
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

潘殖の忘筌書について

荒木, 見悟
九州大学名誉教授

https://doi.org/10.15017/18095

出版情報：中国哲学論集. 12, pp.19-34, 1986-10-01. 九州大学中国哲学研究会
バージョン：
権利関係：



三
三
の
忘
笙
書
に
つ
い
て

荒
　
木
　
見
　
悟

　
仏
教
護
法
書
と
し
て
著
名
な
金
の
李
屏
山
著
『
鳴
道
集
説
』
は
、
宋
末
に
編
纂
さ
れ
た
排
仏
書
で
あ
る
『
鳴
追
撃
』
の
中
か
ら
、
二
百

一
十
条
を
選
び
出
し
、
こ
れ
に
反
駁
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
諸
儒
十
四
家
0
は
、
周
濾
渓
以
下
ほ
と
ん
ど

著
名
な
学
者
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
安
正
忘
筆
」
の
書
名
だ
け
は
世
に
知
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
著
者
溜
殖
（
字
は
子
醇
ま
た
は
子
忌
）

の
名
は
、
『
宋
元
学
案
』
の
中
に
す
ら
見
出
せ
な
い
。
『
忘
篁
』
と
い
う
書
名
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
書
が
老
荘
思
想
の
影
響
を
大
き
く

受
け
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
溜
殖
よ
り
も
や
や
お
く
れ
て
世
に
出
た
朱
子
は
、
殖
を
異
端
的
な
思
想
家
と
し
て
冷
眼
視
し
て
い
る
し

ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た

佗
、
『
直
訳
書
録
解
題
』
（
巻
九
）
の
「
忘
笙
書
」
の
条
に
も
、
「
多
く
易
を
宣
れ
ど
も
、
ま
た
異
端
に
渉
る
」
と
の
べ
て
い
る
。
こ
う
し

た
評
価
は
謀
る
こ
と
な
く
存
続
し
た
も
の
の
如
く
、
清
の
謹
慎
行
の
『
得
樹
櫻
雑
紗
』
（
雪
田
）
に
お
い
て
も
、
溜
殖
の
著
述
は
、
「
老
荘

の
学
に
基
づ
い
て
易
を
説
く
」
と
の
べ
て
い
る
。
そ
の
た
め
播
殖
は
、
実
学
を
標
榜
し
、
「
聖
学
は
た
だ
易
を
師
と
す
る
に
在
る
の
み
」

（
忘
前
書
侶
、
金
製
、
騒
騒
）
と
言
い
き
っ
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
思
想
は
全
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
放
置
さ
れ
て
来
た
の
で

あ
ろ
う
。
従
っ
て
そ
の
伝
記
の
詳
細
も
不
明
で
あ
る
が
、
『
宋
元
幕
軍
補
遺
』
（
巻
四
十
二
）
に
は
、
そ
の
略
伝
を
次
の
よ
う
に
か
か
げ

て
い
る
。

　
　
溜
殖
、
字
は
子
醇
、
浦
城
の
人
。
大
観
申
、
両
た
び
郷
薦
を
以
て
礼
部
に
上
ら
れ
し
が
、
偶
わ
ず
。
建
炎
戊
申
、
、
始
め
て
宿
り
に
挙

　
　
げ
ら
る
る
を
以
て
官
に
除
せ
ら
れ
、
真
率
推
誉
に
調
せ
ら
る
。
性
、
学
を
嗜
ん
で
倦
ま
ず
。
か
つ
て
新
学
（
王
安
石
学
）
の
非
を
悟

　
　
る
。
こ
こ
に
お
い
て
影
響
書
五
巻
“
、
性
理
書
九
篇
を
述
べ
、
自
ら
浩
然
子
と
号
す
。
劉
白
水
勉
之
・
劉
屏
山
子
蟹
、
み
な
そ
の
書
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を
喜
ぶ
。
屏
山
、
そ
の
後
に
祓
し
、
極
め
て
そ
の
裳
着
の
門
戸
を
得
た
る
を
称
す
。
㈲

　
劉
白
水
と
劉
気
山
の
二
子
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
朱
子
青
年
時
代
の
恩
師
で
あ
り
、
こ
の
二
子
の
称
賛
を
得
た
と
い
う
こ
と
は
、
殖
の

思
想
傾
向
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
時
代
の
特
異
な
論
説
の
提
唱
者
で
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
よ
う
。

　
特
に
彼
が
異
端
的
（
非
道
学
的
）
思
想
の
持
主
で
あ
り
な
が
ら
、
仏
者
と
し
て
の
李
屏
山
か
ら
批
判
を
受
け
る
側
面
を
具
有
し
て
い
た
の

は
、
ど
の
よ
う
な
事
情
に
も
と
っ
く
の
か
。
そ
こ
に
は
単
純
に
儒
教
対
仏
教
と
い
う
割
り
切
り
方
で
は
片
づ
か
ぬ
問
題
が
介
在
す
る
よ
う

で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
『
樹
果
書
』
の
思
想
内
容
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

二

　
播
殖
の
易
解
釈
は
、
宋
代
の
一
部
に
流
行
し
た
心
境
の
系
譜
に
属
す
る
。
心
易
と
は
、
易
を
客
観
界
の
造
化
の
変
動
と
し
て
と
ら
え
る

よ
り
も
、
む
し
ろ
己
が
心
の
動
態
と
し
て
と
ら
え
、
心
の
向
背
に
よ
り
天
地
の
命
運
も
左
右
さ
れ
る
と
す
る
。
だ
か
ら
本
書
冒
頭
に
お
い

て
も
、
「
聖
人
は
身
心
を
易
に
見
る
。
易
は
体
な
し
、
罷
れ
を
大
象
と
為
す
。
形
の
由
っ
て
生
ず
る
所
な
り
。
易
は
思
う
こ
と
な
し
、
是

れ
を
太
極
と
為
す
。
心
の
由
っ
て
起
る
所
な
り
。
体
な
き
は
身
の
本
、
思
う
こ
と
な
き
は
心
の
源
」
（
書
、
巻
一
、
統
論
）
と
、
身
心
に
易

成
立
の
根
掛
あ
り
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
無
体
無
思
の
身
心
は
、
ま
と
め
て
言
え
ば
、
天
地
里
心
ま
た
は
道
心
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
天
地
の
心
は
、
「
実
に
定
体
な
く
、
大
は
六
合
を
包
み
、
細
は
秋
毫
に
入
り
、
本
よ
り
限
量
な
く
、
太
虚
と
等
し
。
虚
は
万
有
を
包

ん
で
珍
な
く
、
証
す
べ
き
所
の
者
は
、
感
応
の
み
」
（
書
、
巻
一
、
宅
心
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
い
か
に
心
が
天
地
万
有
を
包
含
す
る
と
は
い
え
、
恣
意
に
よ
っ
て
こ
れ
を
操
作
し
、
こ
れ
を
変
動
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

そ
う
し
た
こ
と
自
体
が
心
の
万
有
包
含
能
力
を
低
減
さ
せ
、
放
棄
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
右
の
文
に
引
き
つ
づ
い
て
、

「
之
を
感
ず
る
に
其
の
道
を
以
て
す
れ
ば
則
ち
正
し
く
、
之
を
感
ず
る
に
其
の
道
に
あ
ら
ざ
れ
ば
則
ち
惑
う
」
と
あ
る
よ
う
に
、
心
の
保

持
の
仕
方
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
心
易
思
想
は
い
つ
で
も
挫
折
す
る
危
機
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
ど
う
ず

れ
ば
常
に
心
を
正
常
に
保
持
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
そ
の
無
定
体
性
・
無
限
量
性
を
傷
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
心
が
一
曲
・
一
辺
に

と
ら
わ
れ
、
分
別
と
分
裂
の
境
地
に
落
ち
こ
む
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
さ
け
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
心
を
常
に
、
喜
怒
哀
楽
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未
発
の
先
な
る
自
然
の
正
位
に
安
住
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
心
に
内
在
す
る
そ
う
し
た
危
機
を
、
『
書
経
』
大
江
護
に
は
、
「
人
心
惟
危
、

道
心
惟
微
」
と
表
現
し
た
が
、
「
人
心
と
は
変
体
の
心
で
あ
っ
て
、
思
う
こ
と
あ
り
て
為
す
こ
と
あ
る
も
の
、
道
心
と
は
書
体
の
心
で
あ

っ
て
、
思
う
こ
と
な
く
し
て
為
す
な
き
も
の
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
（
書
、
巻
一
、
伝
道
）
心
が
発
動
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
と
か
く
道

心
が
人
心
に
変
質
し
易
い
が
、
そ
れ
を
た
く
み
に
一
体
化
し
さ
え
ず
れ
ば
、
一
切
は
天
地
之
心
の
妙
用
と
な
る
。

　
　
尭
舜
の
心
は
、
天
地
の
心
な
り
。
天
地
は
太
極
由
り
以
て
生
じ
、
尭
舜
は
大
中
由
り
以
て
立
つ
。
大
申
は
、
人
心
道
心
合
し
て
｝
と

　
　
な
る
者
、
早
れ
な
り
。
虚
以
て
立
ち
、
一
以
て
行
い
、
之
を
巻
け
ば
握
に
盈
た
ず
、
之
を
静
ぱ
せ
ば
六
合
に
煮
る
。
尽
れ
を
妙
用
と

