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三
､
陳
子
良
考

(
こ

陳
子
良
伝
小
者

法
琳
の
主
著

『弁
正
論
』
に
序
文
を
寄
せ
､
か
つ
注
釈
を
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
こ
の
著
述
の
流
布
に
寄
与
し
た
の
が
陳
子

良
で
あ
る
｡
彼
に
つ
い
て
は

｢文
学
の
雄
伯
に
し
て
､
群
儒
奉
赦
す
｣
竃
続
載
僧
伝
』
巻
二
四
･大
正
蔵
巻
五
〇
-
六
三
八
a
o

以
下
ー
大

正
蔵
の
引
用
は
T
と
表
記
),
｢才
術
は
縦
横
に
し
て
､
声

密
事
に
振
る
う
｣
(甲熊
古
今
仏
道
論
衡
払
巻
丙
･
T
五
二
-
三
八
二
b
)
'
｢言
は

世
の
衷
と
な
り
､
学
は
儒
林
に
冠
た
り
｣
宗
法
琳
別
伝
臨
巷
･lJ
･T
五
〇
-
二
〇
二
a
)
な
ど
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡
い
ず
れ
も
護
法
の

文
章
で
あ
-
､
過
嚢
の
気
味
が
あ
る
こ
と
を
割
り
引
い
て
み
て
も
､
当
時
そ
の
文
名
が
商
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の

で
あ
る
｡
陳
子
息
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
で
い
る
の
は
､
唐
の
東
宮
官
で
あ
る
右
衝
撃
府
長
史
で
あ
-
隠
太
子
李
建
成
の

東
宮
学
士
で
あ
っ
た
こ
と
'
お
よ
び
爵
観
六
年

六
三
二
)
に
没
し
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
と
く
に
そ
の
没
年
は

『弁
正

叫

(a,

論
』
の
成
立
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
有
力
な
手
が
か
り
と
な
っ
て
い
愁

彼
に
は
文
集
十
巻
が
あ
っ
た
ら
し
い
粧

､

む
ろ
ん
散
供

し
て
し
ま
い
､
い
ま

『全
唐
文
』
巻

一
三
四
に
六
第
の
文
章
､
『全
唐
詩
』
巻
三
九
に
十
三
首
の
詩
が
収
典
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
C
締
着
に
つ
い
て
'
そ
の
典
拠
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
あ
わ
せ
て
音
き
出
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
｡

(-
)
｢為
桑
御
史
弾
尚
杏
某

(人
)
入
朝
不
敬
文
｣
(珊文
苑
英
華
』
巻
六
四
九
)

(=
)
｢為
王
季
卿
与
王
仁
寿
酋
｣
(『文
苑
基
準
』
巻
六
八
六

｢為
覇
道
安
撫
寿
光
公
王
季
卿
与
王
仁
寿
番
｣
)

(lII
)
｢弁
正
論
注
序
｣

へⅣ
)
｢隅
新
城
郡
東
曹
操
葡
平
仲
読
井
序
｣
(『文
苑
基
準
』
巻
八
開
三
)

(V
)
｢平
城
県
正
陳
子
幹
諌
井
序
｣
(『文
苑
基
準
』
巻
八
四
三
)

(
Ⅵ

)

｢祭
司
馬
相
如
文
｣
(『文
苑
英
華
』
巻
九
九
八
)
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こ
の
六
簾
の
文
章
を
通
し
て
陳
子
良
の
事
跡
も
あ
る
程
度
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
｡
と
-
わ
け

(Ⅳ
)
(Ⅴ
)
は
近
親
者
の
衝
平
仲

と
陳
子
幹
の
た
め
に
著
さ
れ
た
課
で
あ
-
､
葡
平
仲
は
彼
の
嚢
の
従
兄
､
陳
子
幹
は
実
弟
で
あ
る
｡
以
下
で
は
そ
れ
ぞ
れ

｢粛
平

仲
諌
｣
｢陳
子
幹
諌
｣
と
略
称
す
る
こ
と
と
す
る
が
､
こ
の
二
第
の
文
中
に
は
陳
子
良
自
身
の
事
跡
に
つ
い
て
も
し
ば
し
ば
言
及
さ

れ
て
い
る
｡
そ
こ
で
､
い
さ
さ
か
の
詮
索
を
加
え
て
お
-
こ
と
に
し
た
い
｡

lil

陳
子
良
は
興
人
と
も
伝
え
ら
れ

(窟
薄
紅
事
』
巻
四
な
卦

､
彼
自
身
そ
の
詩
句
の
な
か
で

｢我
が
家
は
県
会
｣
(｢於
塞
北
春
日
思

帰
｣
･
『文
苑
英
華
』
巻
二
八
九
)
と
述
べ
て
い
る
｡
県
会
は
呉
郡
か
ら
会
稽
郡
の

一
帯
｡
た
だ
し
こ
れ
は
特
定
の
地
名
を
言
う
わ
け
で

は
な
く
､
ひ
ろ
く
江
南
地
方
を
指
し
､
も
と
南
朝
の
人
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
｡
そ
の
出
自
を
言
う
ば
あ
い
に

は
穎
川
の
陳
氏
を
名
の
っ
て
い
る

(｢弁
正
論
序
｣
･
T
五
二
-

四
九
〇
a
)｡
祖
父
は
梁
の
右
将
軍

･
信
義
太
守
､
父
は
陳
の
晋
安
王
府

諮
議

･
呉
平
侯
で
あ
っ
た
と
い
う
｡
し
か
し
史
番
の
た
ぐ
い
に
は
そ
れ
ら
し
き
人
物
は
見
あ
た
ら
ず
､
詳
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は

明
ら
か
で
は
な
い
｡
陳
子
良
の
生
年
は
五
七
五
年
薩

の
太
建
七
年
).
十

一
歳
年
下
の
陳
子
幹
が
六

1
六
年
に
三
十

一
歳
で
没
し
て

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
｡
陳
子
幹
は
三
男
で
あ
っ
た
か
ら
､
年
齢
差
か
ら
見
て
､
陳
子
良
は
長
男
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

陳
の
滅
亡
の
年
'
開
皇
九
年

(五
八
九
)
四
月
'

1
家
を
あ
げ
て
金
陵
か
ら
長
安
の
満
水
の
ほ
と
-
に
移
住
し
た
｡
陳
主
陳
叔
宝
に

従

っ
て
移
住
し
た
百
官
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
父
は
出
仕
す
る
こ
と
な
-
'
四
年
の
の
ち
開
皇
十
三
年

(五

九
三
)
に
没
し
て
い
る
｡
陳
子
良
は
時
に
十
九
歳
｡
そ
の
の
ち
貧
窮
を
極
め
た
ら
し
い
が
､
長
安
の
鵜
朔
な
る
人
物
の
も
と
に
身

を
寄
せ
､
儒
学
や
史
学
を
教
授
す
る
よ
う
に
な
-
､
士
大
夫
の
子
弟
が
笈
を
負
う
て
彼
の
も
と
に
雲
集
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

つヽ
0や

が
て
帽
の
越
国
侯
楊
素
の
記
室
に
任
用
さ
れ
た
こ
と
が
､
｢讃
徳
上
越
国
公
楊
素
｣
(『文
苑
英
華
』撃

l四
八
)と
い
う
長
詩
に
よ
っ

て
知
ら
れ
る
｡

楊
素
は
い
う
ま
で
も
な
く
帽
の
元
勲
で
あ
り
､
腸
帝
の
た
め
に
奪
位
を
画
策
し
た
人
物
で
も
あ
る
｡
た
だ
し
､
こ

お

か

の
詩
は
お
も
に
楊
素
の
突
欧
征
討
の
功
績
を
誤
歎
し
た
も
の
で
あ
-
､
｢旬
奴

燕
薪
を
秩

し
､
蜂
火

幽
拝
を
照
ら
す
/
天
子
命
じ
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い
さ

て
薄

さ

か
伐
た
ん
と
し
､
膳
を
受
け
て
専
征
を
事
と
す
｣
の
旬
を
含
む
C
旬
奴
と
は
向
奴
の
別
種
と
冒
さ
れ
て
い
た
突
既
の
こ
と
O

機
素
が
突
朕
の
征
討
に
従
事
し
た
記
録
は
､
閉
息
十
八
年

五
九
八
)
か
ら
仁
寿
元
年

六

〇
二

に
わ
た

っ
て
､
つ
ご
う
四
回
見

う
け
ら
れ
私
｡
そ
の
う
ち
第

山
回
か
ら
三
回
ま
で
は
霊
州
道

蒜
.g武
郡
)
よ
り
出
て
い
る
が
'
第
四
回
の
仁
寿
元
年
に
は
雲
州
道
行

･r;_

軍
元
帥
と
し
て
諸
軍
を
率
い
､雲
州
忌

避
郡
)か
ら
出
て
突
欧
を
撃
破
し
た
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
長
城
付
近
か
ら
突
厭
を
駆
逐
し
､
｢是

れ
よ
り
突
放

速
く
遁
げ
､
俄
雨
に
復
た
虜
庭
無
し
｣
と
伝
え
ら
れ
る

蒜
隅
替
払
巻
四
八
･
『北
史
』
巻
四
山
の
楊
京
伝
)O
陳
子
良
の
詩

｣蛸

中
に
燕
繭

･
幽
拝
な
ど
の
地
名
が
見
え
て
い
る
こ
と
を
文
字
ど
お
り
に
受
け
と
め
る
と
す
れ
ば
､
こ
れ
は
代
州
総
管
の
韓
洪
が
恒

安
で
突
欧
に
大
敗
し
た
こ
と
を
き

っ
か
け
と
し
て
行
わ
れ
た
箪
四
回
の
征
討
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
と
き
楊

㍗

素
は
い
わ
ゆ
る
オ
ル
ド
ス
の
北
方
に
ま
で
黄
河
を
越
え
て
遠
征
し
､
納
遠
川
で
阿
勿
恩
力
倹
斤
を
撃
破
し
た
｡
『北
史
』
巻
十

二

晒
本
紀
上
に
よ
れ
ば
ー
仁
寿
元
年
十
二
月
の
こ
と
で
あ
る
cl
ま
た

『通
鑑
』
巻

m一.一
七
九
に
は
､
十
二
月
か
ら
翌
仁
寿
二
年
の
三
月

‖n

こ
ろ
ま
で
の
こ
と
と
し
て
い
る
｡

こ
の
詩
の
な
か
で

｢濫
-
に
此
こ
に
音
記
を
明
け
な
く
し
'
何
を
以
で
か
過
栄
に
謝
せ
ん
｣
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
'
陳
子

良
は
お
そ
ら
-
こ
の
こ
ろ
任
用
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
二
十
七
歳
前
後
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
な
お
､
彼
の

詩

｢於
塞
北
春
日
恩
帰
｣
は
､
季
節
か
ら
見
て
､
こ
の
遠
征
の
さ
い
に
詠
ま
れ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
｡
ま
た
彼
は
の
ち
に
自
ら
の

こ
と
を

｢閲
随
に
契
闘
L
I
照
代
に
適
職
す
｣
と
ふ
-
返

っ
て
い
る
が

tr繭
平
仲
課
｣)'
こ
の
頃
ま
で
に
つ
い
て
語

っ
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
｡

機
素
は
つ
い
で
､仁
寿
二
年
八
月
に
崩
御
し
た
皇
后
独
狐
氏
の
陵
墓
の
造
営
に
当
た
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
と
き
埋
葬
地
を
占

っ

た
の
が
葡
吉
で
あ
る
｡
葡
喜
は
か
-
て
階
軌
が
二
世
三
十
年
で
滅
亡
す
る
こ
と
を
予
見
し
､
ひ
そ
か
に
そ
の
族
人
の
瀞
平
仲
に
告

げ
た
と
い
う

㌫
隅
晋
帖
巻
L
八
･
芸
術
伝
ー
滋
出
払
巻
八
九
･
芸
術
伝
圭

｡
こ
の
新
平
仲
こ
そ
､
陳
子
良
が
彼
の
た
め
に
課
を
撰
述
し

た
嚢
の
従
兄
に
ほ
か
な
ら
な
い
｡
葡
平
仲
は
輩
州
司
法
参
軍

･
礼
部
員
外
郎
な
ど
を
歴
任
し
て
お
り
､
陳
子
良
も
ま
た
さ
き
の
よ



法 琳 雑 記 (続)5

う
に
遠
征
に
従

っ
て
巽
州
に
も
滞
在
し
た
ら
し
い
か
ら
､
そ
の
頃
す
で
に
両
者
の
交
渉
が
あ

っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
｡
楊
素
は

大
業
二
年

六

〇
六
)
ヒ
月
に
没
す
る
O
ま
た
葡
著
は
梁
の
武
帝
の
兄
長
沙
宣
武
王
麓
の
孫
で
あ

っ
た
が
､
大
業
十
年

(六
一
四
)

