
に
そ
の
存
在
の
根
據
で
も
あ
る
と
い
う
含
意
で
あ
ろ
う
。

右
の
「
五
太
」
は
五
つ
の
生
成
の
根
源
、
す
な
わ
ち
、「
太
易
」、「
太
始
」、「
太
初
」、
「
太
素
」、「
太
極
」
を
指
す

。
こ
の
初
出
は
漢

（21）

代
の
緯
書
『
易
緯
乾
鑿
度
』
や
『
孝
經
鉤
命
訣
』
に
ま
で
遡
り
う
る
よ
う
で
、
こ
れ
ら
を
生
成
の
根
源
に
設
定
す
る
宇
宙
論
が
「
五
運
説
」

で
あ
る
。
こ
の
五
運
説
が
「
隋
唐
期
以
降
に
お
け
る
道
敎
の
宇
宙
生
成
論
に
果
た
し
た
役
割
」
に
は
、「
ほ
と
ん
ど
決
定
的
な
も
の
が
あ

っ
た
よ
う
」
だ
と
云
わ
れ
て
い
る

。「
五
太
」
の
上
位
に
「
道
」
を
置
く
の
も
、
そ
の
原
型
は
『
眞
誥
』
甄
命
授
第
一
に
見
え
、
唐
代
の

（22）

『
洞
神
經
』（
『
道
敎
義
樞
』
卷
七
、
混
元
義
所
引
）
な
ど
に
繼
承
さ
れ
る
と
説
か
れ
る

。「
五
太
」
を
組
み
込
ん
だ
生
成
論
は
、
宋
～
元

（23）

に
か
け
て
の
道
典
に
多
出
し
て
お
り

、
そ
う
い
う
意
味
で
は
特
段
獨
創
的
な
も
の
で
は
な
い
が
、
比
較
的
詳
細
な
も
の
で
あ
る
の
は
確

（24）

か
で
あ
る
。
こ
の
生
成
過
程
の
う
ち
「
玄
黃
」
と
い
う
の
が
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
こ
こ
は
陰
と
陽
の
萌
芽
と
し
て
の
「
玄
黃
」
が
「
混

沌
を
激
開
す
る
」
と
ひ
と
ま
ず
解
釋
し
て
お
く
他
は
な
い

。
（25）

さ
て
、
こ
の
「
大
道
」
は
人
閒
へ
と
連
續
し
て
い
る
。
短
い
經
文
「
我
故
示
汝
妙
法
、
令
度
天
民
歸
眞
知
命
」
（
卷
上-

1
6
a

）
に
對
し

て
長
い
注
解
が
施
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
こ
う
い
う
言
表
が
あ
る
。

大
衆
よ
、
性
と
は
何
ぞ
や
、
命
と
は
何
ぞ
や
。
道
從
り
生
を
受
く
、
之
を
命
と
謂
い
、
大
道
を
掌
握
す
、
之
を
性
と
謂
う
。（
卷
上-
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1
6b

）

經
文
に
は
「
性
」
は
見
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
玄
元
註
は
人
閒
存
在
を
捉
え
る
場
合
の
基
軸
の
一
つ
で
あ
る
「
性
―
命
」
軸
で
こ
の
經
文

を
受
け
止
め
よ
う
と
し
て
「
性
」
に
も
言
及
し
、
こ
の
註
の
後
半
で
は
む
し
ろ
「
性
」
が
主
役
に
な
っ
て
い
る
。「
命
」
と
は
「
大
道
」

か
ら
賦
與
さ
れ
た
生
命
―
―
と
い
う
の
は
理
解
し
や
す
い
が
、「
性
」
の
定
義
は
や
や
難
解
で
あ
る
。「
大
道
」
の
何
た
る
か
を
把
握
す
る

こ
と
が
「
性
」
な
の
だ
と
云
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
大
道
」
が
「
性
」
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、

こ
の
あ
と
「
是
に
知
る
、
人
命
に
限
り
有
る
も
、
本
性
に
は
生
無
き
こ
と
を
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
性
」
は
人
閒
に
分

與
さ
れ
た
「
大
道
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
元
來
、
生
も
無
く
死
も
無
い
と
い
う
の
で
あ
る

。
（26）

「
性
」
に
つ
い
て
は
本
注
釋
の
隨
處
で
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
重
要
な
の
が
「
本
來
無
礙
の
性
」
と
い
う
言
表
で
あ
る
。

こ
の
場
合
も
、
ま
ず
宇
宙
論
か
ら
語
り
出
さ
れ
る
。

竊
か
に
以
え
ら
く
、
二
儀
を
立
て
て
覆
載
し
、
玄
機
を
默
運
し
、
三
才
を
化
し
て
混
成
し
、
大
い
に
妙
用
を
開
く
。
是
を
以
て
太
極

お
も

分
判
し
、
淸
濁
の
炁
を
化
し
て
天
地
の
形
を
爲
す
。
大
道

變
生
し
、
陰
陽
の
精
を
積
ん
で
日
月
の
象
を
作
る
。
萬
象
森
羅
、
羣
情

命
物
、
吹
噓
し
て
宰
せ
ず
し
て
宰
し
、
槖
籥
し
て
爲
す
無
く
し
て
爲
し
、
其
の
道

自
然
に
備
わ
る
矣
。（
卷
中-5

b

）

こ
れ
は
分
か
り
易
い
生
成
論
で
は
な
い
。
前
引
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
こ
こ
で
は
「
五
太
」
が
姿
を
消
し
て
新
た
に
「
太
極
」
が
導
入
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
「
太
極
」
は
前
引
の
「
一
炁
」
に
相
當
す
る
は
ず
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
「
大
道
」
が
主
役
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お

き
た
い
。
こ
こ
で
云
う｢

立｣

「
默
運
」「
化
」「
大
開
」
な
ど
の
動
詞
の
主
語
（
主
體
）
は
「
大
道
」
で
あ
ろ
う
。「
大
道
變
生
」
と
い
う

の
も
難
解
で
あ
る
が
、「
天
地
」
が
形
成
さ
れ
た
あ
と
、「
大
道
」
が
姿
を
變
え
て
形
を
具
え
た
事
物
の
中
に
生
ま
れ
變
わ
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
の
か
。
こ
れ
は
末
尾
の
「
其
道
自
然
備
矣
」
へ
繫
が
っ
て
ゆ
く
。「
吹
噓
」
以
下
は
生
命
體
の
誕
生
で
あ
り
、
老
子
が
「
道
は



- 72 -

無
爲
に
し
て
爲
さ
ざ
る
無
し
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
無
爲
自
然
の
は
た
ら
き
を
す
る
「
道
」
が
内
在
す
る
こ
と
を
云
う
の
で
あ
ろ

う
。こ

の
あ
と
文
脈
は
「
且
つ
以
え
ら
く
、
人
身
の
四
肢
百
骸
…
…
」
を
插
ん
で
人
閒
存
在
へ
と
轉
折
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。「
人

性

未
だ
色
身
に
入
ら
ざ
る
の
日
、
物
外
に
逍
遙
し
て
自
在
無
爲
、
何
事
か
得
て
之
れ
に
縈
ま
ん
」。
逆
に
云
え
ば
、「
色
身
」（
肉
體
）
に

か
ら

稟
受
さ
れ
て
人
閒
に
な
っ
た
途
端
、
そ
れ
は
本
來
性
を
失
う
の
で
あ
る
。
續
く
文
章
は
、
こ
の
「
性
」
を
「
本
來
無
礙
の
性
」
と
呼
ん
で

次
の
よ
う
に
云
う
。

本
來
無
礙
の
性
を
把
り
、
受
け
て
肉
體
の
内
に
在
ら
し
む
れ
ば
、
萬
種
の
禍
患
有
り
て
其
の
性
を
損
惱
せ
し
む
。（
卷
中-6b

）

こ
の
よ
う
な
性
論
は
、
張
載
―
朱
熹
の
云
う
「
本
然
の
性
」
と
「
氣
質
の
性
」
を
想
起
さ
せ
る

。
前
者
は
理
想
態
ま
た
は
本
來
の
あ

（27）

り
方
と
し
て
の
「
性
」
で
あ
り
、
後
者
は
「
氣
」
と
結
合
し
て
そ
の
十
全
な
る
發
現
を
阻
害
さ
れ
て
い
る
現
實
態
と
し
て
の
「
性
」
で
あ

る
が
、「
性
」
は
あ
く
ま
で
一
つ
で
あ
り
、「
氣
質
の
性
」
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
「
本
然
の
性
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
前

引
玄
元
眞
人
の
表
現
「
人
性

未
だ
色
身
に
入
ら
ざ
る
の
日
」
の
「
人
性
」（
ま
た
は
「
本
來
無
礙
の
性
」）
は
「
本
然
の
性
」
で
あ
り
、

そ
れ
が
「
色
身
に
入
」
っ
た
も
の
が
「
氣
質
の
性
」
に
相
當
す
る
。
朱
子
學
で
は
心
が
外
物
と
接
觸
し
て
動
い
た
時
、「
性
」
が
姿
を
現