　
　
な
す
。
巻
野
自
認
な
り
。
故
に
思
う
こ
と
な
く
為
す
な
く
、
寂
然
と
し
て
不
動
な
る
者
は
、
こ
れ
其
の
体
な
り
。
変
動
し
て
居
ら
ず
、

　
　
六
二
に
周
流
す
る
者
は
、
こ
れ
其
の
用
な
り
。
此
れ
ぞ
の
三
極
を
建
立
し
て
、
天
地
を
範
囲
し
、
陰
陽
を
墜
理
す
る
所
以
な
り
。
（
書
、

　
　
巻
一
、
治
乱
）

　
こ
の
よ
う
に
心
は
妙
用
を
も
っ
て
、
た
え
ず
は
た
ら
き
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
な
け
れ
ば
、
造
化
の
変
化
、
天
地
の
生
成
に
参
与
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
動
く
と
い
う
こ
と
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
茜
雲
か
ら
立
上
が
り
、
自
ぢ
の
体
質
を
前
後
左
右
に
く
ね
ら
ざ
る

を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
無
思
無
為
か
ら
有
思
有
為
へ
の
転
換
で
あ
る
。
こ
れ
を
拒
め
ば
枯
槁
寂
滅
禅
に
転
落
す
る
。
安
易
に
こ
れ
に
乗
れ

ば
、
道
心
と
人
心
の
分
裂
が
起
り
、
正
門
よ
り
す
べ
り
落
ち
る
。
そ
こ
に
要
求
さ
れ
る
も
の
は
、
部
位
を
動
く
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
を
出

直
せ
し
め
る
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
か
を
探
求
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
先
ず
今
日
の
思
想
界
の
低
落
現
象
を
丹
念
に
調
査

し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
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三

溜
殖
は
、
大
中
の
実
体
を
喪
失
し
つ
つ
今
日
に
及
ん
だ
経
過
を
ふ
り
返
っ
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
尭
舜
以
来
、
相
伝
し
て
来
た
こ
と
は
、
中
が
「
三
位
に
し
て
体
に
居
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
大
道
が
隠
れ
て
、
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
び
と
は
私
見
を
侍
み
、
速
効
を
求
め
、
そ
の
痕
跡
を
ふ
む
ば
か
り
で
、
そ
の
本
心
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
畠
中
は
名
の
み

　
存
し
て
実
を
失
い
、
子
莫
の
血
中
（
孟
子
尽
心
置
）
を
し
た
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
真
の
申
で
は
な
い
が
、
力
行
に
つ
と
め
れ
ば
、



　
　
小
成
の
効
果
は
あ
る
。
た
だ
全
体
に
蒔
く
、
大
道
を
害
う
の
だ
が
、
人
為
的
な
徳
よ
り
は
ま
さ
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
更
に
堕
落
し

　
　
て
、
言
語
に
流
れ
、
文
章
の
流
と
な
り
、
本
性
に
自
得
も
せ
ず
、
つ
と
め
行
な
お
う
と
も
し
な
い
。
も
っ
ぱ
ら
飾
り
立
て
た
文
章
で

　
　
空
言
を
ご
ま
か
し
、
き
ら
び
や
か
な
調
子
で
、
人
の
耳
目
を
悦
ば
せ
よ
う
と
す
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
心
を
見
失
っ
て
来
る
と
、

　
　
天
地
の
心
を
見
る
す
べ
も
な
い
し
、
尭
舜
の
治
を
致
す
べ
き
す
べ
も
な
い
。
と
す
る
と
、
尭
舜
の
罪
人
と
す
べ
き
は
、
子
莫
の
徒
で

　
　
あ
り
、
子
莫
の
罪
人
と
す
べ
き
は
、
文
章
の
流
で
あ
る
。
（
書
、
巻
藁
、
積
習
）

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
儒
教
の
堕
落
形
態
の
極
限
を
、
学
問
の
文
章
化
に
み
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
中
を
お
お
い
、
中
を
お

こ
な
う
も
の
が
文
章
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
政
治
の
不
安
が
醸
成
さ
れ
た
と
い
う
論
法
は
、
必
ず
し
も
分
り
よ
く
は
な
い
。
中
を
発
揮
し
、

中
の
実
現
に
加
勢
す
る
文
章
と
い
う
も
の
も
、
十
分
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
心
か
ら
游
離
し
、
紙
上
の
語
と
し
て
独
り
歩
き
す
る
学
問

を
、
溜
殖
は
外
学
と
呼
ぶ
が
（
書
、
巻
五
、
克
念
）
、
そ
の
外
学
の
形
成
さ
れ
る
経
過
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
　
今
日
の
学
徒
は
、
幼
少
の
頃
か
ら
読
書
に
つ
と
め
、
前
言
往
行
は
色
い
ろ
識
っ
て
は
い
る
が
、
こ
れ
を
畜
う
根
源
を
見
な
い
で
、
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
だ
諦
説
の
儒
と
な
る
だ
け
で
あ
る
。
畜
徳
の
大
事
な
こ
と
を
知
ら
な
い
か
ら
、
年
が
長
け
、
聡
明
が
衰
え
る
に
及
ん
で
、
外
物
に

　
　
霊
府
を
侵
さ
れ
、
反
省
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
り
、
ひ
ど
い
場
合
に
は
、
全
く
忘
れ
去
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
務
め
て
得
る
も
の
は

　
　
外
学
で
あ
り
、
そ
の
損
な
う
も
の
は
真
理
で
あ
る
。
だ
が
真
理
が
損
な
わ
れ
れ
ば
、
外
学
だ
け
が
生
き
残
る
わ
け
に
も
行
か
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
書
、
巻
九
、
言
行
）

　
つ
ま
り
外
学
と
は
、
自
己
の
本
性
に
根
さ
な
い
外
飾
の
学
問
で
あ
り
、
そ
の
分
量
が
増
大
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
真
理
を
隠
蔽
し
、
そ
の

は
て
に
は
、
み
ず
か
ら
を
滅
亡
せ
し
め
る
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
博
識
広
聞
を
事
と
す
る
文
章
・
外
学
が
、
心
の
妙
用
と
し
て
機
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

し
な
い
で
、
逆
に
本
心
の
可
用
を
抑
圧
す
る
の
は
、
な
ぜ
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
右
の
文
に
も
見
え
る
聡
明
が
、
そ
う
し
た
反
省
の
道
を
遮

断
す
る
か
ら
で
あ
る
⑯
。
要
す
る
に
聡
明
と
は
、
「
管
を
用
い
て
天
を
窺
い
、
蚕
を
以
て
海
を
測
る
」
が
ご
と
く
、
「
小
智
を
以
て
大
道

を
探
る
」
無
謀
を
敢
て
す
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
　
（
書
、
巻
十
、
積
習
）

　
で
は
な
ぜ
人
は
聡
明
を
よ
し
と
し
、
聡
明
に
甘
ん
じ
よ
う
と
す
る
の
か
。
そ
こ
に
は
博
学
多
識
を
有
効
だ
と
す
る
社
会
的
風
潮
が
あ
り
、

ま
た
そ
れ
が
人
間
的
向
上
を
約
束
し
て
く
れ
る
と
い
う
誤
て
る
信
仰
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
羅
列
的
形
式
的
な
知
識
の
追
求
は
、

分
析
と
散
漫
に
終
る
だ
け
で
、
大
中
に
よ
る
統
一
を
欠
如
し
、
積
め
ば
積
む
ほ
ど
本
塁
か
ら
遠
ざ
か
り
行
く
だ
け
で
あ
る
。
世
に
は
、
知
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ヘ
　
　
へ

識
豊
か
な
賢
者
が
あ
り
、
そ
の
要
領
の
よ
い
判
断
や
振
舞
は
、
た
し
か
に
小
過
を
消
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
小
過
を
克
服
で
き

る
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
大
過
を
さ
け
得
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
小
ざ
か
し
く
小
過
を
処
理
で
き
る
と
自
負
す
る
時
、

逆
に
大
過
を
招
く
根
因
が
宿
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
つ
ね

　
　
嘗
に
謂
え
ら
く
、
聖
人
は
小
過
あ
れ
ど
も
大
過
な
し
。
賢
人
は
大
過
あ
れ
ど
も
小
過
な
し
。
賢
人
は
高
き
に
趨
い
て
重
き
を
重
て
、

　
　
長
を
取
り
て
短
を
捨
て
、
能
く
人
の
能
わ
ざ
る
所
を
為
し
、
天
下
の
美
は
み
な
己
れ
に
在
り
と
し
、
小
過
あ
る
を
悪
む
。
然
れ
ど
も

　
　
道
の
明
ら
か
な
ら
ざ
る
は
、
賢
者
よ
り
始
ま
る
。
道
置
く
も
明
ら
か
な
ら
ば
、
則
ち
小
過
な
ん
ぞ
傷
ま
ん
。
道
明
ら
か
な
ら
ざ
れ
ば
、

　
　
則
ち
害
、
当
時
に
及
び
、
禍
、
後
世
に
延
く
。
　
（
申
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

　
　
妖
肇
生
じ
、
禍
乱
作
り
、
毎
毎
救
う
べ
か
ら
ざ
る
は
、
そ
の
原
み
な
賢
者
の
、
私
見
を
侍
み
、
大
理
に
暗
き
に
滴
る
の
致
す
所
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
書
、
巻
八
、
無
大
過
）