こ
ろ
に
没
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
こ
の
と
き
､
大
業
七
年

天

H

)
に
始
ま

っ
た
高
麗
の
征
討
を
き

っ
か
け
と
し
て
､
帽
は
す
で

に
大
乱
に
突
入
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
間
に
あ

っ
て
､
大
業
九
年
二
月
､
新
城
郡
東
曹
操
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
藤
平
仲
は
郡
の
官
舎
で
病
没
す
る

(五
五
九
～
六
一

･り

三
｡
五
十
克
聾

｡
葡
平
仲
は
梁
の
武
帝
の
甥
都
傷
王
鞄
の
孫
で
あ
っ
た
と
い
､F
o
陳
子
息
は
計
報
が
届
-
や
､
た
だ
ち
に
課
を
撰
述

し
ば
し

し
た
ら
し
い
｡
そ
の
な
か
で
は

｢余
れ
主
簿
に
任
ぜ
ら
れ
､
眉
山
の
川
に
お
い
て
す
｡
壷
ば
琴
台
に
会
し
､
兼
ね
て
名
賢
に
遇
う
｡

8

か
さ

花
の
朝

月
の
夜
､
置
酒
し
魔
窟
す
｡
近
ご
ろ
新
城
に
赴
き
､
暫
く
累
日
を
申
ぬ
｡
謂
え
ら
く
君
は
積
善
す
'
永
く
元
音
を
保
た
ん

･■lカ
オ

と
｡
別
後
を
言
わ
ざ
る
に
､
忽
ち
に
斯
の
疾
に
嬰
る
｣
と
述
懐
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
れ
ば
'
陳
子
良
は
当
時
眉
山
郡

舶

(四
川
省
層
山
県
)
､な
い
し
そ
の
管
轄
下
の
県
の
主
簿
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
.
眉
山
郡
は
藤
平
仲
の
在
任
し
て
い
た
新
城
郡

(四
川
省
三
台
県
)
と
同
様
に
萄
郡

(成
都
)
に
隣
接
し
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
両
者
は
し
ば
し
ば
往
来
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ

れ
る
｡
ま
た
文
中
の

｢琴
台
｣
と
は
､
必
ず
し
も
特
定
の
場
所
を
指
し
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
が
､
も
し
限
定
す
る
と
す
れ
ば
､

司
馬
相
如
が
弾
琴
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
楼
台
を
指
し
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
｡
司
馬
相
如
の
琴
台
と
伝
え
ら
れ
る
場
所
は
'

後
世
す
-
な
-
と
も
二
カ
所
知
ら
れ
て
お
り
､

一
カ
所
は
成
都
の
酉
郊
を
流
れ
る
抗
花
演
の
ほ
と
り
､
も
う

一
カ
所
は
現
在
の
四

川
省
蓬
安
県
付
近
､
す
な
わ
ち
当
時
の
相
如
県
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
奪

そ
の
う
ち
､
こ
こ
で
は
屑
山
郡
と
新
城
郡
の
中
間
に
位

置
す
る
葛
の
中
心
地
で
あ
る
成
都
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
粛
平
仲
に
は
成
都
宝
園
寺
の
僧
玄
続
と
談
論
し

た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
伝
え
ら
れ
て
い
私
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
､
帽
末
の
戦
乱
を
避
け
て
､
比
較
的
平
穏
で
あ

っ
た
園
の
地
に
士
大

夫
知
識
人
た
ち
が
集

っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
､
陳
子
良
も
源
平
伸
も
そ
の
仲
間
に
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
陳
子
良
の

文
名
も
そ
れ
ら
人
士
た
ち
の
間
に
高
ま

っ
て
い
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
｡
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と
こ
ろ
が
､
梓
川
平
城
県

へ山
西
省
和
順
県
西
方
)
の
県
正
に
就
任
し
て
い
た
彼
の
範
障
子
幹
は
､
略
表
の
動
乱
に
巻
き
こ
ま

れ
で
､
大
業
十
二
年

八六
.

J

ハ
,(

三
十

7
歳
で
戦
死
し
た
の
で
あ

っ
た

(｢陣
r
幹
沫
｣
Vo

さ
て
､
陳
子
良
は
新
平
仲
の
没
後
も
梢
の
滅
亡
ま
で
四
川
に
留
ま

っ
て
い
た
ら
し
い
｡

(ll
)
｢為
覇
道
安
撫
寿
光
公
王
季
卿
与

王
仁
寿
沓
｣
と
い
う

7
文
は
､
唐
の
相
国
録
事
参
軍

･
正
講
大
夫
の
肩
魯
き
を
持
つ
王
季
卿
の
た
め
に
､
隅
の
将
軍
王
仁
寿
に
宛

で
た
蕗
簡
を
代
筆
し
た
も
の
で
あ
る
｡
王
季
卿
は
こ
の
替
簡
に
よ

っ
て
､
相
王
す
な
わ
ち
挙
淵
の
も
と
に
帰
順
す
る
こ
と
を
王
仁

寿
に
勧
告
し
た
の
で
あ

っ
た
C
い
う
ま
で
も
な
-
李
淵
は
､
間
中
に
入
る
や
義
寧
元
年

天

.
圭

十

7
月
､
代
王
情
を
皇
帝
に
即

位
せ
し
め
､
自
ら
は
大
丞
相
･唐
王
と
な

っ
た
.3.
翌
年
三
月
に
は
､
さ
ら
に
位
を
進
め
て
相
国
と
な
り
､
相
国
府
を
置
い
て
い
る
o

そ
の
う
え
で
'
同
年
五
月
に
燦
帝
の
計
報
が
届
-
と
自
ら
即
位
し
た
の
で
あ

っ
た
｡
こ
の
藩
簡
に
は
王
季
卿
の
肩
番
き
に
相
国
が

附
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
､
義
軍
二
年

へす
な
わ
ち
武
徳
元
年
､
六
7
八
)
三
月
か
ら
五
月
の
間
に
著
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
o
王

季
卿
な
る
人
物
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
､
こ
の
替
簡
の
鵜
名
を
そ
の
ま
ま
信
用
す
る
と
す
れ
ば
､
こ
の
と
き
萄
道
安
撫
の
任

に
就
い
て
い
た
と
い
う
｡
挙
淵
は
人
関
す
る
と
ま
ず
巴
覇
の
招
撫
に
努
め
､
義
軍
元
年
十
二
月
頃
に
は
雲
陽
県
の
県
令
愈
俊
な
ら

び
に
武
功
県
の
県
正
挙
仲
袋
を
遣
わ
し
て
こ
の
地
方
を
支
配
下
に
収
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
｡
王
季
卿
も
ま
た
彼
ら
と
あ
い

前
後
し
て
封
に
派
遣
さ
れ
た
人
物
で
は
な
か

っ
た
か
と
考
え
ら
れ
五
o
L
た
が

っ
て
こ
の
番
簡
の
代
筆
を
し
た
陳
子
良
も
成
都
近

辺
に
屠
任
し
､
陣
が
滅
亡
す
る
直
前
に
は
､
す
で
に
唐
の
治
下
に
入

っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
｡
ち
な
み
に
､
こ
の
書

簡
は
奏
功
し
な
か
っ
た
ら
し
い
｡
王
仁
寿
は
こ
の
と
き
棺
の
将
軍
と
し
て
､
巴
陵
那

(湖
南
省
岳
陽
市
)
に
拠

っ
て
階
に
反
旗
を

翻
し
て
い
た
葡
鉄
を
討
伐
し
て
い
た
が
､
腸
骨
が
拭
さ
れ
鞘
が
滅
亡
し
た
こ
と
を
知
る
や
､
同
僚
の
将
軍
張
鋲
州

(周
)
と
と
も

帆

に
葡
鈍
に
降

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
五
C葡
銃
は
武
徳
四
年
に
い
た

っ
て
唐
に
降
り
新
市
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
､
の
ち
の
王

仁
寿
に
つ
い
て
は
全
-
知
ら
れ
な
い
｡

武
徳
元
年
五
月
に
は
唐
王
朝
が
成
立
し
､
六
月
に
は
世
子
建
戒
が
亀
太
子
に
立
て
ら
れ
る
｡
陳
子
良
は
こ
の
東
宮
官
の
ひ
と
つ
'
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右
衛
率
府
長
史
に
任
ぜ
ら
れ
､あ
わ
せ
て
東
宮
学
士
に
充
て
ら
れ
て
い
る
｡
右
衡
率
府
長
史
は
正
七
品
上
｡
そ
の
時
期
に
つ
い
て
は

{〃
･り

不
明
で
あ
る
が
､
武
徳
五
年
に
は
帽
の
左
右
倍
率
を
左
右
衝
撃
府
に
改
称
し
て
い
る
か
ら
､

こ
の
官
名
に
従
う
と
す
れ
ば
'
こ
の
年

以
降
に
東
宮
官
に
就
い
た
こ
と
に
な
る
C
ま
た
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
も
不
明
で
あ
る
が
'
彼
と
と
も
に
来
宮
学
士
で
あ

っ
た
と
い

う
報
徳
仁
は
､
帽
の
こ
ろ
楊
素
と
親
し
く
､
斉
王
棟
の
記
宴
と
も
な

っ
て
い
た
｡
報
徳
仁
は
そ
の
い
っ
ぼ
う
で
李
建
成
と
も
早
く

か
ら
親
し
-
､
皇
太
子
が
馳
酉
公
で
あ

っ
た
と
き
か
ら
そ
の
府
友
と
な
っ
て
い
る
｡
陳
子
息
は
さ
き
の
よ
う
に
楊
素
の
記
室
に
任

帆

用
さ
れ
､
弟
の
陳
子
幹
は
斉
王
の
府
に
召
し
出
さ
れ
た
こ
と
も
あ

っ
た
｡
あ
る
い
は
報
徳
仁
と
旧
知
で
あ

っ
た
関
係
で
も
あ
ろ
う

か
Gと

こ
ろ
が
､
武
徳
九
年

(六
二
六
)
六
月
に
玄
武
門
の
変
が
勃
発
L
t
同
年
八
月
に
は
薬
玉
李
世
民
が
即
位
す
る
o
陳
子
良
は
こ

の
と
き
ま
で
東
宮
官
で
あ
っ
た
ら
し
く
､
こ
の
政
変
で
東
宮
が
廃
さ
れ
た
た
め
地
方
官
に
出
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測

さ
れ
る
｡
ど
う
や
ら
貞
観
と
改
元
さ
れ
る
前
後
に
は
､
果
州
相
加
県

(四
川
省
蓬
安
県
)
の
県
令
と
し
て
ふ
た
た
び
萄
に
赴
い
た

ら
し
い
｡
彼
の

｢入
園
秋
夜
宿
江
渚
｣
芸
文
苑
英
整

巻
二
八
九
)
と
い
う
詩
に
は
'
故
郷
を
離
れ
る
旅
愁
も
語
ら
れ
て
い
て
'
中
央

を
離
れ
る
気
分
が
そ
こ
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
､
こ
の
途
次
の
作
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
｡
(Ⅵ
)
｢祭
司
馬
相
如

文
｣
は
､
相
加
県
県
令
の
陳
子
良
が
､
貞
観
元
年

芙

二
七
)
五
月
十
六
日
に
と
-
お
こ
な
っ
た
祭
葵
の
さ
い
の
も
の
で
あ
る
｡
着

任
早
々
に
､
県
の
象
徴
と
も
な
っ
て
い
た
司
馬
相
加
を
祭

っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
｡
な
お
'
県
令
陳
子
良
撰
の

｢唐
相
加
県
石

⑳

愈
仏
像
記
｣
が
､
は
る
か
明
代
こ
ろ
ま
で
県
治
に
残
さ
れ
て
い
た
と
も
伝
え
ら
れ
る

｡

以
後
､
陳
子
良
は
そ
の
ま
ま
相
如
県
の
県
令
で
あ

っ
た
｡
弟
陳
子
幹
の
た
め
の
譲
は
､
貞
観
六
年

(六
三
二
)
二
月
十
日
の
夜
､

相
加
県
で
亡
弟
の
霊
を
夢
み
た
こ
と
を
き

っ
か
け
と
し
て
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
『唐
詩
紀
事
』
巻
四
に
よ
れ
ば
､
陳
子
良
が
没

し
た
の
も
こ
の
年
'
貞
観
六
年
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
に
従
え
ば
､
五
十
八
歳
で
あ

