
中
国
の
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衣
物
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に
お
け
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語
と
表
現

仏
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語
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と
し
て
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は
じ
め
に

筆
者
は
こ
れ
ま
で
︑
中
国
の
随
葬
衣
物
疏
︑
特
に
そ
の
付
加
文
言
を
主
題
と
す
る
論
考
を
い
く
つ
か
発
表
し
て
き
た

(
1
)
︒
本
稿
は
そ

の
続
編
と
し
て
︑
旧
稿
で
は
十
分
に
扱
え
な
か
っ
た
問
題
と
︑
最
近
新
た
に
得
ら
れ
た
考
察
す
べ
き
い
く
つ
か
の
資
料
に
つ
い
て
︑

検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
︒

随
葬
衣
物
疏
と
は
︑
死
者
の
埋
葬
に
あ
た
っ
て
墓
中
に
納
め
ら
れ
る
副
葬
品
の
リ
ス
ト
で
あ
る
が
︑
し
ば
し
ば
リ
ス
ト
に
加
え
て
︑

死
後
の
安
寧
を
願
う
何
ら
か
の
文
言
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
︒
こ
の
付
加
文
言
に
は
︑
他
の
史
料
で
は
う
か
が
い
知
れ
な
い
︑

当
時
の
人
々
の
世
界
観
や
死
生
観
が
反
映
さ
れ
て
お
り
︑
筆
者
が
研
究
対
象
と
し
て
き
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
︒

古
く
は
漢
代
の
遣
策
︵
副
葬
品
を
列
挙
し
た
竹
簡
・
木
簡
︶
に
淵
源
す
る
随
葬
衣
物
疏
で
あ
る
が
︑
六
世
紀
ご
ろ
を
境
と
し
て
︑

付
加
文
言
の
中
に
仏
教
語
が
現
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
れ
は
︑
中
国
の
社
会
に
仏
教
が
浸
透
し
︑
習
俗
の
中
に
根
づ
い
て
い
っ
た
こ

と
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
旧
稿
で
は
︑
そ
れ
ら
の
仏
教
語
が
ど
の
よ
う
な
文
献
に
現
れ
︑
い
か
な
る
意
味
を

も
つ
も
の
で
あ
る
の
か
︑
そ
の
具
体
的
な
検
討
を
十
分
に
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
本
稿
の
第
二
章
で
は
︑
随
葬
衣

物
疏
に
登
場
す
る
仏
教
語
に
つ
い
て
︑
仏
教
文
献
を
参
照
し
な
が
ら
具
体
的
な
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
葬
送
文
書
と
し
て
や
は
り
古
い
起
源
を
も
つ
も
の
と
し
て
﹁
墓
券
﹂
︵
買
地
券
︶
が
あ
る
︒
﹁
買
地
券
﹂
と
い
う
名
称

の
通
り
土
地
売
買
文
書
の
形
式
を
と
り
︑
被
葬
者
が
土
地
の
神
か
ら
墓
の
土
地
を
購
入
し
た
と
い
う
内
容
を
も
ち
︑
地
下
の
生
活
空

間
︵
墓
︶
に
お
け
る
死
者
の
安
寧
な
生
活
を
保
障
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
現
実
の
土
地
売
買
文
書
と
は
異
な
る
の

中
国
の
随
葬
衣
物
疏
に
お
け
る
用
語
と
表
現
︵
浅
見
︶

三



で
︑
特
に
区
別
し
て
﹁
墓
券
﹂
と
呼
び
︑
本
稿
で
も
そ
の
名
称
を
用
い
る
︒
た
だ
︑
中
国
で
は
現
在
で
も
﹁
買
地
券
﹂
と
い
う
語
を

使
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
︒

筆
者
は
︑
随
葬
衣
物
疏
と
の
対
比
に
お
い
て
墓
券
を
取
り
上
げ
︑
随
葬
衣
物
疏
に
は
仏
教
語
が
現
れ
る
よ
う
に
な
る
の
に
対
し
て
︑

墓
券
に
は
全
く
仏
教
語
が
登
場
し
な
い
こ
と
か
ら
︑
中
国
に
お
け
る
仏
教
の
浸
透
の
し
か
た
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
っ
た
︒
近

年
こ
の
墓
券
を
対
象
と
し
た
研
究
と
し
て
︑
魯
西
奇
﹃
中
国
古
代
買
地
券
研
究
﹄
︵
厦
門
大
学
出
版
社

二
〇
一
四
︶
が
出
版
さ
れ
た
︒

こ
れ
は
中
国
に
お
け
る
墓
券
を
集
大
成
し
た
大
冊
で
あ
る
が
︑
こ
の
中
に
は
︑
筆
者
が
︑
仏
教
的
要
素
を
も
た
な
い
と
述
べ
て
き
た

墓
券
の
中
に
︑
ご
く
例
外
的
に
で
は
あ
る
が
︑
仏
教
語
を
持
つ
も
の
が
あ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
本
書
に
収
め
ら
れ

た
墓
券
と
対
照
す
る
こ
と
で
︑
随
葬
衣
物
疏
に
現
れ
る
用
語
・
表
現
に
つ
い
て
新
た
な
知
見
を
得
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
︒
そ
こ
で
本

稿
の
第
三
章
で
は
墓
券
を
手
が
か
り
に
随
葬
衣
物
疏
の
用
語
・
表
現
を
考
察
し
︑
第
四
章
で
は
仏
教
語
を
も
つ
墓
券
を
対
象
と
し
た

初
歩
的
な
検
討
を
行
な
う
こ
と
と
し
た
い
︒

な
お
︑
第
一
章
で
は
本
稿
で
検
討
の
対
象
と
す
る
典
型
的
な
随
葬
衣
物
疏
を
紹
介
す
る
が
︑
こ
れ
ら
は
旧
稿
で
も
取
り
上
げ
た
も

の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
部
分
の
叙
述
に
は
旧
稿
と
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
︑
行
論
の
都
合
上
必
要
で
あ
る
の
で
︑
ご

諒
解
を
お
願
い
し
た
い
︒

第
一
章

本
稿
で
取
り
上
げ
る
随
葬
衣
物
疏

本
章
で
は
︑
本
稿
で
考
察
の
対
象
と
す
る
六
点
の
随
葬
衣
物
疏
を
提
示
し
︑
訓
読
と
簡
単
な
解
説
を
加
え
る
︒
な
お
︑
随
葬
衣
物

中
国
の
随
葬
衣
物
疏
に
お
け
る
用
語
と
表
現
︵
浅
見
︶
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疏
と
墓
券
を
提
示
す
る
際
に
は
︑
︻
衣
一
︼
︑
︻
衣
二
︼
︑
︻
衣
三
︼
⁝
⁝
︑
お
よ
び
︻
墓
一
︼
︑
︻
墓
二
︼
︑
︻
墓
三
︼
⁝
⁝
︑
の
よ
う
に

通
し
番
号
を
付
し
︑
原
文
と
訓
読
文
と
を
示
す
︒
名
称
の
下
に
︵
全
文
︶
と
注
記
し
た
場
合
は
そ
の
全
文
︵
随
葬
衣
物
疏
の
場
合
は

付
加
文
言
の
全
文
︶
で
︑
原
文
の
改
行
は
原
史
料
の
通
り
で
あ
る
︒
ま
た
︵
抄
出
︶
と
あ
る
場
合
︑
同
一
の
墓
券
か
ら
異
な
る
箇
所

を
抄
出
し
た
と
き
で
も
︑
別
の
番
号
を
付
し
て
あ
る
︒

⑴
ト
ル
フ
ァ
ン
の
随
葬
衣
物
疏

随
葬
衣
物
疏
が
最
も
多
く
発
見
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
ト
ル
フ
ァ
ン
盆
地
の
漢
人
墓
群
で
あ
っ
て
︑
従
来
約

六
十
例
が
知
ら
れ
て
い
た
が
︑
最
近
で
は
栄
新
江
・
李
肖
・
孟
憲
実
主
編
﹃
新
獲
吐
魯
番
出
土
文
献
﹄
︵
中
華
書
局

二
〇
〇
八
︶
に

六
例
が
収
め
ら
れ
て
お
り
︑
今
後
も
増
え
る
可
能
性
が
あ
る
︒
ま
た
︑
そ
の
多
く
が
付
加
文
言
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
も
注
意
さ

れ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
そ
の
中
か
ら
タ
イ
プ
の
異
な
る
も
の
を
三
例
取
り
上
げ
る
︒

︻
衣
一
︼
北
涼

縁
禾
六
年
︵
四
三
七
︶
翟
万
随
葬
衣
物
疏
︵
全
文

(
2
)

︶

縁
禾
六
年
正
月
十
四
日
︑
延
寿
里
民
翟
万
去
天

入
地
︒
謹
条
随
身
衣
裳
物
数
如
右
︒
時
見
左

清
龍
︑
右
白
虎
︑
前
朱
雀
︑
後
玄
武
︒

田
並
条
︒

中
国
の
随
葬
衣
物
疏
に
お
け
る
用
語
と
表
現
︵
浅
見
︶
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縁
禾
六
年
正
月
十
四
日
︑
延
寿
里
の
民
翟
万
︑
天
を
去
り
地
に
入
る
︒

謹
し
ん
で
随
身
の
衣
裳
物
数
を
条
す
る
こ
と
右
の
如
し
︒

時
見
は
左
清
龍
・
右
白
虎
・
前
朱
雀
・
後
玄
武
な
り
︒

田
並
条
す
︒

縁
禾
と
い
う
年
号
は
︑
か
つ
て
は
未
詳
と
さ
れ
て
い
た
が
︑
現
在
で
は
北
涼
で
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
お
り
︑

こ
の
衣
物
疏
の
年
代
も
確
定
さ
れ
た
︒
日
付
に
次
い
で
﹁
延
寿
里
の
民
で
あ
る
翟
万
が
︑
天
を
去
っ
て
地
に
入
る
﹂
と
あ
り
︑
こ
の

翟
万
が
被
葬
者
で
あ
る
︒
﹁
謹
し
ん
で
随
身
の
衣
裳
物
数
を
条
す
る
こ
と
右
の
如
し
﹂
︑
こ
れ
は
付
加
文
言
の
前
に
置
か
れ
た
九
行
に

及
ぶ
リ
ス
ト
を
指
し
て
い
る
︒
時
見
す
な
わ
ち
立
会
人
は
﹁
左
に
清
︵
＝
青
︶
龍
・
右
に
白
虎
・
前
に
朱
雀
・
後
に
玄
武
﹂
で
あ
る
︒

最
後
に
田
並
と
い
う
人
物
が
条
列
し
た
こ
と
を
記
す
︒

︻
衣
二
︼
北
涼

真
興
七
年
︵
四
二
三
︶
隗
儀
容
随
葬
衣
物
疏
︵
全
文

(
3
)
︶

真
興
七
年
六
月
廿
四
日
︑
高
﹇

﹈

郷
延
寿
里
民
宋
泮
故
妻
隗
儀
容
﹇

﹈
︒

謹
条
随
身
衣
物
数
︑
人
不
得
仞
名
﹇

﹈
︒

辛
関
津
河
梁
不
得
留
難
︒
如
律
令
︒

中
国
の
随
葬
衣
物
疏
に
お
け
る
用
語
と
表
現
︵
浅
見
︶
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真
興
七
年
六
月
廿
四
日
︑
高
﹇

﹂
郷
延
寿
里
民
宋
泮
の
故
妻
隗
儀
容
﹇

﹈
︒

謹
し
ん
で
随
身
衣
物
数
を
条
す
︒
人
は
仞
名
﹇

﹈
す
る
を
得
ざ
れ
︒

辛ね
が

︵
＝
幸
︶
わ
く
は
関
津
河
梁
の
留
難
す
る
を
得
ざ
ら
ん
こ
と
を
︒

如
律
令
︒

日
付
に
次
い
で
記
さ
れ
る
﹁
高
︵
昌
？
︶
某
郷
延
寿
里
の
民
︑
宋
泮
の
物
故
し
た
妻
︑
隗
儀
容
﹂
が
被
葬
者
で
あ
ろ
う
︒
以
下

﹁
謹
ん
で
随
身
の
衣
物
数
を
条
︵
列
︶
﹂
し
︑
﹁
︵
他
︶
人
は
仞
名
︵
奪
い
取
る
意
か
︶
﹂
し
て
は
な
ら
な
い
︑
と
続
く
が
︑
注
目
す
べ