す
と
し
て
、
そ
れ
を
「
情
」
と
呼
ぶ
。
動
靜
の
觀
點
か
ら
云
え
ば
、
「
性
」
は
靜
（
心
の
未
發
）
で
あ
り
、「
情
」
は
動
（
心
の
已
發
）、

體
用
の
觀
點
か
ら
云
え
ば
、「
性
」
は
體
（
本
體
）
で
あ
り
、「
情
」
は
用
（
は
た
ら
き
）
に
な
る
。
玄
元
眞
人
は
そ
の
性
論
に
お
い
て
、

朱
子
學
の
枠
組
み
で
も
あ
る
「
性
―
情
」
と
い
う
軸
を
使
う
こ
と
も
あ
る
。
朱
子
學
で
は
「
情
」
は
惡
行
と
放
縱
へ
の
危
險
性
を
孕
む
と

は
い
え
、
そ
れ
自
體
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
發
動
の
仕
方
が
問
題
で
あ
っ
た
。「
情
」
の
な
い
と
こ
ろ
に
「
性
」
も
な

い
し
、
俗
世
界
と
隔
絶
し
た
叢
林
な
ら
ぬ
、
錯
綜
す
る
現
實
世
界
で
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
士
大
夫
に
滅
情
を
強
要
す
る
ほ
ど
朱
熹
は
非
現
實
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的
で
は
な
か
っ
た

。
し
か
し
玄
元
註
で
は
、「
情
」
に
對
す
る
風
當
た
り
は
朱
子
學
よ
り
強
く
、
唐
の
李
翺
の
よ
う
な
滅
情
論
に
近
い
と

（28）

こ
ろ
が
あ
る

。
こ
の
よ
う
な
「
情
」
や
「
慾
」
は
、
玄
元
註
で
は
し
ば
し
ば
「
猿
」
と
「
馬
」
の
譬
喩
（
「
意
馬
心
猿
」
な
ど
）
で
語
ら

（29）

れ
る
（
卷
下-

1
4
b

ほ
か
）。
な
お
、
玄
元
註
に
は
「
衆
生
本
來
之
性
」
と
い
う
表
現
も
見
受
け
ら
れ
る
が
（
卷
中-

2
b

）、
こ
れ
は
「
本
來

無
礙
之
性
」
と
別
物
な
の
で
は
な
い
。
現
實
態
と
し
て
の
「
性
」
を
呼
ぶ
タ
ー
ム
が
な
い
の
で
そ
う
云
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
ま
で
で
、

實
質
的
に
は
朱
子
學
で
云
う
「
氣
質
の
性
」
に
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
玄
元
眞
人
の
「
性
」
論
は
、
朱
子
學
的
な
「
性
」
で
全
て
が
説
明
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
の
「
性
卽
道
」
説
は
朱
子
學
の

「
性
卽
理
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
と
置
換
可
能
で
は
あ
る
が
、
先
に
も
少
し
觸
れ
た
こ
と
な
が
ら
生
死
の
次
元
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が

そ
の
核
心
に
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
は
朱
子
學
に
は
な
い
觀
點
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
人
命
は
限
り
有
る
も
、
本
性
は
生
無
し
」（
卷
上-

1

6
b

）
と
か
、「
性
は
劫
終
劫
始
、
常
在
常
存
の
神
な
り
」（
卷
中-

1
8
b

）
な
ど
と
云
わ
れ
る
。
先
に
「
本
來
無
礙
の
性
」
や
「
眞
性
」
と
い

し
ん

う
呼
稱
を
引
い
た
が
、「
眞
如
の
性
は
無
始
自
り
以
來
、
幾
曾
ぞ
生
有
り
死
有
ら
ん
や
」（
卷
上-17

a

）
な
ど
と
云
わ
れ
る
よ
う
に
別
に
「
眞

な

ん

如
の
性
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
の
「
眞
如
の
性
」
は
、「
饒
え
君

眞
如
の
性
を
了
悟
す
る
も
、
未
だ
身
を

抛

ち
て
却
っ
て
身
に
入
る
を
免
れ
ず
」
な
ど
と
『
悟
眞

た
と

な
げ
う

篇
』
に
も
見
え
る
が
（
「
七
絶
之
一
」
、
前
揭
王
沐
本
一
五
九
頁
）
、
し
か
し
張
伯
端
が
こ
れ
を
「
了
悟
」
し
て
も
輪
廻
は
免
れ
が
た
い
と

消
極
的
に
捉
え
て
い
る
の
に
反
し
て
、
玄
元
が
こ
れ
を
輪
廻
や
生
死
を
超
越
し
た
も
の
と
し
て
い
る
差
異
は
看
過
で
き
な
い
。
こ
こ
ま
で

來
る
と
、
玄
元
眞
人
の
性
論
の
彼
方
に
、
佛
敎
敎
理
が
視
界
に
入
っ
て
く
る
。
佛
敎
の
性
論
と
云
え
ば
、
か
の
『
涅
槃
經
』
の
「
一
切
衆

生

悉
く
佛
性
有
り
」
が
ま
ず
想
起
さ
れ
、
實
際
、
玄
元
註
に
も
「
道
心

還
た
波
中
の
月
の
若
く
、
法
性

應
に
火
内
の
蓮
の
如
し
」（
卷

上-
1
9
a

、
頌
）
と
い
う
言
表
も
あ
る
が
、
し
か
し
小
文
は
如
來
藏
思
想
も
含
め
て
佛
敎
敎
理
の
根
幹
の
一
つ
で
あ
る
佛
性
論
を
論
じ
る
場
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所
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
玄
元
が
絶
え
ず
意
識
し
て
い
た
禪
學
に
限
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
も
と
よ
り
小
論
に
關
わ
る
範
圍
内
で
の
言

及
に
な
る
。
徐
道
齡
註
の
場
合
、
基
本
は
儒
道
融
合
で
あ
り
、
前
引
の
「
卽
心
是
佛
…
…
」
の
よ
う
に
禪
の
素
養
は
あ
り
、
ま
た
佛
敎
に

は
シ
ン
パ
シ
ー
を
抱
い
て
い
た
が
、
注
釋
上
で
は
深
入
り
し
て
い
な
い
。
傅
洞
眞
は
禪
佛
敎
に
は
關
心
は
な
く
、
彼
の
場
合
そ
の
代
わ
り

を
務
め
る
の
が
術
數
な
い
し
方
術
で
あ
っ
た
。

さ
て
、「
眞
如
の
性
」
に
關
し
て
は
、
た
と
え
ば
『
傳
燈
錄
』
に
「
人
人
盡
く
有
り
眞
如
の
性
」
な
ど
と
い
う
用
例
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
が
（
卷
三
十
、
杯
渡
禪
師
「
一
鉢
歌
」
）、
い
っ
た
い
唐
代
の
禪
思
想
史
の
畫
期
は
、
馬
祖
道
一
（
七
〇
九
～
七
八
八
）
の
出
現
で

あ
っ
た
。
馬
祖
禪
（
洪
州
宗
）
の
核
心
「
卽
心
是
佛
」
は
、「
作
用
卽
性
」
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
、「
本
來
性
と
現
實
態
を
無
媒
介
に
等
置

し
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
己
を
あ
り
の
ま
ま
に
是
認
す
る
」
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
い
う
禪
は
反
面
、「
自
墮
落
で
安
逸
な
現
實
肯
定
に

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

流
れ
」
る
懼
れ
が
あ
り
、
そ
れ
を
批
判
し
超
克
し
よ
う
と
し
た
の
が
石
頭
希
遷
系
の
禪
で
あ
っ
た

。
因
み
に
、
こ
の
馬
祖
禪
の
「
作
用

（30）

卽
性
」
に
反
發
し
た
の
が
若
き
日
に
參
禪
を
經
驗
し
た
朱
熹
で
あ
る
。
朱
熹
か
ら
す
れ
ば
、
體
と
用
の
混
同
、
そ
し
て
「
氣
質
の
性
」
に

對
す
る
無
反
省
な
肯
定
に
映
っ
た
の
で
あ
る

。
（31）

さ
て
、「
眞
如
の
性
」
を
唱
え
る
一
方
で
、
そ
れ
が
「
色
身
に
入
」
っ
た
現
實
態
と
し
て
の
「
性
」
を
見
据
え
た
我
々
の
玄
元
眞
人
は
、

類
型
的
に
は
朱
熹
や
石
頭
希
遷
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
が
豫
想
さ
れ
る
が
、
そ
の
閒
の
消
息
を
彼
の
修
行
論
の
觀
點
か
ら
見

て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

四
、
修
養
法
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張
伯
端
の
『
悟
眞
篇
』
に
つ
い
て
は
先
に
少
し
觸
れ
て
お
い
た
が
、
そ
こ
で
提
起
さ
れ
、
そ
し
て
宋
以
降
の
道
敎
徒
た
ち
の
共
有
の
テ

ー
マ
と
な
っ
て
い
っ
た
修
養
（
修
行
）
法
は
「
性
功
」
と
「
命
功
」
で
あ
り
、
そ
の
止
揚
と
し
て
の
「
性
命
雙
修
」
で
あ
っ
た
。「
性
功
」