っ
た
｡
相
如
県
で
没
し
た
は
ず
で
あ

る
が
､
突
然
の
死
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
､
の
ち
に
あ
ら
た
め
て
取
り
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
｡
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以
上
､
推
測
を
ま
じ
え
な
が
ら
陳
千
良
の
生
涯
を
辿

っ
て
み
た
｡
南
軌
の
人
で
あ
り
､
中
下
流
の
家
柄
の
出
身
に
す
ぎ
な
か
っ

た
彼
の
事
跡
に
は
不
明
な
部
分
が
多
い
が
､
彼
と
法
琳
と
が
用
い
洩

っ
た
の
は
､
東
宮
学
士
と
な

っ
た
武
徳
年
間
か
ら
の
は
ず
で

あ
る
｡
ま
た
さ
ら
に
､
法
琳
と
と
も
に

珊弁
正
論
帖
を
修
訂
し
た
と

い
う
遣
会
は
､
痩
為
武
陽

(四
川
省
健
為
県
)
の
人
で
､
益

州

(成
都
)
厳
遠
寺
で
出
家
し
て
い
る
.3
し
か
も
義
寧
元
年
十
二
月
頃
に
簡
便
と
季
仲
袋
が
招
糎
の
た
め
に
巴
軍
に
遣
わ
さ
れ
た

さ
い
､
先
導
す
る
こ
と
を
申
し
出
た
上
疏
文
が
記
録
さ
れ
て
い
る

t.F続
高
僧
伝
払
巻
二
四
･
遣
会
伝
｡

T
た
O
-
六
甲

Tb
)｡
当
時
､

遣
会
も
ま
た
陣
子
良
と
同
様
な
立
場
に
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
C
た
だ
し
､
遣
会
が

『弁
正
論
』
の
修
訂
に
関
与
し
た
の
は
'
高

祖
挙
淵
の
崩
御
に
よ

っ
て
軌
軌
の
た
め
に
長
安
に
出
た
さ
い
の
こ
と
で
あ

っ
た
と
記
さ
れ
る
か
ら
､
頁
観
九
年
五
月
以
後
の
こ
と

と
な
み
｡
こ
の
と
き
陳
子
良
は
す
で
に
没
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
､両
者
の
関
係
に
つ
い
て
直
接
言
及
す
る
も
の
は
な
い
o
L
か
し
､

陳
子
良
が
成
都
な
ど
で
遣
会
と
相
い
織
り
､
遣
会
と
法
林
を
仲
介
す
る
役
割
を
果
た
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
｡

八二
)
陳
子
良
異
聞

陳
子
良
は

一
部
に
は
そ
の
才
能
を
認
め
ら
れ
な
が
ら
も
､
い
わ
ば
歴
史
の
う
ね
り
の
な
か
で
姿
を
消
し
て
し
ま

っ
た
人
物
に
は

か
な
ら
ず
､
彼
に
つ
い
て
は
か
す
か
な
光
聖
が
察
知
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
｡
た
め
に
後
世
で
は
､
陳
子
昂
の
兄
で
あ
る
と
い
う
よ

う
な
憶
測
ま
で
な
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
､
陳
子
良
と
同
時
代
の
人
々
が
す
で
に
彼
に
ま
つ
わ
る
神
輿
な
話
を
語

り
伝
え
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
｡

I.:･㌧

唐
臨

(L小
0
7
-
-
六
六
?

･品

質

報
記
-3
は
仏
教
を
背
景
と
す
る
応
報
縛
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
巻
下

｢唐

･
張
公

郎

謹
妾
｣
の
項
に
は
貌
郡
の
馬
嘉
運
が
語

っ
た
と
い
う
話
が
記
録
さ
れ
て
い
る
｡
あ
ら
ま
し
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
｡

貞
観
六
年
正
月
の
こ
と
､
馬
強
運
は
東
海
公
の
使
者
に
迎
え
ら
れ
て
冥
府
に
赴
き
､
そ
の
冥
府
の
記
室
に
就
任
す
る
こ
と
を
要

請
さ
れ
る
｡
馬
嘉
運
は
自
分
は
軽
学
を
修
め
た
け
れ
ど
も
文
才
に
は
劣
る
と
説
い
て
か
ろ
う
じ
て
免
れ
る
が
､
そ
の
さ
い
文
章
に
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優
れ
る
も
の
を
問
わ
れ
て
陳
子
良
の
名
を
挙
げ
る
O
ま
た
馬
盛
運
は
冥
府
で
同
郷
の
張
公
護
の
妾
に
出
会
い
'
彼
女
は
い
わ
れ
な

㊥

く
張
公
謹
に
殺
さ
れ
た
こ
と
を
三
年
間
天
曹
に
訴
え
つ
づ
け
て
い
た
が
､
天
主
と
な

っ
て
い
る
王
五
戒
が
張
を
擁
護
し
つ
づ
け
て

い
た
た
め
に
妨
害
さ
れ
､
こ
の
ほ
ど
や
っ
と
張
が
冥
府
に
よ
っ
て
迫
補
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
告
げ
る
｡
か
く
て
馬
嘉
運
は
蘇

生
す
る
｡
そ
の
年
七
月
に
細
川
の
人
､
姓
が
陳
､
名
が
子
良
な
る
者
が
死
亡
し
た
の
ち

一
晩
し
て
生
き
返
-
'
東
海
公
の
記
室
に

任
ぜ
ら
れ
よ
う
と
し
た
が
文
字
を
知
ら
な
い
た
め
に
帰
さ
れ
た
と
語
る
｡
文
革
に
優
れ
る
の
は
県
人
の
陳
子
良
で
あ
-
､
両
者
を

と
り
違
え
た
と
す
る
｡
の
ち
具
の
陳
子
良
が
突
然
死
亡
し
､
張
公
課
も
ま
た
死
亡
し
た
｡
両
人
が
没
し
た
の
ち
､
馬
轟
道
は
益
州

に
向
か
う
東
海
公
の
使
者
に
ふ
た
た
び
出
会
い
､
陳
子
良
が
冥
府
で
彼
を
訴
え
て
い
る
が
､馬
轟
運
に
は
か
つ
て
菊
で
池
魚
を
放

っ

た
功
徳
が
あ
る
た
め
に
罪
を
免
れ
て
い
る
と
教
え
ら
れ
た
と
い
う
｡

こ
の
話
は
馬
粛
運
が
冥
府
に
赴
い
て
そ
の
体
験
を
語

っ
た
と
す
る
い
わ
ゆ
る
冥
界
縛
と
な
っ
て
い
る
が
､
陳
子
良
に
か
か
わ
る

い
く
ぼ
く
か
の
消
息
を
伝
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡

ま
ず
'
こ
の
請
で
は
'
陳
子
良
と
張
公
護
に
か
か
わ
る
事
柄
が
な
い
ま
ぜ
に
し
て
語
ら
れ
て
い
る
た
め
に
､
雑
然
と
し
て
い
る

感
じ
を
免
れ
が
た
い
｡
し
か
し
そ
れ
は
､
彼
ら
二
人
が
ほ
と
ん
ど
同
時
に
死
亡
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
の
で
も
あ
ろ
う
｡
張
公

認
は
も
と
王
世
充
の
部
下
で
あ

っ
た
が
､
玄
武
門
の
変
で
功
を
立
て
､
つ
い
で
突
欧
の
頴
利
可
汗
を
討
伐
L
t
突
厭
の
覆
滅
に
つ

い
て
も
功
境
が
あ
り
､
『旧
唐
音
』
巻
六
八

･
『新
暦
番
』
巻
八
九
に
立
伝
さ
れ
る
｡
享
年
に
つ
い
て
は
前
者
で
は
年
三
十
九
､
後

者
で
は
年
四
十
九
と
し
て
い
て
相
異
す
る
｡
た
だ
し
彼
の
死
去
に
さ
い
し
て
は
'
太
宗
が
辰
日
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
異
波
の

㊥

礼
を
行

っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
､
注
目
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

｡
民
間
の
陰
陽
書
で
は
辰
日
に
果
泣
す
る
こ
と
は
不
吉
と
さ
れ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
太
宗
は
､
張
公
証
の
死
を
衷
情
よ
り
哀
惜
す
る
意
を
表
明
し
､
宮
中
よ
り
出
御
し
て
異
泣
を
強
行
L
t
張

公
護
に
た
い
し
て
破
格
の
礼
遇
を
示
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
没
し
た
時
日
に
つ
い
て
も
記
録
が
あ
る
が
'
『貞
観
政
要
』

⑳

巻
六
で
は
そ
れ
を
貞
観
七
年
の
こ
と
と
し
､
そ
の
他
の
記
録
で
は
貞
観
六
年
と
し
て
い
る

｡

『通
鑑
』
巻

1
九
四
で
は
さ
ら
に
詳
し



nU比 較宗 教 思 想研 究 第 4輯

-
1
員
観
六
年

tJハ
三

二
相
月
宰
卯

f<
=
/)
に
張
公
課
が
没
し
､
翌
九
=
壬
辰
に
太
宗
が
異
泣
し
た
と
伝
え
て
い
る
｡
も
っ
と

も
確
実
な
は
ず
の

刊貞
観
政
要
随
の
記
録
が
､
そ
の
他
の
記
録
と
離
断
を
き
た
し
て
い
る
の
が
い
ぶ
か
し
い
が
､
い
ま
後
者
の
貞

観
六
年
と
す
る
記
録
に
従
え
ば
､
刊唐
詩
紀
事
』
が
伝
え
る
陳
子
良
の
没
年
と

一
致
す
る
｡
こ
れ
ら
の
記
録
は
い
ず
れ
も
宋
代
に
な
っ

て
か
ら
の
も
の
で
あ
り
､
刊唐
詩
紀
事
』
の
ほ
う
が
逆
に

『異
種
記
』
の
こ
の
請
に
拠
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
ず
､
な
お
断
定
は

で
き
な
い
が
､
こ
の
話
の
よ
う
に
陳
子
良
と
張
公
課
が
同
年
に
没
し
た
こ
と
は
ひ
ろ
く
知
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
し
て
み
る

と
､
陳
子
良
は
陳
予
幹
の
た
め
に
課
を
排
し
た
貞
観
六
年
二
月
の
の
ち
､
ほ
ど
な
く
し
て
年
内
に
死
亡
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
の
請
に
よ
れ
ば
七
月
以
降
の
こ
と
に
な
ろ
う
か
｡
そ
の
鵡
前
の
四
月
に
は
張
公
誹
が
没
し
て
い
る
o
L
か
も
こ
の
話
に
よ
っ
て
'

陳
子
良
の
死
は
褒
状
…で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

馬
嘉
運
も
ま
た
実
在
の
人
物
で
あ
り
､
『旧
唐
音
』
巻
ヒ
三

･
『新
唐
音
』
巻

7
九
八
に
立
伝
さ
れ
る
｡
彼
が
陳
子
良
の
文
名
を

知
っ
て
い
た
こ
と
は
､
こ
の
話
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
｡
馬
盛
運
は
も
と
三
諭
教
学
に
詳
し
い
僧
で
あ
っ
た
が
還
俗
し
､
貞
観
十

▲
年
に
太
学
博
士
を
拝
し
た
の
ち
'
同
十
九
年
に
国
子
博
士
と
な
っ
て
没
し
て
い
る
｡
彼
は
か
つ
て
陪
乗
に
剣
南
に
趣
い
て
い
た

の
で
あ
り
､
封
の
上
人
に
学
問
お
そ
ら
-
軽
学
を
講
授
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

(『肪
府
元
亀
払
巻
七
六
八
)｡
階
末
の
こ
ろ
と
い
え

ば
陳
子
良
も
野
地
に
層
任
し
て
い
た
わ
け
で
あ
-
､
陳
子
良
の
文
名
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
｡
馬
藩
運
は
こ

の
請
を
頁
観
中
に
九
成
宮
で
太
宗
に
言
上
し
､
中
背
倖
郎
の
琴
文
本
が
そ
れ
を
記
録
し
た
と

『冥
報
記
』
に
は
記
録
さ
れ
て
い
る
｡

抑

そ
れ
に
よ
れ
ば
頁
観
十
八
年
四
月
か
ら
八
月
ま
で
の
こ
ろ
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡し
た
が
っ
て
陳
子
良
と
張
公
誰
が
没
し
て

十
二
年
を
経
た
こ
ろ
､
馬
強
運
は
そ
の
晩
年
に
な
っ
て
､
こ
の
話
を
太
宗
に
言
上
し
た
こ
と
に
な
る
｡
ま
た
等
文
本
は
別
に
こ
の

話
を
親
し
く
し
て
い
た
唐
駒
に
伝
え
た
の
で
も
あ
っ
た
ろ
う
か
｡

『冥
報
記
』
の
撰
者
唐
臨
も
ま
た
､
武
徳
三
年

末
..0
)
に
王
世
充
の
討
伐
に
向
か
っ
て
い
た
隠
太
子
李
建
成
に
策
を
奉
っ
た

f
.