き
は
最
後
の
﹁
辛ね

が

︵
＝
幸
︶
わ
く
は
︑
関
津
河
梁
は
留
難
す
る
を
得
ざ
ら
ん
こ
と
を
︒
律
令
の
如
く
せ
よ
﹂
と
い
う
部
分
で
あ
る
︒

こ
れ
は
通
行
手
形
に
よ
く
現
れ
る
表
現
で
︑
津
は
渡
し
場
︑
梁
は
橋
で
あ
る
が
︑
要
す
る
に
関
津
河
梁
と
は
︑
そ
の
よ
う
な
場
所
に

設
置
さ
れ
た
関
所
を
言
い
︑
留
難
と
は
留
め
て
通
行
を
許
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
︑
全
体
と
し
て
は
関
所
に
対
し
て
旅
行
者
を
円

滑
に
通
行
さ
せ
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
通
行
手
形
の
要
素
は
︑
前
漢
初
期
の
遣
策
に
お
い
て
見
ら
れ
︑
そ

の
後
い
っ
た
ん
姿
を
消
す
が
︑
こ
こ
で
再
び
登
場
し
︑
次
の
時
期
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
の
で
あ
る
︒

︻
衣
三
︼
麹
氏
高
昌
国

延
昌
三
十
六
年
︵
五
九
六
︶
某
甲
随
葬
衣
物
疏
︵
全
文

(
4
)
︶

延
昌
卅
六
年
丙
辰
歳
三
月
廿
四
日
︑
大
徳
比
丘

某
甲
敬
移
五
道
大
神
︒
仏
弟
子
某
甲
︑
持
仏
五
戒
︑

専
修
十
善
︑
宜
向
遐
齢
︑
永
賜
難
老
︑
但
昊
天

中
国
の
随
葬
衣
物
疏
に
お
け
る
用
語
と
表
現
︵
浅
見
︶
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不
弔
︑
以
此
月
十
九
日
忽
然
徂
殞
︑
逕
渉
五
道
︒
幸

勿
呵
留
︑
任
意
聴
過
︒
請
書
張
堅
固
︑
時
見

李
定
度
︒
若
欲
求
海
東
頭
︑
若
欲
覔
海
西

壁
︑
不
得
留
停
︒
急
々
如
律
令
︒

延
昌
卅
六
年
丙
辰
歳
三
月
廿
四
日
︑
大
徳
の
比
丘
某
甲
︑
敬つ

つ

し
み
て
五
道
大
神
に
移い

す
︒

仏
弟
子
の
某
甲
︑
仏
の
五
戒
を
持
し
︑
専
ら
十
善
を
修
む
︒

宜
し
く
遐
齢
を
向う

け
︑
永
く
難
老
を
賜
る
べ
し
︒

但
だ
昊
天
は
弔あ

わ

れ
ま
ず
︑
此
の
月
の
十
九
日
を
以
て
忽
然
と
徂
殞
し
︑
五
道
を
逕
渉
す
︒

幸ね
が

わ
く
は
呵
留
す
る
こ
と
勿な

く
︑
任
意
に
過
ぐ
る
を
聴ゆ

る

さ
れ
よ
︒

請
書
は
張
堅
固
︑
時
見
は
李
定
度
な
り
︒

若も

し
海
東
の

頭
ほ
と
り

を
求
め
ん
と
欲
し
︑
若
し
く
は
海
西
の
壁
を
覔も

と

め
ん
と
欲
す
る
も
︑
留
停
す
る
を
得
ざ
れ
︒

急
々
如
律
令
︒

こ
れ
は
麹
氏
高
昌
国
時
代
の
典
型
的
な
衣
物
疏
で
あ
る
︒
日
付
の
後
﹁
大
徳
の
比
丘
の
某
甲
が
敬つ

つ

し
ん
で
五
道
大
神
に
移い

す
﹂
と

始
ま
る
が
︑
移
は
公
文
書
の
書
式
の
一
つ
で
︑
統
轄
・
被
統
轄
の
関
係
に
な
い
者
の
間
で
用
い
ら
れ
る
︒
こ
の
場
合
︑
発
信
者
は
大

徳
の
比
丘
の
某
甲
︑
受
信
者
は
五
道
大
神
で
あ
る
︒
大
徳
の
比
丘
は
実
際
の
名
を
記
す
こ
と
が
少
な
く
︑
他
の
例
に
よ
く
登
場
す
る

中
国
の
随
葬
衣
物
疏
に
お
け
る
用
語
と
表
現
︵
浅
見
︶
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の
は
果
願
︵
願
い
を
果
た
す
意
︶
と
い
う
架
空
の
名
で
あ
る
︒
五
道
は
仏
教
語
で
衆
生
輪
廻
の
場
︑
五
道
大
神
は
輪
廻
を
つ
か
さ
ど

る
神
で
あ
る
︵
第
二
章
参
照
︶
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
衣
物
疏
は
現
世
の
大
徳
の
比
丘
か
ら
輪
廻
を
つ
か
さ
ど
る
五
道
大
神
へ
送
ら
れ
た

文
書
の
形
式
を
と
っ
て
お
り
︑
両
者
の
間
に
は
統
轄
・
被
統
轄
の
関
係
が
な
い
と
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

続
く
﹁
仏
弟
子
の
某
甲
﹂
が
被
葬
者
で
あ
る
が
︑
や
は
り
固
有
の
名
は
書
か
れ
て
い
な
い
︒
こ
の
人
は
﹁
仏
の
五
戒
を
持
し
︑
専

ら
十
善
を
修
め
﹂
て
仏
教
を
篤
く
信
仰
し
た
の
で
﹁
宜
し
く
遐
齢
を
向う

︵
＝
享
︶
け
︑
永
く
老
い
難
き
を
賜
っ
﹂
て
長
生
き
を
す
べ

き
で
あ
っ
た
が
︑
し
か
し
﹁
昊
天
は
弔あ

わ

れ
ま
ず
︑
此
の
月
十
九
日
を
以
て
忽
然
と
徂
殞
し
︑
五
道
に
逕
渉
﹂
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
︑
﹁
幸ね

が

わ
く
は
呵
留
す
る
こ
と
な
く
︑
任
意
に
過
ぎ
る
を
聴ゆ

る

さ
れ
た
い
﹂
と
述
べ
て
︑
五
道
を
わ
た
る
被
葬
者
の
通
行
を
保
障
す

る
よ
う
要
請
す
る
︒
請
書
︵
文
書
の
作
成
者
︶
の
張
堅
固
と
時
見
︵
立
会
人
︶
の
李
定
度
は
︑
墓
券
に
も
し
ば
し
ば
登
場
す
る
神
仙

で
あ
る
︒
最
後
に
﹁
若も

し
海
東
の

頭
ほ
と
り

を
求
め
ん
と
欲
し
︑
若
し
く
は
海
西
の
壁
を
覔も

と

め
ん
と
欲
す
る
も
﹂
︑
す
な
わ
ち
世
界
の
果
て

ま
で
行
き
た
い
と
願
っ
た
と
し
て
も
︑
留
停
し
て
は
な
ら
な
い
︑
と
付
け
加
え
︑
﹁
急
々
如
律
令
﹂
と
結
ぶ
︒

⑵
中
国
内
地
の
随
葬
衣
物
疏

︻
衣
四
︼
東
晋

升
平
五
年
︵
三
六
一
︶
潘
氏
随
葬
衣
物
疏
︵
全
文

(
5
)
︶

升
平
五
年
六
月
丙
寅
朔
︑
廿
九
日
甲
午
︑
不
禄
︒
公
国
典
衛

令
︑
荆
州
長
沙
郡
臨
湘
県
都
郷
吉
陽
里
周
芳
命

妻
潘
氏
︑
年
五
十
八
︑
以
即
日
酔
酒
不
禄
︒
其
随

身
衣
物
︑
皆
潘
生
存
所
服
飾
︑
他
人
不
得
忘

中
国
の
随
葬
衣
物
疏
に
お
け
る
用
語
と
表
現
︵
浅
見
︶

九



認
詆
債
︒
東
海
童
子
書
︒
一
︵
書
︶
迄
還
海
去
︒

如
律
令
︒

升
平
五
年
六
月
丙
寅
朔
︑
廿
九
日
甲
午
︑
不
禄
す
︒

公
国
典
衛
令
︑
荆
州
長
沙
郡
臨
湘
県
都
郷
吉
陽
里
の
周
芳
命
の
妻
潘
氏
︑
年
五
十
八
︑
即
日
を
以
て
酔
酒
し
て
不
禄
す
︒

其
の
随
身
の
衣
物
は
︑
皆
潘
の
生
存
に
服
飾
す
る
所
な
り
︑
他
人
は
忘
認
詆
債
す
る
を
得
ず
︒

東
海
童
子
書
く
︒
書
き
迄お

わ

り
て
海
に
還
り
て
去
る
︒

如
律
令
︒

日
付
の
次
の
﹁
不
禄
﹂
と
は
︑
士
の
身
分
に
あ
る
者
の
死
を
言
う
︒
次
い
で
被
葬
者
の
夫
の
官
職
︑
本
貫
地
︑
姓
名
を
記
し
︑
そ

の
妻
の
潘
氏
が
五
十
八
歳
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
︒
酔
酒
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
検
討
を
加
え
る
︒
続
い
て
︑

そ
の
随
身
の
衣
物
は
す
べ
て
故
人
が
生
前
に
身
に
着
け
て
い
た
も
の
な
の
で
︑
他
の
人
が
横
取
り
し
て
は
な
ら
な
い
︑
と
言
い
︑
最

後
に
︑
こ
の
衣
物
疏
を
書
い
た
の
が
東
海
童
子
と
い
う
神
仙
で
あ
っ
て
︑
書
き
終
え
た
ら
海
に
帰
っ
て
い
く
︑
と
述
べ
る
︒
こ
の
点

に
つ
い
て
も
第
三
章
で
検
討
す
る
︒
最
後
は
﹁
如
律
令
﹂
と
い
う
呪
文
で
結
ぶ
︒

︻
衣
五
︼
東
晋

永
和
八
年
︵
三
五
二
︶
雷
陔
妻
随
葬
衣
物
疏
︵
全
文

(
6
)

︶

永
和
八
年
七
月
戊
子
朔
︑
五
日
壬
辰
︑
江
州
鄱
陽
郡
鄱
陽
県
都
□
□
□
□
□
□

中
国
の
随
葬
衣
物
疏
に
お
け
る
用
語
と
表
現
︵
浅
見
︶
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南
昌
令
雷
陔
命
婦
鄱
陽
□
漲

︑
年
八
十
六
︑
即
酔
酒
□
□
□
□
□
□

身
衣
物
疏
︑
如
女
青
詔
書
︑
不
得
志
者
︒

永
和
八
年
七
月
戊
子
朔
︑
五
日
壬
辰
︑
江
州
鄱
陽
郡
鄱
陽
県
都
□
□
□
□
□
□
南
昌
令
雷
陔
の
命
婦
鄱
陽
□
漲

︑
年
八
十
六
︑
即

ち
酔
酒
□
□
□
□
□
□
身
衣
物
疏
︑
女
青
詔
書
の
如
く
︑
志
す
を
得
ず
︒

︻
衣
五
︼
は
判
読
で
き
な
い
文
字
が
多
い
が
︑
そ
の
内
容
が
︻
衣
四
︼
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
﹁
命
婦
﹂
と
は
大

夫
・
士
の
身
分
に
あ
る
者
の
妻
を
言
う
︒
女
青
は
神
仙
で
あ
る
︒
最
後
の
﹁
不
得
志
者
﹂
と
は
︑
や
は
り
︵
他
人
が
︶
横
取
り
し
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
︒

︻
衣
六
︼
北
斉

武
平
四
年
︵
五
七
三
︶
王
江
妃
随
葬
衣
物
疏
︵
全
文

(
7
)
︶

□大
斉
武
平
四
年
歳
次
癸
巳
七
月
乙
丑
朔
六
日
庚
午
︑
釈
迦
文
仏
弟
子
高
僑
敢
告

□澠
湾
里
地
振
坦
国
土
︒
高
僑
元
出
冀
州
勃
海
郡
︑
因
宦
仍
居
青
州
斉
郡
益
都
県
澠

□湾
里
︒
其
妻
王
江
妃
︑
年
七
十
七
︑
遇
患
積
稔
︑
医
療
無
損
︑
忽
以
今
月
六
日
命
過
寿
終
︑

上
辞
三
光
︑
下
帰
蒿
里
︒
江
妃
生
時
十
善
持
心
︑
五
戒
堅
志
︑
歳
三
月
六
︑
斎
戒
不
闕
︒
今
為
戒

師
・
蔵
公
・
山
公
等
所
使
︑
与
仏
取
花
︑
往
如
不
返
︒
江
妃
命
終
之
時
︑
天
帝
抱
花
︑
候
迎
精
神
︑
大
権

□
□
︑
接
待
霊
魂
︑
勅
汝
地
下
女
青
詔
書
・
五
道
大
神
・
司
□
之
官
︑
江
妃
所
齎
衣
資
雑
物
・
随

中
国
の
随
葬
衣
物
疏
に
お
け
る
用
語
と
表
現
︵
浅
見
︶
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一