　
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
溜
殖
は
聖
人
と
賢
人
と
を
相
反
す
る
志
向
を
も
つ
も
の
と
し
て
対
置
し
、
賢
人
の
上
積
み
と
し
て
聖
人
が
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

せ
ず
、
む
し
ろ
賢
人
の
否
定
に
お
い
て
聖
人
の
出
現
が
可
能
だ
と
す
る
。
そ
れ
は
、
賢
人
こ
そ
典
型
的
聡
明
人
だ
か
ら
で
あ
る
。
聖
人
作

れ
ば
、
賢
人
は
姿
を
隠
す
べ
き
で
あ
り
、
逆
に
賢
人
養
え
れ
ば
、
聖
人
は
世
に
あ
ら
わ
れ
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。
「
聖
人
の
正
説
は
、

此
の
道
の
明
ら
か
な
る
所
以
な
り
。
賢
人
の
倒
説
は
、
此
の
道
の
明
ら
か
な
ら
ざ
る
所
以
な
り
。
倒
説
作
れ
ば
、
則
ち
道
徳
南
窓
す
。
悲

し
い
か
な
」
（
書
、
巻
三
、
洪
虚
説
）
賢
人
に
見
ら
れ
る
智
慮
の
外
通
は
、
心
の
中
枢
機
能
を
無
視
す
る
意
味
に
お
い
て
、
ま
さ
に
心
易
思

想
を
破
綻
せ
し
め
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
α
。

一2
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四

　
人
間
が
、
せ
っ
か
く
与
え
ら
れ
た
聡
明
性
を
、
正
道
に
お
い
て
発
揮
し
得
な
い
で
、
禍
乱
を
招
来
す
る
因
素
と
し
て
使
用
す
る
に
至
る

の
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
み
ず
か
ら
の
末
端
的
能
力
を
過
信
し
、
枝
末
的
知
識
の
集
積
が
、
本
位
の
確
立
を
約
束
し
て
く
れ
る

と
誤
認
し
て
、
知
識
を
支
え
る
根
源
的
主
体
の
あ
り
よ
う
い
か
ん
を
重
視
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
本
に
背
き
、
復
る
に
迷
い
、
転
位
を

暖
し
う
し
て
居
ら
ず
、
邪
途
に
入
り
て
覚
る
な
き
」
（
書
、
巻
八
、
無
大
過
）
が
故
で
あ
る
。
　
「
急
撃
を
膿
し
う
す
る
」
と
は
、
『
易
経
』



艮
卦
の
語
を
借
り
れ
ば
、
「
思
う
こ
と
、
其
の
位
を
出
で
ず
」
の
訓
戒
を
犯
す
こ
と
で
あ
る
。
溜
殖
は
か
く
べ
つ
こ
の
語
を
尊
重
し
、
次

の
よ
う
に
解
説
す
る
。

　
　
其
の
位
を
出
で
ん
と
思
う
は
、
乃
ち
定
位
の
名
づ
く
べ
き
あ
り
。
則
ち
凡
そ
定
所
・
定
位
あ
る
は
、
み
な
一
曲
な
り
。
一
曲
に
繋
が

　
　
れ
ば
、
乃
ち
熟
畑
の
身
心
あ
り
。
こ
こ
に
於
て
、
擾
擾
と
し
て
早
緒
起
り
、
か
つ
出
没
の
途
に
転
思
す
。
偏
重
の
私
心
あ
る
に
由
り
、

　
　
即
ち
偏
位
に
繋
が
り
て
我
あ
り
。
既
に
我
あ
れ
ば
、
世
の
い
わ
ゆ
る
甚
だ
美
な
る
も
の
と
錐
も
、
み
な
善
か
ら
ぎ
る
な
り
。
我
あ
る
・

　
　
　
も
と

　
　
の
原
は
、
み
な
人
心
に
よ
る
な
り
。
　
（
中
略
）
　
此
の
身
を
執
ず
れ
ば
、
乃
ち
真
体
を
隔
出
し
て
麗
著
し
、
以
て
我
は
彼
の
所
に
繋
し
、

　
　
彼
は
我
が
室
に
留
ま
る
に
至
る
。
向
の
虚
室
は
、
塾
す
で
に
茅
摩
し
て
主
と
な
る
を
得
ず
。
（
書
、
巻
六
、
易
図
）

　
つ
ま
り
思
う
こ
と
が
そ
の
位
を
出
れ
ば
、
一
曲
・
偏
位
に
つ
な
が
り
、
，
先
入
主
が
胸
中
に
ふ
さ
が
っ
て
、
．
自
由
無
拘
束
な
判
断
が
行
わ

れ
な
く
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
か
、
「
思
う
こ
と
が
其
の
位
を
出
な
い
」
た
め
に
は
、
有
我
の
執
着
を
否
定
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　

が
必
要
と
な
る
。
有
我
即
ち
我
へ
の
執
着
は
、
ど
う
し
て
発
生
す
る
の
か
。
そ
れ
は
人
間
が
有
取
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
有
取
と
い
う
考

え
方
は
、
或
い
は
仏
教
の
有
執
着
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
対
象
に
虚
心
に
感
応
し
得
ず
、
視
野
を
狭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

少
に
し
、
偏
見
の
と
り
こ
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
「
凡
そ
後
学
の
失
は
、
こ
と
ご
と
く
取
よ
り
出
づ
。
早
早
の
徒
こ
れ
を
啓
き
、
以
て
後
．

学
を
陥
る
。
弁
じ
て
こ
れ
を
出
つ
る
は
、
ま
た
宜
し
く
略
な
る
べ
か
ら
ず
」
（
書
、
巻
一
、
統
論
）
で
あ
る
。
特
に
こ
の
書
に
は
、
「
蕊
取
」

（
巻
四
）
と
い
う
一
節
が
あ
り
、
詳
細
に
こ
の
問
題
に
ふ
れ
て
い
る
。
そ
の
概
要
は
こ
う
で
あ
る
。

　
取
が
あ
れ
ば
捨
が
あ
る
。
た
と
え
ば
夢
中
の
物
の
、
十
に
一
を
取
れ
ば
、
九
を
捨
て
る
こ
と
と
な
る
し
、
九
を
失
う
こ
と
と
な
る
。
従

っ
て
取
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
取
っ
た
も
の
も
、
元
の
す
が
た
を
失
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
外
に
在
る
こ
と
と
な
り
、
わ
が
固
有
で
は

な
い
。
だ
か
ら
取
っ
た
も
の
も
、
捨
て
た
も
の
も
、
両
方
と
も
失
う
こ
と
と
な
る
。
「
下
徳
は
徳
を
失
わ
ざ
ら
ん
と
す
、
是
を
以
て
徳
無

き
な
り
」
（
老
子
、
三
十
八
章
）
と
い
わ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
取
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
捨
て
る
こ
と
も
な
い
。
取
捨
に
と
ら

わ
れ
な
け
れ
ば
、
小
弓
精
粗
こ
と
ご
と
く
わ
が
度
内
に
帰
し
、
正
位
に
あ
っ
て
徳
業
を
檀
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
上
徳
は
徳
と
せ
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

是
を
以
て
徳
あ
り
」
（
同
上
）
と
い
わ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
し
か
る
に
孔
孟
よ
り
後
、
誰
も
彼
も
道
に
つ
い
て
取
る
こ
と
を
し
て
い
る
。
楊

墨
が
そ
の
先
が
け
と
な
り
、
取
る
か
ら
に
は
、
取
っ
た
も
の
に
拘
わ
れ
て
、
正
位
か
ら
す
べ
り
落
ち
、
あ
べ
こ
べ
に
取
っ
た
も
の
に
入
り

こ
ま
れ
て
、
己
れ
の
円
鑑
を
曇
ら
せ
、
主
と
な
る
も
の
が
な
く
な
る
か
ら
、
右
の
占
領
者
の
な
す
が
ま
ま
に
推
移
す
る
こ
と
と
な
る
。
心
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の
位
が
中
正
に
居
れ
ば
、
徳
は
長
子
と
な
り
、
盛
徳
大
業
は
す
べ
て
我
が
固
有
で
あ
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
取
惹
必
要
は
な
い
。
取
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
と
を
す
る
の
は
、
己
れ
の
見
識
が
明
ら
か
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
道
に
つ
い
て
取
る
と
い
う
こ
と
を
す
れ
ば
、
道
を
得
る
に
値
し
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

し
、
か
え
っ
て
得
た
も
の
ま
で
失
う
報
い
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
物
に
つ
い
で
取
る
と
い
う
こ
と
を
す
れ
ば
、
執
着
を
生
じ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

孔
子
の
言
葉
（
論
語
、
陽
貨
）
を
借
り
れ
ば
、
「
磨
す
れ
ど
も
隣
う
が
ず
、
蔑
す
れ
ど
も
纈
ま
ず
」
と
い
う
の
は
、
つ
る
に
つ
な
が
っ
て
い

る
苦
瓜
と
は
ち
が
っ
て
い
る
の
だ
。
　
（
苦
瓜
は
特
定
の
制
約
を
も
つ
か
ら
）
　
つ
な
が
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
「
訳
す
れ
ど
も
隣
う
が
ず
」
で
あ