こ
と
に
よ
り
､
は
じ
め
直
典
音
坊
な
る
官

に
任
ぜ
ら
れ
､
さ
ら
に
太
子
右
衝
撃
膳
鎧
曹
参
軍
事
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
官
は



法 琳 雑 記 (続)

仇

従
八
品
下

｡

武
徳
九
年
に
玄
武
門
の
変
が
勃
発
し
東
宮
官
が
廃
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
万
泉
県

(山
西
省
万
栄
県
南
方
)
の
県
丞

に
出
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
｡
す
な
わ
ち
､
も
と
の
左
右
倍
率
が
左
右
衛
率
府
と
改
称
さ
れ
た
武
徳
五
年
か
ら
の
三
､
四
年
ほ
ど
の

問
､
陳
子
良
は
唐
臨
の
直
接
の
上
司
で
あ

っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
｡
し
か
も
､
彼
ら
は
同
時
に
地
方
官
に
出
さ
れ
た
は
ず
で
も
あ

る
｡以

上
の
よ
う
な
こ
と
を
考
慮
し
て
み
る
と
､
陳
予
良
と
張
公
証
は
､
実
際
に
ほ
ぼ
時
を
お
な
じ
く
し
て
死
亡
し
た
ら
し
い
｡
ま

た
､
こ
こ
に
と
り
あ
げ
た

『冥
報
記
』
の
話
で
は
､
張
公
誰
に
つ
い
て
は
､
冥
界
で
も
擁
護
さ
れ
て
い
た
た
め
に
不
当
に
も
生
き

な
が
ら
え
た
と
描
写
さ
れ
て
い
る
に
対
し
､
陳
子
息
に
つ
い
て
は
､
そ
こ
に
馬
嘉
遇
も

一
役
買

っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
､
い
わ

れ
な
く
菟
罪
で
死
亡
し
た
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
陳
子
良
が
興
人
で
あ
り
ー
覇
で
没
し
た
こ
と
も
馬
嘉
遜
な
ど
は
承
知
し
て
い

た
か
も
し
れ
ず
､
こ
の
物
語
で
は
別
人
と
さ
れ
て
い
る
四
川
の
棉
州
と
呉
の
陳
子
良
は
､
同

一
人
物
の
分
身
で
あ

っ
た
可
能
性
も

あ
る
｡
も
と
東
宮
官
で
あ

っ
た
陳
子
良
を
デ
フ
ォ
ル
メ
す
る
必
要
が
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
陳
子
良
と
張
公
認
は
､
玄
武
門

の
変
を
境
と
し
て
対
照
的
な
遠
を
辿

っ
た
は
ず
で
あ
-
､
こ
の
変
で
功
の
あ

っ
た
張
公
誰
は
そ
の
死
に
さ
い
し
て
も
破
格
の
礼
遇

を
受
け
た
の
に
た
い
し
て
､
隠
太
子
李
建
成
の
東
宮
官
で
あ

っ
た
陳
子
息
の
ほ
う
は
､
萄
の
相
加
県
に
出
さ
れ
た
ま
ま
､
そ
の
地

で
没
し
た
ら
し
い
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
話
が
語
-
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
､

一
部
に
は
文
名
を
賞
賛
さ
れ
な
が
ら

も
､
充
分
そ
の
才
を
発
揮
す
る
こ
と
な
-
終
わ

っ
た
陳
子
良
に
た
い
す
る
馬
嘉
運
や
唐
臨
な
ど
の
人
士
た
ち
の
哀
惜
の
念
を
看
取

し
よ
う
と
す
る
の
は
､
穿
ち
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
｡

四
､
適
土
嚢
世
英
に
つ
い
て

武
徳
九
年

芙

二
六
)
四
月
二
十
三
日
に
発
せ
ら
れ
た
仏
･
道
二
教
の
統
制
令
が
､
玄
武
門
の
変
の
勃
発
に
よ

っ
て
ひ
と
ま
ず
撤
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回
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
､
貞
観
初
年
こ
ろ
に
は
法
林
は
終
南
山
の
散
田
寺
に
幽
属
し
著
述
に
い
そ
し
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
し

か
し
依
然
と
し
て
仏
教
と
道
教
の
あ
い
だ
に
は
確
執
が
続
き
､
朝
廷
に
お
い
て
も
貞
観
五
年
に
は
惜
尼
遺
士
に
父
母
を
礼
拝
せ
し

め
る
こ
と
を
試
み
､
貞
観
十

…
年
に
は
覇
供
の
行
位
や
称
潤
に
お
い
て
遺
士
女
冠
を
僧
尼
の
上
位
に
置
く
と
す
る
な
ど
の
詔
が
出

さ
れ
て
い
た
C
そ
の
よ
う
な
な
か
､
頁
軌
十
二
7年

(Jハ∵
五
山
九
月
ー
遣
土
嚢
世
英
が
突
如
と
し
て
､
『弁
正
論
』
は
皇
室
を
誹
諺

し
た
も
の
で
あ
る
と
漉
淋
し
ー
そ
の
た
め
に
法
琳
は
益
州
に
流
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
｡
こ
の
道
士
泰
世
其

れ太
宗
の

綿
を
避
け
て
東
光
と
も
記
さ
れ
る
)
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
指
摘
し
て
お
き
た
い
C

刊続高
僧
伝
』
巻
二
四
お
よ
び

刑法
琳
別
伝
3;
巻
中
に
は
泰
世
英
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
｡

｢黄
巾
の
素
性
賎
な
る
者
あ
-
｡
方
術
を
挟
み
､
以
て
栄
を

遡

む

rJ
速

く
て
儲
武
を
程
許
す
｣
千
五
〇
-
六
三
八
a
)

い㌧,

九･.;

i

｢黄
巾
の
素
性
英
な
る
者
あ
り
｡
薄
さ
か
酷
禁
を
閑
い
､軌
ぼ
医
方
を
解
す
13
位
術
を
挟
み
以
て
時
に
催
す
｡
困
り
で
志
を
儲

后
に
得
た
-
｣
TT
九

〇
I
t.0
1-q

旦

後
者
は
前
者
に
文
飾
を
加
え
た
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
が
､
泰
世
英
は
医
術
に
よ
っ
て
当
時
の
皇
太
子
李
承
乾
に
と
り
い
っ
た
と

い
う
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
ど
う
や
ら
事
実
で
あ
-
､
『唐
会
薯
払
巻
五
〇
の
馳
輿
観
の
条
に
よ
れ
ば
､
長
安
の
票
数
坊
に
あ
っ
た
こ

の
道
観
は
､
も
と
の
酉
華
観
で
あ
-
､
泰
世
英
の
断
種
に
よ
っ
て
承
乾
の
病
気
が
治
癒
し
た
た
め
に
貞
観
五
年
に
建
立
さ
れ
た
の

で
あ
っ
た
｡

い
ゆ

｢貞
観
五
年
､
太
子
革
乾
疾
あ
り
O
遣
上
乗
英
に
勅
し
て
祈
祷
せ
し
む
｡
愈

る
を
得
｡
速
く
て
立
て
て
西
華
観
と
為
す
｡

-
･･･

(神
龍
)
三
年
三
月
二
十
糊
ロ
ー
復
た
改
め
て
陀
興
観
と
為
す
｣

こ
う
し
て
皇
太
子
李
承
乾
の
信
任
を
得
た
秦
世
英
は
､
皇
太
子
の
側
近
と
な
り
､
そ
の
勢
を
借
り
て
法
琳
を
漁
訴
す
る
に
お
よ
ん

だ
の
で
あ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
が
､
皇
太
子
季
承
乾
に
つ
い
て
は
し
だ
い
に
素
行
に
関
す
る
醜
聞
が
広
ま
り
､
太
宗
の
激
怒
を
買
う
こ
と
に
な
る
｡
か
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-
て
皇
太
子
は
廃
位
さ
れ
る
に
い
た
る
｡
そ
の
醜
関
の

山
例
を

『通
鑑
』
巻

一
九
六
に
は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
｡

IqL
iL;J

｢太
子

太
常
の
楽
亜
称
心
を
私
事
し
､
与
同
に
臥
起
す
｡
遣
士
案
英

･
韓
霊
符

左
道
を
挟
み
､
太
子
に
事
さ
る
る
を
得
た

-
O
上

之
を
聞
き
､
大
い
に
怒
る
｡
悉
く
称
心
ら
を
収
め
て
之
を
殺
す
｡
連
座
し
て
死
す
る
も
の
数
人
｡
太
子
を
論
議
す
る

は
な
はLJ

こ
と
甚
至
し
｣

奏
せ
英
は
､
皇
太
子
が
称
心
と
い
う
楽
嚢
を
離
遇
し
た
事
件
に
か
ら
ん
で
､
殊
殺
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
は
仏
教
側
に
と

っ

て
は
､
道
教
攻
撃
の
格
好
の
材
料
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
｡
仏
教
側
の
資
料
の
な
か
で
､
こ
の
事
件
を
詳
し
く
伝
え
て
い
る

『法

苑
疎
林
』
に
は
次
の
よ
う
に
言
う
｡

いき

｢近
ご
ろ
貞
観
十
三
年
に
至
-
て
､
西
京
の
西
華
観
道
士
秦
英

･
会
聖
観
道
士
車
霊
符

･
還
俗
道
士
宋
霊
感
あ
り
｡
並
び
に
薄

さ
か
車
鯉
を
解
す
｡
勅
し
て
東
宮
に
事
え
し
む
る
に
ー
東
宮
を
惑
乱
す
｡
結
び
て
大
意
を
謀
-
､
事
を
為
さ
ん
と
し
て
果
た

さ
ず
｡
秦
英

･
霊
符

･
霊
感
等
､
並
び
に
妹
斬
せ
ら
る
｡
私
宅
財
物
､
及
び
婦
児
あ
る
も
の
は
'
並
び
に
配
し
て
官
に
入
れ

ら
る
｣

当
然
な
が
ら
､
皇
太
子
の
醜
聞
よ
-
も
､
秦
世
英
な
ど
の
遣
士
た
ち
が
皇
太
子
を
扇
動
し
て
何
ら
か
の
事
件
を
企
て
た
こ
と
を
示

唆
し
､
道
教

へ
の
攻
撃
が
前
面
に
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
事
件
は

『通
鑑
』
で
は
貞
観
十
七
年
の
下
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
が
'
そ
れ
は
こ
の
年
四
月
に
李
承
乾
が
皇
太
子
を
廃
位
さ

れ
た
こ
と
に
よ
る
｡
お
そ
ら
く

『法
苑
疎
林
』
の
よ
う
に
貞
観
十
三
年
に
勃
発
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
案
世
英
が
法
琳
を
親
訴
し
た

の
は
こ
の
年
九
月
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
､
法
琳
の
下
獄
と
ほ
と
ん
ど
同
時
に
､
称
心
の
事
件
が
問
題
に
な
-
'
奏
せ
英
も
ま
た
諌

殺
さ
れ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
｡

仏
教
側
の
脳
裏
に
は
乗
せ
英
の
漁
訴
の
こ
と
が
刻
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
'
し
た
が
っ
て
､
両
事
件
を
関
連
づ
け
よ
う

13

と
す
る
傾
向
も
否
定
で
き
な
い
｡
道
富
は

『続
高
僧
伝
』
巻
二
四
お
よ
び

『集
古
今
仏
道
論
衡
』
巻
丙
に
法
琳
の
伝
記
を
立
て
る
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抹

いりわ

Llだ

に
あ
た
っ
て
､
｢時
に
朝
鹿
の
上
下
､
(泰
世
)
英
の
構
扇
を
知
る
cy
御
史
顛
惰
､
英
の
飾
許
し
庶
俗
を
疑
陽
る
を
審
し
､
乃
ち
奏

し
て
弾
じ
｣
た

(後
者
に
拠
る
ひ
T
華

十
三
八
滋
c
u
と
し
て
､
尊
傍
の
弾
劾
文
を
載
せ
ー
か
く
て
寒
世
英
は

｢狂
網
を
以
て
課
せ
ら

る
｣
と
し
て
い
る
｡

一
見
し
た
だ
け
で
は
褒
状
基
は
法
琳
へ
の
轟
皆
非
で
許
殺
さ
れ
た
よ
う
な
番
き
ぶ
-
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
｡
当
時
､
治
番
侍
御
史
で
あ
っ
た
轟
瞳
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
､
法
琳
に
た
い
す
る
審
問
官
の
1
人
で
も
あ