身
之
具
︑
所
逕
之
処
︑
不
得
訶
留
︒
若
有
留
詰
︑
沙
訶
楼
陀
砕
汝
身
首
如
阿
梨
樹
枝
︒
来
時
怱
々
︑
不
知

書
読
是
誰
︒
書
者
観
世
音
︑
読
者
維
摩
大
士
︒
故
移
︒
即
即
︒

□大
斉
武
平
四
年
歳
次
癸
巳
七
月
乙
丑
朔
六
日
庚
午
︑
釈
迦
文
仏
の
弟
子
高
僑
︑
敢
え
て
□澠
湾
里
の
地
の
振
坦
国
土
に
告
ぐ
︒

高
僑
は
元
と
冀
州
勃
海
郡
に
出
で
︑
宦
に
因
り
て
仍
お
青
州
斉
郡
益
都
県
澠
□湾
里
に
居
る
︒

其
の
妻
王
江
妃
︑
年
七
十
七
︑
患
に
遇
い
て
稔
を
積
み
︑
医
療
は
損
な
う
こ
と
無
き
も
︑
忽
ち
今
月
六
日
を
以
て
命
過
ぎ
寿
終
わ
り
︑

上
三
光
に
辞
し
︑
下
蒿
里
に
帰
す
︒

江
妃
は
生
時
︑
十
善
も
て
心
を
持
し
︑
五
戒
も
て
志
を
堅
く
し
︑
歳
三
月
六
︑
斎
戒
し
て
闕
か
さ
ず
︒

今
︑
戒
師
・
蔵
公
・
山
公
等
の
使
す
る
所
と
為
り
︑
仏
と
花
を
取
り
︑
往
き
て
返
ら
ず
︒

江
妃
命
終
わ
る
の
時
︑
天
帝
は
花
を
抱
き
て
精
神
を
候
迎
し
︑
大
権
は
□
□
し
て
霊
魂
を
接
待
し
︑
汝
地
下
の
女
青
詔
書
・
五
道
大

神
・
司
□
之
官
に
勅
す
ら
く
︑
江
妃
齎
ら
す
所
の
衣
資
雑
物
・
随
身
之
具
は
︑
所
逕
之
処
︑
訶
留
す
る
を
得
ざ
れ
︒
若
し
留
詰
す
る

有
ら
ば
︑
沙
訶
楼
陀
の
汝
の
身
首
を
砕
く
こ
と
︑
阿
梨
樹
の
枝
の
如
く
せ
ん
︒

来
時
怱
々
と
し
て
︑
書
き
読
め
る
の
誰
な
る
を
知
ら
ざ
る
か
︒
書
け
る
は
観
世
音
︑
読
め
る
は
維
摩
大
士
な
り
︒

故
に
移
す
︒

即
即
︒

︻
衣
六
︼
は
︻
衣
三
︼
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
も
の
で
あ
る
が
︑
地
域
は
遠
く
離
れ
た
山
東
省
で
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
長

中
国
の
随
葬
衣
物
疏
に
お
け
る
用
語
と
表
現
︵
浅
見
︶
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文
の
衣
物
疏
に
つ
い
て
は
︑
か
つ
て
逐
語
的
な
解
釈
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
の
で
詳
細
は
そ
ち
ら
に
譲
り
︑
こ
こ
で
は
お
も
な
特
徴

を
箇
条
書
き
に
す
る
に
と
ど
め
る
︒

一
︑
現
世
の
者
か
ら
冥
界
へ
の
通
知
で
あ
る
こ
と
︒
釈
迦
文
仏
の
弟
子
で
あ
る
高
僑
︵
被
葬
者
の
夫
︶
が
︑
居
住
地
で
あ
る
澠
湾
里

の
地
の
振
坦
︵
＝
震
旦
︶
国
土
に
呼
び
か
け
て
い
る
︒

二
︑
通
行
手
形
の
形
式
に
沿
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
︒
被
葬
者
の
王
江
妃
が
冥
界
へ
向
か
う
の
で
︑
そ
の
通
行
を
妨
害
し
な
い

よ
う
要
請
し
て
い
る
︒

三
︑
仏
教
的
要
素
を
多
く
含
む
こ
と
︒
王
江
妃
が
生
前
仏
教
の
徳
目
を
き
ち
ん
と
守
っ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
る
ほ
か
︑
夫
の
高
僑
は

釈
迦
文
仏
の
弟
子
と
称
し
て
い
る
こ
と
︑
五
道
大
神
が
登
場
す
る
こ
と
︑
こ
の
衣
物
疏
の
書
き
手
が
観
世
音
︑
読
み
手
が
維
摩
大
士

で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

第
二
章

随
葬
衣
物
疏
に
現
れ
た
仏
教
語

⑴
郗
超
と
﹁
奉
法
要
﹂

随
葬
衣
物
疏
に
見
ら
れ
る
仏
教
語
︑
な
い
し
は
そ
こ
に
盛
り
込
ま
れ
た
仏
教
的
な
実
践
と
倫
理
︑
と
極
め
て
近
い
内
容
を
も
ち
︑

し
た
が
っ
て
衣
物
疏
を
検
討
す
る
上
で
最
も
有
用
な
文
献
が
︑
東
晋
の
人
︑
郗
超
が
著
し
た
﹁
奉
法
要
﹂
︵
﹃
弘
明
集
﹄
巻
十
三
所
収
︶

で
あ
る
︒
本
章
で
は
︑
こ
の
﹁
奉
法
要
﹂
を
手
が
か
り
に
︑
随
葬
衣
物
疏
の
仏
教
語
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒

郗
超
︵
三
三
六
～
三
七
七
︶
は
︑
字
を
景
興
・
嘉
賓
と
い
い
︑
東
晋
の
司
空
・
太
尉
と
な
っ
た
郗
鑒
を
祖
父
に
も
つ
東
晋
の
名
族

中
国
の
随
葬
衣
物
疏
に
お
け
る
用
語
と
表
現
︵
浅
見
︶
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の
一
員
で
︑
熱
心
な
仏
教
信
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
﹃
晋
書
﹄
巻
六
十
七
本
伝
そ
の
他
に
見
え
て
い
る
︒
そ
の
著
作
で
あ
る
﹁
奉
法

要
﹂
は
︑
中
国
の
士
大
夫
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
︑
現
存
す
る
最
古
の
仏
教
概
論
で
あ
り
︑
中
国
仏
教
史
上
も
し
く
は
中
国
思
想
史
上
︑

特
異
な
地
位
を
占
め
て
い
る
︑
と
評
価
さ
れ
て
い
る

(
8
)

︒
﹃
弘
明
集
研
究

(
9
)

﹄
に
収
め
ら
れ
た
訳
注
で
は
︑
﹁
奉
法
要
﹂
全
体
を
二
十
四
節

に
分
け
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
表
題
を
つ
け
て
い
る
の
で
︑
ま
ず
そ
の
表
題
を
列
挙
し
て
﹁
奉
法
要
﹂
の
概
要
を
示
す
こ
と
に
す
る
︒

仏
教
信
仰
の
要
義
︹
奉
法
要
︺

一
︑
三
宝
へ
の
帰
依

二
︑
五
戒

三
︑
歳
の
三
斎
と
月
の
六
斎

四
︑
六
種
の
思
念
に
つ
い
て

五
︑
十
善
に
つ
い
て

六
︑
三
界
と
五
道

七
︑
五
陰

八
︑
五
蓋

九
︑
六
情
︹
六
衰
・
六
欲
︺

十
︑
報
応
の
根
本
を
な
す
心
︹
情
念
︺
の
動
き
を
慎
し
む
こ
と

十
一
︑
過
ち
を
匿
さ
ぬ
こ
と
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十
二
︑
他
人
の
善
を
称
揚
せ
よ

十
三
︑
業
報
の
主
体
は
個
人
で
あ
る

十
四
︑
報
応
を
祖
先
と
子
孫
の
間
で
考
え
る
の
は
︑
聖
人
の
方
便
の
教
で
あ
る

十
五
︑
報
応
の
道
理
が
三
世
を
貫
く
必
然
性
に
つ
い
て

十
六
︑
日
常
生
活
に
お
け
る
仏
法
の
実
践

十
七
︑
四
等
に
つ
い
て

十
八
︑
涅
槃
へ
の
道
と
し
て
の
無
心
︹
忘
心
︺

十
九
︑
教
の
必
要
性

二
十
︑
一
切
苦
の
超
克

二
十
一
︑
四
非
常

二
十
二
︑
六
度
︹
六
波
羅
蜜
︺

二
十
三
︑
罪
福
報
応
と
涅
槃

二
十
四
︑
空
と
実
践
︵
空
の
中
で
空
を
行
ず
る
こ
と
に
つ
い
て
︶

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
﹁
奉
法
要
﹂
に
は
︑
五
戒
︵
二
︶
︑
歳
の
三
斎
と
月
の
六
斎
︵
三
︶
︑
十
善
︵
五
︶
︑
五
道
︵
六
︶
な

ど
︑
衣
物
疏
に
見
え
て
い
る
仏
教
語
の
多
く
が
登
場
す
る
︒
ま
た
︑
こ
れ
ら
の
仏
教
語
が
い
ず
れ
も
︑
﹁
奉
法
要
﹂
全
体
の
中
で
最

初
の
方
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
く
︒

中
国
の
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語
と
表
現
︵
浅
見
︶

一
五



﹁
奉
法
要
﹂
は
仏
教
概
論
で
あ
る
と
述
べ
た
が
︑
そ
の
性
格
は
理
論
の
書
と
い
う
よ
り
は
実
践
の
書
で
あ
り
︑
仏
教
を
信
仰
す
る

生
活
へ
の
手
引
き
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
の
記
述
は
仏
教
の
入
口
か
ら
深
奥
へ
と
進
む
よ
う
に
配
列
さ

れ
て
い
る
︒
随
葬
衣
物
疏
の
仏
教
語
が
﹁
奉
法
要
﹂
の
最
初
の
方
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
は
︑
こ
れ
ら
の
語
が
い
わ
ば
﹁
初
心
者
向

き
﹂
の
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

で
は
︑
個
々
の
語
の
意
味
に
つ
い
て
︑
﹁
奉
法
要
﹂
の
記
述
を
確
認
し
て
い
こ
う
︒

⑵
五
戒

﹁
奉
法
要
﹂
は
︑
五
戒
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

一
者
不
殺
︒
不
得
教
人
殺
︒
二
者
不
盗
︒
不
得
教
人
盗
︒
三
者
不
婬
︒
不
得
教
人
婬
︒
四
者
不
欺
︒
不
得
教
人
欺
︒
五
者
不
飲

酒
︒
不
得
以
酒
為
恵
施
︒

一
は
︑
殺
さ
ず
︒
人
を
し
て
殺
さ
し
む
る
を
得
ず
︒
二
は
︑
盗
ま
ず
︒
人
を
し
て
盗
ま
し
む
る
を
得
ず
︒
三
は
︑
婬
せ
ず
︒
人

を
し
て
婬
せ
し
む
る
を
得
ず
︒
四
は
︑
欺
か
ず
︒
人
を
し
て
欺
か
し
む
る
を
得
ず
︒
五
は
︑
酒
を
飲
ま
ず
︒
酒
を
以
て
恵
施
を

為
す
を
得
ず
︒

こ
の
五
項
目
が
︑
重
い
も
の
か
ら
順
に
配
列
し
て
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
中
で
︑
最
後
に
挙
げ
ら
れ
た
飲
酒
の
禁

止
を
他
の
四
項
目
と
同
列
に
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
厳
し
す
ぎ
る
と
思
う
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
郗
超
に
も
そ
の
よ
う
な

懸
念
が
あ
っ
た
の
か
︑
飲
酒
に
つ
い
て
は
特
に
次
の
よ
う
な
補
足
を
加
え
て
い
る
︒

若
以
酒
為
薬
︑
当
権
其
軽
重
︑
要
於
不
可
致
酔
︒
酔
有
三
十
六
失
︑
経
教
以
為
深
誡
︒
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若
し
酒
を
以
て
薬
と
為
さ
ば
︑
当
に
其
の
軽
重
を
権
り
︑
酔
い
を
致
す
可
か
ら
ざ
る
を
要
す
べ
し
︒
酔
い
に
三
十
六
の
失
あ
り
︑

