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は
じ
め
に

こ
こ
で
舉
げ
た
テ
ー
マ
に
入
る
前
に
、
こ
の
硏
究
に
至
っ
た
背
景
に

つ
い
て
話
し
て
お
き
た
い
。
衟
敎
は
漢
民
族
の
民
族
宗
敎
な
ど
と
も
い

わ
れ
て
い
る
が
、
日
本
に
は
完
全
な
形
で
は
傳
わ
っ
て
き
て
お
ら
ず
、

そ
の
一
部
が
書
籍
の
形
で
傳
わ
り
、
あ
る
い
は
知
識
人
た
ち
に
、
あ
る

い
は
修
驗
衟
や
神
衟
な
ど
に
影
響
を
與
え
て
き
た
。
そ
の
た
め
日
本
人

に
と
っ
て
は
、
衟
敎
全
體
の
姿
を
捉
え
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
が
、
學

者
た
ち
に
は
早
く
か
ら
註
目
さ
れ
、
日
本
で
は
世
界
的
に
見
て
も
先
驅

的
な
硏
究
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
週
知
の
こ
と
で
あ
る
。
衟
敎
も
他

の
宗
敎
と
同
樣
に
、
敎
理
面
と
實
踐
面
が
あ
る
が
、
衟
敎
に
お
い
て
重

視
さ
れ
て
き
た
の
は
實
踐
面
で
あ
る
。
實
踐
面
は
大
き
く
分
け
れ
ば
、

鍊
金
術
的
な
分
野
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
な
分
野
が
あ
る
。

鍊
金
術
的
な
分
野
で
は
、
萬
葉
の
歌
人
た
ち
に
も
讀
ま
れ
て
い
た

『
抱
朴
子
』
は
、
金
を
作
り
出
し
、
そ
れ
を
服
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

不
老
不
死
の
仙
人
に
な
る
こ
と
を
說
い
て
い
る
。
さ
ら
に
化
學
的
操
作

に
よ
っ
て
金
を
作
り
出
す
だ
け
で
な
く
、
神
々
を
瞑
想
す
る
存
思
や
、

氣
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
身
體
に
取
り
入
れ
、
全
身
に
行
き
渡
ら
せ
る
呼
吸

法
、
そ
れ
と
と
も
に
ゆ
っ
く
り
と
し
た
體
の
動
き
を
行
う
導
引
、
そ
し

て
氣
を
鍊
る
こ
と
に
よ
っ
て
體
の
中
に
不
死
の
身
體
を
作
り
出
す
內
丹

な
ど
の
身
體
技
法
も
生
み
出
し
て
き
た
。
一
方
で
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的

な
分
野
で
は
、
衟
士
た
ち
が
神
々
の
世
界
に
自
ら
赴
い
て
皇
帝
や
人
々

の
願
い
を
屆
け
た
り
、
死
者
の
祟
り
を
鎭
め
、
惡
靈
を
追
い
拂
っ
た
り

し
て
、
病
氣
を
治
し
災
害
を
防
い
だ
り
す
る
樣
々
な
呪
術
儀
禮
を
行
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う
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
分
野
が
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
も
、
西
洋

の
鍊
金
術
と
魔
術
の
關
係
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
分
野
の
う
ち
、
筆
者
が
註
目
し
て
き
た
の
は
シ
ャ
ー
マ

ニ
ズ
ム
的
な
分
野
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ど
の
よ
う
な
內
容
の
呪
術
儀
禮

を
行
い
、
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
理
論
的
裏
づ
け
を
持
っ
て
い
る
の

か
、
こ
れ
ら
を
行
う
の
に
は
ど
の
よ
う
な
身
體
技
法
を
身
に
着
け
て
い

る
必
要
が
あ
る
の
か
、
な
ど
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
っ
て
き

た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
呪
術
儀
禮
は
、
一
方
で
は
そ
れ
を
必
要
と
し

受
け
入
れ
る
人
々
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
衟
士
を
取
り
卷

く
社
會
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
の
よ
う
な
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
一
方
で
は
そ
の
傳
統
的

な
衟
士
の
呪
術
儀
禮
が
、
現
在
で
も
生
き
て
人
々
に
必
要
と
さ
れ
て
い

る
臺
灣
に
焦
點
を
當
て
、
衟
士
の
醮
儀
と
王
爺
の
祭
り
と
が
結
び
つ
い

た
臺
南
縣
蘇
厝
の
王
爺
醮
や
、
臺
南
の
紅
頭
法
師
が
行
う
法
事
と
呼
ば

れ
る
呪
術
儀
禮
、
臺
北
の
佛
敎
系
誦
經
團
の
儀
禮
、
臺
北
の
衟
士
の
呪

術
儀
禮
と
禮
斗
法
會
な
ど
の
調
査
を
進
め
て
き
た
。
そ
し
て
一
方
で

は
、
現
代
に
通
ず
る
と
こ
ろ
が
見
い
だ
せ
る
衟
敎
の
儀
禮
書
が
多
く
殘

さ
れ
て
い
る
宋
代
に
焦
點
を
當
て
て
、
そ
の
傳
統
の
系
譜
や
儀
禮
構

成
、
そ
の
背
景
と
な
る
理
論
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
時
に
齋
醮
な
ど
の

大
規
模
な
儀
禮
が
必
要
と
さ
れ
、
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
の
か
を
探
っ
て
き
た
。

た
と
え
ば
宋
代
の
儀
禮
書
を
代
表
す
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
、
蔣
叔

輿
編
『
無
上
黃
籙
大
齋
立
成
儀
』
等
が
說
く
齋
醮
の
背
景
に
あ
る
の

は
、
玉
皇
大
帝
を
中
心
と
し
た
全
中
國
的
な
神
々
の
組
織
と
、
そ
の
組

織
を
前
提
と
し
た
文
書
體
系
の
成
立
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
樣
々
な

神
々
の
協
力
を
經
て
、
衟
敎
の
最
髙
神
に
祈
願
文
を
提
出
す
る
こ
と
が

可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
黃
籙
齋
は
元
來
亡
魂
を
地
獄
か
ら
救
い
出

し
、
救
濟
す
る
儀
禮
で
あ
る
が
、
何
種
類
か
の
齋
の
中
で
は
特
に
重
要

な
位
置
に
置
か
れ
、
多
く
の
儀
禮
書
が
こ
の
黃
籙
齋
の
た
め
に
編
纂
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
宋
代
に
成
立
し
た
破
獄
（
地
獄
か
ら
亡
魂
を
解
放
す

る
）
か
ら
召
魂
（
亡
魂
を
儀
禮
が
行
わ
れ
る
壇
に
招
く
）・
疾
病
の
治
療
（
亡

魂
に
病
や
缺
け
た
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
治
療
す
る
）・
沐
浴
・
施
⻝
（
甘
露
⻝
を

施
し
て
こ
の
世
へ
の
執
着
を
無
く
す
）・
鍊
度
（
罪
過
・
穢
垢
を
洗
い
流
し
昇

天
に
相
應
し
い
身
體
・
精
神
と
す
る
）・
傳
符
授
戒
（
戒
や
昇
天
の
資
格
を
證

明
す
る
文
書
を
授
け
る
）
と
い
う
一
連
の
儀
禮
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

も
と
も
と
週
代
に
成
立
し
た
禮
は
支
配
階
級
の
た
め
の
も
の
で
あ

り
、
葬
禮
も
庶
民
の
た
め
の
も
の
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し

宋
代
に
な
る
と
、
婚
禮
や
葬
禮
を
佛
敎
式
あ
る
い
は
衟
敎
式
で
行
う
人

も
增
え
て
き
た
ら
し
く
、
北
宋
の
時
代
に
は
庶
民
で
も
行
え
る
儒
敎
式

の
冠
婚
葬
祭
の
規
定
を
望
む
聲
が
大
き
く
な
る
。『
司
馬
氏
書
儀
』
や
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南
宋
の
『
朱
子
家
禮
』
は
こ
れ
に
應
え
て
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
儒
敎
式
の
葬
祭
は
死
者
と
子
孫
の
調
和
的
關
係
を
前
提
と
し
て

お
り
、
孤
魂
・
厲
鬼
の
不
滿
や
祟
り
、
あ
る
い
は
家
族
內
の
死
者
が
、

死
後
の
子
孫
の
對
應
に
不
滿
で
祟
る
、
あ
る
い
は
地
獄
で
刑
罰
を
受
け

て
苦
し
む
な
ど
の
こ
と
は
想
定
し
て
い
な
い
。
し
か
し
現
在
で
も
多
く

の
ト
ラ
ブ
ル
が
、
そ
こ
か
ら
發
生
し
て
い
る
（
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
こ

と
か
ら
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
放
置
し
て
お
け
る
性
格
の
も

の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
佛
敎
・
衟
敎
は
死
後
の
運
命
を
ケ
ア
す
る
こ
と

で
、
儒
敎
の
葬
禮
と
相
補
い
合
う
形
で
、
現
在
で
も
見
ら
れ
る
よ
う

な
、
二
つ
の
種
類
の
儀
禮
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
葬
儀
が
成
立
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
時
代
に
は
、
儒
敎
の
禮
に
遵
っ
た
葬
儀
の
み
を
行

い
、
僧
侶
や
衟
士
の
儀
禮
を
行
わ
な
け
れ
ば
、
不
孝
と
し
て
非
難
さ
れ

る
よ
う
な
狀
況
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
宋
代
に
は
神
々
を
祀

る
多
く
の
祠
廟
が
存
在
し
て
い
た
が
、
こ
の
時
代
の
資
料
に
は
主
神
の

誕
生
日
の
祭
典
や
、
そ
の
地
方
に
大
き
な
災
害
が
あ
っ
た
時
な
ど
に
、

祠
廟
で
齋
醮
な
ど
の
衟
敎
儀
禮
を
行
う
よ
う
な
、
祠
廟
を
中
心
と
し
た

地
方
的
祭
祀
組
織
が
誕
生
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

が
衟
敎
の
儀
禮
が
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
背
景
と
な
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
章　

普
度
の
成
立

一
・
一　

孤
魂
・
厲
鬼
の
信
仰

こ
こ
數
年
は
宋
元
時
代
の
衟
敎
儀
禮
の
う
ち
、
先
に
述
べ
た
黃
籙
齋

を
構
成
す
る
一
連
の
儀
禮
の
成
立
過
程
と
、
そ
の
一
連
の
儀
禮
の
一
部

で
あ
る
鍊
度
、
そ
の

略
版
と
も
い
え
る
祭
鍊
、
こ
れ
ら
の
儀
禮
の
構

成
と
成
立
過
程
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
時
に
行
わ
れ
て
い
た
か
に
つ
い

て
硏
究
を
進
め
て
き
た
。

こ
の
章
で
は
黃
籙
齋
を
構
成
す
る
一
連
の
儀
禮
か
ら
考
察
し
て
い

く
。
先
に
紹
介
し
た
こ
の
一
連
の
儀
禮
は
、
は
じ
め
に
普
度
の
儀
禮
と

し
て
成
立
し
、
救
濟
の
主
た
る
對
𧰼
（
父
母
や
祖
先
な
ど
。
正
薦
と
呼
ば

れ
る
）
の
た
め
の
儀
禮
と
し
て
も
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
普
度
は

「
普
（
あ
ま
ね
）
く
救
濟
す
る
」
の
意
味
で
あ
り
、
特
に
誰
を
對
𧰼
と
す

る
の
で
な
く
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
り
招
い
た
り
し
た
孤
魂
・
厲
鬼

（
日
本
で
い
え
ば
無
緣
佛
と
怨
靈
の
よ
う
に
祟
り
や
す
い
靈
魂
）
を
含
む
す
べ

て
の
靈
魂
に
對
し
て
、
甘
露
⻝
を
施
し
そ
れ
に
よ
っ
て
菩
提
心
を
起
こ

さ
せ
、
こ
の
世
へ
の
執
着
を
斷
ち
切
っ
て
救
濟
へ
と
導
く
と
い
う
儀
禮

で
あ
る
。
從
來
か
ら
佛
敎
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

た
が
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
實
際
に
は
佛
敎
と
衟
敎
が
お
互
い
に
影
響

し
合
い
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
あ
る
普
度
儀
禮
を
形
成
し
て
い
っ
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た
と
考
え
ら
れ
る
。

先
述
の
よ
う
に
、
孤
魂
は
祭
っ
て
く
れ
る
人
の
い
な
い
靈
魂
の
こ
と

で
あ
り
、
祭
っ
て
く
れ
る
人
が
い
な
い
か
ら
、
い
つ
も
あ
の
世
で
の
生

活
必
需
品
に
不
足
し
て
い
る
。
ま
た
厲
鬼
は
本
來
持
っ
て
い
た
壽
命
を

途
中
で
斷
ち
切
ら
れ
た
（
い
わ
ゆ
る
橫
死
し
た
）、
あ
る
い
は
怨
み
を
持

っ
て
死
ん
だ
靈
魂
で
、
た
と
え
ば
水
死
、
燒
死
、
刑
死
、
戰
死
、
事
故

死
な
ど
を
遂
げ
た
人
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
孤
魂
・
厲
鬼
は
古
く
か