り
､
同
時
に
秦
世
英
の
罪
状
を
も
審
問
し
て
い
た
ら
し
い
｡
彼
は
法
琳
の
菟
罪
を
証
明
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
と
し
て
持
ち
だ

さ
れ
た
か
た
ち
で
あ
る
｡

さ
て
､以
上
の
よ
う
に
奉
世
英
の
こ
と
を
こ
と
さ
ら
取
-
あ
げ
た
の
は
､彼
が
勢
力
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
そ
も
そ
も
の
き
っ

か
け
が
､
そ
の
医
術
と
呪
術
に
よ
っ
て
皇
太
子
の
病
気
快
癒
に
功
績
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
実
は

同
様
な
記
事
が
､
中
イ
ン
ド
の
僧
で

刊般
若
燈
諭
』
な
ど
三
部
三
十
五
巻
を
伝
訳
し
た
波
羅
頗
迦
羅
蜜
多
羅

(prabhak
arami
tra
波

頗
数
多
羅
な
ど
と
略
称
r=
五
六
.it
～
六
三
三
)
の
伝
記
中
に
も
見
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡

.刀.刀

｢時
に
太
子

恩
に
染

-
､
衆
治
に
敗
無
き
が
た
め
に
､
勅
を
下
し
て
頗

(波
頗
蜜
多
羅
)
を
迎
え
て
入
内
せ
し
む
る
こ
と

1r

そ

こな

L

'L:い

.}

ならび

百
余
日
｡
親
間
に
承
対
し
て
帝
旨
を

願

わ

ず
｡
疾
既
に

漸

に

降

え
､
辞
し
て
本
尊
に
出
ず
｡
綾
南
等
六
十
段
､
井
及
に
時
服

十
典
を
賜
う
｣
㌫
続
高
僧
伝
払
巻
三
･
T
茄
0
-
川
四

〇
b
r)

波
頗
蜜
多
経
は
同
伝
に
よ
れ
ば
､
武
徳
九
年
十
二
月
に
長
安
に
い
た
り
､
貞
観
三
年
に
勅
命
に
よ
っ
て
彼
の
訳
場
が
設
け
ら
れ
､

当
時
を
代
表
す
る
学
僧
卜
九
名
が
全
土
よ
り
集
め
ら
れ
た
｡
そ
の
な
か
に
は
法
琳
も
ま
た
綴
文
と
し
て
加
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
っ

た
C.
波
羅
蜜
多
錐
が
皇
太
子
の
病
気
を
治
療
し
た
時
期
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
､
彼
は
貞
観
七
年
に
長
安
で
没
し

た
と
さ
れ
る
か
ら
､
あ
た
か
も
泰
世
英
が
治
療
し
た
と
い
う
頁
観
五
年
こ
ろ
に
合
致
す
る
こ
と
に
な
る
O
皇
太
子
李
承
乾
は
も
と

も
と
足
を
患
い
歩
行
困
難
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
､
こ
の
こ
ろ
大
病
に
解
っ
た
ら
し
い
｡
し
か
も
､そ
の
治
癒
に
効
果
が
あ
っ

〓

た
の
は
､
仏
教
側
の
記
録
で
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
､
ど
う
や
ら
泰
世
英
の
医
術
で
あ
っ
た
と
見
う
け
ら
れ
る
｡イ
ン



法 琳 雑 記 (続)

ド
な
ど
の
異
城
の
僧
に
病
気
治
療
な
ど
の
神
秘
的
な
能
力
を
求
め
よ
う
と
す
る
の
は
ー
唐
朝
に
お
い
て
も
変
わ
ら
な
い
｡
し
か
し

波
頗
蜜
多
経
が
必
ず
し
も
医
術
に
精
通
し
て
い
た
と
は
か
ざ
ら
な
い
｡
む
し
ろ
仏
教
を
伝
法
す
る
た
め
に
長
安
に
ま
で
至
っ
た
彼

の
本
意
で
は
な
-
､
こ
と
志
と
異
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
｡
彼
に
つ
い
て

｢本
意

粛
然
と
し
､
雅
懐

訴
う
る
莫
｣
-

南
上
)､

か
く
て
病
に
願
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
は
､
こ
の
よ
う
な
事
情
も
含
ま
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡

と
ま
れ
､
こ
う
し
た
事
情
か
ら
も
仏
教
側
で
は
道
教
に

一
膝
を
輸
し
て
い
た
ら
し
い
｡

仏
教
側
が
と
り
た
て
て
案
世
英
の
非
を

鳴
ら
す
の
も
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

五
､
彦
憶
の
著
述
を
め
ぐ

っ
て

法
琳
に
関
す
る
基
本
的
な
資
料
を
提
供
し
て
い
る
の
は
､
『法
琳
別
伝
』
に
は
か
な
ら
な
い
｡
こ
の
番
の
著
者
彦
傍
は
､
陳
垣

『中
国
仏
教
史
籍
概
論
』
巻
三

･
広
弘
明
集
の
車
な
ど
で
も
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
､
『続
高
僧
伝
』
巻
二
に
立
伝
さ
れ

る
階
代
に
翻
経
館
の
僧
と
し
て
活
躍
し
た
彦
球
と
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
､
後
世
の
記
録
は
混
乱
し
て
い
る
｡
彦
傍
に
つ
い
て
は

㊥

『宋
高
僧
伝
』
巻
四

(T
五
〇
1

七
二
八
C
)

に
伝
が
立
て
ら
れ
て
い
る

｡

同
伝
に
は
､
帽
の
彦
球
と
の
優
劣
を
問
わ
れ
た
彦
傍
が
､

も
と

ゆ

.え

｢心
宗
の
玉
宗
を
慕
う
は
'
故

よ
り
以

有
る
な
り
｣
と
答
え
た
と
記
さ
れ
る
か
ら
､
随
の
彦
環
は
､
た
ま
へ
ん
の

｢環
｣
､
唐
の
彦

様
の
ほ
う
は
､
-
つ
し
ん
べ
ん
の

｢憧
｣
で
表
記
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
O
と
こ
ろ
が
こ
の
彦
憧
伝
は
､
ほ
と
ん
ど
彼
の
著
述
の

1

つ
で
あ
る
慈
恩
伝
の
序
文
の
抜
粋
に
す
ぎ
ず
'
彼
自
身
の
事
跡
に
つ
い
て
詳
し
く
は
知
り
得
な
い
の
で
あ
る
｡

こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
､
大
正
蔵
巻
五
五
に
収
録
さ
れ
て
い
る

『内
典
録
』
(六
六
四
年
)
･
『開
元
録
』
(七
三
〇
年
)
･
『貞
元
録
』
(七

⑳

九
九
年
)な
ど
の
唐
代
の
経
録
に
拠
-
つ
つ
､
彦
傍
の
著
述
に
つ
い
て
知
ら
れ
る
こ
と
を
整
理
し
て
お
き
た
い
(以
下
大
正
蔵
巻
五
五
に

15

収
録
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
常
数
の
み
記
す
)
0
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現
在
の
と
こ
ろ
､
彦
傍
の
仏
教
に
か
か
わ
る
著
述
と
し
て
次
の
六
点
が
挙
げ
ら
れ
る
｡

(

-
)
『唐
護
法
沙
門
法
琳
別
伝
』
三
巻

(存
｡

大
正
蔵
巻
五
〇
･
敦
焼
写
本
p
3
90
)
)

(

H
)
『大
唐
京
寺
録
伝

(大
唐
京
寺
録
這

(秩
)

(E3
)
『集
沙
門
不
応
拝
俗
等
事
』
六
巻

(存
｡

大
正
蔵
巻
五
一
.)

(

Ⅳ
)
｢菩
薩
修
行
四
法
軽
序
｣
(秩
)

(

V
)
｢仏
頂
最
勝
陀
推
尼
経
序
｣
(存
cT
大
正
蔵
巻

7F
九
-

三
五
五

a
～
b
)

(Ⅵ
)

『天
暦
大
患
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
卜
巻

E存
｡

大
正
蔵
巻
五
〇
)

以
下
に
順
次
取
-
あ
げ
て
お
く
｡

(-
)
『法
琳
別
伝
』

.._T>-.M/

こ
の
番
の
著
述
年
代
は
明
ら
か
で
な
い
が
､
す
で
に
触
れ
て
お
い
た
よ
う
に
､
『統
高
僧
伝
』
が
ひ
と
ま
ず
成
立
し
た
貞
観
十
九

年

(六
川
空

か
ら

『法
苑
疎
林
』
が
著
さ
れ
た
総
革
元
年

天
六
八
}
ま
で
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
O
さ
ら
に
六
六
E
I年
に
成
立

即

し
た

『内
典
録
』
に
は
著
録
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
'
も
し
同
録
に
遺
漏
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
､
断
定
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も

､

六

六
四
年
か
ら
六
六
八
年
の
こ
ろ
の
可
能
性
も
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
ー
こ
の
晋
は
唐
代
で
は

一
時
期
焚
書
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
-
､

『開
元
録
』
巻
卜
三
二

ハ1

元

b
)
に
ー

漢
法
本
内
伝
五
巻

末
評
撰
者

沙
門
法
淋
伝
三
巻

沙
門
彦
憧
撰

右
二
部
伝
､
明
勅
禁
断
､
不
許
流
行
､
故
不
編
戦
C

と
い
う
記
事
が
あ
る
｡
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
､
唐
王
室
の
出
自
が
馳
酉
の
李
氏
で
は
な
く
､
拓
抜
達
閣



法 琳 雑 記 (秩)

;1

の
後
商
で
あ
る
こ
と
を
直
音
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
ら
し
い
と
推
測
さ
れ
て
い
る

｡

た
だ
し
葉
番
と
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､伝

';_=J.

写
が
行
わ
れ
､
ほ
と
ん
ど
実
効
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
お
よ
そ
七
卜
年
後
に
完
成
し
た

『貞
元
録
』
に
な
る
と
へ

沙
門
法
琳
伝
三
巻

沙
門
彦
掠
疎

石

一
部
伝
｡
旧
録
云
､
明
勅
禁
断
､
不
許
流
行
､
故
不
編
載
｡
今
評
此
意
､
豊
在

一
時
､
然
不
人
格
文
｡
望
許
編
入
貞
元

日
録

(巻
二
二
･
九
五
九
b
j

と
言
い
､
旧
録
す
な
わ
ち

『開
元
録
』
で
禁
書
と
し
て
い
る
の
は

7
時
的
な
措
置
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
､
採
録
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
｡
同
録
の
巻

一
｢総
録
特
承
恩
旨
録
｣
毛
七
四
a
)
に
よ
れ
ば
､
こ
の
番
は
'
寝
官
馬
承
偶
の
上
奏
に
よ
っ
て
､
『大
仏
名
経
』

湘

『続
開
元
釈
数
録
』
と
と
も
に
編
入
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
｡
と
こ
ろ
が

『貞
元
録
』
で
は
､
べ
つ
に
､

別
伝
三
巻

法
琳
撰

(巻
二
三
･
九
五
九
a
)

別
伝
三
巻

頁
観
年
中
僧
法
琳
撰

四
十
五
紙

開
元
録
不
入
日
｡
今
於
貞
元
十
五
年
､
奉
勅
編
入
目
録
流
行

(巻
三
〇
二

〇
四
六
a
)

も
ま
た
著
録
さ
れ
て
い
る
｡
ど
う
や
ら

『法
琳
別
伝
』
を
法
琳
自
身
の
著
述
と
み
な
し
て
混
乱
を
き
た
し
て
し
ま

っ
た
よ
う
で
あ

る
｡
こ
の
混
乱
は
五
代

(九
四
六
年
)
の

『続
貞
元
釈
敦
録
』
二
〇
五
三
a
)
に
い
た
っ
て
訂
正
さ
れ
て
い
る
｡
な
お
､
『貞
元
録
』

と
ほ
ぼ
同
時
期
の
慧
琳

『
一
切
経
音
義
』
巻
八
八

(T
五
四
-
八
六
八
C
以
下
)
に
も
､
『音
法
琳
法
師
伝
』
五
巻
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
を
付
け
く
わ
え
て
お
く
｡

(Ⅱ
)
『大
唐
京
寺
録
伝
』

こ
の
番
に
つ
い
て
は
､
『内
典
録
』
巻
五

(二
八
三
b
)
に
､

大
唐
京
寺
録
伝

一
部
十
巻

龍
朔
元
年
修
締
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沙
門
不
敬
俗
録

六
巻

.;

右
二
郎
｡
京
師
弘
福
寺
沙
門
釈
彦
珠
ひ

=

と
見
え
て
い
る
｡
つ
い
で
前
者
の
み
と
-
あ
げ
て
解
説
し
'
梁
の

『東
京
寺
記
』
や
北
魂
の

『洛
陽
伽
藍
記
』
に
匹
敵
す
る
も
の
が

止
こ.))