　
　
　
へ
　
　
　

っ
て
、
無
畜
の
こ
と
で
あ
る
。
蕊
取
で
あ
れ
ば
、
外
物
の
入
る
余
地
は
な
い
し
、
ど
ん
な
に
上
手
な
染
物
屋
で
も
乏
く
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
こ
れ
が
天
地
の
下
機
で
あ
る
。
一
体
、
世
間
で
も
っ
と
も
ら
し
い
言
葉
を
の
べ
て
い
る
も
の
は
、
大
抵
、
道
を
見
通
し
て
は
お
ら

ず
、
知
識
で
憶
測
し
、
人
を
惑
わ
せ
て
満
足
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
真
実
ら
し
い
も
の
が
あ
っ
て
も
、
は
っ
き
り
と
道
を
見
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
い
ず
れ
も
人
を
啓
発
す
る
に
足
り
な
い
。

，
以
上
が
そ
の
概
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
も
分
る
よ
う
に
、
面
取
は
偏
執
に
つ
な
が
り
、
入
溢
し
た
も
の
も
す
べ
て
己
が
所
有
と
な
ら
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
え
っ
て
入
玉
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
三
位
の
明
か
ら
遠
ざ
か
る
結
果
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
佃
。
た
だ
し
か
し
取
と
い
う
こ
と
は
、
必

ず
し
も
醜
悪
を
よ
そ
お
う
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
む
し
ろ
あ
で
や
か
な
知
識
の
衣
装
を
ま
と
い
、
低
俗
界
に
は
み
ら
れ
ぬ
洗
練
さ
れ
た
言

動
を
も
て
あ
そ
ぶ
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
蚤
取
の
魅
力
あ
る
が
故
に
、
人
は
容
易
に
そ
の
陥
穽
の
中
に
は
ま
り
込
む
の
で
あ
る
。

　
　
叢
話
の
聴
取
に
溺
れ
て
、
畔
援
面
詰
の
心
勝
つ
。
こ
こ
に
於
て
そ
の
高
明
を
景
仰
し
、
そ
の
功
の
愚
な
る
を
慕
悦
し
、
そ
の
歩
趨
に

　
　
循
い
て
之
に
従
う
。
跡
は
則
ち
重
な
る
も
、
そ
の
詣
る
所
は
則
ち
殊
な
り
。
み
な
不
明
に
原
ず
き
て
、
面
取
に
泪
む
な
り
。
相
取
な

　
　
れ
ば
、
則
ち
見
る
所
に
随
う
。
見
れ
ば
、
則
ち
両
端
を
離
れ
ず
。
両
端
に
し
て
取
る
あ
れ
ば
、
則
ち
必
ず
一
偏
に
筒
る
。
．
両
端
に
し

　
　
て
偏
重
す
れ
ば
、
則
ち
傾
い
て
申
庸
に
あ
ら
ず
。
　
（
書
、
巻
一
、
統
論
）

　
知
識
の
無
限
蓄
積
が
、
仮
り
に
知
識
と
し
て
の
体
系
を
も
ち
得
る
に
し
て
も
、
そ
の
先
に
は
さ
け
ら
れ
ぬ
破
滅
が
待
ち
か
ま
え
て
い
る

と
い
う
の
は
、
知
識
を
蓄
積
す
る
主
体
が
全
局
を
公
平
に
見
通
す
無
私
の
心
を
も
た
ず
、
　
一
曲
に
つ
な
が
る
自
私
の
心
に
も
と
づ
い
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
偏
重
の
私
心
が
あ
れ
ば
、
偏
位
に
と
ら
わ
れ
て
我
を
執
じ
、
我
を
執
ず
れ
ば
ど
ん
な
善
も
不
善
に
変
質
す
る
の
で
あ
る

（
書
、
巻
六
、
易
図
）
こ
う
し
た
我
執
の
淵
源
は
、
何
よ
り
も
人
間
が
「
易
は
無
体
な
り
」
の
原
則
を
忘
れ
て
、
そ
の
身
体
を
私
物
化
し
局

限
化
し
よ
う
と
す
る
所
に
起
因
す
る
。
人
間
は
身
体
を
通
し
て
外
物
を
感
（
威
）
題
す
る
が
、
威
卦
（
艮
下
図
上
）
は
艮
を
主
と
し
て
妙
体
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を
明
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
艮
卦
は
「
其
の
背
に
艮
ま
り
て
其
の
身
を
獲
ず
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
背
に
止
ま
る
を
身
上
と
し
、
我
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

識
を
滅
し
て
こ
そ
心
の
安
定
休
息
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
。
そ
の
身
体
の
機
能
は
屈
信
を
感
ぜ
ぎ
る
を
得
ず
、
そ
こ
に
は
躍
跡
を
と
も

な
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
進
ん
で
「
精
義
入
神
、
以
致
用
也
。
利
用
安
身
、
以
南
徳
也
」
（
繋
辞
伝
）
の
境
は
、
未
感
の
先
に
達
し
た
の
で

あ
り
、
更
に
「
過
書
以
往
、
吊
忍
或
知
也
」
（
同
上
）
に
至
っ
て
は
、
神
窮
ま
っ
て
無
に
合
し
、
公
定
さ
れ
た
身
体
的
意
識
は
消
滅
す
る
。

「
艮
の
要
は
、
そ
の
人
を
見
ざ
る
に
あ
り
。
威
の
要
は
、
説
く
べ
き
を
見
ざ
る
に
あ
る
。
艮
の
旨
は
、
其
の
背
に
艮
ま
る
に
あ
り
、
威
の

　
　
　
　
　
せ
に
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
へ
　
　

旨
は
、
其
の
晦
に
威
ず
る
に
あ
る
」
（
書
、
巻
八
、
威
感
）
つ
ま
り
い
ず
れ
も
見
の
食
む
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
見
の

熔
ん
だ
人
物
、
す
な
わ
ち
達
道
の
士
の
立
場
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
　
そ
れ
達
道
の
士
は
、
た
だ
自
ら
観
ず
る
に
務
め
て
、
彼
を
見
る
を
務
め
ず
。
そ
の
自
ら
観
ず
る
に
務
む
る
を
以
て
、
こ
こ
を
以
て
順

　
　
っ
て
こ
れ
に
止
ま
る
。
象
を
観
ず
る
所
以
な
り
⑲
。
そ
の
彼
を
見
る
を
務
め
ぎ
る
を
以
て
、
こ
こ
を
以
て
「
詐
り
を
憶
え
ず
、
信
ぜ

　
　
ら
れ
ざ
る
を
億
ら
ず
」
（
論
語
、
憲
問
篇
）
そ
れ
詐
り
を
耐
え
、
信
ぜ
ら
れ
ぎ
る
を
億
る
の
人
は
、
そ
の
心
た
だ
そ
の
人
を
見
る
の
み
。

　
　
我
の
不
平
に
よ
る
と
自
省
す
る
を
知
ら
ず
。
た
だ
平
な
れ
ば
、
則
ち
儲
位
に
復
す
。
こ
れ
を
天
地
の
心
と
な
す
。
こ
れ
を
天
地
の
心

　
　
と
な
す
。
こ
こ
を
以
て
先
ず
不
平
を
覚
る
に
至
れ
ば
、
則
ち
動
く
に
み
な
等
差
の
見
な
り
。
こ
れ
人
心
な
る
の
み
。
そ
れ
何
ぞ
能
く

　
　
覚
ら
ん
や
。
詐
り
を
逆
え
ず
、
信
ぜ
ら
れ
ざ
る
を
億
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
信
ぜ
ら
れ
ざ
る
者
も
、
労
れ
ま
た
こ
れ
を
信
じ
て
、
我
に
在

　
　
る
も
の
、
平
か
な
り
。
平
か
な
れ
ば
、
則
ち
正
し
。
正
し
け
れ
ば
、
則
ち
覚
る
。
　
（
中
略
）
機
は
見
の
熔
む
に
在
る
の
み
。
そ
れ
見

　
　
熔
め
ば
、
則
ち
彼
を
見
ず
。
彼
を
見
ざ
れ
ば
、
則
ち
自
ら
見
る
。
卦
（
望
月
九
四
）
に
日
く
、
「
憧
憧
と
し
て
往
来
す
れ
ば
、
朋
爾
の

　
　
思
に
従
う
」
と
。
こ
れ
彼
を
見
て
自
ら
見
ざ
る
の
患
な
り
。
　
（
同
上
）

　
見
を
誉
め
る
た
め
に
は
、
意
識
の
細
分
化
を
さ
け
つ
つ
、
内
観
に
徹
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
人
心
よ
り
本
・
3
9
に
帰
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ

こ
に
は
当
然
、
本
心
を
障
覆
す
る
諸
要
因
を
払
拭
す
る
工
夫
が
加
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
方
法
を
溜
殖
は
、
剥
の
卦
に
見
出
す
の
で

あ
る
。

一2
6

一

五



　
剥
の
卦
は
、
下
愚
が
坤
、
上
履
が
艮
、
つ
ま
り
下
五
交
が
陰
、
上
一
交
だ
け
が
陽
よ
り
成
っ
て
い
る
が
、
こ
の
環
象
を
人
事
に
即
し
て