ら
祟
り
や
す
い
存
在
と
し
て
恐
れ
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
『
春
秋
』

左
氏
傳
、
昭
公
七
年
の
記
事
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
鄭
の
人
が
殺

さ
れ
た
伯
有
の
祟
り
を
恐
れ
て
い
た
が
、
子
產
が
彼
の
子
を
後
繼
ぎ
に

立
て
て
彼
の
靈
を
慰
め
る
と
祟
り
が
收
ま
っ
た
。
子
產
は
こ
れ
に
對
し

『
鬼
に
歸
る
と
こ
ろ
が
有
れ
ば
（
子
を
立
て
て
祭
祀
を
行
わ
せ
た
こ
と
）、

乃
ち
厲
を
な
さ
ず
（
祟
り
を
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
）』
と
言
っ
た
」。

ま
た
子
產
は
「
匹
夫
・
匹
婦
で
も
强
死
す
れ
ば
（
非
業
の
死
を
遂
げ
る
）、

そ
の
魂
魄
は
犹
お
能
く
人
に
馮
依
し
て
、以
て
淫
厲
（
祟
り
）
を
な
す
」

と
言
っ
て
い
る
。
殺
さ
れ
た
伯
有
の
祟
り
が
、
彼
の
後
繼
ぎ
を
立
て
て

祭
る
こ
と
に
よ
っ
て
收
ま
っ
た
。
つ
ま
り
祭
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
孤

魂
は
、
そ
の
窮
狀
を
祟
り
と
い
う
形
で
こ
の
世
の
人
に
訴
え
る
。
こ
の

訴
え
に
對
し
て
祭
祀
を
行
う
人
を
確
保
す
る
と
い
う
對
處
を
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
問
題
は
解
決
し
、
祟
り
は
收
ま
っ
た
。
そ
し
て
子
產
の
後

者
の
言
は
、
卑
し
い
身
分
の
男
女
で
も
、
非
業
の
死
を
遂
げ
れ
ば
、
つ

ま
り
厲
鬼
と
な
れ
ば
祟
り
を
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る（
１
）。
こ
の

孤
魂
・
厲
鬼
の
祟
り
を
恐
れ
る
と
い
う
信
仰
は
、
中
國
や
日
本
ば
か
り

で
な
く
世
界
中
に
普
遍
的
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
で
、G. J. Frazer 

“The fear of the dead in prim
itive society

” 

に
は
こ
の
よ
う
な

信
仰
の
例
が
廣
く
集
め
ら
れ
て
い
る（

２
）。

こ
の
後
繼
ぎ
卽
ち
祭
り
手
を
確
保
す
る
と
い
う
方
法
は
、
祟
り
に
對

處
す
る
第
一
の
方
法
で
、
現
在
で
も
祟
り
が
一
族
の
中
の
子
孫
が
い
な

い
死
者
が
起
こ
し
て
い
る
と
判
明
し
た
場
合
に
は
、
男
性
の
場
合
に
は

養
子
を
取
る
、
女
性
の
場
合
に
は
冥
婚
を
行
う
と
い
う
方
法
で
對
處
し

て
い
る
。
女
性
の
場
合
に
は
本
來
結
婚
に
よ
っ
て
相
手
の
男
性
の
家
の

祖
先
と
な
る
べ
き
で
、
生
家
の
祖
先
と
な
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の

で
、
結
婚
前
に
亡
く
な
っ
た
女
性
に
對
し
て
は
、
相
手
を
確
保
し
そ
の

男
と
結
婚
し
た
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
相
手
の
男
に
子
供
が
生
ま
れ
た

場
合
に
は
、
そ
の
う
ち
の
一
人
を
死
亡
し
た
女
性
の
子
供
と
し
て
祭
り

を
行
わ
せ
る
、
こ
れ
が
冥
婚
と
呼
ば
れ
る
手
續
き
で
あ
る
。
そ
し
て
子

供
の
時
に
死
ん
だ
亡
魂
な
ど
に
對
し
て
は
、
西
方
淨
土
に
送
っ
た
り
、

生
ま
れ
變
わ
ら
せ
た
り
す
る
。

次
に
宋
代
の
小
說
集
で
あ
る
『
夷
堅
志
』
な
ど
に
現
れ
る
話
で
は
、

祟
り
を
起
こ
し
て
い
る
亡
魂
を
追
い
拂
お
う
と
す
る
衟
士
に
對
し
て
、
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亡
魂
は
し
ば
し
ば
「
私
に
は
祟
る
正
當
な
理
由
が
あ
り
、
な
お
か
つ
上

帝
の
許
し
を
得
て
祟
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
あ
な
た
は
呪
術
で
私
を
追

い
拂
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
衟
士
に
吿
げ
て
い
る
。
卽
ち
①
正
當
な

理
由
が
あ
り
、
②
上
帝
の
許
可
を
得
て
い
る
場
合
に
は
、
衟
士
が
呪
術

に
よ
っ
て
追
い
拂
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え

ば
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
衟
士
は
呪
術
に
よ
っ
て
追
い
拂
う
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
一
般
的
に
存
在
し
て
い
た
信
仰

な
の
か
、
そ
れ
と
も
小
說
の
基
に
な
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
集
め
た
知
識
人

の
解
釋
な
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
宋
代
に
祟
り
を
起
こ
そ
う
と
す

る
鬼
（
死
者
）
に
二
種
類
あ
る
と
す
る
考
え
は
、
樣
々
な
と
こ
ろ
に
見

出
せ
る
。
た
と
え
ば
一
方
で
官
僚
で
も
あ
り
、
一
方
で
呪
術
師
と
し
て

有
名
な
路
時
中
は
、
彼
が
編
纂
し
た
と
さ
れ
る
『
無
上
玄
元
三
天
玉
堂

大
法
』
卷
二
七
「
驅
除
制
伏
門
」
で
は
、「
祟
り
を
治
す
る
に
は
、
大

祟
を
治
し
、
小
祟
を
憐
れ
む
べ
き
で
あ
る
（
凡
治
祟
、
治
大
祟
、
當
憫
小

祟
）」
と
し
て
い
る
。
大
祟
と
は
「
廟
や
寺
觀
、
山
林
な
ど
に
巢
⻝
い
、

千
里
四
方
に
連
な
っ
て
良
民
を
害
し
、
死
ね
ば
そ
の
仲
閒
に
入
れ
る

（
神
廟
之
羣
黨
、
山
林
之
倚
附
、
寺
觀
之
借
祠
、
皆
其
大
祟
也
。
其
祟
根
連
千

里
、
穴
通
四
方
、
枉
害
良
民
、
死
入
其
黨
）」
と
い
う
も
の
で
、
小
祟
と
は

「
幽
魂
で
あ
り
、
沈
滯
を
哀
れ
む
べ
き
で
、
化
に
托
す
る
（
救
濟
す
る
）

べ
き
で
あ
る
（
特
幽
魂
爾
、
可
憫
其
沈
滯
、
當
令
托
化
）」
と
い
う
。
祭
を

受
け
る
こ
と
な
く
、
冥
界
で
沈
滯
し
て
い
る
孤
魂
が
祟
り
を
起
こ
し
て

い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
彼
等
を
救
濟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
祟
り
を
避

け
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
一
方
徒
黨
を
組
ん
で
、
廟
や
寺
觀
、
山
林

に
巢
⻝
い
、
良
民
に
害
を
な
す
者
に
つ
い
て
は
、「
治
す
る
」
卽
ち
呪

術
で
制
壓
す
る
と
い
う
方
法
で
對
處
す
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る（
３
）。

こ
の
よ
う
に
孤
魂
・
厲
鬼
に
對
し
て
は
慰
撫
し
救
濟
す
る
と
い
う
方

法
が
と
ら
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。
た
と
え
ば
『
太
平
廣
記
』
に
は
次
の

よ
う
な
話
が
載
っ
て
い
る
。「
貞
（「
開
」
の
誤
り
？
）
元
二
十
三
年
の

夏
六
月
に
、
皇
帝
は
洛
陽
に
居
た
が
、
人
々
は
鬼
兵
が
出
現
し
た
と
言

っ
て
亂
れ
騷
ぎ
、
皆
な
奔
走
し
て
ど
こ
に
行
っ
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
な

か
っ
た
。
或
い
は
自
ら
突
き
當
り
傷
つ
い
た
。
そ
の
鬼
兵
は
初
め
洛
水

の
南
を
訪
れ
、
市
內
は
喧
喧
と
し
、
漸
く
川
の
北
に
至
っ
た
が
。
そ
の

過
ぎ
る
時
に
、
空
中
に
數
千
萬
の
騎
甲
兵
の
人
馬
の
嘈
嘈
と
し
た
聲
が

聞
こ
え
た
。
俄
か
に
し
て
過
ぎ
お
わ
っ
た
が
、
每
夜
こ
の
よ
う
に
過

ぎ
、
二
囘
、
三
囘
に
至
っ
た
。
皇
帝
は
こ
れ
を
憎
み
、
巫
祝
に
禳
厭
さ

せ
、
每
夜
洛
水
の
濱
に
お
い
て
飮
⻝
を
設
け
さ
せ
た
。
嘗
て
北
齊
書
を

讀
ん
だ
と
き
に
も
、
亦
た
こ
の
事
が
有
っ
た
。
天
寶
中
に
、
晉
陽
に
も

鬼
兵
が
あ
っ
た
と
云
う
、
百
姓
は
競
っ
て
銅
鐵
を
擊
ち
こ
れ
を
畏
れ
さ

せ
た
。
皆
な
し
ば
ら
く
し
て
收
ま
っ
た（

４
）
」。
鬼
兵
が
出
た
と
い
っ
て
洛

陽
が
パ
ニ
ッ
ク
に
な
っ
た
時
に
、
皇
帝
は
每
夜
巫
祝
に
飮
⻝
を
供
え
さ
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せ
た
が
、
ま
さ
に
こ
れ
は
普
度
に
あ
た
る
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
で
「
鬼

兵
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
六
朝
時
代
の
『
陸
先
生
衟
門
科
略
』
に
見

え
る
「
鬼
兵
」
と
同
樣
、
戰
亂
で
亡
く
な
っ
た
將
兵
或
い
は
百
姓
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。「
六
天
の
故
氣
は
、
官
を
稱
し
號
を
上
せ
、
百
精

乁
び
五
傷
の
鬼
、
敗
軍
の
死
將
、
亂
軍
の
死
兵
を
構
え
合
せ
、
男
は
將

軍
と
稱
し
、
女
は
夫
人
と
稱
し
て
、
鬼
兵
を
導
き
從
え
、
軍
師
が
行
き

止
ま
り
し
て
、
天
地
に
游
牧
し
て
、
擅
（
ほ
し
い
ま
ま
）
に
威
福
を
行

い
、
人
に
廟
舍
を
責
（
も
と
）
め
、
人
に
祠
で
饗
す
る
こ
と
を
求
め
る
。

人
民
を
擾
亂
し
て
、
三
牲
を
宰
殺
さ
せ
、
費
用
は
萬
を
も
っ
て
計
え
、

財
を
傾
け
產
を
竭
く
さ
し
め
て
も
、
そ
の
祐
（
た
す
け
）
を
蒙
ら
ず
に
、

反
っ
て
そ
の
患
を
受
け
、
枉
死
・
橫
夭
す
る
者
は
、
そ
の
數
が
分
か
ら

な
い
ほ
ど
で
あ
る
」。
こ
こ
で
五
傷
と
い
う
の
は
、
傷
は
殤
で
戰
死
者

の
亡
魂
、あ
る
い
は
夭
折
し
た
亡
魂
を
指
す
。「
敗
軍
の
死
將
」
や
「
亂

軍
の
死
兵
」
を
含
め
厲
鬼
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
ら
を
集
め
て
男

性
は
將
軍
、
女
性
は
夫
人
と
稱
し
て
、
鬼
兵
を
從
え
て
ほ
し
い
ま
ま
に

刑
罰
や
恩
賞
を
與
え
、
廟
に
祀
ら
せ
供
え
物
を
要
求
し
た
と
い
う
の
で

あ
る
。「
廟
舍
を
責
（
も
と
）
め
」
た
と
い
う
か
ら
、
神
に
祀
る
こ
と
を

求
め
た
の
で
あ
ろ
う（

５
）。

孤
魂
・
厲
鬼
に
對
す
る
四
番
目
の
對
處
法
は
神
と
し
て
祀
る
こ
と
で

あ
る
。
最
後
に
舉
げ
た
例
も
こ
れ
に
あ
た
り
、
日
本
の
御
靈
神
に
相
當

す
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
例
と
し
て
有
名
な
の
は
福
建
省
、
臺
灣
の
王