京
師
に
は
な
い
た
め
に
､
彦
傍
が
発
憤
し
て
著
し
た
も
の
で
､
｢文
盤

に

鋪
発
､
事
も
亦
た
典
拠
あ
り
｣
と
評
価
す
る
｡
ま
た
同
録

巻

一

〇
三三
｡
五
)
に
は
'
彦
様
の
著
述
と
し
て

『大
唐
京
寺
録
』
の
み
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡
『内
典
録
』
で
は
こ
の
番
を
彦

傍
の
主
著
と
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
同
録
に
よ
れ
ば
､
こ
の
晋
は
龍
朔
元
年

(六
六
二

に
撰
述
さ
れ
､
彦
傍
は
弘
福
寺
に
任
し

て
い
た
と
さ
れ
る
｡
な
お
､
『法
苑
疎
林
』
巻

一
〇
〇

八大
舵
蔵
本
･
T
華
二
!
?
〇
二
四
a
)
で
は

｢西
京
寺
記
二
十
巻
｣
と
記
録
さ

れ
て
い
る
た
め
､
別
名
も
あ
っ
た
ら
し
い
｡

と
こ
ろ
が

『開
元
録
』
に
な
る
と
､
こ
の
音
は
著
録
さ
れ
ず
､
『鶴
沙
門
不
拝
俗
講
』
を
解
説
し
た
の
ち
､
｢兼
ね
て

『天
暦
京

師
寺
録
』
を
撰
す
｡
世
に
行
わ
る
｣
へ巻
八
･
九
六
三

a
V

と
言
及
す
る
の
み
で
あ
る
｡
『貞
元
録
』
は

『開
元
録
』
を
踏
襲
し
た
に

す
ぎ
な
い

(巻
十
二
･
八
六
三
a
)｡
し
た
が
っ
て
'
こ
の
番
は
開
元
年
間
に
は
な
お
知
ら
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
､
さ
ほ
ど
注
目
さ
れ

な
-
な

っ
て
い
た
ら
し
い
の
で
あ
る
G
『新
暦
替
』
巻
五
九
･芸
文
恵
三
に
は
記
録
さ
れ
て
い
る
が
､
当
時
現
存
し
て
い
た
こ
と
を

証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
あ
る
い
は
安
史
の
乱
の
前
後
に
で
も
亡
供
し
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

こ
れ
に
関
連
し
て
問
題
に
な
る
の
は
､
坪
逮
秘
晋
等
に
収
め
ら
れ
て
現
存
し
て
い
る
唐
沙
門
彦
憧
撰

『後
画
録
』

一
巻
の
こ
と

で
あ
る
｡
こ
の
番
に
は
彦
傍
の
序
文
が
附
け
ら
れ
て
お
り
､
彼
が

『帝
京
寺
録
』
を
著
す
に
あ
た
っ
て
参
観
し
た
長
安
の
名
画
を

描
い
た
画
人
二
十
七
人
を
品
評
し
た
旨
が
記
さ
れ
､
貞
観
九
年
三
月
十

一
日
の
目
付
が
あ
る
｡
こ
の

『後
画
録
』
に
つ
い
て
は
す

で
に

『四
庫
提
要
』
(子
郎
7
両
)
で
偽
酋
で
あ
る
と
断
定
し
て
い
る
｡
二
十
七
人
の
最
後
に
取
-
あ
げ
ら
れ
て
い
る
李
湊
と
は
玄

宗
の
頃
の
人
物
で
あ
-
､
太
宗
の
時
代
に
生
き
た
彦
豚
の
著
述
に
含
ま
れ
る
は
ず
が
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
の

み
の
理
由
で
あ
れ
ば
､
当
該
項
目
の
み
が
後
世
に
加
筆
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
､つ
｡
晩
唐
の
張
彦
遠

『歴
代
名
画
記
』
に
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は
､
そ
の
巻

一
に
階
の
沙
門
彦
傍
に
画
評
が
あ
っ
た
と
伝
え
ー
ま
た
巻
七
か
ら
巻
九
ま
で
に
僧
榛
の
品
評
二
十
七
ヵ
条
を
引
用
し

て
い
る
｡
そ
こ
で
近
人
は

『歴
代
名
画
記
』
と
照
合
し
な
が
ら
ー
現
行
本

『線
画
録
』
の
真
偽
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
､
な
お

一
致
し
た
見
解
が
得
ら
れ
て
い
な
い
｡
当
面
の
と
こ
ろ
､
こ
の
番
に
関
し
て
気
づ
い
た
こ
と
の
み
記
し
て
お
き
た
い
｡

ま
ず
､
こ
の
番
の
序
文
の
日
付
に
は
疑
問
が
あ
る
｡
た
と
え
ば
､
『帝
京
寺
録
』
と
は

『大
唐
京
寺
録
伝
』
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

『天
暦
京
寺
録
伝
』
は
さ
き
の
よ
う
に
､
龍
朔
元
年

六
六
二

の
撰
述
と
い
う
記
録
が
あ
る
｡
そ
れ
と
平
行
し
て
､
も
し
-
は
そ

の
後
に
著
さ
れ
た
は
ず
の

『後
画
録
』
を
二
十
数
年
以
前
の
貞
観
九
年

芙
三
善

の
著
述
と
す
る
に
は
､
い
か
に
も
無
理
が
あ

る
｡
ま
た
､
彦
傍
に
は
(Ⅵ
)
の
意
思
伝
の
著
述
が
あ
り
､
僧
慧
立
が
五
巻
に
纏
め
て
あ
っ
た
玄
柴
の
伝
記
を
基
述
し
て
十
巻
に
し

た
の
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
は
慧
立
の
没
後
に
彼
の
門
弟
に
委
嘱
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
'
同
書
に
附
け
ら
れ
て
い
る
彦
情
の
序
文
の
書

き
ぶ
り

(T
五
〇
-
二
二
i
a
～
b
)
で
は
､
患
立
は
彼
の
か
な
り
先
輩
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
『集
古
今
仏
道
論
衡
』

Gil

巻
丁

(T
五
二
-
三
八
九
b
～
C
)
に
は
慧
立
の
略
伝
が
記
さ
れ
て
い
hQw
.
そ
れ
に
よ
れ
ば
､
慧
立
は
貞
観
三
年
に
年
十
五
で
出
家
し

て
い
る
か
ら
､
貞
観
九
年
に
は
二
十

1
歳
と
な
る
O
彼
よ
-
後
輩
の
彦
傍
は
そ
の
こ
ろ
せ
い
ぜ
い
十
代
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
､

出
家
し
て
い
た
こ
と
す
ら
疑
問
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
序
文
が
偽
作
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
疑
わ
れ
て
い
る
･
(余
紹
宋

『番

蘭
書
録
解
題
』
巻
九
)
｡
序
文
を
偽
作
と
し
て
全
面
的
に
斥
け
る
に
は
な
お
慎
重
を
要
す
る
が
'
記
さ
れ
て
い
る
日
付
に
つ
い
て
は

承
認
で
き
な
い
｡

次
に
､
『歴
代
名
画
記
』
に
は
蜜
蒙

『画
拾
遺
録
』
も
引
用
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
の
引
用
に
よ
る
か
ぎ
り
､
賓
蒙
は
彦
榛
の
品

⑬

評
に
対
し
て
し
ば
し
ば
反
駁
し
て
い
た
こ
と
が
推
知
さ
れ
る

｡
と
-
に
唐
の
唐
薩
陀
の
項

(屋
代
名
画
記
』
巻
九
)
で
は
､
｢憧
公
の

⑭

評
､
過
当
な
り
｣
と
直
裁
に
批
判
し
て
い
る
｡
蜜
蒙
は
粛
宗
･代
宗
の
時
代
の
人
で
あ
る

｡
さ
ら
に
ま
た
､
会
昌
年
間
の
人
と
さ
れ

⑬る
釆
景
玄
の

『唐
朝
名
画
録
』
(箔
長
寿
の
項
)
に

｢僧
彦
惰
続
画
品
｣
と
し
て
引
用
さ
れ
る
の
も

『後
画
録
』
の
こ
と
で
あ
ろ

19

う
｡
し
た
が
っ
て
､
こ
の
番
は
安
史
の
乱
前
後
か
ら
晩
唐
に
お
い
て
も
知
ら
れ
て
い
た
形
跡
が
あ
る
｡
た
だ
し

『歴
代
名
画
記
』
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巻

1
で
は
ー
僧
憶
の
評
に
は
誤
謬
が
あ
る
う
え
に
､
｢伝
写

叉復
た
脱
錆
し
､
殊
に
着
る
に
足
ら
ざ
る
な
-
｣
と
伝
え
､
当
時
伝

写
さ
れ
て
流
布
し
て
い
た
テ
キ
ス
ー
に
誤
脱
が
あ

っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
｡
唐
代
に
流
布
し
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
は
､
彦
棺
の

顛
排
と
見
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
が
､
南
米
の

珊郡
射
流
沓
志
臨
二土
光
謙
校
川
本
巻
7
五
)
の
頃
に
は
す
で
に
現
行
本
に
類
似
し
て
い

た
ら
し
く
､
そ
の
原
型
を
探
る
の
は
容
易
で
は
な
い
｡

(料
)
『集
沙
門
不
応
拝
俗
等
事
払

こ
の
音
は
､
『内
典
録
』
巻
五

仰二
八
二
百
)
に

｢沙
門
不
敬
俗
録

六
巻
｣
､
『法
苑
疎
林
』
巻

山
0
0
に

｢沙
門
不
敬
録

六

巻
｣
天
正
蔵
本
･
T
華
二-

7
〇
一
両

a
)
と
著
録
さ
れ
る
｡
さ
ら
に

『開
元
録
』
に
い
た
る
と
､
そ
れ
ま
で
彦
榛
の
著
述
と
し
て
記

録
さ
れ
て
い
た
三
著
の
う
ち
､
『法
琳
別
伝
』
は
禁
薄
と
さ
れ
､
珊大
槽
京
師
寺
録
』
は
簡
単
に
言
及
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
､
こ
の
番

が
彼
の
主
著
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
て
い
る
｡
同
録
巻
八

八五
六
∴
c
V

に
は
､

集
沙
門
不
拝
俗
議
六
巻

見

内

典

録

右

?
郎
六
巻
｡
基
本
見
在
O

と
記
し
た
う
え
で
､
龍
朔
二
年

六
六
二
)
に
詔
に
よ

っ
て
僧
尼
に
君
親
を
拝
せ
し
め
よ
う
と
し
て
､
百
官
に
そ
の
当
否
を
議
論
せ

し
め
た
さ
い
の
記
録
を
編
鼓
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
脱
し
て
い
る
c
L
た
が

っ
て
同
録
巻
十
三

(六
二
四
C
)

で
は
､
彦
棺
の
著
述

と
し
て
こ
の
苦
の
み
が
､

免
沙
門
不
祥
俗
講
六
巻

大
唐

弘
福
寺
沙
門
釈

彦
憧
排

出
内

典

録

新
編
人
蔵

と
著
録
さ
れ
､
巻
二
〇
の
人
蔵
録

六
九
七
c
V
に
も
含
ま
れ
て
い
る
C
こ
う
し
て

『開
元
録
』
に
よ

っ
て
書
名
が
ほ
ぼ
確
定
さ
れ

る
と
と
も
に
､
入
蔵
さ
れ
て
現
在
ま
で
伝
わ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
｡
こ
の
沓
名
は
､
彦
傍
に
よ
る
こ
の
番
の
総
論
が

｢沙
門
不

応
拝
俗
総
論
｣
で
あ
り
､
『広
弘
明
取
払
巻
二
五

(T
華

'-
･.九
…
b
V
に
も
収
録
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
困

っ
た
の
で
も
あ
ろ
う
か
｡
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な
お
､
『頁
元
録
』
(巻
十
二
･
八
六
三
a
)
は
そ
の
踏
襲
に
す
ぎ
な
い
｡

(Ⅳ
)
｢菩
薩
修
行
国
法
経
序
｣

こ
の
序
文
に
つ
い
て
は
､
こ
れ
ま
で
ま

っ
た
く
言
及
さ
れ
て
は
い
な
い
が
､
地
婆
網
羅

(Divakara
六
二
千
六
八
七
)
に
よ
っ

.i

て
訳
出
さ
れ
た
同
種
に
附
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
｡
地
婆
詞
羅
の
中
国
名
は
日
照
｡
勅
命
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
訳
場
で
､永