は
心
性
サ
イ
ド
か
ら
、「
命
功
」
は
身
體
サ
イ
ド
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
昇
仙
を
目
指
す
も
の
で
、
槪
念
と
し
て
提
示
す
れ
ば
「
性
―
命
」
軸
に

な
る

。
小
論
で
は
、
玄
元
の
あ
る
注
釋
の
言
説
「
性
と
は
何
ぞ
や
、
命
と
は
何
ぞ
や
…
…
」
を
引
い
て
、
玄
元
は
「
性
―
命
」
軸
で
經

（32）

文
を
受
け
止
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
述
べ
て
お
い
た
。
小
論
で
は
そ
こ
か
ら
玄
元
の
「
性
」
説
へ
と
踏
み
込
ん
で
い
っ
て
、
「
命
」
説
に

つ
い
て
は
殆
ど
言
及
し
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
改
め
て
述
べ
た
い
の
は
、
玄
元
の
「
性
―
命
」
軸
と
い
う
の
は
實
は
張
伯
端
流
の
そ
れ
と
は

少
し
樣
相
を
異
に
し
て
い
る
と
い
う
事
實
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
生
死
を
超
越
し
た
「
性
」
に
對
し
て
「
命
」
は
有
限
の
も
の
と
さ
れ
て

い
る
だ
け
で
、
た
と
え
ば
李
道
純
が
『
中
和
集
』
所
收
の
「
性
命
論
」
（
道
藏
本
卷
四
）
に
お
い
て
提
起
し
た
よ
う
な
「
性
―
命
」
論
な

い
し
「
命
」
論
へ
の
關
心
や
深
化
は
見
ら
れ
な
い
。
玄
元
に
は
、
内
丹
で
云
う
「
性
―
命
」
軸
に
代
わ
る
―
―
あ
る
い
は
そ
れ
を
少
し
ず

ら
し
た
も
の
と
し
て
「
眞
―
假
」（
ま
た
は
「
實
―
假
」）
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
が
あ
っ
た
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

「
本
命
限
期
」
に
自
己
の
本
命
眞
君
の
祭
祀
を
し
な
い
と
、
死
後
「
淪
沒
三
塗
、
漂
沉
諸
趣
、
永
失
人
身
」（
卷
中-

2
5
a

）
と
述
べ
る

經
文
に
對
し
て
玄
元
註
は
以
下
の
よ
う
に
云
う
。「
正
に
非
ざ
れ
ば
邪
を
知
る
勿
く
、
眞
に
非
ざ
れ
ば
假
を
知
る
勿
し
。
假
を
以
て
眞
を

顯
わ
し
、
邪
を
以
て
正
を
知
る
」。
こ
う
述
べ
た
あ
と
玄
元
は
、
禪
錄
で
は
お
馴
染
み
の
鏡
と
鏡
像
の
譬
喩
へ
と
進
ん
で
行
く
。

且
如
え
ば
玉
臺
に
寶
鑑
を
懸
く
れ
ば
、
輝
輝
た
る
其
の
中
、
豈
に
汝
に
形
骸
有
ら
ん
や
。
大
道
玄
玄
を
中
に
秉
ら
ば
何

爾
か
無
な

た

と

な
ん
と
し
て

ら
ん
。
夫
れ
寶
鑑
は
本
と
眞
に
し
て
、
内
に
現
わ
る
る
者
は
虛
假
の
形
骸
な
る
も
、
元
假
中
に
隱
る
る
者
は
乃
ち
眞
な
り
。
當
に
心

鏡
を
以
て
拂
拭
し
て
纖
塵
を
絶
つ
べ
し
。
性
は
道
に
合
し
て
沙
界
（
恆

河
沙
世
界
）
に
周
く
、
大
道
は
物
と
し
て
包
ま
ざ
る
は
無

ガ
ン
ジ
ス
が
わ



- 76 -

く
、
性
を
含
ま
ば
則
ち
無
心
に
し
て
亂
れ
ず
。（
卷
中-2

5b

）

右
に
一
應
の
訓
讀
を
試
み
た
が
、
當
方
の
讀
解
力
に
問
題
が
あ
る
と
は
い
え
こ
れ
は
か
な
り
晦
澁
な
文
章
で
あ
る
。
原
文
が
惡
文
で
な

け
れ
ば
、
テ
キ
ス
ト
の
部
分
的
な
誤
刻
の
可
能
性
も
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
後
半
を
主
に
し
て
讀
め
ば
そ
の
大
意
は
こ
う
い
う
こ
と
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
鏡
＝
眞
、
鏡
像
＝
假
、
と
い
う
大
前
提
が
あ
る
。
鏡
が
「
眞
」
な
の
は
、
鏡
が
バ
イ
ア
ス
を
か
け
ず
世
界
を
そ
の

ま
ま
映
し
出
す
、
そ
の
は
た
ら
き
の
故
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
引
か
な
か
っ
た
が
、
す
ぐ
あ
と
の
註
文
中
に
「
萬
物
已
に
假
た
る
を
知
り
、

一
心
獨
照
を
眞
と
爲
す
」
と
あ
る
。
鏡
像
が
「
假
」
な
の
は
、
そ
れ
が
本
體
そ
の
も
の
で
な
く
あ
く
ま
で
そ
の
像
（
假
象
）
で
あ
る
上
に
、

そ
の
像
は
廣
く
「
目
前
の
幻
化
」
た
る
「
柳
綠
桃
紅
」（
卷
中-

2
7
a

）
を
指
す
で
あ
ろ
う
と
は
い
え
、
究
極
の
と
こ
ろ
は
現
實
態
と
し
て

の
「
色
身
」
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
假
」
の
中
に
こ
そ
「
眞
」
は
あ
り
、
そ
の
「
假
」
を
「
心
鏡
」
で
拂
拭
し
て

ゆ
け
ば
地
金
と
し
て
の
「
眞
」（
本
來
の
「
性
」）
が
顯
在
化
し
て
く
る
。
逆
の
觀
點
か
ら
云
え
ば
、「
眞
」
へ
は
「
假
」
を
通
し
て
し
か

至
り
得
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
「
若
本
命
之
日
…
…
」
で
始
ま
る
次
の
經
文
の
註
に
、「
只
だ
假
内
に
於
い
て
元
初
の
這
箇
（
本

し

ゃ

こ

來
性
）
を
認
め
、
無
中
に
於
い
て
實
有
の
容
儀
を
覓
む
る
を
要
す
」（
卷
中-

27b

）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
玄
元
に
お
い
て
は
、

「
性
」
は
「
眞
」
で
あ
り
、「
命
」
は
「
假
」
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
て
い
る

。
（33）

こ
こ
で
玄
元
が
「
心
鏡
を
以
て
拂
拭
す
」
と
述
べ
て
い
た
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
た
い
。「
鏡
」
と
云
え
ば
、
唐
の
神
秀
と
無
學
な
一

介
の
寺
男
に
す
ぎ
な
か
っ
た
慧
能
と
の
閒
に
交
わ
さ
れ
た
、
明
鏡
と
塵
埃
を
巡
る
著
名
な
問
答
を
想
起
さ
せ
る
（
敦
煌
本
『
六
祖
壇
經
』）。

こ
の
玄
元
の
表
現
は
、
人
の
本
性
は
本
來
淸
淨
で
あ
る
か
ら
「
拂
拭
」
の
必
要
も
な
い
と
い
う
慧
能
の
立
場
を
逆
戾
し
す
る
か
の
よ
う
な

印
象
を
與
え
る
が
、
し
か
し
現
實
態
と
本
來
性
と
の
落
差
を
問
題
視
す
る
玄
元
か
ら
す
れ
ば
、
塵
埃
の
附
着
し
た
「
鏡
」
は
「
拂
拭
」
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
上
引
「
心
鏡
」
を
含
む
玄
元
の
注
釋
は
、「
時
時
に
勤
め
て
拂
拭
し
、
塵
埃
あ
ら
し
む
る
莫
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し
」
と
詠
っ
た
神
秀
よ
り
む
し
ろ
「
證
道
歌
」
を
踏
ま
え
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
一
節
に
云
う
、「
心
鏡
明
な
れ
ば
鑑
（
映
す
は
た
ら
き
）

に
礙
無
し
」。
ま
た
「
沙
界
に
周
ね
し
」
と
い
う
語
も
そ
の
續
き
に
見
え
る
。「
廓
念
瑩
徹

沙
界
に
周
ね
し
」（『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
三
十
）。

こ
こ
に
、
修
養
の
實
踐
主
體
と
し
て
「
心
」
が
要
請
さ
れ
る
。

前
引
の
よ
う
に
衆
星
の
運
行
を
支
配
す
る
北
斗
は
「
心
」
と
し
て
内
在
化
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
「
萬
緣
千
行
、
皆
な
一
心
よ
り
出
」