経
教
以
て
深
き
誡
し
め
と
為
す
︒

有
名
な
﹁
酒
は
百
薬
の
長
﹂
と
い
う
言
葉
が
す
で
に
﹃
漢
書
﹄
︵
食
貨
志
︶
に
見
え
て
い
る
か
ら
︑
酒
は
薬
で
あ
る
と
い
う
意
識
は

以
前
か
ら
存
在
し
た
の
で
あ
り
︑
飲
酒
の
口
実
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
も
大
い
に
考
え
ら
れ
る
︒
郗
超
は
そ
れ
を
利
用
し
て
︑
薬
と

し
て
飲
む
の
は
許
容
す
る
︑
た
だ
し
酔
っ
て
は
い
け
な
い
︑
と
戒
め
て
︑
受
容
さ
れ
や
す
い
よ
う
配
慮
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

﹁
奉
法
要
﹂
は
五
戒
に
つ
い
て
の
記
述
を

不
殺
則
長
寿
︑
不
盗
則
常
泰
︑
不
婬
則
清
浄
︑
不
欺
則
人
常
敬
信
︑
不
酔
則
神
理
明
治
︒

殺
さ
ざ
れ
ば
則
ち
長
寿
な
り
︒
盗
ま
ざ
れ
ば
則
ち
常
に
泰
ら
か
な
り
︒
婬
せ
ざ
れ
ば
則
ち
清
浄
な
り
︒
欺
か
ざ
れ
ば
則
ち
人
常

に
敬
信
す
︒
酔
わ
ざ
れ
ば
則
ち
神
理
明
ら
か
に
治
ま
る
︒

と
結
ぶ
が
︑
他
の
四
項
目
と
違
っ
て
︑
﹁
不
飲
酒
﹂
で
は
な
く
﹁
不
酔
﹂
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
︑
そ
の
配
慮
が
う
か
が
え
る
︒

⑶
十
善

十
善
に
つ
い
て
﹁
奉
法
要
﹂
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
︒

十
善
者
︑
身
不
犯
殺
盗
婬
︑
意
不
嫉
恚
癡
︑
口
不
妄
言
綺
語
両
舌
悪
口
︒

十
善
者
︑
身
に
殺
・
盗
・
婬
を
犯
さ
ず
︑
意
に

嫉
ね
た
み

・

恚
い
か
り

・

癡
う
た
が
い

を
せ
ず
︑
口
に
妄
言
・
綺
語
・
両
舌
・
悪
口
を
せ
ざ
る
︵
を

い
う
︶
︒

最
初
の
三
項
目
は
︑
五
戒
の
そ
れ
と
順
序
も
含
め
て
全
く
一
致
す
る
︒
ま
た
五
戒
の
﹁
欺
﹂
は
︑
十
善
の
﹁
妄
言
・
綺
語
・
両
舌
﹂
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と
重
な
る
部
分
が
多
い
︒
こ
れ
は
︑
五
戒
と
十
善
が
本
来
別
々
に
形
成
さ
れ
︑
後
に
一
対
の
も
の
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
︒
そ
し
て
こ
の
両
語
が
︑
︻
衣
三
︼
の
﹁
持
仏
五
戒
︑
専
修
十
善
﹂
や
︑
︻
衣
六
︼
の
﹁
十
善
持

心
︑
五
戒
堅
志
﹂
の
よ
う
に
︑
漢
文
特
有
の
対
句
表
現
に
適
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
点
で
あ
る
︒

そ
れ
に
し
て
も
︑
こ
の
五
戒
・
十
善
の
内
容
は
︑
あ
え
て
仏
教
を
待
た
ず
と
も
︑
人
間
社
会
に
ほ
と
ん
ど
普
遍
的
と
も
言
え
る
日

常
的
な
道
徳
的
・
倫
理
的
な
規
範
で
あ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
も
し
五
戒
・
十
善
を
守
れ
な
い
人
間
が
い
た
と
し
た
ら
︑
そ
れ
は
そ

の
人
が
仏
教
を
篤
信
し
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
く
︑
生
活
態
度
が
放
縦
で
あ
る
た
め
で
あ
る
︑
と
言
っ
て
よ
い
︒
随
葬
衣
物
疏
に
言

う
五
戒
・
十
善
の
堅
持
は
︑
き
ち
ん
と
し
た
生
活
を
送
っ
て
い
る
も
の
に
と
っ
て
は
︑
さ
ほ
ど
困
難
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
︒

⑷
五
道

﹁
奉
法
要
﹂
に
言
う
︒

三
界
之
内
︑
凡
有
五
道
︒
一
曰
天
︑
二
曰
人
︑
三
曰
畜
生
︑
四
曰
餓
鬼
︑
五
曰
地
獄
︒

三
界
の
内
︑
凡
そ
五
道
あ
り
︒
一
を
天
と
い
い
︑
二
を
人
と
い
い
︑
三
を
畜
生
と
い
い
︑
四
を
餓
鬼
と
い
い
︑
五
を
地
獄
と
い

う
︒

現
在
の
私
た
ち
に
と
っ
て
は
六
道
の
方
が
馴
染
み
の
あ
る
語
で
あ
る
が
︑
当
時
の
中
国
で
は
修
羅
道
を
含
ま
な
い
五
道
の
方
が
一
般

的
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
﹁
奉
法
要
﹂
は
こ
れ
に
続
け
て
︑
最
上
の
天
に
輪
廻
す
る
に
は
︑

全
五
戒
則
人
相
備
︑
具
十
善
則
生
天
堂
︒

中
国
の
随
葬
衣
物
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に
お
け
る
用
語
と
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現
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五
戒
を
全
う
す
れ
ば
則
ち
人
相
い
備
わ
り
︑
十
善
を
具
う
れ
ば
則
ち
天
堂
に
生
ま
る
︒

と
︑
五
戒
・
十
善
を
き
ち
ん
と
守
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
︑
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑
五
道
の
輪
廻
が
五
戒
と
十
善
を
堅
持
さ

せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

⑸
歳
三
月
六
の
斎

﹁
奉
法
要
﹂
に
言
う
︒

已
行
五
戒
︑
便
修
歳
三
月
六
斎
︒
歳
三
斎
者
︑
正
月
一
日
至
十
五
日
︑
五
月
一
日
至
十
五
日
︑
九
月
一
日
至
十
五
日
︒
月
六
斎

者
︑
月
八
日
・
十
四
日
・
十
五
日
・
二
十
三
日
・
二
十
九
日
・
三
十
日
︒

す
で
に
五
戒
を
行
な
え
ば
︑
す
な
わ
ち
歳
三
月
六
の
斎
を
修
む
︒
歳
三
の
斎
は
︑
正
月
一
日
よ
り
十
五
日
に
至
り
︑
五
月
一
日

よ
り
十
五
日
に
至
り
︑
九
月
一
日
よ
り
十
五
日
に
至
る
︒
月
六
の
斎
は
︑
月
々
の
八
日
・
十
四
日
・
十
五
日
・
二
十
三
日
・
二

十
九
日
・
三
十
日
な
り
︒

こ
れ
に
続
く
部
分
に
は
斎
の
内
容
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
斎
の
期
間
に
は
仏
道
に
帰
依
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
︑
生
活
上
の
制
約
と
し
て
︑
食
事
に
つ
い
て
の
禁
忌
の
ほ
か
︑
閨
房
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
︑
牛
車
・
馬
車
に
乗
ら
ぬ
こ
と
︑

武
器
を
手
に
し
な
い
こ
と
︑
女
性
は
化
粧
を
控
え
る
こ
と
︑
な
ど
が
規
定
さ
れ
て
い
る
︒

五
戒
と
十
善
に
比
べ
︑
日
常
生
活
上
の
制
約
が
加
わ
り
︑
厳
し
い
内
容
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
歳
三
月
六
の
斎
﹂
が
︑
山
東
省
出
土
の

︻
衣
六
︼
に
は
現
れ
る
が
︑
ト
ル
フ
ァ
ン
出
土
の
︻
衣
三
︼
に
は
現
れ
な
い
こ
と
は
︑
両
地
域
の
仏
教
信
仰
の
相
違
を
反
映
し
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
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⑹
中
国
撰
述
経
典

以
上
︑
﹁
奉
法
要
﹂
を
手
が
か
り
と
し
て
随
葬
衣
物
疏
の
仏
教
語
を
検
討
し
て
き
た
が
︑
仏
教
文
献
中
に
は
他
に
も
類
似
し
た
内

容
を
も
つ
も
の
が
あ
る
︒
そ
れ
は
中
国
で
撰
述
さ
れ
た
経
典
で
あ
っ
て
︑
﹃
梵
網
経
﹄
・
﹃
灌
頂
経
﹄
・
﹃
提
謂
波
利
経
﹄
な
ど
が
該
当

す
る
︒
前
二
者
に
つ
い
て
は
旧
稿
で
も
言
及
し
た
の
で
︑
こ
こ
で
は
﹃
提
謂
波
利
経
﹄
︵
逸
文
︶
を
引
用
す
る

(
10
)

︒

ま
ず
五
戒
・
十
善
と
五
道
に
つ
い
て
は
︑

仏
言
︑
持
五
戒
為
人
︑
行
十
善
生
天
︑
不
償
作
畜
生
︑
慳
貪
作
餓
鬼
︑
破
戒
入
地
獄
︑
是
五
道
之
行
︒

仏
言
え
ら
く
︑
五
戒
を
持
せ
ば
人
と
な
り
︑
十
善
を
行
な
え
ば
天
に
生
ま
れ
︑
償
わ
ざ
れ
ば
畜
生
と
な
り
︑
慳
貪
な
れ
ば
餓
鬼

と
な
り
︑
戒
を
破
れ
ば
地
獄
に
入
る
︒
是
れ
五
道
の
行
な
り
︒

︵
﹃
法
華
玄
義
私
記
﹄
巻
十
︶

と
あ
り
︑
ま
た
﹁
歳
三
月
六
の
斎
﹂
に
つ
い
て
は
︑

提
謂
長
者
白
仏
言
︑
世
尊
︑
歳
三
斎
皆
有
所
因
︑
何
以
正
用
正
月
・
五
月
・
九
月
︒
六
日
斎
︑
用
月
八
日
・
十
四
日
・
十
五

日
・
二
十
三
日
・
二
十
九
日
・
三
十
日
︒

提
謂
長
者
︑
仏
に
白
し
て
言
え
ら
く
︑
世
尊
︑
歳
三
の
斎
は
皆
な
因
る
と
こ
ろ
有
ら
ん
︒
何
を
以
て
正
に
正
月
・
五
月
・
九
月

を
用
い
ん
︒
六
日
の
斎
は
︑
月
の
八
日
・
十
四
日
・
十
五
日
・
二
十
三
日
・
二
十
九
日
・
三
十
日
を
用
い
ん
︒

︵
﹃
法
苑
珠
林
﹄
巻
八
十
八
︶

と
あ
っ
て
︑
随
葬
衣
物
疏
と
共
通
の
主
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

﹃
提
謂
波
利
経
﹄
は
四
六
〇
年
ご
ろ
︑
北
魏
の
都
︑
平
城
︵
山
西
省
大
同
市
︶
で
曇
請
と
い
う
僧
が
撰
述
し
た
も
の
で
︑
太
武
帝

に
よ
る
仏
教
弾
圧
の
後
︑
仏
教
の
復
興
を
図
る
た
め
︑
庶
民
の
教
化
を
目
的
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
ほ
ぼ

中
国
の
随
葬
衣
物
疏
に
お
け
る
用
語
と
表
現
︵
浅
見
︶

二
〇



同
時
期
の
随
葬
衣
物
疏
に
共
通
の
内
容
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
ご
く
自
然
な
こ
と
な
の
で
あ
る
が
︑
葬
送
儀
礼
と
い
う
習
俗
の
中
に
ま

で
浸
透
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
点
は
重
要
で
あ
る
︒

第
三
章

随
葬
衣
物
疏
の
諸
表
現

⑴
酔
酒

︻
衣
四
︼
・
︻
衣
五
︼
に
﹁
酔
酒
︵
酒
に
酔
う
︶
﹂
と
い
う
語
が
出
て
く
る
︒
こ
の
語
に
つ
い
て
は
旧
稿
で
︑
江
蘇
省
蘇
州
市
五
龍
山