隆
元
年

宍
八
〇
)
か
ら
垂
洪
元
年

六
八
室

ま
で
の
六
年
間
に
十
八
部
三
十
四
巻
の
経
典
を
訳
出
し
て
い
る
｡
『開
元
録
』
巻
九

(空
ハ
三
C
)

に
は
地
婆
網
羅
の
訳
業
を
列
挙
し
て
い
る
が
､
そ
の
な
か
に
ー

大
乗
四
法
涯

一
巻

初
出

見
大
周
録

永
隆
元
年

於
東
太
原
寺
訳

菩
薩
修
行
四
法
経

一
巻

永
隆
二
年
北
月

於

京

弘

福

寺
訳

沙
門
彦
憧
製
序

節

7

7出

与
前
大
乗
四
法
岡
本

於
京
再
出

m

が
含
ま
れ
て
い
を

こ
の
経
典
は
永
隆
元
年
に
ま
ず
洛
陽
の
乗
太
原
音

(の
ち
の
大
福
先
寺
)
で
訳
出
さ
れ
た
の
ち
､
翌
年
に
な
っ

て
長
安
の
弘
福
寺
で
再
訳
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
｡
当
時
弘
福
寺
に
住
し
て
い
た
彦
榛
も
､
そ
の
翻
訳
に
関
わ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

現
在
の
大
正
蔵
巻

山
七
に
は

『大
乗
四
法
経
』
『仏
説
菩
薩
修
行
四
法
経
』
と
も
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
､
彦
傍
の
序
文
は
欠
落
し

て
し
ま

っ
て
い
る
｡

(Ⅴ
)
｢仏
頂
最
勝
陀
羅
尼
経
序
｣

こ
の
序
文
も
ま
た
地
婆
詞
羅
の
翻
訳
に
か
か
る
同
経
に
附
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
経
典
は
尊
勝
陀
羅
尼
を
説
く
経
典
群

の
な
か
で
も
､
早
期
に
翻
訳
さ
れ
た
う
ち
の

一
本
で
あ
る
｡
こ
の
経
典
に
つ
い
て
は
､
ほ
ぼ
時
期
を
同
じ
く
し
て
五
訳
が
世
に
出

て
お
り
､
と
も
に
現
在
の
大
正
蔵
巻

一
九
に
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
す
で
に

『開
元
録
』
巻
十
二

(六
〇
〇
a
)
に
は
次
の
よ
う
に
著

21

録
し
て
い
る
｡
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仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
種
山巻

了

入
唐
胡
散
郎
杜
行
拍
奉
削
訳

川
犬
用
録

節

.
那

仏

頂

最

勝

陀

羅

尼

軽

7
巻

了

大
唐
中
天
竺
三
蔵
地
婆
網
羅
訳

櫓
遵
編
入

第
二
駅

仏

頂

尊

勝

陀

羅

尼

軽

一
巻

/大
槽
榊
賓
沙
門
仏
陀
波
利
訳

出
大
棚
銀

婚
三
択

故
勝
仏
頂
陀
羅
尼
浄
除
業
際
経

?
巻

ー-
大
唐
申
天
竺
三
蔵
地
婆
調
練
於
東
都
再
訳

拾
逝
編
入

第
四四
訳

仏

頂
尊
勝
陀
羅
尼
経

7
巻

或
加
仙
化

宰

大
唐

三

蔵
義
浄
訳

新
編
人
録

範
瓦
駅

右
五

経
岡

本

異

訳

こ
の
う
ち
彦
傍
が
関
わ
っ
た
地
婆
網
羅
訳
は
節
｣
.訳
で
あ
-
､
刊開
元
録
』
巻
九

完
六
pq
a
)
に
は
ま
た
､

柄

仏

臓

最

勝

陀

羅

尼

経

…

巻

約
二
日

与
杜

肴

)
朗
等
山
番
岡
本

永
淳
元
年
五
月
二
王

育

於
京
弘
福
寺
共
沙
門
修
辞
訳

彦
珠
兼
製

序

と
見
え
て
い
る
｡
こ
の
種
典
も
永
淳
元
年

六
八
∴
)

五
月
に
弘
福
寺
で
訳
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
｡
彦
橡
の
序
文
に
は
次
の
よ
う

な
経
緯
が
紀
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
経
典
は
ま
ず
､
胡
散
郎
行
鴻
腺
寺
典
客
令
と
い
う
官
に
あ
っ
た
牡
行
顕
が
､
寧
遠
将
軍
で
あ
っ
た
度
婆
と
と
も
に
､
勅
命

に
よ
っ
て
儀
鳳
四
年

荒
し
九
)
正
月
五
目
に
訳
出
し
た
O
第

7
訳
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
こ
の
翻
訳
に
は
忌
避
し
た
字
が
多
-
仏
典

常
用
の
術
語
ま
で
を
改
変
し
て
い
た
｡
あ
ら
た
め
て
勅
命
が
下
さ
れ
て
改
訳
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
'
事
情
が
あ
っ
て
中
止
し

て
い
た
｡
ほ
ど
な
く
､
中
天
竺
の
地
婆
網
羅
が
洛
陽

･
長
安
の
東
西
両
太
原
寺
や
長
安
の
弘
福
寺
で
仏
典
の
伝
訳
に
従
事
す
る
よ

う
に
な
り
､
杜
行
顕
や
彦
傍
も
そ
の
訳
場
に
加
わ
っ
た
｡
枕
行
苗
は
彦
膜
に
こ
の
経
典
の
改
訳
を
委
嘱
し
た
の
で
あ
る
が
'
遅
延

し
て
い
る
あ
い
だ
に
彼
が
死
去
し
て
し
ま
っ
た
｡
そ
こ
で
彦
傍
は
造
成
な
ど
の
沙
門
十
人
に
助
力
を
求
め
る
と
と
も
に
ー
地
婆
討

縦
に
再
訳
を
請
う
て
､
永
淳
元
年

tiハ
八
二
)
先
月
二
十
三
日
に
訳
出
さ
れ
た
の
が
､
こ
の
第
二
訳
の

『仏
頂
最
勝
陀
羅
尼
経
』
で

あ
る
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡
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こ
の
経
典
の
訳
出
に
近
い
時
代
の

『開
元
録
』
巻
九

五
六
糊
a
)ー
『硫
古
今
訳
線
図
紀
』
(W
六
八
C
｡
七
三
〇
年
成
立
)
な
ど
の

｢仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
｣
項
や

｢清
信
士
杜
行
開
｣
項
な
ど
の
記
述
に
は
､
『尊
勝
陀
羅
尼
経
』
の
兜
本
は
､
蘭
賓
の
仏
陀
波
利
が

五
台
山
の
文
殊
菩
薩
の
示
現
に
よ
っ
て
中
国
に
伝
え
た
の
で
あ
る
と
い
う
請
､
地
婆
謝
羅
が
杜
行
顕
な
ど
と
と
も
に
第

1
訳
に
関

与
し
た
と
い
う
話
な
ど
も
伝
え
て
い
る
｡
し
か
し
彦
傍
の
序
文
で
は
そ
れ
ら
の
話
に
ま
っ
た
く
言
及
し
て
は
い
な
い
｡
そ
れ
ら
の

話
は
第
三
訳
の
仏
陀
波
利
訳
の
序
文
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
記
さ
れ
る
の
で
あ
る

亨

l
九
-
三
四
九
b
)｡
『開
元
録
』
で
は
す
で

に
第
三
訳
の
序
文
に
矛
盾
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
批
判
的
で
は
あ
る
が
､
や
は
り
そ
こ
に
付
加
さ
れ
て
い
る
霊
験
縛
に
旺
惑
さ
れ

禍

て
し
ま

っ
た
ら
し
く
､
後
世
で
は
そ
れ
を
踏
襲
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
｡尊
勝
陀
羅
尼
は
､
汎
く
流
布
し
て
ゆ
く
が
'
こ
の
陀
羅

尼
を
説
-
経
典
の
訳
出
さ
れ
た
初
期
の
状
況
に
つ
い
て
最
も
確
実
な
資
料
を
捉
供
し
て
い
る
の
は
､
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
無
視
さ

れ
て
い
る
け
れ
ど
も
､
こ
の
彦
傍
の
序
文
に
は
か
な
ら
な
い
｡

と
ま
れ
､
(Ⅳ
)
｢菩
薩
修
行
四
法
線
序
｣
と

(V
)
｢仏
頂
最
勝
陀
羅
尼
経
序
｣
に
よ
っ
て
､
彦
様
が
永
隆
二
年

‥
水
浮
元
年

(六
八
二
六
八
二
)
こ
ろ
に
も
長
安
の
弘
福
寺
に
任
し
て
お
り
､
お
そ
ら
-
そ
の
長
老
と
し
て
地
婆
謝
確
の
訳
経
に
関
与
し
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

(
Ⅵ

)

『大
唐
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』

慧
立
の
原
本
五
巻
に
彦
榛
が
隻
述
し
て
十
巻
と
し
た
と
い
う
こ
の
書
は
､
玄
柴
の
事
跡
を
伝
え
る
問
題
の
書
で
あ
り
'
そ
れ
自

㊥

体
こ
れ
ま
で
詳
し
-
検
討
さ
れ
て
き
て
い
る

｡

こ
こ
で
は
彦
憶
の
他
の
著
述
と
の
関
連
で
い
さ
さ
か
気
づ
い
た
こ
と
の
み
記
し
て

お
く
｡

さ
て
､
こ
の
書
に
も
彦
傍
に
よ
る
序
文
が
附
け
ら
れ
て
い
て
､
｢垂
故
四
年

(六
八
八
〓

二
月
十
五
日
仰
上
｣
と
い
う
日
付
が
あ

23

る㊧OE=ヽ-
のヽ:■

し
ろ
に
十
巻
が
完
成
し
て
朝
廷
に
奏
上
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
し
た
が
っ
て
､
彦
傍
の
著
述
活
動
の
な
か
で
最
も
遅
-
普
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さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
n
さ
ら
に
､
こ
の
著
述
も
弘
福
寺
で
行
わ
れ
た
ら
し
い
こ
と
は
'
こ
の
音
を
最
初
に
著
録
し
て
い
る
刊開

ヽ
ヽ

元
録
虹
に
､
コ
沙
門
別
慧
立
)
遂
撲
慈
恩
三
蔵
行
伝
､
未
成
而
隼
｡
後
弘
福
沙
門
彦
惰
続
而
成
之
｡
総
成
十
巻
｣
(巻
九
･
tj
六
川

比戦宗教一臥想仰究 雛再斬

C
)

と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
さ
れ
る
｡

い
っ
た
い
､
彦
傍
の
序
文
で
は
､
こ
の
杏
の
原
著
者
の
慧
立
を

｢挽
回
西
春
の
前
沙
門
｣
と
記
し
て
い
る
が
､
数
回
西
寺
と
は

西
大
原
寺
に
ほ
か
凍
ら
な
い
r3
慧
立
は
太
原
音
寺
主
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
､
｢天
暦
西
太
原
寺
沙
門
釈
慧
立
｣
と
も
表
記

さ
れ
る
こ
と
が
あ
ふ
C
西
大
原
寺
は
成
亨
元
年

(八
L
O
∴
長
安
の
休
祥
坊
の
も
と
倖
申
楊
恭
仁
の
宅
で
あ

っ
た
所
に
建
立
さ
れ
た

も
の
で
､
垂
供
三
年

六

八
L
㌦
十
二
月
に
貌
同
寺
と
改
称
さ
れ
､
減
初
元
年

六
九
0
)
に
ま
た
崇
福
寺
と
改
め
ら
れ
た
の
で
あ

っ

;.-I

た
｡
彦
保
の
住
し
て
い
た
弘
福
寺
は
修
徳
坊
に
在

っ
た
か
ら
､
休
祥
坊
の
北
東
に
位
置
し
､
面
寺
院
は
近
接
し
て
い
た
｡

し
か
も
さ

き
に
触
れ
た
よ
う
に
ー
こ
の
慈
恩
伝
が
完
成
す
る
数
年
前
に
は
､
地
婆
詞
経
が
両
寺
院
に
滞
在
し
て
訳
経
に
携
わ
-
､
そ
の
訳
場

に
彦
傍
も
関
与
し
て
い
た
の
で
あ

っ
た
L..
し
た
が

っ
て
慧
立
の
没
後
に
散
伏
し
て
い
た
と
い
う
こ
の
番
の
編
碁
を
､
彼
の
門
人
た

ち
が
彦
傍
に
委
嘱
し
た
と
い
う
の
も
ー
あ
な
が
ち
不
自
然
な
こ
と
で
も
な
い
の
で
あ
る
｡

な
お
､
こ
こ
に
取
り
あ
げ
た
六
点
の
著
述
の
ほ
か
に
も
､
｢大
唐
故
左
衛
潮
解
武
騎
尉
王
府
君
墓
誌
銘
井
序
｣
と