る
か
ら
で
あ
っ
た
（
卷
中-

2
7
a

）
。「
九
淸
の
大
羅
」
（
仙
界
）
に
登
る
か
、
「
三
塗
の
苦
獄
」（
地
獄
）
に
沈
む
か
は
「
一
心
の
發
」
如
何

に
懸
か
っ
て
い
る
（
卷
中-

8
b

）。
で
は
、
具
體
的
に
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
本
命
の
日
に
齋
戒
す
べ
し
と
説
く
經
文
に
施
さ
れ
た
「
萬

緣
千
行
…
…
」
を
含
む
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
か
な
り
屈
曲
し
て
い
る
が
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
愛
欲
や
物
欲
を
滅
却
し
「
善
行
」
を
積
め
ば
仙

界
で
逍
遙
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
云
う
「
善
功
」
は
、「
本
命
の
理
を
知
り
、
淸
淨
齋
戒
し
、
塵
漏
を
滅
す
」（
卷
中

-
2
8
a

）
と
い
う
狹
義
の
そ
れ
と
、
世
俗
的
、
道
德
的
な
意
味
で
の
善
行
と
の
兩
義
を
意
味
す
る
は
ず
で
あ
る
（
こ
の
注
文
中
に
も
「
從
善

戒
惡
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
見
え
る
）。

右
に
述
べ
た
こ
と
は
、
い
わ
ば
性
功
的
な
修
養
法
で
あ
る
が
、
玄
元
註
に
は
そ
れ
と
は
が
ら
り
と
樣
相
を
異
に
す
る
、
道
家
・
道
敎
的

な
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
以
下
に
引
く
の
は
、
經
文
「
更
能
心
修
正
道
、
漸
入
仙
宗
、
永
離
輪
廻
、
超
昇
成
道
」
（
卷
上-

1
5
a

）
に
對

す
る
註
の
一
部
で
あ
る
。
冒
頭
に
親
に
孝
、
君
に
忠
と
い
う
典
型
的
な
儒
敎
倫
理
、
そ
し
て
天
地
三
光
や
古
今
の
聖
賢
に
對
す
る
敬
が
説

か
れ
た
あ
と
、
以
下
の
文
章
に
續
い
て
い
る
。

[

Ａ]

更
に
能
く
心
を
洗
っ
て
六
欲
の
中
に
向
い
、
性
を
鍊
っ
て
五
濁
の
外
に
出
で
、
心
を
灰
に
し
て
智
を
養
い
、
跡
を
隱
し
て
光
り

を
韜
し
、
外
は
其
の
塵
を
滌
い
、
内
は
其
の
神
を
保
ち
、
金
晶
を
玉
泉
に
捉
え
、
龍
虎
を
丹
鼎
に
戰
わ
せ
、
神
水
も
て
黃
芽
に
濯
ぐ
。

か
く

あ
ら

而
し
て
百
關
は
俱
に
通
じ
、
羊
車
は
靈
元
を
載
せ
、
諸
神
は
盡
く
悅
び
、
其
の
形
を
淸
淨
に
し
、
其
の
神
を
保
愛
す
。
能
く
此
く
の
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若
き
者
の
如
き
は
、
自
ら
分
別
無
く
、
自
ら
愛
憎
無
く
…
…
自
ら
去
來
無
く
…
…
自
ら
染
著
無
く
…
…
永
え
に
輪
廻
を
離
れ
、
超
昇

し
て
道
を
成
す
。（
卷
上-15

ab

）

こ
こ
で
い
う
「
灰
心
」
や
「
韜
光
」
な
ど
は
道
家
的
な
考
え
方
だ
し
、「
金
晶
」
以
下
は
い
わ
ゆ
る
内
丹
の
用
語
を
使
っ
て
體
内
で
の

「
丹
」
の
鍊
成
を
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
氣
」
や
「
丹
」
と
い
う
語
は
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、
し
か
し
「
陰
陽
交
媾
し
、
往
來
す
る

こ
と
無
窮
に
し
て
、
一
炁
を
混
成
し
、
大
丹
を
鍊
就
し
、
變
化
し
て
飛
昇
す
」（
卷
上-9a

）
と
い
っ
た
別
の
箇
所
の
註
文
を
參
照
す
れ
ば
、

こ
こ
で
も
體
内
で
「
氣
」
を
操
作
し
て
「
丹
」
を
成
就
す
る
過
程
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
解
し
う
る

。
た
だ
、
こ
こ
の
「
性
」
觀

（34）

は
世
界
の
窮
極
的
實
在
で
あ
る
「
大
道
」
か
ら
人
人
に
分
與
さ
れ
た
無
生
無
死
の
完
璧
な
も
の
で
は
な
く
、「
鍊
性
」
な
ど
と
云
わ
れ
て

に
ん
に
ん

い
て
、
不
完
全
な
も
の
と
い
う
印
象
を
否
み
が
た
い
。「
鍊
性
」
は
玄
元
註
で
は
他
で
も
使
わ
れ
て
い
る
が
（
卷
中-

2
9
b

）、
こ
れ
は
「
氣

質
の
性
」
的
な
觀
點
か
ら
捉
え
ら
れ
た
「
性
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
眞
如
の
性
」
へ
と
鍊
磨
す
べ
き
も
の
と
理
解
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。

「
鍊
性
」
の
語
は
「
心
を
修
め
性
を
鍊
る
、
是
れ
吾
が
本
身
」
と
、
す
で
に
唐
宋
頃
の
道
書
『
化
道
度
仙
經
』
に
見
え
て
い
る

。
（35）

こ
の
註
文
の
ポ
イ
ン
ト
は
、「
性
」「
心
」
と
い
っ
た
性
功
的
な
修
養
と
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
命
功
的
な
技
法
と
が
混
淆
し
て
語
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
う
い
う
註
文
は
他
に
も
以
下
が
あ
る
。

[

Ｂ]

人
身
の
四
肢
百
骸
、
動
か
す
所
以
の
者
は
心
な
り
。
乃
ち
知
る
、
天
地
は
道
を
稟
け
て
成
れ
ば
、
則
ち
生
有
り
て
死
有
り
、
人

身
は
心
に
因
り
て
運
け
ば
、
則
ち
吉
有
り
て
凶
有
る
は
智
に
在
る
、
人
の
行
な
う
所
は
則
ち
善
惡
の
召
に
鑑
み
る
可
き
を
。
夫
れ
心

な
る
者
は
神
な
り
、
神
な
る
者
は
性
な
り
。
性
定
ま
れ
ば
則
ち
神
安
ん
じ
、
神
安
ん
ず
れ
ば
則
ち
心
運
り
、
心
を
し
て
沖
和
正
一
の

炁
を
運
ら
せ
ば
、
則
ち
道
は
自
然
に
合
す
る
の
み
。
豈
に
樂
と
爲
さ
ざ
ら
ん
や
。（
卷
中-6a

）

一
部
既
引
の
こ
の
註
文
は
よ
く
讀
め
な
い
箇
所
も
含
め
て
幾
つ
か
問
題
點
が
あ
る
。「
心
」
の
捉
え
方
に
關
し
て
、
こ
ち
ら[

Ｂ]

で
「
心
」
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の
活
性
化
が
奬
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
先
ほ
ど
確
認
し
て
お
い
た
「
心
」
が
實
踐
主
體
で
あ
る
と
す
る
主
旨
と
合
致
す
る
。
一
方
、
前
引

注
釋[
Ａ]
で
は
逆
に
「
洗
心
」
や
「
灰
心
」
と
し
て
「
心
」
の
は
た
ら
き
の
沈
靜
化
が
謳
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
見
矛
盾
の
よ
う
に
見

え
る
が
そ
う
で
は
な
い

。
そ
の
こ
と
よ
り
、[

Ａ]

で
は
心
性
の
あ
り
方
を
述
べ
る
文
脈
に
内
丹
的
、
身
體
的
な
技
法
が
接
續
さ
れ
て
い

（36）

る
と
こ
ろ
は
唐
突
な
印
象
を
與
え
る
。
そ
の
こ
と
は[

Ｂ]

で
も
同
樣
で
、「
心
」
の
指
令
（
「
智
」
の
は
た
ら
き
）
に
よ
っ
て
身
體
が
動
く

と
い
う
の
は
分
か
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
の
對
象
が
「
身
」
か
ら
「
沖
和
正
一
之
炁
」
に
轉
じ
る
と
こ
ろ
に
は
論
理
の
飛
躍
が
あ
り
、

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
「
道
合
自
然
」
と
い
う
宇
宙
論
的
レ
ベ
ル
に
飛
ぶ
と
こ
ろ
は
分
か
り
難
い
。

玄
元
眞
人
は
も
と
よ
り
宋
代
以
降
の
道
敎
修
養
論
に
お
け
る
「
性
功
―
命
功
」
と
い
う
問
題
意
識
は
共
有
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
注

釋
の
中
で
彼
な
り
の
雙
修
の
あ
り
方
を
提
起
し
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
の
修
養
論
や
救
濟
論
を
檢
討
し
て
み
る
と
、