爺
で
あ
る
。
王
爺
は
も
と
も
と
疫
病
神
で
あ
り
、
疫
病
が
流
行
っ
た
時

に
は
、
王
爺
を
王
爺
船
に
載
せ
て
流
す
と
い
う
、
日
本
の
鹿
島
大
助
に

相
當
す
る
習
俗
が
江
南
地
方
に
は
廣
く
行
わ
れ
て
い
た
。
王
爺
の
由
來

に
は
樣
々
な
說
が
あ
る
が
、
志
を
遂
げ
ず
に
死
ん
だ
あ
る
い
は
人
々
の

犧
牲
に
な
っ
て
死
ん
だ
、
則
ち
厲
鬼
が
王
爺
と
し
て
祀
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
話
が
廣
く
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
福
建
省
・
臺
灣
に

限
ら
ず
、
浙
江
省
の
地
方
誌
に
見
え
る
張
巡
・
許
遠
、
張
夏
、
總
管

（
金
元
七
總
管
、
王
總
管
な
ど
）、
將
軍
（
楊
將
軍
な
ど
）
な
ど
と
呼
ば
れ
る

神
は
、
人
々
の
犧
牲
と
な
っ
て
死
ん
だ
靈
を
祀
っ
た
御
靈
神
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
こ
こ
に
あ
げ
た
張
夏
は
、
堤
防
の
決
壞
を
防

ぐ
た
め
に
犧
牲
に
な
っ
た
漕
運
官
で
あ
る
と
傳
え
ら
れ
て
い
る
。

死
者
が
冥
界
に
あ
っ
て
樣
々
な
苦
痛
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
救
濟
を

子
孫
や
關
係
者
に
求
め
る
た
め
に
祟
り
を
起
こ
す
と
い
う
話
は
、
小
說

に
は
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
現
在
で
も
臺
南
の
紅
頭
法
師
が
行
う
打
城

や
、
臺
灣
北
部
の
衟
士
が
行
う
超
拔
と
い
う
法
事
は
、
死
者
の
要
求
を

聞
い
た
上
で
、
彼
ら
を
救
濟
す
る
た
め
に
行
う
こ
と
が
多
い
。
佛
敎
の

影
響
に
よ
り
成
立
し
た
地
獄
で
の
苦
し
み
は
、
一
面
で
は
冥
界
で
の
苦

痛
の
表
現
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
普
度
の
目
的
は
、
孤
魂
た
ち
に

甘
露
の
飮
⻝
を
給
し
て
、
こ
の
世
へ
の
執
着
を
斷
ち
、
正
覺
を
得
さ
せ
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る
も
し
く
は
淨
土
へ
導
く
こ
と
で
あ
る
が
、
實
際
に
は
普
度
に
は
以
上

に
あ
げ
た
い
く
つ
か
の
對
處
法
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
亡
魂
に
甘
露
の
飮
⻝
を
施
す
こ
と
は
「
慰
撫
」
に
あ
た
り
、
最
後

に
は
彼
ら
を
導
い
て
淨
土
あ
る
い
は
天
界
に「
生
ま
れ
變
わ
ら
せ
る
」。

そ
し
て
た
と
え
ば
現
在
の
臺
灣
北
部
衟
士
が
普
度
の
最
後
に
「
汝
ら
仙

靈
（
實
際
に
は
孤
魂
）
衆
よ
、
衟
官
は
汝
に
供
え
物
を
施
し
、
一
粒
は

河
沙
（
よ
う
に
大
量
）
に
變
わ
っ
た
、
本
處
の
仙
靈
は
來
た
っ
て
受
納

せ
よ
。
好
く
去
れ
好
く
去
れ
、
相
逢
し
て
も
下
馬
す
る
こ
と
な
く
、
各

自
前
の
程
を
奔
れ
（
汝
等
仙
靈
衆
、
衟
官
施
汝
供
、
一
粒
變
河
沙
、
本
處
仙

靈
來
受
納
。
好
去
好
去
、
相
逢
不
下
馬
、
各
自
奔
前
程
）」
と
唱
え
る
が
、

こ
れ
は
「
供
え
物
を
受
け
た
後
は
、
ど
こ
か
へ
行
く
よ
う
に
」
と
い
う

「
驅
逐
」
の
意
味
も
入
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

一
・
二　

普
度
と
中
元
節

こ
の
普
度
は
各
種
の
醮
や
法
會
に
お
い
て
も
必
ず
行
わ
れ
て
い
る

が
、
多
く
見
ら
れ
る
の
は
中
元
節
の
時
期
で
あ
る
。
臺
灣
で
は
こ
の
時

期
に
は
、
各
地
の
祠
廟
は
も
ち
ろ
ん
團
地
や
商
店
街
、
市
場
な
ど
樣
々

な
單
位
で
行
わ
れ
る
。
祠
廟
の
中
に
は
複
數
囘
普
度
を
行
う
と
こ
ろ
も

あ
り
、
衟
士
や
僧
侶
あ
る
い
は
釋
敎
・
誦
經
團
な
ど
樣
々
な
宗
敎
者
が

普
度
儀
禮
を
擔
當
す
る
。
こ
の
中
元
節
の
成
立
に
は
、
佛
敎
、
衟
敎
、

民
閒
信
仰
の
三
つ
の
要
素
が
關
わ
り
、
普
度
は
ま
た
別
の
方
面
か
ら
こ

れ
に
關
わ
っ
て
く
る
。

ま
ず
中
元
節
の
起
源
と
な
っ
た
の
は
佛
敎
の
盂
蘭
盆
會
で
あ
る
。
盂

蘭
盆
會
の
根
本
經
典
で
あ
る
『
佛
說
盂
蘭
盆
經
』
が
中
國
で
成
立
し
た

僞
經
で
あ
る
こ
と
は
、
多
く
の
學
者
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
內
容
は
、
目
連
が
餓
鬼
衟
に
墮
ち
た
母

が
、
⻝
物
を
⻝
べ
る
こ
と

が
で
き
ず
苦
し
ん
で
い
る
の
を
見
て
、
釋
迦
に
相
談
す
る
と
、
夏
の
修

行
を
終
え
て
出
て
く
る
衆
僧
に
お
齋
を
振
る
舞
い
、
功
德
を
積
む
こ
と

に
よ
っ
て
、
救
濟
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
說
か
れ
、
こ
れ

に
從
っ
て
衆
僧
に
供
養
す
る
盂
蘭
盆
會
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
を
行
え
ば
父
母
の
壽
命
を
確
保
し
、
七
世
の
父
母
を
餓
鬼
の
苦
し

み
か
ら
救
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。『
荊
楚
歲
時
記
』に
は
、

六
朝
時
代
す
で
に
荊
楚
（
湖
北
省
・
湖
南
省
）
の
地
方
で
は
盂
蘭
盆
會
が

廣
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
救

濟
の
對
𧰼
は
祖
先
で
も
、
供
養
の
對
𧰼
と
な
っ
て
い
る
の
は
僧
侶
で
あ

る
。次

に
「
中
元
」
と
い
う
言
葉
は
衟
敎
に
由
來
し
て
い
る
。
も
と
も
と

上
元
、
中
元
、
下
元
を
三
元
と
稱
し
て
、
一
月
一
五
日
、
七
月
一
五

日
、
一
〇
月
一
五
日
を
こ
れ
に
あ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
天
官
賜
福
、
地
官
赦

罪
、
水
官
解
厄
の
日
と
さ
れ
て
い
た
。
南
北
朝
末
か
ら
隋
の
閒
に
成
立
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し
た
と
さ
れ
る
『
太
上
洞
玄
靈
寶
三
元
玉
京
玄
都
大
獻
經
』
に
は
、
七

月
一
五
日
に
百
味
の
飮
⻝
物
を
衆
圣
・
衟
士
に
獻
ず
れ
ば
、
地
獄
の
囚

徒
・
餓
鬼
は
解
脫
を
得
ら
れ
る
と
說
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
救
濟
の

對
𧰼
は
地
獄
の
囚
徒
と
餓
鬼
で
あ
る
が
、
供
養
の
對
𧰼
は
衆
圣
・
衟
士

で
あ
り
、
孤
魂
・
厲
鬼
で
は
な
い
。

さ
ら
に
現
在
の
中
元
節
で
は
、
舊
曆
七
月
に
は
亡
魂
た
ち
が
地
獄
か

ら
解
放
さ
れ
、
現
世
に
出
て
く
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本
・
中

國
・
臺
灣
な
ど
東
ア
ジ
ア
地
區
に
廣
く
み
ら
れ
る
信
仰
で
あ
る
が
、
七

月
の
う
ち
何
日
か
ら
何
日
ま
で
地
獄
の
釜
の
蓋
が
開
い
て
い
る
か
に
つ

い
て
は
、
地
域
ご
と
に
い
く
つ
か
の
說
が
あ
る
。
こ
の
考
え
方
に
關
し

て
は
、
佛
敎
經
典
ま
た
は
衟
敎
經
典
の
ど
こ
に
も
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、

民
閒
信
仰
に
由
來
す
る
こ
と
は
閒
違
い
な
い
が
、
ど
こ
で
い
つ
ご
ろ
か

ら
言
わ
れ
始
め
、
ど
の
よ
う
に
し
て
各
地
に
廣
ま
っ
た
の
か
、
な
ぜ
地

域
に
よ
り
期
閒
に
違
い
が
あ
る
の
か
、
中
元
節
・
お
盆
に
つ
い
て
は
ま

だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
日
本
で
は
一
日

に
蓋
が
開
く
と
さ
れ
て
い
る
の
に
、
祖
先
は
一
三
日
に
歸
っ
て
く
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
な
ど
、
亡
魂
の
種
類
に
よ
っ
て
歸
還
の
時
期
が
異
な

る
の
か
、
な
ど
と
い
う
問
題
等
、
中
元
節
と
お
盆
に
關
し
て
解
明
す
べ

き
問
題
は
多
く
殘
さ
れ
て
い
る
。

一
・
三　

施
餓
鬼
か
ら
普
度
へ

一
方
で
普
度
の
源
流
を
な
す
施
餓
鬼
に
關
し
て
は
、
ま
ず
實
叉
難
陀

譯
『
佛
說
救
面
然
餓
鬼
陀
羅
尼
神
呪
經
』
に
そ
の
起
源
と
儀
禮
が
說
か

れ
て
い
る
。
阿
難
が
修
行
中
に
面
然
餓
鬼
と
稱
す
る
餓
鬼
が
現
れ
、
阿

難
は
三
日
後
に
死
ん
で
餓
鬼
衟
に
墮
ち
る
、
こ
れ
を
免
れ
る
た
め
に
は

多
く
の
餓
鬼
と
婆
羅
門
仙
等
に
一
斛
の
飮
⻝
を
施
さ
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
言
わ
れ
る
。
そ
こ
で
阿
難
が
釋
迦
に
敎
え
を
乞
う
と
、
一
つ
の
淨

器
に
飮
⻝
を
盛
り
、「
一
切
德
光
無
量
威
力
陀
羅
尼
」
を
唱
え
て
加
持

す
れ
ば
、
飮
⻝
は
無
量
の
も
の
と
な
り
、
餓
鬼
・
婆
羅
門
仙
に
七
七
斛

の
⻝
を
供
す
る
こ
と
が
で
き
、
餓
鬼
を
天
に
生
ま
れ
變
わ
ら
せ
る
こ
と

が
で
き
る
と
吿
げ
ら
れ
る（

６
）。

不
空
譯
『
佛
說
救
拔
焰
口
餓
鬼
陀
羅
尼

經
』
の
內
容
も
ほ
と
ん
ど
變
わ
ら
な
い
が
、
陀
羅
尼
の
名
前
と
さ
ら
に

四
如
來
の
名
號
を
唱
え
る
と
こ
ろ
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
は

供
養
の
對
𧰼
は
餓
鬼
で
あ
り
婆
羅
門
仙
で
あ
っ
て
孤
魂
で
は
な
い
。
も

と
も
と
六
衟
の
一
つ
で
あ
る
餓
鬼
と
い
う
佛
敎
由
來
の
槪
念
と
、
祭
り

手
の
な
い
靈
魂
を
意
味
す
る
孤
魂
と
い
う
槪
念
は
、
本
來
別
の
意
味
を

持
っ
て
い
た
。
し
か
し
祭
り
手
が
い
な
い
卽
ち
⻝
や
生
活
必
需
品
を
供

給
し
て
く
れ
る
人
が
い
な
い
孤
魂
と
、
常
に
飢
え
や
渴
き
に
苦
し
む
餓

鬼
が
、
容
易
に
結
び
つ
き
や
す
く
混
同
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
の
は

自
然
で
あ
っ
た
ろ
う
。
現
在
中
元
節
に
地
獄
か
ら
解
放
さ
れ
て
こ
の
世
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に
出
て
く
る
靈
魂
を
臺
灣
で
は
（
潮
州
で
も
）
好
兄
弟
と
呼
ん
で
い
る
。

臺
灣
の
人
の
說
明
で
は
、
實
際
に
は
餓
鬼
な
の
だ
が
そ
の
よ
う
に
呼
ぶ

と
氣
を
惡
く
す
る
の
で
、
好
兄
弟
と
呼
ぶ
の
だ
と
い
う
。
日
本
で
は
無

緣
佛
と
呼
ぶ
よ
う
に
、
本
來
は
孤
魂
と
い
う
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
れ
も
孤
魂
と
餓
鬼
を
混
同
し
て
き
た
こ
と
が
原
因
だ
と
思
わ
れ
る
。