の
東
晋
墓
か
ら
出
土
し
た
墓
券
︵
庚
寅
年
︒
三
九
〇
年
？

(
11
)
︶
に
﹁
酔
酒
命
終
︵
酒
に
酔
い
て
命
終
わ
る
︶
﹂
と
い
う
一
節
が
あ
る
こ

と
か
ら
︑
現
実
の
死
因
を
示
す
も
の
で
は
な
く
︑
臨
終
の
状
況
を
形
容
す
る
慣
用
的
な
表
現
で
︑
﹁
安
ら
か
に
﹂
﹁
眠
る
よ
う
に
﹂
と

い
う
意
味
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
た
が
︑
他
の
墓
券
に
も
数
例
同
様
の
用
例
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
︑
こ
こ
に
関
係
部
分
を
抄

出
し
て
示
す
︒
な
お
︑
墓
券
の
釈
文
は
前
掲
の
魯
西
奇
﹃
中
国
古
代
買
地
券
研
究
﹄
に
よ
り
︑
同
書
で
の
掲
載
箇
所
を
︿
魯

何

頁
﹀
の
よ
う
に
示
し
た
︒

︻
墓
一
︼
劉
宋

元
嘉
十
年
︵
四
三
三
︶
徐
副
墓
券
︵
抄
出
︶
︿
魯

一
一
〇
頁
﹀

荊
州
長
沙
郡
臨
湘
県
北
郷
白
石
里
界
官
祭
酒
代
元
治
黄
書
契
令
徐
副
︑
年
五
十
九
歳
︑
以
去
壬
申
年
十
二
月
廿
六
日
︑
酔
酒
寿
終
︑

神
帰
三
天
︑
身
帰
三
泉
︑
長
安
蒿
里
︒

荊
州
長
沙
郡
臨
湘
県
北
郷
白
石
里
の
界
官
祭
酒
・
代
元
治
黄
書
契
令
徐
副
︑
年
五
十
九
歳
︑
去
る
壬
申
の
年
十
二
月
廿
六
日
を
以
て

中
国
の
随
葬
衣
物
疏
に
お
け
る
用
語
と
表
現
︵
浅
見
︶

二
一



酔
酒
し
寿
終
わ
り
︑
神
は
三
天
に
帰
し
︑
身
は
帰
三
泉
に
帰
し
︑

長
と
こ
し

え
に
蒿
里
に
安
ん
ず
︒

︻
墓
二
︼
劉
宋

元
嘉
十
六
年
︵
四
三
九
︶
蕑
謙
墓
券
︵
抄
出
︶
︿
魯

一
一
三
頁
﹀

武
昌
郡
﹇
武
﹈
昌
県
東
郷
新
平
里
男
□
蕑
謙
︑
年
六
十
五
歳
︑
以
今
己
卯
歳
二
月
九
日
巳
時
︑
酔
酒
命
﹇
終
﹈
︒

武
昌
郡
﹇
武
﹈
昌
県
東
郷
新
平
里
の
男
□
蕑
謙
︑
年
六
十
五
歳
︑
今
己
卯
歳
二
月
九
日
巳
時
を
以
て
︑
酔
酒
し
命
﹇
終
わ
る
﹈
︒

︻
墓
三
︼
劉
宋

元
嘉
二
十
一
年
︵
四
四
四
︶
田
和
墓
券
︵
抄
出
︶
︿
魯

一
一
九
頁
﹀

始
興
郡
曲
江
県
□
郷
太
平
里
田
□
□
□
︑
以
去
元
嘉
廿
年
十
一
月
廿
六
日
︑
平
︑
酔
命
終
︑
神
帰
三
天
︑
身
帰
三
泉
︑
長
安
蒿
里
︒

始
興
郡
曲
江
県
□
郷
太
平
里
の
田
□
□
□
︑
去
る
元
嘉
廿
年
十
一
月
廿
六
日
︑
平
ら
か
に
︑
酔
い
て
命
終
わ
り
︑
神
は
三
天
に
帰
し
︑

身
は
三
泉
に
帰
し
︑

長
と
こ
し

え
に
蒿
里
に
安
ん
ず
︒

︻
墓
四
︼
梁

天
監
十
五
年
︵
五
一
六
︶
熊
薇
墓
券
︵
抄
出
︶
︿
魯

一
二
八
頁
﹀

始
安
郡
始
安
県
都
郷
牛
馬
王
暦
里
女
民
熊
薇
︑
以
癸
巳
年
閏
月
五
日
酔
酒
命
終
︑
当
帰
蒿
里
︒

始
安
郡
始
安
県
都
郷
牛
馬
王
暦
里
の
女
民
熊
薇
︑
癸
巳
年
閏
月
五
日
を
以
て
酔
酒
し
命
終
わ
り
︑
当
に
蒿
里
に
帰
す
べ
し
︒

︻
墓
五
︼
梁

中
大
通
五
年
︵
五
三
三
︶
周
当
易
墓
券
︵
抄
出
︶
︿
魯

一
三
四
頁
﹀

象
郡
新
安
県
都
郷
治
下
里
没
故
女
民
周
当
易
︑
酔
酒
命
終
︑
今
帰
里
豪
︒

中
国
の
随
葬
衣
物
疏
に
お
け
る
用
語
と
表
現
︵
浅
見
︶

二
二



象
郡
新
安
県
都
郷
治
下
里
没
故
女
民
周
当
易
︑
酔
酒
し
命
終
わ
り
︑
今
里
豪
に
帰
す
︒

︻
墓
五
︼
の
最
後
に
見
え
る
﹁
里
豪
﹂
は
︑
﹁
豪
里
﹂
と
書
く
べ
き
と
こ
ろ
を
誤
倒
し
た
も
の
︒
豪
は
蒿
と
音
通
で
︑
つ
ま
り
﹁
里

豪
に
帰
す
﹂
は
﹁
蒿
里
に
帰
す
﹂
と
同
じ
で
あ
る
︒
蒿
里
は
死
者
の
里
で
あ
る
︒

以
上
の
諸
例
か
ら
︑
﹁
酔
酒
﹂
は
四
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
六
世
紀
前
半
に
か
け
て
︑
長
江
流
域
で
使
用
さ
れ
た
︑
臨
終
の
状
況
を
形

容
す
る
慣
用
的
な
表
現
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
先
に
挙
げ
た
郗
超
の
﹁
奉
法
要
﹂
は
︑
ま
さ
に
こ
の
時
代
︑
こ
の
地
域
で
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
郗
超
が
飲
酒
を

禁
じ
︑
薬
と
し
て
飲
む
な
ら
よ
い
が
そ
の
場
合
で
も
酔
っ
て
は
い
け
な
い
︑
と
戒
め
た
そ
の
同
じ
社
会
で
︑
一
方
で
は
こ
の
よ
う
な

慣
用
表
現
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
︑
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

⑵
仏
と
花
を
取
る

︻
衣
六
︼
に
﹁
今
︑
戒
師
・
蔵
公
・
山
公
等
の
使
す
る
所
と
為
り
︑
仏
と
花
を
取
り
︑
往
き
て
返
ら
ず
﹂
と
い
う
一
節
が
あ
る
︒

旧
稿
で
は
こ
の
一
文
を
難
解
と
し
︑
被
葬
者
が
﹁
神
仙
た
ち
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
冥
界
へ
向
か
い
︑
二
度
と
戻
ら
な
い
﹂
と
い
う

よ
う
な
意
味
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
を
記
し
て
お
い
た
︒
そ
の
後
︑
墓
券
の
中
に
比
較
可
能
と
思
わ
れ
る
表
現
を
も
つ
も
の
が
あ

る
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
︑
こ
こ
で
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
︒
そ
の
表
現
と
は
︑
結
論
を
先
に
言
え
ば
︑
﹁
︵
被
葬
者
が
︶
花
や

薬
を
取
り
に
行
き
︑
そ
こ
で
仙
人
に
出
会
っ
て
酒
を
振
る
舞
わ
れ
︑
道
に
迷
っ
て
帰
れ
な
く
な
っ
た
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
以
下
︑

中
国
の
随
葬
衣
物
疏
に
お
け
る
用
語
と
表
現
︵
浅
見
︶

二
三



比
較
的
類
似
し
た
も
の
ご
と
に
ま
と
め
て
紹
介
し
て
い
く
︒

ま
ず
︑
︻
衣
六
︼
と
同
じ
よ
う
に
︑
花
を
取
り
に
行
っ
て
帰
ら
な
か
っ
た
︑
と
い
う
例
が
あ
る
︒

︻
墓
六
︼
宋

開
宝
七
年
︵
九
七
四
︶
王
二
娘
墓
券
︵
抄
出
︶
︿
魯

三
四
三
頁
﹀

今
有
江
南
西
道
吉
州
廬
陵
県
宣
化
郷
崇
仁
里
梅
溜
村
歿
故
亡
人
王
氏
夫
人
︑
行
年
八
十
三
歳
︑
因
向
後
園
採
花
︑
路
逢
仙
人
賜
酒
︑

因
此
迷
而
不
返
︒

今
︑
江
南
西
道
吉
州
廬
陵
県
宣
化
郷
崇
仁
里
梅
溜
村
の
歿
故
せ
る
亡
人
王
氏
の
夫
人
有
り
︑
行
年
八
十
三
歳
︑
後
園
に
向
か
い
て
花

を
採
り
︑
路
に
仙
人
に
逢
い
て
酒
を
賜
る
に
因
り
︑
此
れ
に
因
り
迷
い
て
返
ら
ず
︒

︻
墓
七
︼
宋

大
中
祥
符
四
年
︵
一
〇
一
一
︶
李
大
郎
墓
券
︵
抄
出
︶
︿
魯

三
四
八
頁
﹀

維
大
宋
国
江
南
道
饒
州
安
仁
県
坊
市
歿
故
亡
李
大
郎
︑
行
年
六
十
五
歳
︑
暫
往
南
山
看
花
︑
遇
見
仙
人
︑
賜
酒
一
盃
︑
迷
而
不
返
︑

命
入
黄
泉
︒

維
れ
大
宋
国
江
南
道
饒
州
安
仁
県
坊
市
の
歿
故
せ
る
亡
き
李
大
郎
︑
行
年
六
十
五
歳
︑
暫
く
南
山
に
往
き
て
花
を
看
る
に
︑
仙
人
に

遇
い
見ま

み

え
て
酒
一
盃
を
賜
り
︑
迷
い
て
返
ら
ず
︑
命
は
黄
泉
に
入
る
︒

︻
墓
八
︼
宋

康
定
元
年
︵
一
〇
四
〇
︶
戴
十
娘
墓
券
︵
抄
出
︶
︿
魯

三
五
〇
頁
﹀

臨
江
軍
峡
江
玉
笥
郷
和
平
里
館
頭
橋
北
路
四
保
︑
歿
□
□
□
戴
氏
十
娘
︑
行
年
六
十
九
歳
︑
因
向
後
園
翫
□
□
遇
仙
人
賜
酒
︑
香
魂

中
国
の
随
葬
衣
物
疏
に
お
け
る
用
語
と
表
現
︵
浅
見
︶

二
四



迷
而
不
返
︒

臨
江
軍
峡
江
玉
笥
郷
和
平
里
館
頭
橋
北
路
四
保
の
歿
□故
□亡
□人
戴
氏
十
娘
︑
行
年
六
十
九
歳
︑
後
園
に
向
か
い
て
□花
を
翫め

づ
る
に
︑
□路

に
仙
人
に
遇
い
て
酒
を
賜
る
に
因
り
︑
香
魂
迷
い
て
返
ら
ず
︒

若
干
の
欠
字
が
あ
る
が
︑
そ
の
部
分
は
類
似
の
墓
券
の
文
に
よ
り
推
定
し
て
補
っ
て
み
た
︒
﹁
翫
﹂
の
次
の
欠
字
部
分
に
は
﹁
花
﹂

を
補
っ
た
が
︑
こ
れ
は
︑
賞
翫
す
る
対
象
と
し
て
は
︑
次
に
出
て
く
る
﹁
薬
﹂
よ
り
も
﹁
花
﹂
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
と
考

え
た
か
ら
で
あ
る
︒
な
お
︑
最
後
の
香
魂
は
麗
し
い
人
の
魂
の
意
で
あ
り
︑
ま
た
花
の
精
を
言
う
こ
と
も
あ
る
︒
あ
る
い
は
女
性
の