彼
に
體
系
的
な
も
の
が
あ
っ
た
の
か
、
疑
問
に
思
え
て
く
る
。
三
敎
の
敎
義
が
未
整
理
の
ま
ま
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
否
め

な
い
。

結
び
に
代
え
て

以
上
槪
觀
し
て
き
た
よ
う
に
、
玄
元
眞
人
註
の
思
想
的
な
枠
組
み
は
所
謂
三
敎
一
致
や
三
敎
融
合
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
は
閒
違
い
な
い
が
、
問
題
は
そ
の
あ
り
方
で
あ
る
。
ま
ず
一
つ
云
え
る
の
は
、
彼
は
註
中
で
こ
と
さ
ら
「
三
敎
は
一
致
す
る
」
と
い
っ

た
主
張
は
行
な
わ
な
か
っ
た
と
い
う
事
實
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
今
既
に
三
敎
流
行
の
國
、
五
常
治
政
の
邦
に
居
す
る
を
得
」（
卷
上-1

0
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a
）
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
彼
に
と
っ
て
は
「
既
に
三
敎
は
流
行
」
し
て
い
て
、
三
敎
融
合
は
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
な
ど
は
「
三

敎
一
貫
の
道
」
を
説
い
た
李
道
純
や
「
三
敎
一
家
」
を
語
っ
た
陳
致
虛
な
ど
、
宋
元
期
の
道
敎
徒
と
は
や
や
趣
を
異
に
し
て
い
る

。
（37）

そ
の
三
敎
融
合
の
内
實
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
引
の
［
Ａ
］
を
改
め
て
眺
め
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
見
方
に
よ
っ
て
は
玄
元
の
三
敎
觀

の
全
體
が
俯
瞰
で
き
る
註
文
で
あ
る
。
ま
ず
玄
元
は
忠
孝
と
い
う
儒
敎
倫
理
を
提
示
し
、
そ
の
あ
と
「
更
に
」
と
語
を
繼
い
で
「
洗
心
」

「
鍊
性
」「
灰
心
」
と
い
っ
た
道
家
的
な
修
心
論
に
移
行
し
、
そ
し
て
「
金
晶
を
玉
泉
に
…
…
」
以
下
、
い
わ
ば
純
道
敎
的
な
體
内
の
氣

の
鍊
功
を
述
べ
、
ひ
と
ま
ず
「
其
の
形
を
淸
淨
に
し
、
其
の
神
を
保
愛
す
」
と
、「
形
（
身
體
）
―
神
（
精
神
）」
軸
に
よ
っ
て
以
上
の
記

述
を
ま
と
め
る

。
（38）

つ
い
で
「
能
く
此
く
の
若
き
者
の
如
き
は
］
と
い
う
語
を
起
點
に
轉
折
し
、「
自
ら
…
…
無
し
」
と
し
て
「
分
別
」「
愛
憎
」「
繫
縛
」「
取

捨
」「
去
來
」「
染
著
」「
煩
惱
」
が
全
て
「
無
」
化
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
「
無
」
の
論
理
は
、
玄
元
が
好
む
「
無
爲
」
を
始
め
と
し
て
老

莊
で
は
お
馴
染
み
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
玄
元
註
で
は
禪
的
な
思
想
文
脈
で
使
わ
れ
て
い
る
。「
無
」
は
「
空
」
に
通
じ
、
實
際
、
玄
元

は
「
空
」
も
愛
用
す
る
（
そ
の
「
空
」
は
殆
ど
「
頌
」
で
使
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
）。
そ
こ
で
「
落
空
」
が
批
判
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
（
卷
下-

4
b

）
、「
無
」
と
い
っ
て
も
「
無
」
が
絶
對
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
「
箇
中
の
無
内
の
有
を
決
破

し
、
始
め
て
知
る

身
内
有
中
の
無
を
」（
卷
上-

1
7
b

、
頌
）
な
ど
と
云
う
よ
う
に
、
一
方
で
「
有
」
の
視
點
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

底
に
は
前
述
し
た
玄
元
の
「
眞
―
假
」
の
論
理
が
橫
た
わ
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
［
Ａ
］
の
文
章
に
戾
る
と
、
そ
の
あ
と
「
大
衆
」
を
插
ん
で
、
「
悟
り
來
た
れ
ば
十
善
行
を
爲
し
、
迷
い
來
た
れ
ば
十
惡
業
に
變

ず
。
省
れ
ば
則
ち
智
慧
圓
融
、
逍
遙
し
て
無
礙
、
迷
え
ば
則
ち
煩
惱
し
て
顚
倒
し
、
愚
癡
を
妄
想
し
…
…
」
と
迷
悟
の
文
脈
が
現
れ
、「
好

さ
と

よ

し
」
を
插
ん
で
「
正
道
を
心
修
し
て
漸
く
仙
宗
に
入
り
…
…
永
え
に
輪
廻
を
離
れ
超
昇
し
て
成
道
す
。
能
く
此
く
の
如
き
者
は
玄
な
る
か
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な
、
玄
な
り
」（
卷
上-

1
5
b

～1
6
a

）
と
い
う
道
敎
的
な
結
び
に
至
る
。
そ
の
途
中
に
置
か
れ
て
い
る
「
神
形
を
分
か
た
ず
」
と
い
う
句
を

看
過
す
べ
き
で
は
な
い
。「
悟
り
」
と
い
っ
て
も
、「
神
」（
精
神
）
だ
け
で
な
く
あ
く
ま
で
「
形
」（
カ
ラ
ダ
）
も
ろ
と
も
の
昇
仙
に
な
る

の
で
あ
る
。

禪
宗
の
攝
取
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
け
ば
、
小
文
の
第
一
章
で
指
摘
し
て
お
い
た
「
註
―
大
衆
―
頌
曰
」
と
い
う
形
式
自
體
が
す
で
に

禪
風
で
あ
る
し
、
内
容
的
に
は
そ
の
「
頌
」
に
お
い
て
禪
的
な
悟
境
が
表
白
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
小
論
で
は
そ
の
分
析
ま
で
は
手
が
屆

か
な
か
っ
た
。
ま
た
、
玄
元
自
身
が
「
禪
」
と
い
う
語
を
使
っ
て
い
る
事
實
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
玄
理
を
達
開
す
れ
ば
頭
頭

に
道
、
幽
機
を
悟
り
到
れ
ば
處
處
に
禪
」（
卷
中-

2
5
a

）
で
は
、「
道
」
と
「
禪
」
が
竝
列
さ
れ
て
い
る
。
玄
元
眞
人
が
「
我
が
太
上
玄
門

眞
敎
」（
卷
中-

1
7
a

）
と
か
、
そ
れ
に
續
く
經
文
の
註
で
「
玄
門
眞
道
」（
卷
中-

1
7
b

）、
さ
ら
に
は
「
我
が
玄
極
の
大
道
」（
卷
中-2

3
a

）

な
ど
と
呼
ん
だ
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
儒
敎
を
前
提
と
し
つ
つ
（
上
引
に
は
直
接
見
え
て
い
な
い
が
）
道
・
禪
一
如
と
な
っ
た
（
と
彼
が

考
え
て
い
た
）
敎
義
の
こ
と
で
あ
ろ
う

。「
三
敎
一
致
」
は
宋
代
以
降
、
特
に
道
門
に
お
い
て
盛
ん
に
唱
道
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ

（39）

で
は
「
三
敎
」
は
對
等
の
立
場
で
「
一
致
」
し
て
い
る
と
い
う
體
裁
を
取
り
つ
つ
も
、
實
は
「
道
」
や
「
玄
」
を
そ
の
基
盤
に
置
く
道
門

の
優
位
性
が
暗
默
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
不
充
分
な
が
ら
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
我
々
は
そ
の
よ
う
な
事
情
を
玄
元
眞
人
註
に
お
い

て
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。

最
後
に
な
っ
た
が
、
玄
元
註
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
筆
者
は
現
段

階
で
は
明
確
な
結
論
を
下
す
こ
と
が
で
き
ず
、
お
お
ま
か
な
推
察
を
述
べ
て
責
め
に
代
え
る
し
か
能
が
な
い
。
本
註
成
立
の
上
限
は
先
述

の
よ
う
に
北
宋
の
眞
宗
以
降
で
あ
ろ
う
が
、
問
題
は
そ
の
下
限
で
あ
る
。
本
註
に
は
、
實
は
李
白
の
序
と
蘇
東
坡
の
後
序
が
附
せ
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
北
宋
眞
宗
以
後
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
以
上
、
ま
ず
李
白
序
は
僞
序
と
せ
ざ
る
を
得
な
い

。
東
坡
の
後
序

（40）
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に
は
『
北
斗
經
』
の
こ
と
も
「
玄
元
眞
人
」
の
こ
と
も
出
て
來
ず
、
本
註
の
た
め
に
書
い
た
の
か
ど
う
か
疑
わ
れ
る
し
、
假
に
東
坡
作
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
時
代
考
證
上
、
餘
り
意
味
が
な
い