次
に
現
れ
る
施
餓
鬼
經
典
が
『
施
諸
餓
鬼
飮
⻝
乁
水
法
』
で
、「
大

藏
經
」
で
は
「
不
空
譯
」
と
な
っ
て
い
る
が
、『
開
元
釋
敎
錄
』
に
も

『
貞
元
新
定
釋
敎
目
錄
』
に
も
記
載
が
な
い
。
し
か
し
圓
仁
の
『
入
唐

新
求
圣
敎
目
錄
』
に
は
記
載
さ
れ
て
お
り
、
九
世
紀
前
半
に
は
成
立
し

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
經
典
の
前
に
揭
げ
ら
れ
た
偈
文
に
は
普

度
の
考
え
方
が
示
さ
れ
て
お
り
、
日
本
天
台
の
儀
禮
を
集
成
し
た
『
阿

娑
縛
抄
』
卷
一
五
一
「
施
餓
鬼
」
に
記
載
す
る
儀
禮
は
、
こ
の
儀
軌
に

記
載
す
る
も
の
と
大
體
一
致
し
て
い
る
。
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
眞

言
は
、「
召
請
開
喉
呪
」、「
開
地
獄
門
乁
咽
喉
呪
」、「
加
持
飮
⻝
陀
羅

尼
」、「
施
甘
露
眞
言
」、「
普
施
一
切
餓
鬼
眞
言
」、「
三
昧
耶
戒
陀
羅

尼
」、「
發
遣
解
脫
眞
言
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
南
宋
初
期
に
は
成
立

し
て
い
た
『
瑜
伽
集
要
焰
口
施
⻝
儀
』
の
眞
言
構
成
に
か
な
り
接
近

し
て
い
る（

７
）。
南
宋
の
宗
曉
『
施
⻝
通
覽
』
に
收
め
ら
れ
た
、
北
宋
前

半
に
活
動
し
た
遵
式
「
改
祭
修
齋
決
疑
頌
幷
序
」
に
記
述
さ
れ
て
い
る

の
も
、
や
は
り
施
餓
鬼
で
あ
る
が
、
供
養
の
對
𧰼
は
「
一
切
餓
鬼
」
や

「
家
先
眷
屬
」
ば
か
り
で
な
く
「
依
艸
附
木
孤
魂
滯
魄
」
で
も
あ
り
、

事
實
上
こ
こ
に
說
か
れ
た
小
儀
禮
は
普
度
と
言
え
る（
８
）。

宗
曉
『
施
⻝
通

覽
』
の
序
文
に
は
一
二
〇
四
年
の
表
示
が
あ
り
、
そ
の
附
錄
中
に
は

『
瑜
伽
集
要
焰
口
施
⻝
儀
』
の
一
句
を
引
用
す
る
が
、
大
正
大
藏
經
に

收
め
ら
れ
た
『
瑜
伽
集
要
焰
口
施
⻝
儀
』
の
「
誦
障
施
鬼
眞
言
」
の
註

文
中
に
同
じ
句
が
出
現
す
る
。
す
な
わ
ち
『
瑜
伽
集
要
焰
口
施
⻝
儀
』

は
一
二
〇
四
年
ま
で
に
は
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
儀

軌
中
に
出
現
す
る
「
破
地
獄
」
以
下
の
眞
言
（
陀
羅
尼
）
と
手
印
は
、

「
召
請
餓
鬼
」、「
召
罪
」、「
摧
罪
」、「
定
業
」、「
懺
悔
滅
罪
」、「
妙
色

身
如
來
施
甘
露
」、「
開
咽
喉
」、「
七
如
來
名
號
」、「（
歸
依
）
三
寶
」、

「
發
菩
提
心
」、「
三
昧
耶
戒
」、「
無
量
威
德
自
在
光
明
如
來
（
施
⻝
）」、

「
乳
海
」、「
障
施
鬼
」、「
普
供
養
」、「
奉
送
」
か
ら
な
っ
て
お
り
、
こ

の
構
成
は
祩
宏
『
修
設
瑜
伽
集
要
施
⻝
壇
儀
』
お
よ
び
現
在
の
佛
敎
普

度
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
『
瑜
伽
焰
口
施
⻝
集
要
』
と
大
體
一
致
す
る（

９
）。

こ
の
順
序
は
、
地
獄
か
ら
解
放
さ
れ
、
壇
に
招
か
れ
た
亡
魂
た
ち
が
、

罪
を
懺
悔
し
て
過
去
の
し
が
ら
み
を
淸
め
、
菩
提
心
を
起
こ
さ
せ
た

後
、
戒
を
授
け
執
着
を
斷
ち
、
佛
衟
を
成
就
さ
せ
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ

ー
と
な
っ
て
い
る
。
卽
ち
こ
の
こ
ろ
に
は
現
在
と
同
じ
佛
敎
普
度
の
形

式
が
出
來
上
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

次
に
衟
敎
の
普
度
文
獻
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
唐
末
の
杜
光
庭
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『
太
上
黃
籙
齋
儀
』
に
お
い
て
は
、
普
度
は
ま
だ
獨
立
し
た
儀
禮
と
は

な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
普
度
の
た
め
の
三
朝
行
衟
儀
（
早
朝
の
部
分

は
缺
い
て
い
る
が
）
は
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
「
重
稱
法
位
」
に
お
い

て
は
、「
太
上
慈
圣
北
極
眞
君
」
に
請
願
し
て
敕
命
を
「
山
川
土
地
の

神
、
社
廟
城
隍
の
主
」
に
下
し
、「
亡
魂
を
招
い
て
靈
壇
に
至
ら
せ
（
召

請
）、
敎
え
を
聽
か
せ
（
說
敎
）、
沐
浴
さ
せ
（
沐
浴
）、
超
登
の
圣
果
に

よ
っ
て
（
施
⻝
）、
金
闕
に
逍
遙
し
、
玉
京
を
讚
詠
す
る
（
昇
度
）」
こ

と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
部
分
に
は
、
宋
代
に
成
立
し
た
一

連
の
儀
禮
の
大
要
が
示
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。

一
二
二
三
年
に
成
立
し
た
『
靈
寶
玉
檢
』
は
「
黃
籙
齋
儀
」
三
六
卷

を
含
ん
で
い
た
。
ラ
ガ
ウ
ェ
イ
敎
授
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
『
無
上
黃
籙

大
齋
立
成
儀
』（
以
下
『
立
成
儀
』）
は
、
こ
れ
に
卷
五
一
︱

五
七
の
部
分

を
追
加
し
て
成
立
し
た
と
い
う）

（（
（

。『
立
成
儀
』
に
說
く
黃
籙
齋
で
は
、

衟
士
は
ま
ず
依
賴
を
受
け
て
、
神
々
に
齋
儀
の
舉
行
を
上
奏
す
る
。
次

に
齋
の
三
十
二
日
前
に
「
預
吿
」
を
、
十
日
前
に
「
正
奏
」
を
行
う
。

こ
れ
は
奏
上
す
る
神
々
の
ラ
ン
ク
に
よ
っ
て
「
奏
狀
」、「
申
狀
」、「
牒

狀
」
の
ク
ラ
ス
に
分
け
た
文
書
を
發
行
し
、
願
い
事
の
內
容
と
そ
れ
ら

を
實
現
し
て
く
れ
る
よ
う
に
述
べ
、
ま
た
儀
式
の
遂
行
に
對
す
る
協
力

を
願
う
。
こ
の
文
書
の
ク
ラ
ス
は
『
司
馬
氏
書
儀
』
に
載
せ
る
文
書
例

に
對
應
す
る
。「
奏
狀
」
は
臣
下
が
皇
帝
に
奏
上
す
る
と
き
の
文
書
形

式
で
あ
り
、
衟
敎
の
最
高
神
で
あ
る
三
淸
（
元
始
天
尊
・
靈
寶
天
尊
・
衟

德
天
尊
）
や
神
々
の
長
で
あ
る
玉
皇
大
帝
な
ど
上
級
の
神
々
に
對
し
て

發
す
る
。「
申
狀
」
は
下
級
の
役
所
か
ら
上
級
の
役
所
に
發
行
す
る
時

の
形
式
で
、
靈
寶
三
師
や
三
官
大
帝
な
ど
に
發
す
る
。「
牒
狀
」
は
所

屬
關
係
の
な
い
役
所
が
相
互
に
や
り
取
り
す
る
と
き
に
用
い
る
形
式

で
、
城
隍
神
や
九
州
社
令
な
ど
に
發
す
る
。
こ
れ
を
「
預
吿
」
と
「
正

奏
」
の
二
段
階
に
分
け
て
行
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
前
日
に
は
宿
啓
を

行
う
。
宿
啓
は
靈
寶
眞
文
を
五
方
に
安
置
し
壇
の
圣
化
を
行
う
の
が
目

的
で
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
齋
を
行
う
に
あ
た
っ
て
の
準
備
に
あ
た
る
諸

儀
禮
が
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
日
の
夜
に
は
、
正
薦
の
亡
魂
（
齋
の

主
な
救
濟
對
𧰼
と
な
る
死
者
）
の
た
め
の
召
靈
、
疾
病
の
治
療
、
沐
浴
、

施
⻝
を
行
う
。
齋
の
期
閒
は
一
般
に
三
日
閒
と
さ
れ
、
そ
の
時
に
は
每

日
三
囘
の
行
衟
（
神
々
へ
の
供
養
・
拜
禮
）、
二
囘
の
轉
經
（
讀
經
）
が
行

わ
れ
る
他
、
第
一
日
の
夜
に
は
破
獄
が
行
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
地
獄
に

閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
亡
魂
を
解
放
す
る
も
の
で
あ
る
。
第

二
日
の
夜
に
は
解
放
さ
れ
た
す
べ
て
の
亡
魂
を
對
𧰼
に
普
度
（
鍊
度
、

傳
符
授
戒
、
昇
度
を
含
む
）
が
行
わ
れ
、
第
三
日
の
夜
に
正
薦
の
た
め
の

鍊
度
、
傳
符
授
戒
、
昇
度
が
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
次
の
日
に
、
齋
の
最

も
重
要
な
祈
願
文
で
あ
る
表
を
衟
士
が
自
ら
最
高
神
に
提
出
す
る
拜
表

や
、
神
々
を
招
い
て
饗
應
し
、
齋
功
の
成
就
を
感
謝
す
る
醮
が
設
け
ら
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れ
る
。

こ
の
時
代
の
衟
敎
の
普
度
は
「
破
獄
」、「
召
靈
」、「
疾
病
の
治
療
」、

「
沐
浴
」、「
施
⻝
」、「
鍊
度
」、「
傳
符
授
戒
」、「
昇
度
」
か
ら
な
っ
て

い
る
。
佛
敎
の
施
餓
鬼
・
普
度
に
倣
っ
て
形
成
さ
れ
た
が
、「
疾
病
の

治
療
」、「
沐
浴
」、「
鍊
度
」
等
の
衟
敎
獨
特
の
儀
禮
を
含
ん
で
い
る
。

先
述
の
よ
う
に
正
薦
の
た
め
の
儀
禮
も
、
同
じ
順
序
で
行
わ
れ
、
こ
れ

が
現
在
行
わ
れ
て
い
る
功
德
と
い
う
衟
敎
式
葬
儀
の
形
式
の
基
に
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
儀
禮
に
お
い
て
は
、
お
び
た
だ
し
い
文
書
が
發
行

さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
冥
界
の
神
々
の
官
僚
組
織
を
背
景
に
し
て
お
り
、

そ
の
上
に
立
っ
た
行
政
上
の
手
續
き
は
衟
敎
儀
禮
の
特
色
と
い
え
る
。

普
度
儀
禮
の
基
に
な
っ
た
施
餓
鬼
で
は
、
本
來
わ
ず
か
な
飮
⻝
を
用
い

て
い
た
。
こ
れ
が
普
度
に
變
化
す
る
と
、
大
量
の
供
え
物
が
必
要
に
な

っ
た
が
、
そ
れ
は
や
は
り
先
祖
の
祭
り
に
意
を
註
い
で
い
た
中
國
の
民

俗
や
儒
敎
の
三
獻
禮
が
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。「
疾
病
の

治
療
」
に
關
し
て
、
孤
魂
や
厲
鬼
と
な
っ
た
人
の
死
亡
時
に
は
、
身
體

を
完
全
な
狀
態
に
保
ち
が
た
い
こ
と
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
中
國

人
は
死
者
を
救
濟
す
る
に
は
、
そ
の
身
體
を
本
來
の
完
全
な
狀
態
に
す

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
た
め
、
こ
の
儀
禮
が
必
要
と
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
次
に
紹
介
す
る
「
鍊
度
」
と
い
う
儀
禮
に
も
、
こ
の
考
え