墓
券
に
特
有
の
表
現
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒

︻
墓
九
︼
宋

宣
和
五
年
︵
一
一
二
三
︶
沈
九
郎
墓
券
︵
抄
出
︶
︿
魯

三
七
一
頁
﹀

江
南
西
道
臨
江
軍
新
淦
県
文
昌
坊
建
興
寺
前
街
南
歿
故
亡
人
沈
九
郎
︑
諱
祥
︑
行
年
四
十
七
︑
因
向
後
山
採
花
︑
路
逢
仙
人
賜
酒
︑

迷
而
不
返
□
郷
︒

江
南
西
道
臨
江
軍
新
淦
県
文
昌
坊
建
興
寺
前
街
南
の
歿
故
せ
る
亡
人
沈
九
郎
︑
諱
祥
︑
行
年
四
十
七
︑
後
山
に
向
か
い
て
花
を
採
る

に
︑
路
に
仙
人
に
逢
い
て
酒
を
賜
る
に
因
り
︑
迷
い
て
□
郷
に
返
ら
ず
︒

次
に
︑
花
で
は
な
く
薬
を
取
り
に
行
っ
た
例
が
あ
る
︒

︻
墓
十
︼
唐

開
成
二
年
︵
八
三
七
︶
姚
仲
然
墓
券
︵
抄
出
︶
︿
魯

一
九
五
頁
﹀

中
国
の
随
葬
衣
物
疏
に
お
け
る
用
語
と
表
現
︵
浅
見
︶

二
五



信
州
弋
陽
県
新
政
軍
如
里
姚
仲
然
︑
年
七
十
七
︑
開
成
二
年
九
月
廿
日
︑
因
往
南
山
採
薬
︑
遇
仙
不
回
︑
遂
即
致
死
︒

信
州
弋
陽
県
新
政
軍
如
里
の
姚
仲
然
︑
年
七
十
七
︑
開
成
二
年
九
月
廿
日
︑
南
山
に
往
き
て
薬
を
採
る
に
︑
仙
に
遇
い
て
回
ら
ざ
る

に
因
り
︑
遂
に
即
ち
死
を
致
す
︒

︻
墓
十
一
︼
宋

元
符
二
年
︵
一
〇
九
九
︶
張
愈
墓
券
︵
抄
出
︶
︿
魯

三
六
二
頁
﹀

江
州
彭
沢
県
五
柳
西
域
里
︑
張
君
諱
愈
︑
享
年
七
十
□
歳
︑
因
往
南
山
採
薬
︑
遇
見
仙
人
飲
酒
︑
蒙
賜
一
杯
︑
至
今
酩
酊
不
回
︒

江
州
彭
沢
県
五
柳
西
域
里
︑
張
君
諱
愈
︑
享
年
七
十
□
歳
︑
南
山
に
往
き
て
薬
を
採
る
に
︑
仙
人
の
酒
を
飲
む
に
遇
い
見
え
︑
蒙
り

て
一
杯
を
賜
る
に
因
り
︑
今
に
至
る
も
酩
酊
し
て
回
ら
ず
︒

︻
墓
十
二
︼
宋

政
和
八
年
︵
一
一
一
八
︶
李
九
郎
墓
券
︵
抄
出
︶
︿
魯

三
六
五
頁
﹀

故
歳
承
事
李
九
郎
︑
因
南
山
採
薬
︑
遇
見
仙
人
飲
酒
︑
蒙
賜
一
盃
︑
酔
落
迷
魂
不
返
︒

故
歳
承
事
李
九
郎
︑
南
山
に
薬
を
採
る
に
︑
仙
人
の
酒
を
飲
む
に
遇
い
見
え
︑
蒙
り
て
一
盃
を
賜
る
に
因
り
︑
酔
落
迷
魂
し
て
返
ら

ず
︒そ

の
ほ
か
に
も
︑
花
も
薬
も
出
て
こ
な
い
が
︑
仙
人
に
出
会
っ
て
酒
を
振
る
舞
わ
れ
た
と
さ
れ
る
例
が
あ
る
︒

︻
墓
十
三
︼
宋

至
道
元
年
︵
九
九
五
︶
彭
司
空
墓
券
︵
抄
出
︶
︿
魯

三
四
七
頁
﹀

中
国
の
随
葬
衣
物
疏
に
お
け
る
用
語
と
表
現
︵
浅
見
︶

二
六



大
宋
国
江
南
西
道
吉
州
□
陵
県
宣
化
郷
北
洲
団
︑
有
没
故
亡
人
彭
司
空
⁝
⁝
行
年
六
十
五
歳
︑
忽
被
太
山
所
召
︑
路
逢
仙
人
賜
酒
︑

因
酔
迷
而
不
返
︒

大
宋
国
江
南
西
道
吉
州
□
陵
県
宣
化
郷
北
洲
団
に
︑
没
故
せ
る
亡
人
彭
司
空
有
り
︑
⁝
⁝
行
年
六
十
五
歳
︑
忽
ち
太
山
の
召
す
所
を

こ
う
む
り
︑
路
に
仙
人
に
逢
い
て
酒
を
賜
る
に
因
り
︑
酔
迷
し
て
返
ら
ず
︒

こ
の
墓
券
で
は
﹁
太
山
︵
泰
山
︶
に
召
さ
れ
た
﹂
と
い
う
部
分
が
注
意
さ
れ
る
︒
︻
衣
六
︼
に
は
被
葬
者
を
促
す
主
体
と
し
て
﹁
戒

師
・
蔵
公
・
山
公
﹂
な
ど
の
神
仙
と
思
わ
れ
る
存
在
が
登
場
す
る
が
︑
太
山
は
そ
れ
と
同
じ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が

で
き
そ
う
で
あ
る
︒

︻
墓
十
四
︼
宋

元
豊
八
年
︵
一
〇
八
五
︶
蔡
八
郎
墓
券
︵
抄
出
︶
︿
魯

三
六
〇
頁
﹀

南
贍
部
州
大
宋
国
江
州
徳
化
県
甘
泉
郷
高
平
社
西
山
保
︑
歿
故
亡
人
蔡
八
郎
︑
甲
子
年
生
︑
陸
拾
貳
歳
︑
不
幸
命
終
︑
元
豊
八
年
十

月
廿
三
日
甲
申
身
亡
︑
仙
人
飲
酒
︑
命
帰
蒿
里
︑
安
葬
︒

南
贍
部
州
大
宋
国
江
州
徳
化
県
甘
泉
郷
高
平
社
西
山
保
︑
歿
故
せ
る
亡
人
蔡
八
郎
︑
甲
子
年
生
︑
陸
拾
貳
歳
︑
不
幸
に
し
て
命
終
わ

る
︒
元
豊
八
年
十
月
廿
三
日
甲
申
に
身
亡
く
な
り
︑
仙
人
飲
酒
せ
し
め
︑
命
は
蒿
里
に
帰
し
︑
安
ら
か
に
葬
ら
る
︒

︻
墓
十
五
︼
宋

宣
和
三
年
︵
一
一
二
一
︶
張
公
墓
券
︵
抄
出
︶
︿
魯

三
七
〇
頁
﹀

大
宋
国
江
南
道
饒
州
徳
興
県
銀
山
郷
⁝
⁝
歿
故
中
書
舎
人
張
公
︑
行
年
四
十
三
年
⁝
⁝
忽
因
冥
游
︑
遇
□
□
□
︑
飲
西
王
母
壺
中
美

酒
︑
乗
酔
不
返
︒

中
国
の
随
葬
衣
物
疏
に
お
け
る
用
語
と
表
現
︵
浅
見
︶

二
七



大
宋
国
江
南
道
饒
州
徳
興
県
銀
山
郷
⁝
⁝
歿
故
せ
る
中
書
舎
人
張
公
︑
行
年
四
十
三
年
⁝
⁝
忽
ち
冥
游
し
︑
□仙
□人
に
遇
い
□見
え
︑
西

王
母
の
壺
中
の
美
酒
を
飲
む
に
因
り
︑
酔
い
に
乗
じ
て
返
ら
ず
︒

欠
字
部
分
は
類
似
の
墓
券
の
文
に
よ
り
補
っ
て
み
た
︒

さ
て
︑
以
上
は
内
容
の
類
似
し
た
も
の
ご
と
に
ま
と
め
て
示
し
た
の
で
あ
る
が
︑
今
度
は
︑
こ
れ
ら
を
時
系
列
に
配
列
し
直
し
︑

そ
れ
ぞ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る
要
素
を
抽
出
し
て
み
よ
う
︒
最
初
の
王
江
妃
は
随
葬
衣
物
疏
︑
そ
れ
以
外
は
墓
券
で
あ
り
︑
各
行
冒
頭

の
数
字
は
西
暦
で
あ
る
︒

五
七
三

北
斉
武
平
四
年

王
江
妃

花

仏

戒
師
・
蔵
公
・
山
公

八
三
七

唐

開
成
二
年

姚
仲
然

南
山

薬

仙

九
七
四

宋

開
宝
七
年

王
二
娘

後
園

花

仙
人

酒

九
九
五

至
道
元
年

彭
司
空

仙
人

酒

太
山

一
〇
一
一

大
中
祥
符
四
年

李
大
郎

南
山

花

仙
人

酒

一
〇
四
〇

康
定
元
年

戴
十
娘

後
園

□花

仙
人

酒

一
〇
八
五

元
豊
八
年

蔡
八
郎

仙
人

酒

一
〇
九
九

元
符
二
年

張
愈

南
山

薬

仙
人

酒

一
一
一
八

政
和
八
年

李
九
郎

南
山

薬

仙
人

酒

中
国
の
随
葬
衣
物
疏
に
お
け
る
用
語
と
表
現
︵
浅
見
︶

二
八



一
一
二
一

宣
和
三
年

張
公

□仙
□人

酒

一
一
二
三

宣
和
五
年

沈
九
郎

後
山

花

仙
人

酒

戴
十
娘
墓
券
と
張
公
墓
券
に
は
と
も
に
欠
字
が
あ
り
︑
欠
字
部
分
に
そ
れ
ぞ
れ
花
と
仙
人
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
大
き
い
の
で
︑

右
の
よ
う
に
示
し
た
︒

以
上
よ
り
︑
唐
代
後
期
～
宋
代
の
墓
券
に
は
﹁
︵
被
葬
者
が
︶
花
や
薬
を
取
り
に
行
き
︑
そ
こ
で
仙
人
に
出
会
っ
て
酒
を
振
る
舞

わ
れ
︑
道
に
迷
っ
て
帰
れ
な
く
な
っ
た
﹂
と
い
う
︑
逝
去
を
表
す
比
喩
的
な
表
現
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
︵
北
斉
の

︻
衣
六
︼
と
唐
の
︻
墓
十
︼
に
は
酒
が
登
場
し
な
い
が
︑
こ
の
二
例
だ
け
で
﹁
酒
が
登
場
す
る
の
は
宋
代
か
ら
で
あ
る
﹂
と
断
定
す

る
の
は
た
め
ら
わ
れ
る
︒
︶
魯
西
奇
氏
は
︻
墓
十
︼
の
解
説
に
お
い
て
︑
唐
の
康
騈
の
﹃
劇
談
録
﹄
を
引
き
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
採
薬

遇
仙
﹂
の
説
が
唐
の
長
慶
年
間
︵
八
二
一
～
八
二
四
︶
に
起
源
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
︑
︻
衣
六
︼
の
﹁
仏
と
花
を
取
り
︑
往

き
て
帰
ら
ず
﹂
は
そ
の
先
駆
と
も
言
う
べ
き
表
現
で
あ
り
︑
淵
源
が
さ
ら
に
古
く
遡
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
仏
教
と
の
関
連
で
言
え
ば
︑
︻
衣
六
︼
の
仏
は
︑
墓
券
文
の
中
で
仙
人
が
果
た
す
の
と
似
た
役
割
を
果
た
し
て
い
る
︵
た

だ
し
酒
を
振
る
舞
い
は
し
な
い
︶
点
が
注
意
さ
れ
る
︒

⑶
書
け
る
者
と
読
め
る
者

︻
衣
四
︼
に
﹁
東
海
童
子
書
く
﹂
と
あ
り
︑
︻
衣
六
︼
に
﹁
書
け
る
は
観
世
音
︑
読
め
る
は
維
摩
大
士
な
り
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
随

葬
衣
物
疏
に
は
書
き
手
や
読
み
手
が
記
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
︒
同
様
に
︑
墓
券
に
も
作
り
手
・
書
き
手
・
読
み
手
な
ど
を
記
す
も
の