。
（41）

と
こ
ろ
で
、
本
註
に
は
引
用
文
獻
以
外
に
固
有
名
詞
の
類
い
は
一
切
現
れ
ず
、
そ
の
引
用
文
獻
に
し
て
も
宋
以
前
の
も
の
に
限
定
さ
れ

て
い
る
。「
玄
元
眞
人
」
な
る
人
物
が
活
躍
し
た
地
域
も
不
明
で
、
そ
の
道
號
で
あ
る
「
崆
峒
山
」
が
出
身
地
や
活
動
地
に
因
む
と
し
て

も
、「
崆
峒
山
」
と
呼
ば
れ
る
山
な
い
し
場
所
は
甘
肅
だ
け
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
狀
況
證
據
か
ら
推
測
す
る
ほ
か
は
な
く
、
そ
の

三
敎
一
致
（
特
に
道
禪
一
如
）
と
い
う
思
想
的
内
實
か
ら
し
て
、
張
伯
端
『
悟
眞
篇
』（
北
宋
一
〇
七
五
年
自
序
）
―
白
玉
蟾
（
北
宋
一

一
九
四
～
南
宋
一
二
二
九
？
）

―
李
道
純
（
元
初
の
十
三
世
紀
末
に
活
動
）
と
續
く
潮
流
に
棹
さ
す
も
の
と
見
る
の
が
妥
當
で
は
な
い

（42）

だ
ろ
う
か
。
そ
の
上
、
註
―
大
衆
―
頌
と
い
う
形
式
面
に
お
い
て
も
、
『
玄
敎
大
公
案
』
の
あ
と
に
位
置
づ
け
る
の
が
自
然
な
流
れ
に
思

え
て
く
る
。
こ
う
い
う
感
觸
が
妥
當
だ
と
す
れ
ば
、
玄
元
眞
人
は
元
代
中
期
頃
の
人
物
と
い
う
推
定
が
ひ
と
ま
ず
成
り
立
つ
。

た
だ
そ
の
場
合
、
言
語
上
の
問
題
が
浮
上
し
て
く
る
。「
玄
」
字
を
多
用
す
る
玄
元
註
に
「
玄
敎
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
な
い
こ

と
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
し
て
お
い
た
が
（
注

參
照
）、
い
ま
問
題
に
し
た
い
の
は
俗
語
の
用
法
で
あ
る
。
玄
元
註
で
は
俗
語
が
多

39

用
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
「
底
」
の
用
法
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
現
代
漢
語
の
「
的
」
に
當
た
る
も
の
で
、
玄
元
註
で
は
以
下

の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
。「
但
だ
人
生
ま
れ
て
六
尺
の
軀
、
…
…
其
の
體
を
愛
護
す
る
も
、
誰
か
是
れ
肯
て
眞
を
保
ち
命
を
養
い
、
性

を
鍊
り
神
を
存
す
る
底
ぞ
」（
卷
上-4b

～5a

）、「
別
人
豈
に
你
底
受
用
を
得
て
、
好
ん
で
善
功
を
種
え
ん
否
」（
卷
上-14

a

）。
と
こ
ろ
が
、

も
の

の

う

や

た
と
え
ば
李
道
純
で
は
以
下
の
よ
う
に
「
底
」
の
代
わ
り
に
「
的
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。「
中
閒
主
宰
す
る
は
是
れ
甚
麽
、
便
ち
是
れ
達

な

ん

ぞ

卿
元
有
の
的
」（
『
中
和
集
』「
抱
一
歌
」、
道
藏
本
卷4

-
2
2
a

）。
言
語
史
上
か
ら
見
る
と
、「
底
」
が
使
わ
れ
る
の
は
宋
代
で
、
元
代
に
な

も
の

る
と
「
底
」
に
代
わ
っ
て
「
的
」
に
な
る
と
さ
れ
る

。
そ
う
す
る
と
、
玄
元
註
の
下
限
は
南
宋
ま
で
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
來
ざ
る

（43）
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を
え
な
い
。
今
は
暫
定
的
な
結
論
と
し
て
、
傅
洞
眞
註
（
南
宋
、
下
限
は
南
宋
の
一
一
九
七
年
）
→
玄
元
眞
人
註
（
南
宋
末
年
）
→
徐
道

齡
註
（
元
の
一
三
三
四
年
後
序
）
と
い
う
三
註
の
先
後
關
係
だ
け
示
し
て
ひ
と
ま
ず
擱
筆
す
る
こ
と
に
す
る

。
（44）

注（
１
）
拙
稿
は
以
下
。「
『
北
斗
本
命
延
生
經
』
徐
道
齡
注
の
諸
問
題
」
、『
文
化
交
涉
學
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
』
關
西
大
學
東
西
學
術
硏

究
所
、
二
〇
一
六
年
、「
『
北
斗
本
命
延
生
經
』
傅
洞
眞
注
初
探
」、『
東
方
宗
敎
』
一
三
一
號
、
二
〇
一
八
年
。

（
２
）
右
揭
「
『
北
斗
本
命
延
生
經
』
徐
道
齡
注
の
諸
問
題
」
三
六
〇
頁
參
照
。

（
３
）
右
揭
「
『
北
斗
本
命
延
生
經
』
傅
洞
眞
注
初
探
」
二
二
頁
參
照
。

（
４
）
任
繼
愈
主
編
『
道
藏
提
要
』
第
三
次
修
訂
版
、
中
國
社
會
科
學
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
、
三
二
六
頁
、
に
よ
る
。
小
論
は
上
限
に

關
し
て
は
こ
の
説
を
採
り
た
い
。
な
お
、
朱
越
利
『
道
藏
分
類
解
題
』
で
は
成
書
を
元
明
と
す
る
（
華
夏
出
版
社
、
一
九
九
六
年
、

三
三
二
頁
）。
蕭
登
福
『
正
統
道
藏
提
要
』
は
玄
元
眞
人
を
宋
代
の
人
と
す
る
が
、
兩
宋
の
い
ず
れ
か
は
特
定
し
て
い
な
い
（
文

津
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
、
七
二
七
頁
）。
鄭
志
明
「
〈
太
上
玄
靈
北
斗
本
命
延
生
眞
經
〉
的
星
斗
崇
拜
」
で
は
、
玄
元
眞
人
註
を

「
疑
爲
元
明
時
代
的
作
品
」
と
す
る
（
『
道
敎
與
星
斗
信
仰
』
下
册
、
齊
魯
書
社
、
二
〇
一
四
年
、
六
三
六
頁
）。
ま
た
、
李
建
德

｢

明
刊
『
道
藏
』
所
收
近
世
『
北
斗
經
』
注
本
之
生
命
哲
學
探
析
―
上｣

は
玄
元
註
の
成
書
時
期
に
つ
い
て
「
應
不
能
早
於
北
宋
末

年
」
と
す
る
（
『
武
廟
』
一
二
、
高
雄
關
帝
廟
、
二
〇
一
七
年
、
一
九
頁
）。

（
５
）
拙
稿
「
若
杉
家
本
『
北
斗
本
命
延
生
經
』
に
つ
い
て
」、『
東
方
宗
敎
』
一
二
三
號
、
二
〇
一
四
年
、
參
照
。
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（
６
）
筆
者
の
云
う
「
註
①
」
は
無
冠
で
記
述
が
始
ま
る
が
、
冒
頭
に
「
解
曰
」（
卷
下-

1
4
b

）
、「
註
曰
」（
卷
下-1

6
a

）
と
い
う
語
が
冠

せ
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
卷
末
に
二
箇
所
あ
っ
て
、
形
式
的
な
混
亂
が
見
ら
れ
る
。

（
７
）
禪
門
に
お
け
る
上
堂
説
法
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
柳
田
聖
山
『
語
錄
の
歷
史
』
第
四
二
章
「
示
衆
よ
り
上
堂
へ
」
（
柳
田
聖
山
集

第
二
卷
、
法
藏
館
、
二
〇
〇
一
年
）
參
照
。
「
好
」
に
關
し
て
は
、
他
に
も
た
と
え
ば
「
好
！
回
光
返
照
眞
空
境
、
笑
！
鬼
哭
神

號
不
住
停
」（
卷
上-1

7b

）
の
「
好
」「
笑
」
の
よ
う
な
語
法
が
あ
る
。

（
８
）
山
田
俊
『
宋
代
道
家
思
想
史
硏
究
』、
汲
古
書
院
、
二
〇
一
二
年
、
三
七
一
頁
以
下
參
照
。
南
宋
の
傅
洞
眞
註
も
『
九
天
生
神
章

經
』
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
揭
注
（
３
）
拙
稿
二
五
頁
以
下
參
照
。
玄
元
註
は
他
に
も
一
箇
所
本
經
か
ら
引
用

し
て
い
る
（
卷
上-

1
4
a

）。
な
お
、
道
典
に
見
え
る
「
頌
」
に
つ
い
て
は
、
福
井
文
雅
「
道
敎
文
獻
に
見
え
る
頌
の
機
能
」
、『
日

本
中
國
學
會
報
』
第
四
十
四
集
、
一
九
九
二
年
、
參
照
。

（
９
）
柳
田
聖
山
『
雪
竇
頌
古
』
解
説
、
禪
の
語
錄
（
十
五
）、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
一
年
、
二
九
七
頁
。