方
が
强
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。

南
宋
の
衟
士
金
允
中
は
『
上
淸
靈
寶
大
法
』（
以
下
『
金
氏
大
法
』）
を

殘
し
て
い
る
が
、
彼
は
一
面
で
知
識
人
で
も
あ
り
、
こ
の
著
書
の
中
に

現
在
の
衟
敎
に
關
す
る
多
く
の
批
判
的
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は

宋
代
の
筆
記
・
小
說
に
も
言
乁
さ
れ
て
い
る
が
、
黃
籙
齋
を
實
施
す
る

に
は
大
變
な
お
金
が
か
か
り
、
實
際
に
必
要
と
さ
れ
る
物
品
は
膨
大
な

量
に
の
ぼ
る
。
金
允
中
は
し
ば
し
ば
黃
籙
齋
を
行
う
に
は
、
主
要
な
救

濟
對
𧰼
で
あ
る
正
薦
（
大
抵
は
齋
主
の
祖
先
）
ば
か
り
で
な
く
、
孤
魂
の

救
濟
に
も
意
を
用
い
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。「
近
頃
の
建
齋
で
は
、

祈
安
と
い
う
目
的
な
ら
ば
、
た
だ
自
分
だ
け
丁
甯
に
し
て
、
國
の
福
や

泰
平
に
は
乁
ば
な
い
。
死
者
の
救
濟
と
い
う
目
的
な
ら
ば
、
正
薦
の
亡

魂
に
汲
々
と
し
て
、
普
度
に
意
を
寄
せ
る
こ
と
を
し
な
い
」）

（1
（

。「
今
齋

詞
（
黃
籙
齋
の
祈
願
文
）
の
中
で
、
上
は
君
主
や
地
域
の
人
々
を
祝
福
せ

ず
、
下
は
九
祖
や
五
衟
の
存
在
を
救
濟
し
よ
う
と
せ
ず
、
心
狹
く
も
た

だ
正
薦
の
亡
魂
た
ち
の
こ
と
し
か
考
え
な
い
。
こ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、

上
帝
は
た
だ
一
人
の
た
め
に
特
別
に
符
や
文
書
を
下
し
て
、
地
獄
の
門

を
開
く
こ
と
を
す
る
だ
ろ
う
か
。
必
ず
こ
の
よ
う
な
理
は
な
い
」）

（1
（

。
こ

の
孤
魂
を
救
濟
す
る
こ
と
が
正
薦
の
亡
魂
の
功
德
と
な
り
、
彼
ら
の
救

濟
に
貢
獻
す
る
、
と
い
う
考
え
方
は
『
立
成
儀
』
の
著
者
で
あ
る
蔣
叔

輿
と
同
樣
で
あ
る
。
蔣
叔
輿
も
一
面
で
は
官
僚
で
あ
り
、
二
人
と
も
い

わ
ば
知
識
人
衟
士
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
人
々
の
呪
術
儀
禮
の
要
求
に



東
洋
の
思
想
と
宗
敎
　
第
四
十
一
號

（ 84 ）

日
々
應
じ
て
い
る
衟
士
た
ち
が
、
あ
る
い
は
衟
觀
に
あ
っ
て
仙
人
に
な

る
た
め
の
修
行
に
勵
ん
で
い
る
衟
士
た
ち
が
、
何
種
類
か
の
儀
禮
テ
キ

ス
ト
を
收
集
し
、
比
較
・
校
訂
を
し
た
り
し
た
上
で
テ
キ
ス
ト
を
出
版

す
る
な
ど
と
い
う
事
業
に
攜
わ
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
や
は
り
儒
者

的
な
考
え
方
を
持
っ
た
人
た
ち
で
な
け
れ
ば
、
テ
キ
ス
ト
の
比
較
・
校

訂
な
ど
に
は
踏
み
込
ま
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
二
章　

鍊
度
に
つ
い
て

鍊
度
は
宋
代
に
な
っ
て
成
立
し
た
一
連
の
儀
禮
を
構
成
す
る
一
つ

で
、
儀
禮
書
で
主
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
水
火
鍊
度
と
九
天
鍊
度

の
二
つ
で
あ
り
、
そ
の
他
に
い
く
つ
か
の
符
が
發
行
さ
れ
る
。
こ
の
儀

禮
に
關
し
て
は
、
や
は
り
宋
代
に
な
っ
て
新
た
な
發
展
を
見
せ
た
內
丹

の
技
法
と
の
關
連
が
從
來
註
目
さ
れ
て
き
た
。
內
丹
は
氣
を
鍊
る
こ
と

で
、
體
內
に
不
死
の
身
體
を
形
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
行
法
で

あ
る
が
、「
水
火
を
交
媾
さ
せ
る
」（
內
丹
で
は
坎
離
（
水
火
）、
す
な
わ
ち

腎
臟
の
中
の
陽
の
要
素
と
、
心
藏
の
中
の
陰
の
要
素
が
交
わ
っ
て
不
死
の
身
體

を
生
み
出
し
、
そ
れ
を
養
育
し
て
い
く
）
な
ど
の
言
葉
が
、
水
火
鍊
度
と

深
い
關
連
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
陳
文
龍
氏

は
『
王
契
眞
『
上
淸
靈
寳
大
法
』
硏
究
』
の
第
六
章
第
一
節
二
「
煉

度
儀
式
與
內
丹
」
で
、「
そ
の
思
想
は
古
靈
寶
經
に
源
が
あ
る
と
は
い

え
、
そ
の
煉
度
の
具
體
的
手
段
は
む
し
ろ
內
丹
の
修
煉
方
法
に
由
來
す

る
（
二
八
七
頁
）」、「
說
か
れ
て
い
る
の
は
す
べ
て
內
丹
修
煉
の
事
で
、

明
ら
か
に
、
水
火
煉
度
と
內
丹
修
煉
は
不
可
分
の
關
係
に
あ
る
（
二
八

八
頁
）」、「
內
丹
修
煉
の
中
で
、
水
火
煉
は
鍵
と
な
る
要
素
で
あ
る
（
二

八
九
頁
）」、
と
述
べ
て
い
る）

（1
（

。
ま
た
陳
耀
庭
氏
も
『
衟
敎
禮
儀
』
の
第

三
章
第
三
節
「
煉
度
科
儀
」
で
「
こ
の
一
段
の
意
味
は
、
煉
度
科
儀
は

靈
寶
齋
法
中
の
一
種
で
あ
り
、
儀
式
の
外
觀
か
ら
見
れ
ば
、
煉
度
壇
の

上
に
、
水
池
と
火
沼
を
設
置
し
、
亡
魂
が
招
か
れ
來
た
っ
た
後
、
水
池

と
火
沼
で
交
煉
を
行
い
、
亡
魂
の
垢
や
穢
れ
が
洗
い
流
さ
れ
、
內
外
が

透
き
通
っ
て
身
體
が
光
を
發
し
、
仙
人
と
な
る
。
い
わ
ゆ
る
『
內
部
は

坎
離
が
交
媾
す
る
』
と
は
、
儀
式
の
表
面
で
は
見
通
せ
な
い
一
面
を
指

す
。
す
な
わ
ち
高
功
の
內
煉
で
あ
る
。
煉
度
儀
の
鍵
は
高
功
の
內
煉
で

あ
り
（
一
〇
四
︱

五
頁
）」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
從
來
の
硏
究

で
は
、
鍊
度
は
內
丹
の
修
行
過
程
を
反
映
す
る
儀
禮
と
捉
え
ら
れ
て
き

た）
（1
（

。し
か
し
宋
元
時
代
に
成
立
し
た
儀
禮
書
を
見
て
み
る
と
、
實
際
に
は

鍊
度
儀
禮
の
テ
キ
ス
ト
の
中
に
は
內
丹
の
行
を
示
す
も
の
を
見
出
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
以
下
で
は
主
と
し
て
儀
禮
書
に
見
え
る
呪
文
と
存
思

（
衟
敎
の
行
の
一
種
で
、
神
々
を
目
の
前
に
い
る
よ
う
に
思
い
浮
か
べ
る
こ
と

を
い
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
體
內
の
各
器
官
を
守
る
神
々
を
外
に
出
さ
な
い
よ
う
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に
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。
儀
禮
に
お
い
て
は
神
々
や
亡
魂
を
呼
び
出
す

と
き
に
、
あ
た
か
も
呼
ば
れ
て
眼
前
に
姿
を
現
す
か
の
よ
う
に
想
像
す
る
こ
と

を
い
う
）
內
容
か
ら
こ
の
こ
と
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
『
金

氏
大
法
』
卷
三
七
「
水
火
鍊
度
品
」
の
水
鍊
の
例
か
ら
見
て
い
く
。「
亡

魂
が
水
池
に
入
り
質
を
濯
（
あ
ら
）
う
と
存
思
す
る
（「
十
二
河
源
符
」

を
發
行
す
る
と
き
の
存
思
で
、
亡
魂
が
池
に
入
っ
て
身
體
を
洗
っ
て
い
る
よ
う

に
思
い
浮
か
べ
る
）」。「
天
帝
が
敕
す
る
・
・
・
亡
魂
を
攝
召
し
、
身
形

を
蕩
濯
す
る
よ
う
に
（「
眞
水
合
同
符
」
を
發
行
す
る
際
の
呪
文
）」。「
大

玄
な
る
法
水
は
・
・
・
死
に
あ
っ
て
は
能
く
苦
を
滌
（
あ
ら
）
う
（「
再

呪
」）」。「
九
天
の
敕
に
よ
り
、
胎
嬰
に
返
り
復
す
る
。
積
み
重
な
っ
た

穢
れ
は
除
か
れ
、
屍
は
生
ま
れ
變
わ
る
（
玄
水
を
水
池
に
灑
（
そ
そ
）
ぐ

時
の
呪
文
）」。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
身
體
を
洗
っ
て
、
穢
れ
や
汚
れ
あ
る

い
は
苦
惱
を
除
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
一
方
で
は
火
鍊
で
は
、

「
南
方
の
君
、
赤
炁
の
精
・
・
・
天
帝
が
敕
す
る
こ
と
有
り
、
使
者
は

須
く
聽
く
よ
う
に
。
亡
魂
を
攝
召
し
、
眞
形
を
鍊
度
す
る
よ
う
に
（「
發

火
呪
」）」。「
炎
神
炎
神
、
火
鈴
火
鈴
。
上
は
紫
微
に
通
じ
、
下
は
黃
冥

に
極
ま
る
。
邪
を
却
け
魂
を
鍊
す
る
、
赤
帝
の
靈
（「
火
鈴
符
」、「
鍊
身

符
」）」。「
火
鍊
に
よ
っ
て
身
體
・
魂
魄
は
改
ま
る
。
穢
炁
は
殂
落
し
、

烟
（
烟
）
に
乘
じ
て
飛
揚
（
颺
）
す
る
。
陰
炁
・
穢
炁
は
消
え
て
、
陽

炁
は
盛
ん
に
な
る
。
精
・
神
は
益
々
壯
健
で
、
九
炁
（
萬
物
の
根
源
）

を
合
せ
て
衟
と
契
る
（
同
上
）」。
以
上
の
よ
う
に
形
神
卽
ち
身
體
と
精

神
を
鍛
え
直
し
、
穢
炁
・
陰
炁
を
陽
炁
に
變
え
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て

い
る
。

水
火
鍊
度
に
續
い
て
行
わ
れ
る
九
天
鍊
度
は
、『
九
天
生
神
章
經
』

が
說
い
て
い
る
、
九
天
の
炁
が
降
り
、
そ
こ
に
神
が
宿
る
こ
と
に
よ
っ

て
人
閒
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
に
基
づ
き
、
九
天
の
炁
が
順
番
に
降

る
こ
と
を
請
う
て
行
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
亡
魂
が
新
た
な
身
體
を
得
て

生
ま
れ
變
わ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
九
天
の
炁
に
よ
っ
て
ど
の

器
官
が
形
成
さ
れ
て
い
く
か
に
つ
い
て
は
、
儀
禮
書
に
よ
っ
て
異
な
る

と
こ
ろ
も
あ
る
が
、『
金
氏
大
法
』
に
よ
れ
ば
、
胞
、
胎
、
三
魂
、
七

魄
、
五
藏
（
臟
）、
六
府
（
腑
）、
九
竅
、
八
景
、
身
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
の
ほ
か
に
鍊
度
で
は
一
組
の
符
を
發
行
し
て
、
亡
魂
を
鍊
し

た
り
、
神
々
を
招
請
し
た
り
す
る
。『
立
成
儀
』
で
は
、「
化
生
十
二

炁
符
」
を
發
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
擔
當
の
將
軍
を
召
し
、
腎
・
心
・

肝
・
肺
・
脾
・
膀
胱
・
小
腸
・
膽
腑
・
大
腸
・
胃
・
三
焦
・
心
胞
胳
を

生
ず
る
十
二
炁
を
降
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
器
官
を
生
ず
る
符
を
發
行
し
て