み
る
な
ら
ば
、
小
人
ど
も
が
君
子
を
剥
害
し
、
君
子
は
進
退
に
窮
し
、
「
順
に
し
て
之
に
止
ま
る
」
と
判
ぜ
ら
れ
る
。
溜
殖
の
言
葉
を
借

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ろ
ぼ

り
れ
ば
、
「
剥
は
陰
、
陽
に
勝
ち
て
之
を
剥
き
、
以
て
正
を
蔑
す
に
至
る
。
こ
の
時
に
当
り
、
静
を
用
い
れ
ば
則
ち
吉
な
り
。
故
に
そ
の

義
は
、
『
順
に
し
て
之
に
止
ま
る
』
を
取
る
。
象
を
観
る
所
以
な
り
。
陰
、
陽
に
勝
つ
の
時
、
動
け
ば
群
陰
の
態
ら
す
所
と
為
る
。
何
を

以
て
往
く
ぺ
け
ん
。
是
に
煮
て
、
退
縮
し
て
順
に
し
て
之
に
止
ま
る
。
蓋
し
出
ず
れ
ば
則
ち
必
ず
外
患
の
時
あ
り
。
之
を
損
じ
て
又
損
じ
、

剥
尽
く
れ
ば
則
ち
独
を
見
て
、
そ
の
道
乃
ち
復
す
」
（
書
、
巻
五
、
景
象
）
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
は
、
剥
と
は
、
人
間
が
本

来
具
有
し
て
い
る
性
情
好
悪
を
す
べ
て
剥
き
取
り
、
枯
木
死
灰
の
如
く
な
れ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
殖
の
儒
家
的
自
覚
が
か
が
や

い
て
い
る
と
み
ら
れ
よ
う
。
嗜
欲
好
悪
は
、
性
に
所
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
聖
人
と
て
も
こ
れ
を
絶
ち
は
し
な
い
。
た
だ
道
に
よ
っ
て

そ
の
偏
向
暴
走
を
防
ぐ
だ
け
で
あ
る
。
嗜
欲
が
好
悪
の
度
を
越
す
と
、
性
命
の
情
が
溢
れ
る
し
、
嗜
欲
を
し
り
ぞ
け
て
好
悪
を
お
さ
え
る

と
、
耳
目
が
病
む
。
嗜
欲
を
制
御
し
な
が
ら
、
本
に
反
せ
ば
、
嗜
欲
好
悪
は
そ
の
ま
ま
保
存
さ
れ
て
、
性
命
も
耳
目
も
病
む
こ
と
が
な
い
。

こ
れ
が
最
も
望
ま
し
い
方
法
で
あ
る
。
だ
か
ら
事
物
を
頭
か
ら
屏
了
す
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
順
に
し
て
之
に
止
ま
る
」
こ
と
が
肝

要
な
の
で
あ
り
、
そ
う
す
れ
ば
屏
罪
し
な
く
て
も
、
お
の
ず
か
ら
着
け
ら
れ
る
。
心
す
べ
き
は
、
外
に
眼
を
向
け
な
い
で
、
内
に
眼
を
向

け
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
心
に
眼
あ
る
に
外
書
す
。
こ
れ
そ
の
億
れ
を
致
す
所
以
な
り
。
順
に
し
て
止
ま
り
、
以
て
内
観
す
る
は
、
こ
れ
そ
の
剥
た
る
所

　
　
以
な
り
。
剥
の
交
に
は
、
剥
抹
・
剥
膚
の
浅
深
の
異
あ
り
て
、
以
て
毎
交
の
義
を
明
ら
か
に
す
と
錐
も
、
そ
の
要
は
順
に
し
て
止
ま

　
　
り
、
以
て
象
を
観
る
に
在
る
の
み
。
何
ぞ
力
を
外
に
致
し
、
物
物
こ
れ
を
去
る
を
事
と
せ
ん
や
。
順
に
し
て
止
ま
り
象
を
観
れ
ば
、
　

　
　
則
ち
心
眼
お
の
ず
か
ら
外
視
せ
ず
。
こ
れ
剥
妹
・
剥
膚
の
源
、
交
に
在
り
て
特
に
次
第
あ
ら
ざ
る
を
得
ず
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
順

　
　
に
し
て
止
ま
れ
ば
、
則
ち
身
す
ら
な
お
獲
ず
、
況
ん
や
物
に
於
て
お
や
。
こ
れ
剥
の
至
要
な
り
。
　
（
書
、
巻
五
、
善
剥
）

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
剥
の
ね
ら
い
が
、
あ
く
ま
で
内
心
の
執
着
・
作
為
・
聡
明
の
剥
ぎ
と
り
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

す
ら
な
お
獲
ず
」
と
あ
る
の
は
、
三
重
を
予
想
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
に
も
み
た
よ
う
に
無
私
を
意
味
す
る
。
無
私
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

己
心
の
局
量
性
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
主
体
性
の
消
滅
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
主
体
性
の
意
識
明
確
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
剥
く

と
い
う
作
業
が
積
極
的
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
徹
底
的
に
や
り
遂
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
体
性
は
そ
の
健
在
を
示
す
の
で
あ
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る
。
こ
れ
が
剥
卦
上
九
の
一
陽
で
あ
り
、
経
文
に
「
碩
果
食
わ
れ
ず
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
剥
極
ま
り
て
剥
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
独

り
存
す
れ
ば
、
則
ち
こ
れ
燗
熟
し
て
糠
除
既
に
尽
く
。
向
の
我
を
態
ら
せ
し
も
の
、
こ
と
ご
と
く
化
し
て
善
類
と
な
り
て
以
て
我
に
奉
ず
」

（
書
、
巻
五
、
観
血
）
こ
の
一
交
は
、
当
然
無
体
の
体
で
あ
り
、
詮
な
き
存
在
の
原
点
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
形
を
作
る
根
源
と
な
る
。
形
は

私
的
な
も
の
、
局
定
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
形
を
形
と
す
る
も
の
は
公
的
な
も
の
、
無
限
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
形
は
万
で
あ
る
が
、

形
を
形
と
す
る
も
の
は
一
で
あ
る
（
書
、
巻
四
、
践
形
）
。
　
聖
人
は
墨
形
の
本
に
審
か
だ
か
ら
、
庶
物
を
察
し
、
人
倫
に
明
ら
か
と
な
る
が
、

凡
人
は
｝
た
び
成
形
を
受
け
る
と
、
形
を
見
て
象
を
見
ず
、
用
を
致
す
の
時
、
彼
己
を
分
つ
を
知
る
だ
け
で
、
肝
胆
す
ら
べ
つ
べ
つ
と
な

っ
て
い
る
。
だ
か
ら
用
い
ざ
る
時
に
大
体
に
帰
す
れ
ば
、
物
我
一
如
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
は
ず
が
な
く
、
「
天
下
が
同
帰
に
し
て
殊
塗
、

一
致
に
し
て
百
慮
で
あ
る
」
こ
と
を
さ
と
る
は
ず
が
な
い
。
「
己
を
物
に
公
に
す
る
も
の
は
、
営
み
な
我
が
体
と
な
り
、
物
を
己
れ
に
私

す
る
も
の
は
、
己
れ
に
絢
う
だ
け
で
あ
る
」
（
同
上
）
こ
こ
に
身
体
に
対
す
る
考
察
を
更
に
細
か
く
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。

　
老
子
は
、
「
漏
れ
大
患
あ
る
所
以
の
も
の
は
、
吾
れ
身
あ
る
が
慰
め
な
り
。
吾
れ
身
無
き
に
及
び
て
は
、
吾
れ
何
の
患
い
か
あ
ら
ん
」

（
第
十
三
章
）
と
い
っ
た
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
大
象
の
無
形
に
去
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
易
は
体
な
し
」
を
た
く
み
に
い
い
あ
て
た

も
の
で
あ
る
。
身
体
へ
の
心
構
え
は
、
先
に
艮
卦
に
み
た
が
、
身
と
艮
と
は
一
体
で
あ
り
、
こ
の
両
者
は
向
背
の
異
が
あ
る
だ
け
で
、
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

に
向
え
ば
動
に
し
て
身
が
顕
と
な
る
し
、
明
に
背
け
ば
止
ま
っ
て
身
は
隠
れ
る
。
有
身
の
身
は
、
境
を
逐
う
か
ら
鰭
骨
を
ま
ぬ
が
れ
な
い

　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　

が
、
怪
士
の
身
は
、
本
に
復
る
か
ら
万
古
常
徳
で
あ
る
。
境
に
向
え
ば
、
勇
行
し
て
変
に
適
す
る
し
、
境
に
背
け
ば
、
正
位
に
し
て
体
常

住
で
あ
る
。
だ
か
ら
恩
讐
に
は
、
「
其
の
止
に
艮
ま
る
と
は
、
其
の
所
に
止
ま
る
な
り
」
と
い
い
、
ま
た
「
兼
山
は
艮
な
り
。
君
子
以
て

思
う
こ
と
其
の
位
を
出
で
ず
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
三
位
に
は
も
と
よ
り
真
蹟
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
普
遍
的
古
習
に
従
う
だ

け
で
、
人
為
に
よ
る
は
ず
が
な
く
、
自
然
に
よ
る
本
来
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
本
来
的
自
然
に
背
く
と
こ
ろ
に
、
人
間