（

）
王
沐
『
悟
眞
篇
淺
解
』、
中
華
書
局
、
一
九
九
〇
年
、
二
頁
。

10
（

）
本
篇
に
つ
い
て
は
筆
者
は
考
察
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。「
身
と
性
―
『
悟
眞
篇
』
禪
宗
歌
頌
小
論
―
」、
鈴
木
哲
雄
編
『
宋
代
禪

11

宗
の
社
會
的
影
響
』、
山
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
〇
二
年
。

（

）『
玄
敎
大
公
案
』
や
苗
善
時
に
つ
い
て
は
、
橫
手
裕
「
全
眞
敎
の
變
容
」
、『
中
國
哲
學
硏
究
』
第
二
號
、
一
九
九
〇
年
、
同
「
看

12

話
と
内
丹
」
、『
思
想
』
八
一
四
號
、
一
九
九
二
年
、
に
言
及
が
あ
る
。
李
道
純
の
三
敎
一
致
思
想
に
つ
い
て
は
、
上
引
橫
手
兩
論

文
、
森
由
利
亞
「
近
世
内
丹
道
の
三
敎
一
致
論
―
牧
常
晁
と
李
道
純
の
三
敎
一
致
論
と
性
命
雙
修
説
を
中
心
に
―
」、『
道
敎
と
中

國
思
想
』
講
座
道
敎
第
四
卷
、
雄
山
閣
、
二
〇
〇
〇
年
、
等
を
參
照
。
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（

）「
玄
敎
」
な
る
語
は
、『
元
史
』
釋
老
傳
に
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
た
用
例
が
あ
る
。
龍
虎
山
の
正
一
敎
天
師
・
張
宗
演
に
重
用
さ
れ

13

た
張
留
孫
（
一
二
四
八
～
一
三
二
一
）
は
至
元
一
五
年
（
一
二
七
八
）、
世
祖
か
ら
「
玄
敎
宗
師
」
の
稱
號
を
賜
り
、
大
德
年
閒
、

「
玄
敎
大
宗
師
」
を
加
號
さ
れ
て
い
る
。
丁
培
仁
に
よ
れ
ば
、「
玄
敎
」
の
用
例
は
唐
代
あ
た
り
に
も
見
え
な
い
こ
と
は
な
い
が
、

金
元
閒
の
全
眞
敎
徒
の
閒
で
頻
用
さ
れ
た
と
い
う
（
『
元
前
道
派
硏
究
』、
四
川
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
、
七
五
二
頁
「
所
謂

玄
敎
」
以
下
參
照
）。

（

）
牧
常
晁
に
つ
い
て
は
前
揭
注
（

）
森
論
文
、
橫
手
論
文
「
看
話
と
内
丹
」
三
七
頁
以
下
參
照
。

14

13

（

）「
身
中
元
辰
驛
馬
」
に
精
し
い
注
を
施
し
て
い
る
の
は
傅
洞
眞
註
で
あ
る
。
前
揭
注
（
３
）
拙
稿
三
五
頁
以
下
參
照
。

15
（

）
徐
道
齡
註
に
も
「
元
神
爲
一
身
之
主
會
」（3
-
1
5
b

）
と
あ
り
、
玄
元
註
で
も
身
體
内
部
を
詠
っ
て
「
元
神
居
於
丹
闕
、
慧
光
照
於

16

玉
山
」
と
云
う
。
こ
の
よ
う
に
道
敎
で
は
元
神
は
頭
部
に
宿
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
考
え
方
が
中
醫
學
に
も
繼
承
さ
れ
、
李
自
珍

に
よ
っ
て
「
腦
爲
元
神
之
府
」
と
定
義
さ
れ
て
後
世
の
醫
學
理
論
に
影
響
を
與
え
た
。
こ
の
閒
の
消
息
に
つ
い
て
は
、
奧
野
繁
生

「
〈
腦
爲
元
神
之
府
〉
を
め
ぐ
っ
て
」、『
日
本
醫
史
學
雜
誌
』
五
七
―
一
、
二
〇
一
一
年
、
を
參
照
。

（

）
前
揭
注
（
２
）
拙
稿
三
七
二
頁
以
下
參
照
。

17
（

）
右
揭
拙
稿
徐
道
齡
論
文
、
三
七
三
頁
以
下
。
徐
道
齡
の
場
合
は
内
在
化
と
い
う
よ
り
照
應
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

18

同
論
文
三
六
九
頁
以
下
參
照
。

（

）
道
敎
に
お
け
る
「
符
」
に
つ
い
て
筆
者
は
初
步
的
な
考
察
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。「
文
字
の
根
源
へ
―
道
敎
の
お
ふ
だ
」、
堀
池

19

信
夫
・
辛
賢
編
『
宇
宙
を
驅
け
る
知
』、
明
治
書
院
、
二
〇
一
四
年
。
元
玄
眞
人
の
場
合
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
「
頌
」
が
「
呪
」

の
代
わ
り
を
し
て
い
る
と
云
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
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（

）
た
と
え
ば
以
下
。「
眞
師
（
白
の
こ
と
）
曰
、
北
斗
經
非
太
上
所
作
。
蓋
漢
時
張
正
一
（
張
道
陵
）
所
紀
太
上
之
旨
以
爲
之
。
今

20

人
不
知
經
旨
、
徒
然
瞻
星
禮
斗
。
夫
人
之
身
所
有
一
氣
、
東
升
西
沉
、
上
升
下
降
、
亦
如
天
地
。
天
地
之
氣
曰
陰
與
陽
、
人
所
稟

亦
如
之
。
若
夫
天
之
北
斗
、
晝
夜
常
輪
、
以
分
陰
陽
、
以
定
時
刻
。
故
天
地
以
之
常
存
。
胡
不
思
、
人
身
一
氣
統
之
者
誰
。
能
知

所
統
者
、
則
知
身
中
之
北
斗
也
」（『
海
瓊
白
眞
人
語
錄
』
卷
一-2b

～3a

、
道
藏S

N130
7

）。
こ
の
あ
と
白
は
、『
北
斗
本
命
延
生
經
』

の
經
文
「
家
有
北
斗
經
、
六
畜
保
興
生
」
を
引
い
て
「
身
中
の
北
斗
」
の
觀
點
か
ら
獨
自
の
解
釋
を
施
す
。

（

）「
五
太
」
の
中
身
は
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
出
入
り
が
あ
る
。
た
と
え
ば
『
天
皇
至
道
太
淸
玉
册
』
卷
八
、
數
目
紀
事
章
な
ど
で
は

21

「
太
虛
」「
太
無
」「
太
素
」「
太
質
」「
太
極
」
と
し
て
い
る
。

（

）
吾
妻
重
二
『
宋
代
思
想
の
硏
究
―
儒
敎･

道
敎･

佛
敎
を
め
ぐ
る
考
察
』、
關
西
大
學
出
版
部
、
二
〇
〇
九
年
、
一
八
二
頁
。

22
（

）
麥
谷
邦
夫
『
六
朝
隋
唐
道
敎
思
想
硏
究
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
、
一
四
八
頁
以
下
。

23
（

）
た
と
え
ば
南
宋
～
元
初
の
成
立
で
あ
る
『
領
敎
濟
度
金
書
』
な
ど
。
李
道
純
が
「
道
自
虛
無
生
一
氣
、
誰
爲
安
名
分
五
太
」（
道

24

藏
本
『
中
和
集
』
卷
四
、
挽
邪
歸
正
歌
）
と
詠
う
の
は
「
一
氣
」
で
す
む
も
の
を
「
五
太
」
ま
で
細
分
す
る
必
要
は
あ
る
の
か
、

と
い
う
批
判
で
あ
ろ
う
。

（

）
原
註
で
は
こ
う
い
う
文
脈
で
語
ら
れ
て
い
る
。「
…
…
凝
一
炁
、
化
爲
混
沌
、
又
經
九
萬
之
劫
、
其
中
新
生
玄
黃
。
於
是
元
皇
中

25

理
精
養
炁
足
、
激
開
混
沌
、
二
炁
潛
分
、
三
才
始
立
」。
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
「
元
皇
」
な
る
語
は
、
經
文
の
「
北
斗
呪
」
中

に
「
元
皇
正
炁
、
來
合
我
身
」（
卷
中-

2
2
a

）
と
見
え
て
お
り
、「
玄
黃
」
は
こ
の
「
元
皇
」
の
誤
記
な
い
し
同
義
反
復
語
の
可
能

性
も
あ
る
。「
玄
黃
」
な
る
語
の
初
出
は
『
易
』
坤
卦
上
六
。
こ
れ
を
宇
宙
生
成
論
の
文
脈
で
使
っ
た
例
は
他
に
な
い
こ
と
は
な

い
。
た
と
え
ば
「
混
沌
初
分
、
玄
黃
定
位
、
天
地
之
狀
其
形
如
卵
…
…
」（
『
鍾
呂
傳
道
集
』
論
日
月
、『
修
眞
十
書
』
卷
十
四-