神
々
を
配
置
し
て
い
く
。『
金
氏
大
法
』
で
は
水
火
鍊
度
の
後
に
、「
五

芽
符
」
を
發
行
し
て
、
五
方
五
帝
の
炁
を
亡
魂
に
灌
い
で
い
く
。
こ
の

よ
う
に
し
て
鍊
度
が
終
わ
る
と
、
亡
魂
に
說
敎
を
行
っ
た
後
、
衟
敎
の

三
寶
で
あ
る
衟
・
經
・
師
に
對
す
る
歸
依
を
表
明
さ
せ
、
次
に
亡
魂
に
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九
戒
を
授
け
る
。
そ
し
て
亡
魂
に
は
天
上
界
に
生
を
得
る
た
め
に
樣
々

な
文
書
が
授
け
ら
れ
る
。「
太
上
洞
玄
靈
寶
長
生
度
命
無
上
黃
籙
」（「
救

苦
眞
符
」、「
長
生
靈
符
」
を
含
む
）、「
四
鎭
合
同
符
」、「
昇
天
大
券
」
な

ど
で
あ
り
、
發
行
さ
れ
る
に
際
し
て
も
天
上
界
へ
生
ま
れ
變
わ
る
こ
と

が
述
べ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
「
九
龍
度
命
の
功
德
に
乘
じ
て
、
天
堂
に

上
生
す
る
よ
う
に
（『
金
氏
大
法
』
卷
三
二
「
救
苦
眞
符
」
誥
文
）」。「
金
籙

度
命
の
功
德
を
承
け
て
、
直
ち
に
昇
遷
し
（
天
堂
に
上
生
す
る
よ
う
に
）

（
同
上
「
長
生
靈
符
」
誥
文
）」。「
亡
魂
某
は
こ
の
功
德
を
承
け
て
、
衟
境

に
上
登
す
る
（
同
上
「
昇
天
大
券
左
券
」
吿
文
、
半
分
は
天
門
吏
に
、
半
分

は
亡
魂
に
授
け
ら
れ
る
）」。

張
澤
洪
の
『
衟
敎
齋
醮
科
儀
硏
究
』
第
三
章
「
衟
敎
齋
醮
儀
式
分

析
」
第
二
節
三
「
水
火
鍊
度
」
で
は
、「
衟
敎
鍊
度
は
、
自
己
の
身
體

中
の
陰
陽
の
造
化
と
天
地
の
そ
れ
を
感
應
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
亡
魂

に
最
初
の
造
化
を
再
び
復
活
さ
せ
て
、
仙
人
と
し
て
生
ま
れ
變
わ
ら
せ

る
こ
と
に
あ
る
」
と
し
て
い
る）

（1
（

。
こ
の
指
摘
は
か
な
り
重
要
で
あ
る

が
、「
再
び
復
活
さ
せ
」
る
こ
と
と
、「
仙
人
と
し
て
生
ま
れ
變
わ
」
る

こ
と
は
全
く
違
っ
た
過
程
で
あ
る
は
ず
で
は
な
か
ろ
う
か
。
仙
人
と
な

る
た
め
の
修
行
は
困
難
を
極
め
、
こ
れ
を
實
現
す
る
こ
と
が
か
な
り
稀

で
あ
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
衟
敎
關
係
の
書
物
に
も
、
ま
た
仙
人
傳
に

も
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
。
死
者
だ
か
ら
こ
の
過
程
が
成
し
遂
げ
や
す

い
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
も
、
な
か
な
か
考
え
づ
ら
い
。
衟
敎

の
黃
籙
齋
に
宋
代
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
一
連
の
儀
禮
の
過
程
は
、
亡
魂

を
人
閒
と
し
て
復
活
さ
せ
、
資
格
を
得
さ
せ
て
天
界
に
上
昇
さ
せ
る
と

い
う
ス
ト
ー
リ
ー
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
鍊
度
儀
禮
が
目
的
と
し

て
い
る
の
は
、
過
去
の
罪
や
執
着
か
ら
離
れ
、
新
し
い
身
體
を
得
て
天

上
に
再
生
す
る
こ
と
で
あ
り
、
儀
禮
の
テ
キ
ス
ト
を
見
る
限
り
、
決
し

て
仙
人
の
身
體
を
獲
得
す
る
こ
と
と
は
い
え
な
い
。

し
か
し
金
允
中
は
、
文
書
へ
の
コ
メ
ン
ト
で
、
こ
の
天
上
界
に
再
生

す
る
と
い
う
こ
と
さ
え
も
否
定
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
「
亡
魂
は
齋

に
よ
っ
て
陰
翳
を
鍊
し
除
き
、
重
（
黃
）
泉
の
中
を
脫
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
そ
し
て
資
格
に
從
っ
て
化
を
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
だ
け
で
も
大

き
な
幸
い
だ
。
直
ち
に
九
天
に
登
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
」）

（1
（

。
陰

翳
と
は
亡
魂
に
纏
わ
り
つ
い
て
い
た
過
去
の
罪
過
・
汚
點
と
で
も
い
え

よ
う
か
。
黃
籙
齋
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
除
い
て
も
ら
い
、
再
生
す
る

こ
と
が
で
き
た
だ
け
で
も
良
し
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
天

上
界
へ
上
る
資
格
な
ど
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
「
昇
天
大
券
」
へ
の
コ
メ
ン
ト
で
は
「
亡
魂
は
こ
れ
を
得
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
、
拘
留
さ
れ
、
沈
み
込
む
こ
と
は
避
け
ら
れ
る
が
、
天
門
に

昇
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
け
で
は
な
い
。
功
行
が
十
分
で
な
け

れ
ば
、
上
帝
に
朝
謁
す
る
に
は
當
た
ら
な
い
。
中
界
に
あ
っ
て
、
こ
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れ
を
身
の
寶
と
し
て
、
化
を
受
け
再
生
で
き
る
だ
け
だ
」）

（1
（

と
述
べ
て
い

る
が
、
や
は
り
天
上
界
に
生
ま
れ
變
わ
る
こ
と
は
は
っ
き
り
と
否
定
さ

れ
、
功
と
な
る
行
い
が
上
帝
に
朝
謁
で
き
る
ま
で
に
備
わ
っ
て
い
な
け

れ
ば
、
中
界
に
い
て
こ
の
券
を
寶
と
し
て
更
生
す
る
し
か
な
い
と
言
っ

て
い
る
。
知
識
人
ら
し
い
合
理
的
な
解
釋
と
言
え
よ
う
。
儀
禮
を
行
う

宗
敎
者
、
儀
禮
を
行
っ
て
も
ら
う
人
々
、
そ
し
て
批
判
的
な
ま
な
ざ
し

で
見
る
知
識
人
で
は
、
受
け
取
り
方
は
異
な
る
が
、
黃
籙
齋
を
行
っ
て

も
ら
う
人
々
も
こ
れ
を
行
っ
て
父
母
や
祖
先
が
天
界
に
行
っ
た
か
ら
、

以
後
の
祭
祀
は
行
わ
な
く
て
濟
む
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
れ

は
現
在
衟
士
を
呼
ん
で
葬
儀
を
行
っ
て
も
ら
っ
た
か
ら
、
祭
祀
の
必
要

は
な
く
な
っ
た
な
ど
と
は
考
え
な
い
の
と
同
樣
で
あ
る
。

第
三
章　

祭
鍊
に
つ
い
て

祭
鍊
と
は
、
先
に
紹
介
し
た
破
獄
か
ら
傳
符
授
戒
に
至
る
一
連
の
儀

禮
を
、

略
な
形
に
ま
と
め
て
行
う
も
の
で
、
衟
藏
中
に
も
い
く
つ
か

の
テ
キ
ス
ト
が
含
ま
れ
て
お
り
、『
金
氏
大
法
』
卷
一
三
「
濟
鍊
幽
魂

品
」、
鄭
思
肖
『
太
極
祭
鍊
內
法
』、『
衟
法
會
元
』
卷
二
一
〇
「
丹
陽

祭
鍊
內
旨
」
な
ど
が
そ
の
主
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
『
太
極
祭
鍊
內

法
』
の
序
文
で
、
鄭
思
肖
は
「
い
わ
ゆ
る
祭
と
は
、
飮
⻝
を
設
け
て
そ

の
飢
渴
を
破
る
こ
と
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
鍊
と
は
、
精
神
を
以
て
そ
の

幽
暗
を
開
く
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
祭
鍊
は
後
述
の
よ
う
に
、

孤
魂
・
厲
鬼
を
供
養
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
時
閒
的

に
は
上
に
擧
げ
た
テ
キ
ス
ト
に
因
っ
た
場
合
、
一
時
閒
前
後
を
要
す
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
ま
ず
亡
魂
た
ち
の
飢
え
渴
き
を
滿
た
す
。

こ
れ
が
祭
の
部
分
で
あ
り
、
こ
れ
を
行
っ
た
上
で
祭
鍊
を
施
行
す
る
宗

敎
者
の
精
・
神
を
も
っ
て
、
亡
魂
た
ち
の
精
・
神
の
閉
ざ
さ
れ
た
幽
暗

に
光
を
も
た
ら
す
。
こ
の
後
者
の
手
續
き
を
鍊
と
呼
ん
で
い
る
。
ま
た

「
丹
陽
祭
鍊
內
旨
」
で
も
、
そ
の
序
文
に
「
祭
鍊
は
、
祭
は
鬼
神
を
祭

る
手
段
で
あ
り
、
鍊
は
自
己
を
鍊
す
る
手
段
で
あ
る
。
假
に
も
自
分
を

鍊
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
鬼
神
は
昇
度
で
き
な
い
。
或
い
は
飽
煖
し

な
け
れ
ば
、
則
ち
鬼
神
は
飢
寒
を
免
れ
な
い
」）

（1
（

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
祭
と
は
施
⻝
の
こ
と
で
あ
り
、
鍊
と
は
鍊
度
を
指
す
と
い
う

の
で
あ
り
、
鄭
思
肖
の
主
張
と
通
じ
る
。

こ
の
祭
鍊
は
宋
元
時
代
に
は
よ
く
行
わ
れ
た
ら
し
く
、
か
な
り
多
く

の
種
類
の
文
獻
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
た
と
え
ば
金
允
中

は
「
允
中
が
見
た
祭
鍊
の
書
は
、
數
十
本
に
止
ま
ら
な
い
。
大
體
は
似

通
っ
た
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
祝
辭
や
文
書
の
言
葉
は
多
く
雜

駁
で
あ
る
」）

11
（

と
述
べ
て
お
り
、
南
宋
中
期
に
は
金
允
中
が
見
た
だ
け
で

數
十
種
類
の
祭
鍊
に
關
す
る
文
獻
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

同
樣
に
鄭
思
肖
も
樣
々
な
系
統
の
祭
鍊
の
テ
キ
ス
ト
が
存
在
し
て
い
た
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こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。「
淸
微
法
中
に
は
、
紫
陽
祭
鍊
、
玉
陽
祭
鍊

な
ど
の
法
が
あ
る
。
そ
の
丹
陽
符
、
變
⻝
呪
、
水
火
鍊
度
呪
、
五
行
炁

幷
諸
符
は
、
正
一
の
諸
本
の
祭
鍊
法
と
、
少
し
も
同
じ
で
は
な
い
。
他

本
の
祭
鍊
法
は
、
或
い
は
名
づ
け
て
祭
鬼
鍊
度
經
と
い
い
、
或
い
は
經

法
と
名
づ
け
、
皆
な
後
人
が
そ
の
名
稱
を
重
ね
た
だ
け
で
あ
る
。
訪
ね

て
傳
授
を
請
う
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
ど
の
く
ら
い
あ
る
の
か

も
分
か
ら
な
い
が
、
一
つ
一
つ
み
な
同
じ
で
は
な
い
。
し
か
し
ど
れ
も

葛
仙
公
鍊
度
法
と
し
て
い
な
い
も
の
は
な
い
」）

1（
（

。
こ
こ
に
は
淸
微
系
統

の
祭
鍊
が
舉
げ
ら
れ
て
い
る
が
、『
衟
法
會
元
』
中
に
は
こ
こ
に
取
り

上
げ
た
「
丹
陽
祭
鍊
」
の
他
、
淸
微
系
統
の
祭
鍊
と
考
え
ら
れ
る
も
の

に
「
龍
天
通
明
鍊
度
大
法
」（
卷
三
二–

三
五
）、「
太
極
玉
陽
神
鍊
大
法
」

（
卷
二
〇
八–

二
〇
九
）
等
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
宋
元
時
代
に
は
多
く
の

種
類
の
祭
鍊
の
テ
キ
ス
ト
が
存
在
し
て
お
り
、
し
か
も
正
一
や
淸
微
な

ど
正
統
的
な
も
の
か
ら
、
彼
が
批
判
し
て
い
る
よ
う
な
民
閒
の
傳
統
と

考
え
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
だ
け
こ
の
祭
鍊
は
、
樣
々
な
種
類
の

人
た
ち
に
よ
っ
て
、
樣
々
な
目
的
で
廣
く
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
鄭
思
肖
は
樣
々
な
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
か
な
り
詳
し
い
分
析
を
行