の
堕
落
と
偏
狂
が
初
ま
る
の
で
あ
る
。

　
　
人
、
見
る
所
に
誉
れ
、
・
そ
の
見
る
所
の
も
の
を
以
て
、
認
め
て
以
て
常
と
な
し
、
ま
た
そ
の
本
来
な
る
も
の
を
体
認
せ
ず
。
徒
ら
に

　
　
今
の
身
心
を
認
め
て
、
事
物
に
随
い
て
以
て
止
ま
る
の
偏
位
に
安
ん
ず
。
道
を
知
る
者
は
、
そ
の
か
く
の
如
く
な
る
を
審
か
に
し
、

　
　
正
位
の
周
智
は
直
指
す
べ
か
ら
ず
と
以
う
。
こ
こ
に
於
て
、
特
に
そ
の
所
に
非
ざ
る
に
止
ま
る
を
戒
む
。
思
う
こ
と
そ
の
位
を
出
で
、

　
　
そ
の
所
に
あ
ら
ざ
る
に
止
ま
れ
ば
、
乃
ち
定
所
の
知
る
べ
き
あ
り
。
思
う
こ
と
そ
の
位
を
出
つ
れ
ば
、
乃
ち
定
位
の
名
づ
く
べ
き
あ
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り
。
則
ち
凡
そ
定
所
定
位
あ
る
は
、
み
な
一
曲
な
り
。
一
曲
に
繋
が
る
れ
ば
、
乃
ち
自
私
の
身
心
あ
り
。
こ
こ
に
於
て
擾
擾
と
し
て

　
　
万
緒
起
り
、
か
つ
出
没
の
途
に
転
翻
す
。
偏
重
の
私
心
あ
る
に
由
り
、
即
ち
偏
位
に
繋
が
れ
て
我
あ
り
。
す
で
に
我
あ
れ
ば
、
世

　
　
の
い
わ
ゆ
る
甚
だ
美
な
る
も
の
と
錐
も
、
み
な
不
善
な
り
。
我
あ
る
の
原
は
、
み
な
人
心
に
よ
る
。
　
（
書
、
巻
六
、
易
図
）

　
こ
の
よ
う
に
本
来
普
遍
的
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
る
べ
き
身
体
が
、
人
心
に
よ
り
私
物
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
止
ま
る
べ
き
地
点

よ
り
游
離
し
、
偏
位
・
偏
地
を
転
々
と
移
動
し
、
主
体
的
統
一
性
を
喪
失
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
身
体
を
固
く
己
が
所
有
と
意
識
す
れ

ば
す
る
ほ
ど
、
身
体
の
局
限
化
が
深
ま
り
、
本
心
の
活
動
を
阻
害
す
る
結
果
と
な
る
。
そ
こ
に
は
当
然
我
他
彼
此
の
対
立
が
露
呈
し
、
身

体
が
か
え
っ
て
大
患
の
因
と
な
る
。
そ
こ
に
先
に
も
の
べ
た
よ
う
な
剥
の
修
錬
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
修
錬
は
、
外
部
か
ら
何
か
を
加
え
る
不
自
然
な
工
夫
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
自
然
に
反
く
人
為
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
「
も
，

と
無
思
な
る
に
苦
思
を
加
え
、
も
と
無
為
な
る
に
修
辞
を
加
え
、
も
と
寂
然
不
動
な
る
に
毎
に
動
の
…
機
を
蹟
む
」
（
書
、
巻
七
、
自
然
）
こ

と
を
さ
け
ね
ば
な
ち
な
い
。
し
か
る
に
人
が
正
体
を
変
じ
て
変
体
と
な
る
と
、
か
え
っ
て
変
体
を
誤
認
し
て
正
体
と
な
し
、
復
る
所
以
を

見
失
う
に
至
る
。
そ
れ
で
は
変
体
か
ら
正
体
に
復
る
に
は
、
ど
う
ず
れ
ば
よ
い
か
。
少
な
く
と
も
そ
こ
に
は
、
変
体
で
あ
る
こ
と
の
自
覚

と
、
こ
れ
を
克
服
せ
ん
と
す
る
意
欲
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
明
の
火
が
必
要
で
あ
る
。
だ
が
前
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
外
的
知
識

の
集
積
を
め
ざ
す
聡
明
は
、
人
心
を
ま
す
ま
す
冥
昧
な
ら
し
め
る
だ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
基
本
的
に
は
藻
光
襲
明
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

そ
の
本
来
的
に
具
有
し
て
い
る
内
的
光
を
、
坤
卦
に
は
、
黄
中
通
理
と
表
現
し
て
い
る
。
中
通
は
外
論
に
対
す
る
。

　
　
智
慮
外
通
す
れ
ば
、
見
る
所
の
も
の
彼
に
在
り
。
故
に
人
を
知
る
者
は
智
（
慮
）
な
り
。
黄
中
中
通
な
れ
ば
、
観
る
所
の
も
の
は
自
性

　
　
な
り
。
故
に
自
ら
知
る
者
は
明
な
り
。
見
る
所
の
も
の
彼
に
在
れ
ば
、
体
も
ま
た
従
っ
て
之
と
曲
行
す
。
観
る
所
の
も
の
自
性
な
れ

　
　
ば
、
体
も
ま
た
従
っ
て
正
位
に
居
る
。
之
を
黄
と
謂
う
は
、
土
の
真
精
に
し
て
、
「
万
物
を
含
ん
で
化
光
な
る
」
も
の
な
れ
ば
な
り
。

　
　
（
中
略
）
冠
位
体
に
居
れ
ば
、
則
ち
続
柄
な
り
。
偏
位
体
に
居
れ
ば
、
則
ち
体
変
ず
。
廃
位
は
、
乾
坤
未
だ
列
を
成
さ
ず
、
天
地
未
だ

　
　
位
を
定
め
ざ
る
よ
り
し
て
、
い
わ
ゆ
る
神
帝
な
る
も
の
己
に
居
る
な
り
。
千
画
万
化
に
逼
れ
ど
も
、
正
位
は
則
ち
一
定
し
て
易
わ
ら

　
　
ぎ
る
も
の
な
り
。
こ
れ
中
宮
の
虚
位
、
真
器
品
宰
の
帰
宿
す
る
所
に
し
て
、
妙
音
妙
用
た
る
も
の
な
り
。
必
ず
坤
の
六
五
に
於
て
之

　
　
を
明
す
は
、
も
と
沖
気
の
精
に
し
て
、
精
神
に
於
て
大
全
金
扇
の
至
た
る
も
の
な
れ
ば
な
り
。
　
（
書
、
巻
七
、
黄
申
）

　
若
干
道
教
の
術
語
が
混
用
さ
れ
て
は
い
る
が
、
下
中
は
こ
の
よ
う
に
本
来
正
面
と
し
て
人
間
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
而
も
そ
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れ
は
身
体
の
中
に
あ
る
と
と
も
に
、
広
く
い
え
ば
万
象
に
か
こ
ま
れ
て
存
在
し
、
そ
の
発
用
に
あ
た
っ
て
は
、
必
ず
個
的
制
約
を
ま
ぬ
が

れ
な
い
。
普
遍
的
根
源
的
な
も
の
は
、
そ
れ
が
実
学
と
し
て
の
効
用
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
個
的
偏
曲
的
な
事
象
を
媒
介
と
せ
ざ
る
を

得
な
い
。
こ
こ
に
普
遍
と
二
曲
、
正
位
と
偏
位
と
の
離
合
い
か
ん
が
、
黄
中
通
理
の
正
常
な
機
能
を
保
持
す
る
か
否
か
の
岐
点
と
な
る
わ

け
で
あ
る
。
こ
の
課
題
は
、
心
素
を
た
て
ま
え
と
す
る
も
の
に
と
っ
て
、
運
命
的
に
の
し
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
溜
殖

は
こ
う
説
明
す
る
。

　
　
去
り
と
錐
も
、
偏
に
あ
ら
ざ
れ
ば
以
て
正
を
成
す
に
足
ら
ず
、
変
に
あ
ら
ざ
れ
ば
以
て
常
を
体
す
る
に
足
ら
ず
。
然
れ
ば
則
ち
正
位

　
　
は
そ
の
定
位
、
偏
位
は
そ
の
労
行
な
り
。
正
の
常
た
る
を
知
り
て
帰
す
る
あ
り
、
偏
の
応
た
る
を
知
り
て
能
く
反
す
れ
ば
、
則
ち
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
く

　
　
入
不
可
な
著
し
て
、
均
し
く
無
著
た
り
。
（
然
る
に
）
偏
位
変
ず
る
所
に
随
い
て
、
聾
す
べ
か
ら
ぎ
る
あ
れ
ば
、
私
見
に
て
取
る
。
取

　
　
る
所
の
物
、
入
り
て
我
を
役
す
る
を
得
れ
ば
、
則
ち
体
も
ま
た
変
ず
。
こ
れ
主
と
な
る
を
得
ず
、
乃
ち
物
に
食
せ
ら
れ
て
、
妄
を
以

　
　
て
常
と
な
す
。
　
（
同
上
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
常
体
よ
り
変
体
へ
の
転
換
は
、
黄
中
通
理
の
主
体
性
の
喪
失
で
あ
り
、
一
た
び
詳
覧
に
す
き
が
生
ず
る
や
、
常
明
の
舎
に
は
ぞ
く
ぞ
く