13
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a

）。

（

）
こ
の
註
文
は
『
西
山
群
仙
會
眞
記
』
養
心
章
を
踏
ま
え
て
い
る
。「
西
山
記
曰
、
從
道
受
生
謂
之
性
、
自
一
稟
形
謂
之
命
、
所
以

26

任
物
謂
之
心
…
…
」
（
卷
二-

8
a

）
。
坂
内
榮
夫
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
『
太
上
老
君
内
觀
經
』
か
ら
の
引
用
と
い
う
。
同
氏
「
修

心
と
内
丹
」、
吉
川
忠
夫
編
『
唐
代
の
道
敎
』、
朋
友
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
三
一
〇
頁
。

（

）
宋
學
に
お
い
て
最
初
に
こ
の
よ
う
な
性
論
を
唱
道
し
た
張
載
の
所
説
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
氣
質
の
變
革
」、『
朱
子
と
氣
と
身
體
』

27

第
二
章
、
平
凡
社
、
一
九
九
七
年
、
二
五
三
頁
以
下
參
照
。

（

）
朱
熹
の
「
情
」
觀
に
つ
い
て
は
、
緖
方
賢
一
「
朱
子
の
〈
情
〉
に
つ
い
て
」
、『
中
國
學
志
』
比
號
、
一
九
九
三
年
、
が
周
到
で
あ

28

る
。

（

）「
性
靜
、
天
之
道
也
。
情
動
、
物
之
感
也
。
但
衆
生
本
來
之
性
、
因
愛
物
而
動
情
、
爲
迷
邪
而
失
正
、
皆
不
能
行
於
大
道
」（
卷
中

29

-2
b

）、「
奈
爾
凡
夫
、
昏
朦
眞
性
、
縱
情
縱
慾
、
轉
輪
六
道
之
中
」（
卷
下-15

a

）。

（

）
以
上
、
小
川
隆
『
禪
思
想
史
講
義
』、
春
秋
社
、
二
〇
〇
五
年
、
八
五
頁
以
下
に
よ
る
。

30
（

）『
朱
子
語
類
譯
注
』
卷
一
二
六
、
釋
氏
上
、
汲
古
書
院
、
二
〇
一
三
年
、
二
四
九
頁
以
下
、
ま
た
、
拙
著
『
朱
子
語
類
抄
』、
講
談

31

社
學
術
文
庫
、
二
〇
〇
八
年
、
四
五
四
頁
。

（

）『
悟
眞
篇
』
の
性
命
説
と
そ
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
松
下
道
信
『
宋
金
元
道
敎
内
丹
思
想
硏
究
』
第
一
篇
第
一
章
「
全
眞
敎
南
宗

32

に
お
け
る
性
命
説
の
展
開
」、
汲
古
書
院
、
二
〇
一
九
年
、
が
詳
し
い
。
氏
は
「
性
（
禪
宗
）
―
命
（
道
敎
内
丹
）」
と
い
う
テ
ー

ゼ
か
ら
出
發
す
る
。

（

）「
演
假
顯
眞
」（
假
を
演
じ
て
眞
を
顯
わ
す
）
と
い
う
の
も
同
類
の
論
理
で
あ
ろ
う
（
卷
中-

10b

～11
a

）。
こ
の
よ
う
な
「
眞
―
假
」

33



- 88 -

の
論
理
は
杯
渡
和
尚
「
一
鉢
歌
」
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
人
人
盡
有
眞
如
性
、
恰
似
黃
金
在
鑛
中
、
鍊
去
鍊
來
金
體
淨
。

眞
是
妄
、
妄
是
眞
。
若
除
眞
妄
更
無
人
。
眞
心
莫
謾
生
煩
惱
、
衣
食
隨
時
養
色
身
」（
『
景
德
傳
燈
錄
』
卷
三
十
）
。
こ
の
箇
所
に

つ
い
て
は
入
矢
義
高
氏
に
言
及
が
あ
る
。
同
氏
『
空
花
集
』、
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
二
年
、
三
十
頁
。
こ
の
よ
う
な
論
理
は
『
肇

論
』
の
「
卽
僞
卽
眞
」
に
ま
で
遡
及
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
古
賀
英
彦
「
中
國
佛
敎
の
佛
性
論
」、『
禪
學
硏
究
』
九
三
號
、
二

〇
一
五
年
、
五
頁
。
な
お
、
玄
元
註
の
「
演
假
顯
眞
」
に
つ
い
て
は
、
蔡
林
波
「
形
與
眞
：
道
敎
〈
形
〉
論
思
想
闡
釋
」
に
や
や

異
な
っ
た
角
度
か
ら
の
考
察
が
あ
る
（
『
四
川
大
學
學
報
（
哲
學
社
會
科
學
版
）』
二
〇
一
五
年
第
五
期
）。

（

）
内
丹
の
技
法
は
分
散
し
て
斷
片
的
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
こ
の
箇
所
が
最
も
ま
と
ま
り
の
あ
る
印
象
を
受
け
る
。

34
（

）
前
揭
注
（

）
所
引
坂
内
論
文
、
三
〇
八
頁
に
指
摘
が
あ
る
。

35

26

（

）
靜
謐
へ
の
志
向
は
他
の
註
文
で
も
確
認
し
う
る
。
「
夫
水
性
至
平
、
浪
起
風
起
、
人
心
本
靜
、
動
自
物
生
…
…
」（
卷
中-

2
9
a

）。

36

玄
元
に
お
い
て
は
「
心
」
は
動
態
と
靜
態
と
の
兩
面
か
ら
捉
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
中
國
の
傳
統
思
想
で
も
あ
る
。「
人

生
而
靜
、
天
之
性
也
。
感
於
物
而
動
、
性
之
欲
也
」（
『
禮
記
』
樂
記
）。
ま
た
、「
人
生
而
靜
、
天
之
性
也
。
感
而
後
動
、
性
之
害

也
」（
『
淮
南
子
』
原
道
訓
）。

（

）
道
藏
本
『
中
和
集
』
卷
三
、
問
答
語
錄
、
道
藏
本
『
金
丹
大
要
』
卷
一
四
、
三
敎
一
家
な
ど
。

37
（

）「
身
―
心
」
軸
の
儒
敎
的
身
體
觀
に
對
し
て
、「
形
（
身
體
）
―
神
（
精
神
）」
軸
が
道
家
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
か
つ

38

て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
注
（

）
所
引
拙
著
第
五
章
二
〇
二
頁
以
下
參
照
。

27

（

）
小
論
で
は
、
玄
元
註
に
お
い
て
多
用
さ
れ
る
「
玄
」
の
立
ち
入
っ
た
分
析
ま
で
は
踏
み
込
め
な
か
っ
た
。
た
だ
、
金
元
閒
の
全
眞

39

敎
徒
が
頻
用
し
た
と
云
わ
れ
る
「
玄
敎
」
の
語
は
一
度
も
使
わ
れ
て
い
な
い
事
實
を
明
記
し
て
お
き
た
い
。
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（

）『
李
太
白
全
集
』
卷
三
十
、
詩
文
拾
遺
、
中
華
書
局
、
二
〇
一
五
年
に
、『
全
唐
文
』
卷
三
四
九
よ
り
採
錄
し
た
と
し
て
本
序
文
を

40

登
載
。

（

）『
蘇
軾
文
集
』
附
錄
、
蘇
軾
佚
文
彙
編
、
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
、
に
は
不
採
。

41
（

）
白
玉
蟾
の
傳
記
に
つ
い
て
は
以
下
を
參
照
。
宮
川
尚
志
「
南
宋
の
道
士
白
玉
蟾
の
事
蹟
」
、
『
内
田
吟
風
博
士
頌
壽
記
念
論
集
』、

42

同
朋
舍
、
一
九
七
八
年
、
橫
手
裕
「
白
玉
蟾
と
南
宋
江
南
道
敎
」
、『
東
方
學
報
』、
京
都
六
八
册
、
一
九
九
六
年
。
な
お
、
鈴
木

健
郞
『
白
玉
蟾
に
お
け
る
内
丹
と
雷
法
―
中
國
的
神
祕
主
義
と
呪
術
の
論
理
―
』（
二
〇
〇
四
年
三
月
東
京
大
學
提
出
學
位
論
文
、

未
刊
）
は
、
白
玉
蟾
の
雷
法
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
禪
學
と
内
丹
に
も
目
配
り
が
よ
く
利
い
て
い
る
。

（

）
太
田
辰
夫
『
中
國
語
史
通
考
』「
八
、
宋
代
語
法
試
探
」、
白
帝
社
、
一
九
八
八
年
。

43
（

）
筆
者
は
前
揭
注
（
５
）
所
引
拙
稿
に
お
い
て
、
三
註
の
成
立
順
を
、
暫
定
的
に
傅
註
→
徐
註
→
玄
註
と
し
て
お
い
た
が
、
本
稿
で

44

は
徐
註
と
玄
註
の
順
番
が
入
れ
替
わ
る
こ
と
に
な
る
。