っ
て
い
る
。
出
版
の
手
續
き
に
ま
で
は
い
か
な
い
に
し
て
も
、
テ
キ
ス

ト
と
し
て
殘
さ
れ
、
見
ら
れ
る
狀
態
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。

祭
鍊
が
供
養
・
救
濟
の
對
𧰼
と
し
た
の
は
廣
く
は
孤
魂
滯
魄
で
あ
る

が
、
ま
た
行
う
者
の
祖
先
な
ど
も
そ
の
對
𧰼
と
さ
れ
て
い
た
。「
丹
陽

祭
鍊
內
旨
」
に
記
さ
れ
た
祭
鍊
で
孤
魂
に
發
行
す
る
「
生
天
寶
籙
」
に

は
「
九
州
分
野
、
十
類
河
沙
の
男
女
孤
魂
滯
魄
等
衆
を
拔
度
し
、
乁
び

某
靈
魂
を
薦
し
て
と
も
に
赦
宥
を
蒙
り
、
み
な
生
天
を
獲
る
こ
と
を
求

め
る
」）

11
（

と
あ
っ
て
、「
某
靈
魂
」
と
し
て
特
定
の
亡
魂
が
指
定
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
「
生
天
寶
籙
」
へ
の
王
玄
眞
の
コ
メ
ン
ト
に
は
、「
玄

眞
曰
く
・
・
・
も
し
父
母
師
長
を
救
濟
す
る
な
ら
、
敢
え
て
給
籙
說
戒

せ
ず
、
た
だ
密
奏
し
て
『
こ
の
祭
鍊
の
功
德
に
よ
っ
て
、
某
人
を
薦
拔

し
て
同
じ
く
天
界
に
生
ず
る
に
資
す
る
』
と
い
う
」）

11
（

と
あ
っ
て
、
父
母

や
恩
師
の
救
濟
に
は
、
祭
鍊
の
功
德
に
よ
る
よ
う
に
註
意
し
て
い
る
。

孤
魂
と
祖
先
の
供
養
・
救
濟
と
い
う
こ
と
は
、
祭
鍊
の
直
接
の
目
的

で
あ
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
孤
魂
の
祟

り
を
避
け
る
こ
と
も
大
き
な
目
的
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
五
頁
で
ふ
れ
た

が
、『
無
上
玄
元
三
天
玉
堂
大
法
』
卷
二
七
「
驅
除
制
伏
品
」
で
は
、

「
祟
り
を
治
す
る
に
は
、
大
祟
を
治
し
、
小
祟
を
憐
れ
む
べ
き
で
あ
る
」

と
し
て
い
る
。
ま
さ
に
祭
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
冥
界
で
沈
滯
し
て
い

る
孤
魂
が
祟
り
を
起
こ
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
彼
等
を
救
濟
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
祟
り
を
避
け
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
論
じ
て
き
た
祭
鍊
を
、
こ
の
よ
う
な
目
的
で
も
行
う
べ
き
こ
と
が
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三
つ
の
文
獻
に
お
い
て
も
言
乁
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
金
允
中
は

「
古
く
一
本
の
刋
行
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
、
施
⻝
吿
戒
し
て
發
遣
し
た

後
、
却
っ
て
天
蓬
呪
を
一
遍
誦
さ
せ
る
が
、
こ
れ
は
尤
も
行
う
べ
き
で

な
い
。
思
う
に
そ
の
意
は
孤
魂
滯
魄
が
留
ま
る
の
を
恐
れ
、
妖
異
と
な

し
た
の
で
あ
る
。
古
よ
り
今
ま
で
、
好
意
に
よ
っ
て
鬼
神
を
薦
め
て
き

た
。
た
と
え
冤
對
が
あ
っ
て
も
、
ま
た
こ
れ
に
よ
っ
て
解
釋
で
き
る
、

ど
う
し
て
故
な
く
し
て
自
分
に
讎
が
乁
ぶ
よ
う
に
す
べ
き
だ
ろ
う
か
、

天
地
も
ま
た
こ
れ
を
容
れ
な
い
。
ど
う
し
て
自
ら
疑
心
を
お
こ
し
、
善

意
を
全
う
し
な
い
よ
う
に
す
べ
き
だ
ろ
う
か
」）

11
（

。
す
な
わ
ち
孤
魂
滯
魄

に
對
し
て
祭
鍊
を
行
っ
た
後
、
天
蓬
呪
を
唱
え
て
追
い
拂
う
と
い
う
こ

と
は
決
し
て
や
っ
て
は
い
け
な
い
。
こ
れ
は
彼
等
を
妖
異
と
考
え
て
對

處
し
た
の
で
あ
り
、
今
ま
で
好
意
で
祭
鍊
を
行
っ
て
、
⻝
を
施
し
救
濟

し
て
き
た
の
だ
か
ら
、
本
來
こ
れ
で
恨
み
が
あ
っ
た
と
し
て
も
解
消
で

き
る
。
疑
心
を
起
こ
し
て
善
意
を
全
う
し
な
い
よ
う
な
こ
と
が
、
無
い

よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
路
時
中
の
い
う
小
祟
へ
の
對
處
に
、

大
祟
へ
の
對
處
法
を
紛
れ
込
ま
せ
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
は
い
け
な

い
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
祭
鍊
に
よ
っ
て
祟
り
を
起
こ
し
て
い
る
鬼
を
救
濟
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
祟
り
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
方
法
は
、
現
在
臺
灣
で
見
ら

れ
る
、
北
部
の
衟
士
が
行
う
超
拔
と
南
部
の
法
師
が
行
う
打
城
と
に
、

そ
の
考
え
方
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
雷
法
や
天
心
法
な
ど
の
衟
敎
呪
術

の
よ
う
に
、
冥
界
の
律
に
照
ら
し
て
、
害
を
乁
ぼ
す
鬼
神
を
裁
き
、
彼

ら
に
罰
を
下
す
と
い
う
考
え
と
は
、
處
理
の
方
法
が
異
な
る
。
こ
れ
は

ま
さ
に
路
時
中
が
指
摘
し
て
い
る
、
祟
り
へ
の
二
種
の
對
處
法
に
相
當

す
る
。
さ
ら
に
黃
籙
齋
が
こ
の
目
的
で
行
わ
れ
た
例
が
、
杜
光
庭
『
衟

敎
靈
驗
記
』
や
『
夷
堅
志
』
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
は
す
で
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
見
た
よ
う
に
祭
鍊
の
テ
キ
ス
ト
が
、
衟
敎
敎

團
に
お
い
て
も
、
民
閒
に
お
い
て
も
多
く
の
種
類
が
存
在
し
て
い
た
の

は
、
こ
の
目
的
で
廣
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
と
關
係
し
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
鄭
思
肖
は
「
正
に
至
治
の
世
で
は
、
衟
に
よ
っ
て
人

を
化
す
の
で
、
未
だ
嘗
て
法
に
よ
っ
て
人
を
治
め
る
こ
と
は
な
い
。
終

身
た
だ
祭
鍊
を
行
う
者
は
、
生
生
の
意
が
無
窮
に
遍
く
行
き
渡
る
。
す

で
に
殺
心
は
な
く
、
私
と
鬼
神
と
の
閒
を
裂
く
こ
と
は
で
き
な
い
」
と

し
て
、
祭
鍊
は
衟
に
よ
っ
て
人
を
化
す
こ
と
に
、
そ
れ
以
外
の
呪
術
を

行
使
す
る
こ
と
は
法
（
律
）
に
よ
っ
て
人
を
化
す
こ
と
に
喩
え
ら
れ
て

い
る）

11
（

。
祭
鍊
は
同
樣
に
こ
れ
を
行
う
こ
と
で
功
德
を
積
み
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
災
難
を
避
け
、
神
仙
を
獲
得
す
る
こ
と
も
目
的
と
し
て
い
る
。
鄭

思
肖
は
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
衟
家
に
從
う
者

は
仙
公
鍊
度
を
學
び
、
佛
家
に
從
う
者
は
阿
難
施
⻝
を
學
ぶ
、
一
に
肯
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う
心
が
あ
れ
ば
、
必
ず
し
も
そ
の
釋
に
從
う
か
衟
に
從
う
か
を
問
わ
な

い
。
均
し
く
こ
れ
は
幽
冥
を
濟
度
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
そ

の
好
む
と
こ
ろ
に
因
っ
て
入
れ
ば
、
則
ち
自
ら
信
じ
る
こ
と
は
必
ず

篤
く
、
そ
の
用
心
は
必
ず
專
一
に
な
る
。
そ
の
永
く
續
く
こ
と
を
望

み
、
始
め
は
則
ち
功
を
積
み
、
終
り
に
は
則
ち
成
衟
す
る
こ
と
を
願

う
。・
・
・
始
終
よ
く
深
い
心
で
こ
の
祭
鍊
內
法
を
努
め
行
う
者
は
、

こ
の
人
を
護
っ
て
永
く
災
難
な
く
、
神
仙
を
學
ぶ
者
は
速
く
神
仙
と
成

る
こ
と
を
願
う
」）

11
（

。

お
わ
り
に

第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
衟
敎
の
普
度
の
基
本
的
形
式
は
北
宋
中

期
か
ら
南
宋
初
期
ま
で
の
閒
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
ろ

ま
で
に
は
佛
敎
の
施
餓
鬼
も
普
度
の
性
質
を
備
え
る
よ
う
に
な
り
、
現

行
の
佛
敎
普
度
（
焰
口
と
呼
ば
れ
る
）
の
構
成
が
ほ
ぼ
出
來
上
が
っ
て
い

た
。
衟
敎
の
黃
籙
齋
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
こ
ろ
大
規
模
な
法
會
と
し

て
行
わ
れ
た
水
陸
齋
に
は
、
衟
敎
か
ら
の
影
響
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

佛
敎
と
衟
敎
は
互
い
に
影
響
し
合
い
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
持

っ
た
普
度
儀
禮
を
完
成
さ
せ
て
い
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
鍊
度
は
衟
敎

普
度
を
構
成
す
る
獨
自
の
儀
禮
で
あ
り
、
內
丹
の
修
行
を
反
映
さ
せ
亡

魂
を
仙
人
の
身
體
・
精
神
を
備
え
た
人
に
再
生
さ
せ
る
儀
禮
と
考
え
ら

れ
て
き
た
が
、
實
際
に
は
亡
魂
を
再
生
さ
せ
、
天
上
界
に
生
ま
れ
變
わ

る
た
め
の
儀
禮
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
鍊
度
と
施
⻝
を
組
み
合
わ
せ
て

略
化
し
た
の
が
祭
鍊
と
い
う
儀
禮
で
あ
り
、
宋
元
時
代
に
は
多
く
の
テ

キ
ス
ト
が
編
纂
さ
れ
出
版
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
衟
士
以
外
の
人

た
ち
に
も
廣
く
實
踐
さ
れ
て
き
た
と
見
ら
れ
る
。
祭
り
手
の
な
い
靈
魂

い
わ
ゆ
る
孤
魂
滯
魄
に
⻝
を
施
し
、
救
濟
を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
、

祟
り
を
鎭
め
、
そ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
病
氣
や
災
害

を
避
け
る
と
い
う
目
的
で
も
廣
く
行
わ
れ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
に
普
度
が
廣
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
宋
代
に

は
儒
敎
と
佛
敎
・
衟
敎
の
儀
禮
が
組
み
合
わ
さ
れ
た
形
の
葬
送
儀
禮
が

普
乁
す
る
が
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
よ
っ
て
は
み
出
さ
れ
た
亡
魂
、
卽
ち

孤
魂
・
厲
鬼
を
祭
る
必
要
性
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
、
と

い
う
事
情
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
こ
の
時
代
は
、
中
國
全

土
が
常
に
游
牧
民
族
に
脅
か
さ
れ
、
戰
亂
が
絶
え
る
こ
と
な
く
、
つ
い

に
は
全
國
が
モ
ン
ゴ
ル
に
支
配
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
も

戰
亂
で
亡
く
な
っ
た
い
わ
ゆ
る
厲
鬼
を
多
く
發
生
さ
せ
る
狀
態
を
作
り

出
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
田
中
久
夫
氏
は
そ
の
「
盂
蘭
盆
會
と
無
緣

佛
」
の
中
で
、「
盂
蘭
盆
會
に
あ
た
り
、
そ
の
知
る
人
に
よ
っ
て
祀
ら

れ
ず
、
そ
し
て
、
生
前
に
西
方
極
樂
淨
土
の
存
在
を
信
じ
な
か
っ
た
た

め
に
も
、
餓
鬼
衟
に
苦
し
む
死
者
の
靈
は
、
戰
亂
の
時
代
、
疫
病
大
流
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行
の
時
に
な
る
と
、
當
然
な
が
ら
增
加
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

祀
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
こ
こ
ろ
を
得
ら

れ
ぬ
ま
ま
怨
み
を
覺
え
な
が
ら
死
ん
で
行
っ
た
若
者
も
こ
こ
に
多
數

出
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
若
者
の
魂
は
、
こ
の
現
世
の
我
々
に
祟
り