と
外
物
が
侵
入
し
て
居
坐
り
、
虚
明
の
体
は
失
わ
れ
る
。
そ
れ
は
常
人
の
み
な
ら
ず
、
聡
明
な
も
の
と
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
脱

却
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
ず
れ
ば
よ
い
か
。
不
習
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
、
進
歩
は
な
い
。
さ
れ
ば
と
て
習
の
み
に
頼
る
の
は
、
偏
向
を
来

す
恐
れ
が
あ
る
。
こ
こ
に
一
つ
の
参
考
と
な
る
の
は
、
『
心
経
』
洪
範
に
み
え
る
、
「
黒
日
恭
…
…
容
作
聖
」
と
い
う
一
節
で
あ
る
。
恭

（
欽
）
に
よ
っ
て
心
を
浸
め
れ
ば
、
「
思
う
こ
と
其
の
位
を
出
で
ざ
る
」
正
筆
に
眼
覚
め
、
そ
の
発
展
線
上
に
聖
と
な
る
の
道
が
開
け
る
。

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　

従
っ
て
そ
れ
は
不
習
之
習
と
で
も
い
う
べ
き
方
法
で
あ
る
。
習
う
と
は
い
っ
て
も
、
次
．
卦
に
い
う
「
君
子
は
以
て
徳
行
を
常
に
し
、
教
事

　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

を
習
う
」
の
習
で
あ
り
、
不
習
と
は
い
っ
て
も
、
坤
卦
に
い
う
「
直
方
大
、
習
わ
ず
し
て
利
し
か
ら
ざ
る
書
し
」
の
不
習
で
あ
る
。
習
と

は
本
明
に
帰
る
こ
と
、
不
急
と
は
地
道
本
来
の
光
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
人
為
的
苦
思
探
索
の
入
る
べ
き
余
地
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か

　
　
苦
思
す
れ
ば
点
れ
中
方
に
窒
が
り
て
未
だ
通
ぜ
ず
。
乃
る
に
強
い
て
以
て
通
ぜ
ん
こ
と
を
求
む
。
強
い
て
通
ぜ
ん
こ
と
を
求
む
れ
ば
、

　
　
則
ち
い
よ
い
よ
窒
が
り
て
反
っ
て
以
て
神
を
累
わ
す
。
苦
思
し
て
止
ま
ぎ
れ
ば
、
則
ち
明
に
過
ぎ
、
明
淫
す
れ
ば
、
則
ち
心
疾
と
な

　
　
る
。
（
書
、
巻
一
、
精
神
）
㈲
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六

　
以
上
、
溜
殖
の
主
張
を
あ
ら
ま
し
整
理
し
て
き
た
が
、
そ
れ
が
老
荘
思
想
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
無
執
着
を
説
き
、

自
性
を
説
き
、
五
陰
を
口
に
す
る
（
書
、
巻
六
、
易
図
y
等
、
仏
教
の
影
響
も
見
逃
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
彼
に
は
仏

教
を
批
判
し
て
い
る
場
面
が
み
ら
れ
る
。
彼
の
仏
教
観
を
ま
と
め
た
も
の
に
、
「
題
明
報
篇
」
（
書
、
巻
十
）
と
い
う
一
篇
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
う
わ
べ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た

　
　
儒
者
は
貌
に
は
孔
子
を
唱
え
ど
も
、
心
に
は
釈
氏
を
許
す
。
正
に
お
も
え
ら
く
、
儒
者
の
学
は
、
言
語
を
撫
い
辞
華
を
為
す
に
止
ま

　
　
　
　
も
と

　
　
り
、
規
む
る
所
の
も
の
は
、
青
紫
を
拾
う
の
み
、
と
。
孔
門
の
実
学
は
、
初
め
よ
り
未
だ
か
つ
て
意
に
経
ず
。
宮
摘
数
侮
に
し
て
、

　
　
そ
の
門
を
得
が
た
け
れ
ば
、
徒
ら
に
智
慮
を
用
い
、
妄
意
匠
卜
し
て
、
深
き
を
極
め
幾
を
研
ぐ
の
語
を
蝋
宜
し
、
以
て
空
文
を
事
と

　
　
す
。
則
ち
智
、
豊
に
以
て
聖
人
を
知
る
に
足
ら
ん
や
。
宜
な
る
か
な
、
号
し
て
壷
中
の
士
と
な
す
も
、
景
桑
楡
に
迫
り
、
飛
ぶ
に
倦

　
　
み
還
る
を
思
う
に
盗
ん
で
は
、
ま
さ
に
帰
す
る
所
を
質
す
こ
と
。
既
に
孔
子
を
以
て
此
れ
を
尽
す
に
足
ら
ず
と
な
し
、
必
ず
転
じ
て

　
　
彼
（
仏
教
）
に
旧
く
。
勢
、
然
ら
し
む
る
な
り
。
深
く
之
を
悼
椀
す
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
儒
者
が
、
官
界
の
游
泳
に
は
や
る
だ
け
で
、
内
面
的
探
求
心
が
な
ぐ
、
人
生
の
一
大
事
は
儒
教
に
求
め
得
べ

く
も
な
い
と
し
て
、
す
べ
て
仏
教
に
任
せ
き
り
に
し
て
い
る
実
状
に
あ
る
こ
と
を
、
嘆
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
嘆
き
は
、
程
子

以
来
の
道
学
者
の
間
に
も
聞
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
諸
軍
と
し
て
は
、
儒
学
の
本
質
の
中
に
、
仏
教
を
し
の
ぐ
内
観
修
補
の
理
論
と
方
法

が
用
意
さ
れ
て
い
る
と
信
じ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
而
も
彼
自
身
、
「
儒
釈
の
二
家
は
、
帰
宿
相
似
た
．
れ
ど
も
、
古
宅
は
相
遠
し
」

（
同
上
）
と
い
う
ほ
ど
、
両
者
に
類
似
性
の
存
す
る
こ
と
は
認
め
ぎ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
彼
は
、
仏
教
の
弱
点
を
ど
こ

に
あ
る
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
学
問
の
性
格
を
の
べ
る
に
あ
た
り
、
儒
学
は
内
外
を
合
す
る
道
で
あ
る
が
、
「
仏
は
必
ず
枯
槁
憔

心
す
る
」
か
ら
、
天
下
の
正
直
と
は
認
め
ら
れ
ぬ
、
「
学
仏
は
自
為
の
人
た
る
の
み
」
と
の
べ
て
お
り
（
書
、
巻
三
、
叙
学
）
、
　
ま
た
剥
の

卦
を
誤
解
し
た
人
び
と
が
、
事
物
を
去
る
こ
と
に
の
み
力
を
入
れ
、
「
甘
ん
じ
て
祝
髪
す
る
」
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
（
書
、
巻
五
、
善
剥
）
。

こ
れ
ら
に
よ
り
青
島
の
仏
教
批
判
の
主
眼
が
、
そ
の
社
会
的
兼
済
精
神
の
欠
如
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
李
屏
山
も
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
論
議
は
、
す
で
に
そ
の
先
例
が
あ
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
必
ず
し
も
大
乗
仏
教
の
本
旨
を
会
得
し

た
も
の
で
な
い
こ
と
も
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
、
溜
殖
の
仏
家
批
判
は
、
決
し
て
精
彩
あ
り
と
は
認
め
ら
れ
ぬ
の
で
あ
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る
。
そ
れ
よ
り
も
彼
自
身
が
、
「
儒
釈
の
二
家
は
、
帰
宿
相
似
た
り
」
と
い
う
、
そ
の
類
似
性
自
覚
の
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
で
思
い
合
わ

さ
れ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
程
朱
学
に
お
い
て
は
、
主
客
を
貫
く
条
理
の
発
見
と
追
求
、
い
わ
ゆ
る
格
物
致
知
の
方
法
に
仏
教
の
一
心
万
法

論
と
は
異
な
る
世
界
観
・
実
践
論
を
考
案
し
た
と
自
負
し
た
の
で
あ
る
が
、
溜
殖
に
は
そ
う
し
た
条
理
哲
学
へ
の
関
心
は
な
い
。
だ
か
ら

『
大
学
』
を
解
す
る
に
し
て
も
、
明
明
徳
と
は
光
明
の
工
芸
た
る
所
以
を
諭
る
こ
と
、
物
格
知
止
と
は
止
ま
る
べ
き
所
を
詐
る
こ
と
で
あ

っ
て
、
そ
れ
以
上
に
条
理
の
問
題
は
取
り
上
げ
ら
れ
ず
、
「
思
う
こ
と
其
の
位
を
出
で
ざ
る
」
こ
と
だ
け
が
く
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
位
の
正
し
さ
を
保
証
す
る
も
の
は
、
無
執
着
・
無
偏
曲
の
虚
明
に
徹
す
る
と
い
う
に
止
ま
る
。
「
易
を
学
ん
で
神
徳
行
（
繋
辞
計
上
）

に
務
め
ず
し
て
、
乃
ち
独
り
知
識
を
以
て
其
の
理
を
察
す
る
は
、
こ
れ
下
意
な
り
、
警
護
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
（
書
、
巻
八
、
神
徳
行
）
と
、

山
主
の
理
に
対
す
る
意
識
は
、
き
わ
め
て
冷
淡
で
あ
る
伽
。
こ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
朱
子
学
派
よ
り
、
仏
老
に
ま
る
易
解
釈
に
終
始
し
た
と