中
国
の
随
葬
衣
物
疏
に
お
け
る
用
語
と
表
現
︵
浅
見
︶

二
九



が
あ
る
︒
そ
の
数
は
非
常
に
多
い
の
で
︑
こ
こ
で
は
代
表
的
な
も
の
を
選
ん
で
例
示
す
る
︒

︻
墓
十
六
︼
唐

開
成
二
年
︵
八
三
七
︶
姚
仲
然
墓
券
︵
抄
出
︶
︿
魯

一
九
五
頁
﹀

何
人
書
︒
水
中
魚
︒
何
人
読
︒
高
山
鹿
︒
鹿
何
在
︒
上
高
山
︒
魚
何
在
︒
在
深
泉
︒

何
人
の
書
け
る
や
︒
水
中
の
魚
な
り
︒
何
人
の
読
め
る
や
︒
高
山
の
鹿
な
り
︒
鹿
は
何
く
に
在
り
や
︒
高
山
に
上
れ
り
︒
魚
は
何
く

に
在
り
や
︒
深
き
泉
に
在
り
︒

︻
墓
十
七
︼
五
代
十
国
時
代

呉

武
義
元
年
︵
九
一
九
︶
随
氏
娘
子
墓
券
︵
抄
出
︶
︿
魯

二
一
三
頁
﹀

若
有
神
来
尋
問
者
︒
誰
謂
作
︒
天
上
鶴
︒
誰
謂
書
︒
水
中
魚
︒
誰
謂
読
︒
山
中
鹿
︒
□
□
□
□
︑
鹿
上
高
山
︑
魚
入
深
泉
︒

若も

し
神
の
来
り
て
尋
問
す
る
有
ら
者ば

︒
誰
か
作
る
と
謂
わ
ん
︒
天
上
の
鶴
な
り
︒
誰
か
書
く
と
謂
わ
ん
︒
水
中
の
魚
な
り
︒
誰
か
読

む
と
謂
わ
ん
︒
山
中
の
鹿
な
り
︒
□
□
□
□
︑
鹿
は
高
山
に
上
り
︑
魚
は
深
泉
に
入
る
︒

欠
字
部
分
は
︑
類
似
の
例
か
ら
推
測
し
て
︑
鶴
飛
上
天
︵
鶴
は
上
天
に
飛
び
︶
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
︒

︻
墓
十
八
︼
宋

大
中
祥
符
四
年
︵
一
〇
一
一
︶
李
大
郎
墓
券
︵
抄
出
︶
︿
魯

三
四
八
頁
﹀

誰
為
書
︒
水
中
魚
︒
誰
為
作
︒
天
上
鶴
︒
鶴
何
在
︒
飛
上
天
︒
魚
何
在
︒
入
深
泉
︒
若
要
相
尋
覓
︑
但
来
東
海
辺
︒

誰
か
書
を
為
せ
る
か
︒
水
中
の
魚
な
り
︒
誰
か
作
を
為
せ
る
か
︒
天
上
の
鶴
な
り
︒
鶴
は
何
く
に
在
り
や
︒
上
天
に
飛
べ
り
︒
魚
は

何
く
に
在
り
や
︒
深
泉
に
入
れ
り
︒
若
し
相
い
尋
覓
す
る
を
要
す
れ
ば
︑
但
だ
東
海
の
辺
に
来
た
れ
︒

中
国
の
随
葬
衣
物
疏
に
お
け
る
用
語
と
表
現
︵
浅
見
︶

三
〇



︻
墓
十
九
︼
唐
末

漳
州
漳
浦
県
陳
氏
墓
券
︵
抄
出
︶
︿
魯

二
〇
八
頁
﹀

何
人
書
︒
星
与
月
︒
何
人
見
︒
竹
与
木
︒
星
月
帰
于
天
︑
竹
木
帰
于
土
︒

何
人
の
書
け
る
や
︒
星
と
月
な
り
︒
何
人
の
見
る
や
︒
竹
と
木
な
り
︒
星
・
月
は
天
に
帰
し
︑
竹
・
木
は
土
に
帰
す
︒

こ
こ
で
﹁
見
る
﹂
と
は
︑
立
会
人
を
﹁
時
見
﹂
と
称
す
る
こ
と
か
ら
︑
保
証
人
と
し
て
契
約
に
立
ち
会
う
︑
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
︒

︻
墓
二
十
︼
後
周

顕
徳
二
年
︵
九
五
五
︶
劉
某
墓
券
︵
抄
出
︶
︿
魯

二
一
二
頁
﹀

書
券
人
石
公
曹
︑
飛
上
天
︒
読
券
人
金
注
︑
入
黄
泉
︒

書
券
人
は
石
公
曹
︑
上
天
に
飛
べ
り
︒
読
券
人
は
金
注
︑
黄
泉
に
入
れ
り
︒

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
︑
魚
・
鹿
・
鶴
・
星
・
月
・
竹
・
木
な
ど
が
墓
券
の
書
き
手
・
読
み
手
︑
な
い
し
は
立
会
人
と
し
て
登
場

し
て
い
る
︒
一
種
の
擬
人
的
な
表
現
で
あ
る
が
︑
何
よ
り
重
要
な
の
は
︑
彼
ら
が
人
間
の
世
界
と
は
違
う
異
界
の
住
人
だ
と
い
う
点

で
あ
ろ
う
︒
彼
ら
は
︑
人
間
の
世
界
に
姿
を
見
せ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑
本
来
は
水
中
・
高
山
・
深
泉
・
上
天
な
ど
︑
人
間
が
行
き

得
な
い
場
所
に
帰
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
︻
墓
二
十
︼
の
石
公
曹
と
金
注
も
︑
実
在
の
人
物
で
は
な
く
︑
し
ば
し
ば
登
場
す
る
張

堅
固
・
李
定
度
と
同
様
︑
神
仙
で
あ
り
︑
や
は
り
異
界
の
住
人
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
︻
衣
四
︼
で
︑
こ
の
随
葬
衣
物
疏
を
書
い

た
の
は
東
海
童
子
で
あ
り
︑
書
き
終
え
た
ら
海
に
還
っ
て
い
く
︑
と
あ
る
の
も
同
じ
で
あ
る
︒

随
葬
衣
物
疏
に
し
て
も
墓
券
に
し
て
も
︑
死
者
が
死
後
の
世
界
で
安
寧
に
暮
ら
す
こ
と
を
願
っ
て
作
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
死

者
は
︑
現
世
の
人
間
の
力
が
及
ば
な
い
︑
遠
い
世
界
に
向
か
っ
て
い
く
︒
そ
の
彼
方
の
世
界
で
の
安
寧
を
保
障
す
る
た
め
に
は
︑
現

中
国
の
随
葬
衣
物
疏
に
お
け
る
用
語
と
表
現
︵
浅
見
︶

三
一



世
の
人
間
で
は
な
く
︑
異
界
の
住
人
の
力
を
借
り
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
︒
当
時
の
人
々
は
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
︑
墓
券
の
効
力

を
保
障
し
て
く
れ
る
存
在
と
し
て
︑
魚
・
鹿
な
ど
の
異
界
の
住
人
を
登
場
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
き
︑
︻
衣
六
︼
の
終
わ
り
近
く
で
︑
書
き
手
と
し
て
観
世
音
が
︑
読
み
手
と
し
て
維
摩
大
士
が
そ
れ

ぞ
れ
登
場
す
る
の
は
︑
観
音
・
維
摩
が
︑
単
に
人
間
の
世
界
の
み
な
ら
ず
︑
遠
く
死
者
の
世
界
に
も
力
を
及
ぼ
し
得
る
存
在
だ
と
し

て
︑
当
時
の
人
々
に
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

第
四
章

仏
教
語
を
も
つ
墓
券

﹁
は
じ
め
に
﹂
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
こ
れ
ま
で
筆
者
が
仏
教
的
要
素
を
も
た
な
い
と
述
べ
て
き
た
墓
券
の
中
に
︑
仏
教
語
を
も
つ

も
の
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
︒
そ
こ
で
︑
最
終
章
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
初
歩
的
な
考
察
を
行
な
う
こ
と
に
す
る
︒

ま
ず
︑
問
題
の
墓
券
の
全
文
を
示
す
︒
前
章
で
︻
墓
十
九
︼
と
し
て
部
分
的
に
引
用
し
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
が
︑
今
度
は
全
文

な
の
で
︑
改
行
は
原
史
料
の
通
り
で
あ
る
︒

︻
墓
二
十
一
︼
唐
末

漳
州
漳
浦
県
陳
氏
墓
券
︵
全
文
︶
︿
魯

二
〇
八
頁
﹀

□
訶
世
界
南
贍
部
洲
大
唐
国
福
建

道
管
内
漳
浦
県
嘉
嶺
郷
□

恵
里
□
□
保
︑
没
故
□
□
陳
氏
林
宅
兆

中
国
の
随
葬
衣
物
疏
に
お
け
る
用
語
と
表
現
︵
浅
見
︶

三
二



□
□
□
月
□
□
□
除
向
陽
︑
当

帰
呵
里
︑
有
冥
銭
万
一
千
貫
文
︑
就
地
主

張
堅
固
・
李
亭
度
︑
□
収
買
□
艮
山

罡
地
一
片
︑
東
至
王
公
︑
西
至
王
母
︑
南
贍

部
洲
北
鬱
越
単
為
界
︒
亡
人
収
領
永

為
冢
宅
︒
何
人
書
︒
星
与
月
︒
何
人
見
︒

竹
与
木
︒
星
月
帰
于
天
︑
竹
木
帰
于

土
︒
急
急
如
律
令
︒

□摩
訶
世
界
・
南
贍
部
洲
・
大
唐
国
福
建
道
管
内
漳
浦
県
嘉
嶺
郷
□
恵
里
□
□
保
︑
没
故
□亡
□人
陳
氏
︑
林
宅
兆
□
□
□
月
□
□
□
除
向

陽
︑
当
に
呵
︵
＝
蒿
︶
里
に
帰
す
べ
し
︒

冥
銭
万
一
千
貫
文
に
て
︑
地
主
張
堅
固
・
李
亭
度
に
就
き
て
︑
艮
山
罡
地
一
片
を
□
収
買
□
す
る
有
り
︒

東
は
王
公
に
至
り
︑
西
は
王
母
に
至
り
︑
南
は
贍
部
洲
・
北
は
鬱
越
単
を
界
と
為
す
︒

亡
人
収
領
し
︑

永
と
こ
し

え
に
冢
宅
と
為
す
︒

何
人
の
書
け
る
や
︒
星
と
月
な
り
︒
何
人
の
見
る
や
︒
竹
と
木
な
り
︒
星
と
月
は
天
に
帰
し
︑
竹
と
木
は
土
に
帰
す
︒

急
急
如
律
令
︒

中
国
の
随
葬
衣
物
疏
に
お
け
る
用
語
と
表
現
︵
浅
見
︶

三
三



冒
頭
の
﹁
□
訶
世
界
南
贍
部
洲
﹂
と
︑
七
～
八
行
目
︵
原
文
︶
の
﹁
南
贍
部
洲
︑
北
鬱
越
単
﹂
が
仏
教
語
で
あ
る
︒
﹁
北
鬱
越
単
﹂

は
正
し
く
は
﹁
北
鬱
単
越
﹂
で
あ
り
︑
誤
倒
と
見
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
須
弥
山
の
周
囲
に
あ
る
四
洲
の
う
ち
︑
南
と
北
と
に
存
在
す
る

洲
の
名
称
で
あ
る
︒
﹃
大
唐
西
域
記
﹄
巻
一
に
︑

海
中
可
居
者
︑
大
略
有
四
洲
焉
︒
東
毘
提
訶
洲
︑
南
贍
部
洲
︑
西
瞿
陀
尼
洲
︑
北
拘
盧
洲
︒

海
中
の
居
る
可
き
者
︑
大
略
四
洲
有
り
︒
東
は
毘
提
訶
洲
︑
南
は
贍
部
洲
︑
西
は
瞿
陀
尼
洲
︑
北
は
拘
盧
洲
な
り
︒

と
あ
り
︑
さ
ら
に
北
の
拘
盧
洲
に
注
し
て

旧
曰
鬱
単
越
︒

旧
に
鬱
単
越
と
い
う
︒

と
あ
る
通
り
で
あ
る
︒

で
は
︑
こ
の
二
つ
の
仏
教
語
は
墓
券
全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