を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
（
二
一
四

頁
）」）

11
（

。
こ
れ
は
ま
さ
に
中
國
の
孤
魂
・
厲
鬼
の
狀
況
に
一
致
す
る
。「
本

來
、
盂
蘭
盆
會
に
は
無
緣
な
る
佛
の
餓
鬼
衟
に
あ
る
靈
魂
を
祀
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
施
餓
鬼
の
と
き
で
あ
る
か
ぎ
り
、

有
緣
無
緣
の
靈
魂
が
そ
の
場
に
集
ま
っ
て
き
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

こ
の
無
緣
の
靈
魂
に
は
祀
り
手
の
い
な
い
靈
魂
も
ま
じ
っ
て
お
り
、

さ
ら
に
は
こ
の
世
に
怨
み
を
殘
し
て
死
ん
だ
魂
も
あ
る
（
同
上
、
二
二

五
頁
）」。
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
中
國
で
盂
蘭
盆
會
や
施

餓
鬼
か
ら
中
元
普
度
に
變
化
し
て
い
っ
た
こ
と
と
竝
べ
て
考
察
す
る
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
「
結
局
、
盂
蘭
盆
會
は
、
祖

先
を
祀
る
日
と
い
う
方
向
へ
引
か
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で

も
、
盂
蘭
盆
會
が
こ
の
よ
う
な
怨
靈
を
慰
和
す
る
絶
好
の
⺇
會
で
あ
っ

た
こ
と
も
事
實
で
あ
っ
た
（
同
上
、
二
一
七
頁
）」
と
い
う
よ
う
に
、
日

本
の
お
盆
は
祖
先
を
祭
る
日
と
い
う
色
綵
が
强
く
、
中
國
や
臺
灣
で
は

普
度
を
行
い
主
と
し
て
孤
魂
・
厲
鬼
を
祭
る
と
い
う
の
と
好
對
照
を
な

し
て
い
る
。
疫
病
や
戰
亂
が
多
か
っ
た
中
世
日
本
の
盂
蘭
盆
會
の
施
餓

鬼
が
、
現
在
の
祖
先
祭
祀
を
主
と
す
る
行
事
に
な
っ
て
い
っ
た
に
つ
い

て
は
、
江
戶
時
代
に
鏁
國
に
よ
っ
て
平
和
な
日
々
が
續
い
て
い
た
こ
と

も
關
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
中
國
の
狀
況
と
比
較
し
な
が
ら
、

改
め
て
そ
の
移
り
變
わ
り
を
檢
討
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
１
）　

小
倉
芳
彥
譯
『
春
秋
左
氏
傳
』
下
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
、
一
〇

四
︱

五
頁
）。

（
２
）　G. J. Frazer 

“The fear of the dead in prim
itive society

” 
(A

rno Press, 1977). V
ol.Ⅲ

, Chapter Ⅲ
 

“Dangerous ghosts.

”

（
３
）　
『
無
上
玄
元
三
天
玉
堂
大
法
』（
藝
文
印
書
館
『
正
統
衟
藏
』
第
六

卷
、
卷
二
七/

五
ｂ
︱

六
ａ
）。

（
４
）　

貞
（
開
？
）
元
二
十
三
年
、
夏
六
月
。
帝
在
東
京
。
百
姓
相
驚
以
鬼

兵
、
皆
奔
走
不
知
所
在
、
或
自
衝
擊
破
傷
。
其
鬼
兵
初
過
於
洛
水
之

南
、
坊
市
喧
喧
、
漸
至
水
北
。
聞
其
過
時
、
空
中
如
數
千
萬
騎
甲
兵
、

人
馬
嘈
嘈
有
聲
、
俄
而
過
盡
。
每
夜
過
、
至
于
再
、
至
于
三
。
帝
惡

之
、
使
巫
祝
禳
厭
、
每
夜
於
洛
水
濱
設
飮
⻝
。
嘗
讀
北
齊
書
、
亦
有
此

事
。
天
寶
中
、
晉
陽
云
有
鬼
兵
、
百
姓
競
擊
銅
鐵
以
畏
之
、
皆
不
久
喪

也
（『
太
平
廣
記
』
第
七
册
、
卷
三
三
一
「
洛
陽
鬼
兵
」、
中
華
書
局
、

一
九
六
一
、
二
六
三
〇
頁
）。

（
５
）　

六
天
故
氣
、
稱
官
上
號
、
構
合
百
精
、
乁
五
傷
之
鬼
、
敗
軍
死
將
、
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亂
軍
死
兵
、
男
稱
將
軍
、
女
稱
夫
人
、
導
從
鬼
兵
、
軍
行
師
止
、
游
牧

天
地
、
擅
行
威
福
、
責
人
廟
舍
、
求
人
饗
祠
。
擾
亂
人
民
、
宰
殺
三

牲
、
費
用
萬
計
、
傾
財
竭
產
、
不
蒙
其
祐
、
反
受
其
患
、
枉
死
橫
夭
、

不
可
稱
數
（『
陸
先
生
衟
門
科
略
』、
藝
文
印
書
館
『
正
統
衟
藏
』
第
四

一
卷
、
一
ａ
）。

（
６
）　

實
叉
難
陀
譯
『
佛
說
救
面
然
餓
鬼
陀
羅
尼
神
呪
經
』（『
大
正
大
藏

經
』
第
二
十
一
卷
、
四
六
五
︱

六
頁
）。

（
７
）　
『
施
諸
餓
鬼
飮
⻝
乁
水
法
』（『
大
正
大
藏
經
』
第
二
十
一
卷
、
四
六

六
︱

八
頁
）。

（
８
）　

遵
式
「
改
祭
修
齋
決
疑
頌
（
幷
序
）」（
宗
曉
『
施
⻝
通
覽
』
所
收
、

『
卍
續
藏
經
』
第
一
〇
一
册
、
四
三
二
︱

六
）。

（
９
）　
『
瑜
伽
集
要
焰
口
施
⻝
儀
』（『
大
正
大
藏
經
』
第
二
十
一
卷
、
四
七

三
︱

八
四
頁
）。

（
10
）　

杜
光
庭
『
太
上
黃
籙
齋
儀
』（
藝
文
印
書
館
『
正
統
衟
藏
』
第
一
五

册
、
卷
三
五
・
六
ａ
︱

ｂ
）。

（
11
）　K

ristofer Schipper and Franciscus V
erellen eds 

“The 
T

aoist Canon.

” Vol.Ⅱ
 pp.1014-1018.

（
12
）　

近
世
建
齋
、
保
安
則
惟
切
切
於
一
己
、
不
乁
福
國
而
康
時
、
薦
亡
則

惟
汲
汲
於
亡
靈
、
而
不
意
於
普
度
（
藝
文
印
書
館
『
正
統
衟
藏
』
第
五

二
册
、『
金
氏
大
法
』
卷
二
三
・
二
四
ｂ
）。

（
13
）　

今
齋
詞
之
中
、
上
不
祝
君
主
而
乁
寰
區
、
下
不
度
九
祖
而
乁
五
衟
。

用
心
窄
隘
、
專
意
於
所
薦
三
位
亡
魂
、
如
此
則
上
帝
不
應
爲
一
人
而
設

特
降
符
章
、
悉
開
九
獄
、
必
無
此
理
也
（
同
上
卷
三
五
・
一
〇
ａ
︱

ｂ
）

（
14
）　

陳
文
龍
『
王
契
眞
『
上
淸
靈
寳
大
法
』
硏
究
』（
齊
魯
書
社
、
二
〇

一
五
年
）。

（
15
）　

陳
耀
庭
『
衟
敎
禮
儀
』（
宗
敎
文
化
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
16
）　

張
澤
洪
『
衟
敎
齋
醮
科
儀
硏
究
』（
巴
蜀
書
社
、
一
九
九
九
年
）。

（
17
）　

況
亡
歿
罪
魂
、
一
經
薦
度
、
鍊
除
陰
翳
、
得
脫
重
泉
之
中
。
或
得
隨

品
受
化
、
已
是
大
幸
。
便
欲
使
徑
上
九
天
、
可
乎
（『
金
氏
大
法
』
卷

三
二
「
四
鎭
合
同
符
」
へ
の
コ
メ
ン
ト
）。

（
18
）　

亡
魂
得
之
、
三
界
不
復
拘
留
、
可
免
沈
滯
、
非
獨
爲
昇
入
天
門
而

已
。
使
其
功
行
未
該
朝
謁
上
帝
、
則
在
中
界
、
亦
爲
身
寶
、
度
化
更
生

而
已
（
同
上
「
昇
天
大
券
」
へ
の
コ
メ
ン
ト
）。

（
19
）　

夫
祭
鍊
者
、
祭
所
以
祭
鬼
神
、
鍊
所
以
鍊
自
己
也
。
苟
不
鍊
已
、
則

鬼
神
不
能
昇
度
。
或
不
飽
煖
、
則
鬼
神
未
免
飢
寒
（
藝
文
印
書
館
『
正

統
衟
藏
』
第
五
〇
册
、『
衟
法
會
元
』
卷
二
一
〇
「
丹
陽
祭
鍊
內
旨
」

王
玄
眞
序
文
一
ａ
）。

（
20
）　

允
中
所
見
祭
鍊
之
書
、
不
止
數
十
本
、
雖
大
體
相
類
、
而
其
祝
辭
白

語
多
駁
雜
（『
金
氏
大
法
』
卷
一
三
・
二
ａ
）。

（
21
）　

淸
微
法
中
、
有
紫
陽
祭
鍊
、
玉
陽
祭
鍊
等
法
。
其
丹
陽
符
、
變
⻝

呪
、
水
火
鍊
度
呪
、
五
行
炁
幷
諸
符
、
與
正
一
諸
本
祭
鍊
法
、
絶
不
相

同
。
他
本
祭
鍊
法
、
或
名
爲
祭
鬼
鍊
度
經
、
或
名
經
法
、
皆
後
人
重
其

名
稱
耳
。
至
於
扣
訪
傳
授
、
本
不
知
其
⺇
一
一
不
同
、
莫
不
目
之
爲
葛

仙
公
鍊
度
法
（
藝
文
印
書
館
『
正
統
衟
藏
』
第
一
七
册
、『
太
極
祭
鍊

內
法
』
卷
下
・
二
六
ｂ
）。

（
22
）　

拔
度
九
州
分
野
、
十
類
河
沙
男
女
孤
魂
滯
魄
等
衆
、
乁
求
薦
某
靈
魂
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倶
蒙
赦
宥
、
咸
獲
生
天
（「
丹
陽
祭
鍊
內
旨
」
一
二
ａ
）。

（
23
）　

玄
眞
曰
・
・
・
如
度
父
母
師
長
、
不
敢
給
籙
說
戒
、
但
密
奏
曰
以
此

祭
鍊
功
德
、
資
薦
某
人
同
生
天
界
（
同
上
一
三
ａ
）。

（
24
）　

舊
有
一
本
刋
行
者
、
施
⻝
吿
戒
發
遣
之
後
、
却
令
人
誦
天
蓬
呪
一

徧
、
此
尤
不
可
行
也
。
蓋
其
意
恐
孤
魂
滯
魄
留
、
因
爲
妖
異
。
自
古
乁

今
、
以
美
意
而
薦
鬼
神
。
縱
有
冤
對
、
亦
可
由
茲
解
釋
。
豈
應
無
故
乁

我
爲
讎
、
天
地
亦
不
容
之
。
何
須
自
起
疑
心
、
不
終
善
意
（『
金
氏
大

法
』
卷
一
三
・
二
三
ｂ
）。

（
25
）　

正
如
至
治
之
世
、
以
衟
化
人
、
未
嘗
以
法
治
人
也
。
終
身
獨
行
祭
鍊

者
、
生
生
之
意
、
溥
於
無
窮
、
既
無
殺
心
、
孰
能
閒
之
（『
太
極
祭
鍊

內
法
』
卷
下
・
二
四
ｂ
）。

（
26
）　

從
衟
家
者
學
仙
公
鍊
度
、
從
佛
家
者
學
阿
難
施
⻝
、
一
有
肯
心
、
不

必
問
其
從
釋
從
衟
也
、
均
之
爲
濟
度
幽
冥
也
。
惟
因
其
所
好
而
入
焉
、

則
其
自
信
也
必
篤
、
其
用
心
也
必
專
、
庶
可
望
其
繼
久
、
始
則
積
功
、

終
則
成
衟
也
。・
・
・
其
於
能
始
終
深
心
力
行
此
祭
鍊
內
法
者
、
願
護

是
人
永
無
災
難
、
願
學
神
仙
者
、
速
成
神
仙
（『
太
極
祭
鍊
內
法
』
卷

下
・
四
一
ａ
︱

ｂ
）

（
27
）　

田
中
久
夫
『
氏
神
信
仰
と
祖
先
祭
祀
』
名
著
出
版
、
一
九
九
一
。

︿
キ
ー
ワ
ー
ド
﹀
施
餓
鬼
、
普
度
、
鍊
度
、
祭
鍊


	waseda松本浩一
	waseda松本浩一本文