批
判
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
仏
教
側
よ
り
す
れ
ば
、
易
経
を
ひ
っ
さ
げ
て
仏
教
に
接
近
し
て
く
れ
た
と
評
価
し
得
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
李
屏
山
は
い
う
。

　
　
大
な
る
か
な
、
此
の
書
や
。
伊
川
が
学
も
及
ば
ざ
る
な
り
。
そ
の
関
鍵
は
方
山
（
李
通
玄
）
の
合
論
（
華
厳
合
論
）
に
似
た
り
。
大
略
、

　
　
大
象
を
以
て
体
と
な
し
、
太
極
を
以
て
心
と
な
し
、
皇
極
に
居
る
を
正
位
と
な
し
、
後
学
を
慰
し
て
、
大
夢
と
な
す
。
　
（
中
略
）
　
そ

　
　
の
淵
源
を
探
る
に
、
そ
れ
雲
量
氏
に
出
つ
る
か
。
頗
る
華
厳
三
聖
の
旨
を
知
る
。
霧
か
に
曹
洞
五
位
の
言
を
聞
き
、
自
ら
一
家
を
成

　
　
す
。
千
古
に
独
立
し
、
ま
た
肱
簾
の
雄
な
る
か
。
　
（
鳴
道
二
野
、
巻
軸
）

　
こ
れ
だ
け
仏
教
に
近
い
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
逆
に
仏
教
を
批
判
す
る
殖
の
態
度
が
、
富
山
に
は
理
解
し
が
た
い
し
、
が
ま
ん
が
な
ら

な
い
。
だ
か
ら
「
何
ぞ
そ
れ
主
人
を
憎
む
こ
と
の
甚
だ
し
き
や
」
と
結
ぶ
の
で
あ
る
。
た
だ
儒
家
の
中
か
ら
、
こ
う
し
た
仏
教
的
肉
質
を

具
え
た
著
述
の
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
に
、
仏
者
と
し
て
の
誇
り
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
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〔
注
〕

ω
　
直
斉
書
録
解
題
（
巻
九
）

㈲
　
朱
子
文
集
、
巻
四
十
一
、

に
は
、
十
一
家
と
す
る
も
、
現
行
の
潜
心
口
説
に
は
十
四
家
を
お
さ
む
。

葉
面
允
夫
第
四
書
に
、
　
「
播
子
淳
の
書
、
こ
の
頃
亦
之
を
見
る
。
蓋
し
仏
老
を
雑
え
て
之
を
言
う
者
に
し
て
、
亦
必



　
ず
し
も
観
ざ
れ
」
と
あ
る
。

㈹
　
本
稿
で
は
浦
城
遺
書
所
収
本
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
し
、
以
下
「
書
」
と
略
称
す
る
。
な
お
李
屏
山
が
こ
の
書
を
『
安
正
忘
笙
書
』
と
呼
称

　
し
て
い
る
理
由
は
詳
か
で
な
い
。

ω
　
浦
城
遺
書
所
収
本
は
全
十
巻
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
の
他
の
著
述
と
合
わ
せ
て
、
編
集
の
や
り
直
し
が
行
わ
れ
た
の
か
も
分
ら
な
い
。

㈲
　
順
治
七
年
刊
、
浦
城
県
志
巻
八
所
収
の
溜
殖
伝
も
ほ
ぼ
同
じ
。

㈲
　
次
の
語
を
参
照
。
　
「
初
学
の
、
率
爾
に
泪
み
、
明
未
だ
か
つ
て
帰
ら
ざ
る
に
至
っ
て
は
、
則
ち
未
だ
そ
の
門
を
得
ざ
る
に
、
先
ず
修
習
を
廃
し
、

　
た
だ
紙
上
の
語
を
捌
し
て
、
知
識
を
以
て
解
析
す
る
を
知
る
の
み
。
往
往
、
智
者
は
之
に
過
ぎ
、
聡
明
を
侍
み
て
以
て
極
致
を
経
論
す
れ
ど
も
、

　
か
つ
て
そ
の
彼
を
聞
き
彼
を
見
る
と
為
す
は
、
口
に
は
似
た
れ
ど
も
心
に
は
し
か
ら
ざ
る
を
悟
ら
ず
。
何
ぞ
以
て
聡
明
と
な
す
に
足
ら
ん
。
聖
人

　
の
心
を
洗
い
密
に
蔵
す
る
の
道
、
つ
い
に
虚
設
と
な
っ
て
、
学
も
ま
た
徒
ら
に
空
言
を
な
す
の
み
」
　
（
書
、
巻
斗
、
積
習
）

ω
　
次
の
語
を
参
照
。
「
後
学
の
失
は
、
た
だ
聡
明
を
認
み
て
、
知
識
を
以
て
考
究
し
、
理
を
見
る
の
み
。
奏
す
で
に
之
を
外
に
窮
む
れ
ば
、
混
然

　
た
る
全
体
は
、
則
ち
及
ぶ
所
に
あ
ら
ず
」
　
（
書
、
巻
四
、
誠
信
）

㈲
　
次
の
語
を
参
照
。
「
馬
取
な
れ
ば
則
ち
学
ぶ
所
の
者
外
な
り
。
中
と
錐
も
偏
す
。
既
に
位
を
其
の
中
に
成
す
に
あ
ら
ず
。
是
に
於
て
反
っ
て
一

　
偏
の
蔽
あ
り
。
之
を
要
す
る
に
、
道
は
取
る
べ
か
ら
ず
。
た
だ
一
偏
を
主
と
せ
ず
し
て
、
両
端
一
貫
す
れ
ば
、
自
然
に
正
位
に
復
し
て
中
す
」

　
（
書
、
巻
一
、
伝
道
）

㈲
　
「
象
を
観
ず
る
」
と
ば
、
易
象
を
全
体
的
に
観
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
「
脚
数
に
よ
っ
て
観
ず
る
」
と
、
偏
曲
の
見
に
堕
す
る
こ

　
と
と
な
る
。
次
の
語
を
参
照
。
　
「
大
象
は
知
識
の
見
る
べ
き
所
に
あ
ら
ず
。
必
ず
大
目
も
て
之
を
視
て
、
睡
る
後
見
ゆ
。
理
を
見
る
者
は
、
名
義

　
挙
が
れ
ば
則
ち
見
ゆ
る
も
、
名
義
去
れ
ば
見
え
ざ
る
な
り
。
象
を
見
て
名
義
を
挨
た
ざ
れ
ば
、
則
ち
名
義
学
べ
て
忘
れ
て
、
象
自
ら
独
り
存
す
る

　
を
、
大
象
と
謂
う
。
象
の
帝
な
り
。
此
れ
を
こ
れ
身
の
本
と
謂
い
て
、
道
に
進
む
者
の
必
ず
見
る
所
の
者
な
り
」
　
（
書
、
巻
一
、
本
宗
）

㈹
　
次
の
語
を
参
照
。
　
「
一
た
び
人
事
に
渉
れ
ば
、
反
っ
て
用
を
蔵
す
る
の
疵
と
為
る
。
罵
れ
も
と
無
思
な
る
に
苦
心
を
加
え
、
も
と
無
為
な
る
に

　
修
為
を
加
え
、
も
と
寂
然
と
し
て
不
動
な
る
に
毎
に
動
の
機
を
踏
み
、
華
道
変
ず
。
是
に
嘗
て
、
麗
著
な
き
者
変
じ
て
麗
著
と
為
り
、
生
滅
な
き

　
者
変
じ
て
生
滅
と
為
る
。
是
れ
皆
未
だ
不
習
の
道
を
喩
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
申
庸
は
能
く
す
べ
か
ら
ざ
る
を
知
ら
ず
し
て
、
反
っ
て
贅
す
る
に
人

　
事
の
過
を
以
て
す
る
な
り
。
易
を
学
ぶ
者
は
他
な
し
、
た
だ
当
に
王
位
の
体
を
見
る
べ
き
の
み
」
　
（
書
、
巻
七
、
自
然
）
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ω
　
次
の
語
を
参
照
。
「
夫
れ
道
は
以
て
知
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
既
に
知
ら
ば
、
則
ち
宜
し
く
之
を
捌
す
る
に
不
知
を
以
て
す
べ
く
、
始
め
て
正
位

　
に
安
ん
じ
て
無
我
な
り
。
此
の
理
を
ば
諭
ら
ず
、
乃
ち
専
ら
知
を
以
て
事
と
為
さ
ば
、
則
ち
其
の
徳
反
っ
て
離
れ
て
煎
な
り
。
知
ら
ざ
る
は
愚
な

　
り
。
之
を
知
る
は
智
な
り
。
皆
一
偏
の
名
な
り
」
　
（
書
、
巻
一
、
中
庸
）
　
ま
た
論
語
の
「
意
必
固
我
」
を
解
す
る
に
あ
た
り
、
次
の
よ
う
に
の

　
べ
る
。
「
分
弁
の
識
あ
れ
ば
、
則
ち
一
定
の
是
あ
り
。
故
に
必
な
り
。
一
定
の
是
あ
れ
ば
、
則
ち
此
れ
を
執
じ
て
化
せ
ず
。
故
に
固
な
り
」
（
書
、

　
巻
六
、
絶
四
）
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