こ
こ
で
︑
こ
の
墓
券
全
体
の
構
成
を
見
る
た
め
︑
内
容
を
整
理
し
て
箇
条
書
き
に
し
て
み
よ
う
︒

①
逝
去
の
事
実
︒
逝
去
者
の
本
貫
地
︵
な
い
し
居
住
地
︶
︑
名
前
︑
日
付
︑
逝
去

②
土
地
の
購
入
︒
購
入
価
格
︑
購
入
先
︵
売
主
︶

③
購
入
し
た
土
地
の
範
囲
︵
四
至
︶
︒

④
購
入
の
確
定
︒

⑤
契
約
書
の
作
成
者
と
立
会
人
︒

⑥
呪
文
︒

中
国
の
随
葬
衣
物
疏
に
お
け
る
用
語
と
表
現
︵
浅
見
︶

三
四



こ
の
内
容
は
︑
ご
く
一
般
的
な
買
地
券
︑
土
地
売
買
文
書
形
式
の
墓
券
︑
そ
の
も
の
で
あ
る
︒
仏
教
語
は
︑
本
貫
地
の
箇
所
と
︑
購

入
し
た
土
地
の
範
囲
を
示
す
箇
所
と
に
出
て
く
る
が
︑
特
に
須
弥
山
を
中
心
と
す
る
仏
教
的
な
世
界
観
が
反
映
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
︒
﹁
東
は
王
公
に
至
り
︑
西
は
王
母
に
至
り
︑
南
は
贍
部
洲
・
北
は
鬱
越
単
を
界
と
為
す
﹂
と
い
う
表
現
に
は
︑
東
王
公
・

西
王
母
と
い
う
道
教
的
表
現
と
︑
南
贍
部
洲
・
北
鬱
単
越
と
い
う
仏
教
的
表
現
と
が
半
分
ず
つ
登
場
し
︑
仏
・
道
混
淆
の
様
相
を
呈

し
て
い
る
︒
こ
の
墓
券
に
見
ら
れ
る
の
は
︑
﹁
基
本
的
な
枠
組
み
は
そ
の
ま
ま
で
︑
そ
の
中
に
仏
教
的
要
素
が
入
り
込
ん
で
い
る
﹂

と
い
う
︑
随
葬
衣
物
疏
の
場
合
と
同
様
の
姿
で
あ
る
︒

こ
れ
以
後
の
墓
券
を
見
て
い
く
と
︑
南
贍
部
洲
も
北
鬱
単
越
も
四
至
の
記
載
か
ら
姿
を
消
し
︑
本
貫
地
を
示
す
部
分
の
冒
頭
に
南

贍
部
洲
だ
け
が
現
れ
る
︒

︻
墓
二
十
二
︼
宋

至
道
元
年
︵
九
九
五
︶
彭
司
空
墓
券
︵
抄
出
︶
︿
魯

三
四
七
頁
﹀

維
至
道
元
年
歳
乙
未
一
月
癸
⁝
⁝
日
辛
酉
︑
南
贍
部
洲
大
宋
国
江
南
西
道
吉
州
□廬
陵
県
宣
化
郷
北
洲
団
︑
有
没
故
亡
人
彭
司
空
︒

維
れ
至
道
元
年
歳
乙
未
一
月
癸
⁝
⁝
日
辛
酉
︑
南
贍
部
洲
大
宋
国
江
南
西
道
吉
州
□廬
陵
県
宣
化
郷
北
洲
団
に
没
故
せ
る
亡
人
彭
司
空

有
り
︒

︻
墓
二
十
三
︼
宋

煕
寧
八
年
︵
一
〇
七
五
︶
江
注
府
君
墓
券
︵
抄
出
︶
︿
魯

三
五
八
頁
﹀

維
南
贍
部
洲
大
宋
国
吉
州
廬
陵
県
城
外
雍
和
亡
万
歳
巷
歿
故
承
奉
郎
守
秘
書
丞
江
府
君
︒

維
れ
南
贍
部
洲
大
宋
国
吉
州
廬
陵
県
城
外
雍
和
坊
万
歳
巷
の
歿
故
せ
る
承
奉
郎
・
守
秘
書
丞
江
府
君
︒

中
国
の
随
葬
衣
物
疏
に
お
け
る
用
語
と
表
現
︵
浅
見
︶

三
五



︻
墓
二
十
四
︼
宋

元
豊
八
年
︵
一
〇
八
五
︶
蔡
八
郎
墓
券
︵
抄
出
︶
︿
魯

三
六
〇
頁
﹀

南
贍
部
州
大
宋
国
江
州
徳
化
県
甘
泉
郷
高
平
社
西
山
保
歿
故
亡
人
蔡
八
郎
︒

南
贍
部
州
大
宋
国
江
州
徳
化
県
甘
泉
郷
高
平
社
西
山
保
の
歿
故
せ
る
亡
人
蔡
八
郎
︒

︻
墓
二
十
五
︼
宋

崇
寧
四
年
︵
一
一
〇
五
︶
李
宣
義
墓
券
︵
抄
出
︶
︿
魯

三
六
二
頁
﹀

南
贍
部
洲
大
宋
国
江
南
西
路
洪
州
武
寧
県
年
豊
郷
石
門
里
知
筠
州
上
高
県
事
李
宣
義
︒

南
贍
部
洲
大
宋
国
江
南
西
路
洪
州
武
寧
県
年
豊
郷
石
門
里
の
知
筠
州
上
高
県
事
李
宣
義
︒

な
ぜ
唐
末
に
な
っ
て
墓
券
の
中
に
仏
教
語
が
現
れ
る
の
か
︑
な
ぜ
冒
頭
の
南
贍
部
洲
だ
け
が
残
っ
て
四
至
の
記
載
か
ら
は
南
贍
部

洲
も
北
鬱
単
越
も
消
え
て
し
ま
う
の
か
︑
正
直
言
っ
て
わ
か
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
︒
今
後
は
︑
仏
教
語
を
も
つ
墓
券
が
ど
の

地
域
か
ら
出
土
し
て
い
る
の
か
︑
地
域
の
特
性
な
ど
も
考
慮
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
仏
教
語
と
い
っ
て
も
︑

今
の
と
こ
ろ
登
場
す
る
の
は
南
贍
部
洲
・
北
鬱
単
越
と
い
う
地
名
の
み
で
あ
る
︒
こ
の
両
語
の
用
例
は
︑
﹃
景
徳
伝
灯
録
﹄
・
﹃
続
伝

灯
録
﹄
の
ほ
か
︑
禅
の
語
録
な
ど
に
多
く
見
ら
れ
る
が
︑
出
典
の
性
格
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒

ひ
と
ま
ず
初
歩
的
な
考
察
の
結
果
を
記
し
︑
後
考
を
待
つ
こ
と
と
し
た
い
︒

中
国
の
随
葬
衣
物
疏
に
お
け
る
用
語
と
表
現
︵
浅
見
︶

三
六



お
わ
り
に

本
稿
の
主
題
は
︑
随
葬
衣
物
疏
の
用
語
と
表
現
を
︑
仏
教
文
献
や
墓
券
と
の
比
較
を
通
じ
て
検
討
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
ま
ず
仏

教
語
を
手
が
か
り
と
し
て
検
討
し
た
結
果
︑
そ
の
内
容
は
郗
超
の
﹁
奉
法
要
﹂
や
中
国
撰
述
経
典
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
類

似
し
︑
﹁
漢
民
族
の
仏
教
﹂
・
﹁
中
国
的
仏
教
﹂
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
︑
当
時
の
中
国
社
会
に
根
を
下
ろ
し
て
い
っ
た
仏
教
が
︑
葬
送

儀
礼
と
い
う
生
活
習
俗
の
場
に
ま
で
浸
透
し
て
い
た
様
子
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
一
方
︑
随
葬
衣
物
疏
に
は
墓
券
と
類
似
し

た
表
現
も
多
く
︑
こ
の
角
度
か
ら
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
︑
難
解
な
表
現
を
解
き
ほ
ぐ
し
た
り
︑
特
定
の
時
期
に
行
な
わ
れ
た

慣
用
表
現
を
見
い
だ
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
ま
た
︑
こ
の
よ
う
な
検
討
を
通
じ
て
︑
仏
教
・
道
教
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
た
︑

お
そ
ら
く
当
時
の
人
々
に
共
有
さ
れ
て
い
た
世
界
観
の
一
端
を
︑
具
体
的
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
︒

随
葬
衣
物
疏
は
出
土
例
が
必
ず
し
も
多
く
な
い
上
︑
類
型
的
な
表
現
を
と
る
も
の
も
多
く
︑
研
究
上
の
制
約
が
大
き
い
の
で
あ
る

が
︑
他
の
史
料
で
は
う
か
が
い
知
れ
な
い
世
界
を
提
示
し
て
い
る
︑
貴
重
な
史
料
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
︒
本
稿
で
は
扱
え
な
か
っ

た
問
題
も
ま
だ
多
く
残
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
ら
の
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

2(
1
)

浅
見
直
一
郎
﹁
中
国
南
北
朝
時
代
の
葬
送
文
書

斉
武
平
四
年
﹃
王
江
妃
随
葬
衣
物
疏
﹄
を
中
心
に

﹂
︵
﹃
古
代
文
化
﹄
四

二

四

一
九
九
〇
︶
︒

中
国
の
随
葬
衣
物
疏
に
お
け
る
用
語
と
表
現
︵
浅
見
︶

三
七



同
﹁
黄
泉
の
土
地
と
冥
途
へ
の
旅

中
国
の
葬
送
文
書
に
関
す
る
一
考
察

﹂
︵
﹃
大
谷
学
報
﹄
八
七

一

二
〇
〇
七
︶
︒

(
2
)

中
国
文
物
研
究
所
ほ
か
編
﹃
吐
魯
番
出
土
文
書
﹄
壹

文
物
出
版
社

一
九
九
二

八
五
頁
︒

(
3
)

前
掲
﹃
吐
魯
番
出
土
文
書
﹄
壹

二
八
頁
︒

(
4
)

前
掲
﹃
吐
魯
番
出
土
文
書
﹄
壹

三
三
四
頁
︒

(
5
)
﹁
長
沙
北
門
桂
花
園
発
現
晋
墓
﹂
︵
﹃
文
物
参
考
資
料
﹄
一
九
五
五

一
一
︶
︒

史
樹
青
﹁
晋
周
芳
命
妻
潘
氏
衣
物
券
考
釈
﹂
︵
﹃
考
古
通
訊
﹄
一
九
五
六

二
︶
︒

(
6
)

江
西
省
文
物
考
古
研
究
所
ほ
か
﹁
南
昌
火
車
站
東
晋
墓
葬
群
発
掘
簡
報
﹂
︵
﹃
文
物
﹄
二
〇
〇
一

二
︶
︒

(
7
)
﹃
陶
斎
蔵
石
記
﹄
巻
十
三
︒
龍
潜
﹁
掲
開
︽
蘭
亭
序
︾
迷
信
的
外
衣
﹂
︵
﹃
文
物
﹄
一
九
六
五

一
〇
︶
︒

(
8
)

福
永
光
司
﹁
郗
超
の
仏
教
思
想

東
晋
仏
教
の
一
性
格

﹂
︵
﹃
魏
晋
思
想
史
研
究
﹄
岩
波
書
店

二
〇
〇
五
︶
︒

(
9
)

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
︑
一
九
七
三
～
七
五
︒

(
10
)
﹃
提
謂
波
利
経
﹄
に
つ
い
て
は
次
の
二
論
文
を
参
照
︒

塚
本
善
隆
﹁
中
国
の
在
家
仏
教
特
に
庶
民
仏
教
の
一
経
典

提
謂
波
利
経
の
歴
史

﹂
︵
﹃
塚
本
善
隆
著
作
集
﹄
第
二
巻

大

東
出
版
社

一
九
七
九
︶
︒

牧
田
諦
亮
﹁
提
謂
経
と
分
別
善
悪
所
起
経

真
経
と
偽
経

﹂
︵
﹃
牧
田
諦
亮
著
作
集
﹄
第
一
巻

臨
川
書
店

二
〇
一
四
︶
︒

な
お
︑
﹃
提
謂
波
利
経
﹄
は
敦
煌
文
献
︵
ペ
リ
オ
文
献
︶
中
に
存
在
す
る
が
︑
若
干
の
文
字
の
異
同
が
あ
り
︑
こ
こ
で
の
引
用
は

逸
文
に
よ
っ
た
︒

(
11
)

銭
鏞
﹁
蘇
州
市
五
龍
山
発
現
晋
代
墓
葬
﹂
︵
﹃
文
物
﹄
一
九
五
九

二
︶
︒︿

キ
ー
ワ
ー
ド
﹀
奉
法
要
︑
買
地
券
︑
中
国
撰
述
経
典

中
国
の
随
葬
衣
物
疏
に
お
け
る
用
語
と
表
現
︵
浅
見
︶

三
八