い
う

一
文
が

『八
壕
室
金
石
補
正
比
巻
三
九
に
採
録
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
王
行
成
と

い
う
人
物
の
た
め
に
垂
扶
二
年

末

八
六
)
に
撰
述
さ
れ

ヽ

た
も
の
で
､
｢招
福
寺

L
座
彦
環
撰
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
C
原
石
が
失
わ
れ
て
い
る
た
め
に
確
認
す
る
す
べ
が
な
い
が
､
こ
れ
は

･

･

r7(

｢弘
福
寺
上
座
彦
惰
排
｣
の
誤
写
で
あ
ろ
J㌢

ま
た
､
珊旧
唐
音
払
巻
四
七

･
経
絡
志
下
､
『新
唐
番
』
巻
五
九

･
芸
文
志
三
､
『通

志
』
巻
六
七
に
は
､
彦
瑳
撰

｢崇
正
論
六
巻
｣
が
欝
録
さ
れ
て
い
る
｡
も
し
こ
の
音
が
､
慧
琳

『
一
切
経
音
義
』
巻
八
七

へT
五

四

-
八
六
三
C
以
上

に
収
め
ら
れ
て
い
る

｢崇
正
録
十
太
巻
｣
に
相
当
す
る
な
ら
ば
､
こ
れ
も
彦
憶
の
著
述
で
あ
る
可
能
性
が
あ

ろ
う
｡

以
上
か
ら
彦
傍
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
知
り
得
た
こ
と
を
ま
と
め
て
み
る
と
､
彼
の
著
述
活
動
は
六
六

〇
年
代
か
ら
六
八
八
年
の
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慈
恩
伝
に
い
た
る
ま
で
､
お
お
よ
そ
一
一十
年
間
に
も
わ
た
っ
て
い
る
｡
当
時
彼
は
ー
そ
の
著
述
に
よ
っ
て
知
名
の
僧
の

一
人
に
数

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
そ
の
著
述
は
す
べ
て
弘
福
寺
に
お
い
て
な
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
｡
お
そ
ら
く
晩
年
ま
で
弘

福
寺
に
任
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡
『宋
高
僧
伝
』
巻
四
の
彦
憧
伝
は
､
｢唐
京
兆
大
意
恩
寺
彦
儒
伝
｣
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
｡

彦
傍
が
大
意
恩
寺
に
任
し
て
い
た
と
い
う
記
録
は
見
あ
た
ら
ず
､
こ
の
標
目
は
当
た
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡
玄
柴
の
門
下
で
あ

っ
た

と
も
言
う
が
､
こ
れ
も
定
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡
む
し
ろ
注
目
さ
れ
る
の
は
地
婆
詞
羅
の
訳
経
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ

1り
0

(了
)

注

①

前
稿
注

(20
)
砺
波
論
文
参
照
｡

②

『旧
唐
番
』
巻
四
七

･
経
籍
志
下
'
『新
唐
音
』
巻
六
〇
･
芸
文
志
四
に

｢陳
子
良
集
十
巻
｣
｡

③

『全
唐
文
』
巻

一
三
四
､
『全
唐
詩
』
巻
三
九
な
ど
の
略
伝
､
お
よ
び

『冥
報
記
』
巻
下
も
同
じ
｡

④

『惰
書
』
巻
四
八
･
楊
素
伝
､
『北
史
』
巻
四
一
･
楊
素
伝
､
『適
鑑
』
巻

一
七
八
､
同
音
巻

一
七
九
｡

①

『惰
審
』
巻
三
〇
･
地
理
志
中
に
よ
れ
ば
､
定
盤
郡
に
は
閉
息
五
年
か
ら
大
業
元
年
ま
で
雲
州
稔
管
府
が
置
か
れ
て
い
た
｡
『通
鑑
』
巻

一
七
九
の
胡
注
に
も
こ
れ
を
引
用
す
る
｡

⑥

前
注

『掩
書
』
巻
三
〇
･
地
理
志
中
に
よ
れ
ば
､
雁
門
郡
は
閉
息
五
年
に
代
州
に
改
め
ら
れ
､
大
業
初
年
ま
で
総
管
府
が
置
か
れ
て
い

た
｡

⑦

『陪
審
』
巻
三
七

･
李
滞
伝
､
『惰
番
』
巻
五
二

長
孫
鹿
伝
､
『北
史
』
巻
十

l
･
惰
本
紀
上
'
『北
史
』
巻
二
二
･
長
孫
鹿
伝
'
『北

史
』
巻
七
六

･
李
景
伝
､
『北
史
』
巻
九
九

･
突
既
伝
な
ど
｡
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埴

た
だ
し

刊惰
ii打
払
巻
二

･
高
祖
帝
配
下
ー
同
E
3巻
滋
九

･
杜
彦
伝
に
よ
れ
ば
､
楊
素
が
突
歓
を
駆
逐
し
た
の
ち
牡
彦
を
室
川
総
管
に
任

じ
て
お
り
､
そ
れ
は
仁
寿
元
年
九
月
で
あ
る
c
L
た
が
っ

て
九
月
以
前
に
突
歓
を
撃
破
し
た
こ
と
に
な
る
｡
『北
史
』
『通
鑑
』
な
ど
の
記

事
と
乱
酔
し
て
い
る
い
い
ま
後
者
に
従

っ
て
お
-
∩

㊥

｢諦
平
仲
読
｣
に
は
彼
を

｢梁
文
鳥
帝
之
玄
孫
'
聯
陽

土
之
曾
孫
也
L.
翻
陽
嗣
二
二

王)
之
轟
､
定
嚢
楳
之
第
五
子
也
｣
と
す
る
｡
定
盤

侯
と
さ
れ
て
い
る
父
に
つ
い
て
は
不
明
C

⑩

刊惰
音
は
巻
二
九

･
地
理
志
上
に
よ
れ
ば
､
眉
山
郡
は
大
業
二
年
に
朋
州
に
改
め
ら
れ
た
｡
し
か
し
翌
年
に
は
ま
た
州
が
郡
に
も
ど
さ

れ
て
い
る
｡

⑪
陳
千
良
は
の
ち
に
相
如
県
の
県
令
に
桂
ぜ
ら
れ
た
こ
と
､
弟
の

予
幹
が
平
城
県
の
県
正
で
あ

っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
'
県
の
主
簿
で
あ

っ

た
可

能

性

が

商

い

｡

⑩

刊

旧
唐
晋
帖
巻
仰

'
･
地
理
志
I
'
刊太

平
恕
宰
記
臨
巻
L
二
ー
同
港
巻
八
六
な
ど
O

⑩
T続
高
僧
伝
』
巻
卜
三

(.T
.<

O
-
.d
ミ
J
a
｢

⑭

刊通
鑑
帖
巻

.
八
四
･
義
軍
元
年
十
二
月
甲
辰
の
卜
の
胡
注
に
は

『通
鑑
考
異
』
な
ど
を
引
用
し
て
薗

･
挙
の
ほ
か
に
別
便
も
萄
に
派
遣

さ
れ
た
町
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
｡

⑯

刊旧
暦
苦
虹
巻
7<
六
･
t.新
唐
音
払
巻
八
七
の
新
鋭
伝
､
刊通
鑑
臨
巻

7
八
五
に
惰
将
王
仁
寿
が
瀞
鈍
に
降

っ
た
こ
と
を
記
す
｡
ま
た

｢為

覇
道
安
撫
春
光
公
王
季
卿
与
王
仁
寿
晋
｣
に
は

｢今
承
将
準

(王
仁
寿
)
擁
兵
霊
夢
'
建
鮪
荊
門
､
水
掩
既
多
､
疫
璃
漉
甚
｣
と
言
う
こ

と
か
ら
､
両
者
は
同

.
人
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

⑯

『旧
唐
音
臨
巷

.
九
〇
上

∴
新
唐
音
帖
巻
二
〇
.
の
駕
徳
仁
伝
｡
な
お

門新
唐
音
』
巻
二
〇
一
･
哀
朗
伝
に
は
隠
太
子
の
東
宮
に
招
か

れ
た
当
時
の
名
士
十
四
名
が
記
さ
れ
る
が
'
陳
千
良
は
含
ま
れ
な
い
C

⑲

『大
唐
六
典
虹
巻
二
八
､
珊新
唐
音
払
巻
四
九
上

･
百
官
州
L
｡

⑩

｢陳
子
幹
諌
｣
に

｢階
帝
王
噛
､
札
賢
待
士
-
･･･召
人
平
台
｣
｡
刊文
苑
基
準
払
巻
八
四
三
で
は

｢隅
帝
王
英
｣
に
作
る
も
､
『全
唐
文
』

巻

山
三
g
l
q
で
は

｢英
｣
を

｢棟
｣
に
訂
し
て
い
る
C

⑲

刊旧
暦
苔
比
巻
四

二

地
理
志
四
に
よ
れ
ば
､
相
如
県
に
は
司
馬
相
加
の
故
宅
二
が
減
り
､
ま
た
相
如
坪
に
は
琴
台
の
遺
跡
が
あ

っ
た
｡

⑳

刊堀
中
広
記
払
巻
二
八
｡
た
だ
し
同
音
で
は
陳
子
良
を
種
子
昂
の
兄
と
す
る
な
ど
租
漏
で
あ
る
｡
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⑪

拙
稿

｢
『弁
正
論
』
と
三
諭
数
学
｣
(冒
一諭
数
学
と
仏
教
諸
思
想
』
所
収
､
春
秋
社
､
二
〇
〇
〇
年
)
参
照
O

⑳

唐
臓
の
伝
記
に
つ
い
て
は
戸
崎
哲
彦

｢唐
臨
単
連
考
｣
完
膚
研
究
』
箪
八
巻
､
二
〇
〇
二
年
)0

⑳

買

報
記
』
の
現
在
知
ら
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
に
は
異
同
が
あ
る
｡
ひ
と
ま
ず
内
田
道
夫
編

『校
本
冥
報
記
』
亮

北
大
学
文
学
部
支
那

学
研
究
室
､
昭
和
三
十
年
十
二
月
)
に
従
っ
て
お
-
0

⑳

王
五
戒
の
話
は
､
同
じ
-

『軍
報
記
臨
巻
下
に

｢臓
洛
陽
人
｣
と
し
て
出
る
｡
た
だ
し
話
の
出
所
が
記
さ
れ
な
い
た
め
､
琴
仲
勉

｢唐

唐
臨
冥
報
記
之
復
原
｣
完
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
虹
第
十
七
本
､

一
九
四
八
年
)
で
は

『冥
報
記
』
原
本
の
請
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
O
な

お
天
主
と
は
天
骨
の
役
人
で
あ
ろ
う
｡

⑳

『貞
観
政
要
』
巻
六

･
仁
側
第
二
〇
､
両

刊唐
替
虹
の
張
公
謹
伝
､
『唐
会
要
』
巻
三
八

･
辰
日
､
『脚
府
元
亀
』
巻

一
四

一
な
ど
｡

⑳

前
注
所
引
の

『唐
会
要
』
巻
三
八
､
『脚
府
元
亀
』
巻

7
四

山
な
ど
｡

⑳

琴
文
本
は
こ
の
話
以
外
に
も
､
『冥
報
記
』
巻
中
の

｢唐

･
睦
仁
蒲
｣
｢唐

･
蘇
長
｣
｢唐

･
琴
文
本
｣
の
話
を
提
供
し
て
い
て
唐
臨
と

は
親
し
い
｡
こ
の
話
に
記
さ
れ
て
い
る
琴
文
本
の
官
職
も
信
頼
で
き
る
と
考
え
ら
れ
､
琴
文
本
が
中
書
侍
郎
で
あ
っ
た
の
は
'
貞
観
十
六

年

(六
四
二
)
正
月
か
ら
貞
観
十
八
年

(六
四
四
)
八
月
に
中
書
令
に
昇
任
す
る
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
.
『旧
唐
書
』
巻
三

･
太
宗
本
紀

下
､
『新
唐
音
』
巻
二
･
太
宗
本
紀
､
『通
鑑
』
巻

山
九
六
､
同
番
巻

山
九
七
な
ど
を
参
照
｡
ま
た
､
こ
の
間
で
太
宗
が
九
成
宮
に
行
事
し

た
の
は
貞
観
十
八
年
四
月
か
ら
八
月
ま
で
の
こ
と
に
限
ら
れ
る
O

⑳

前
注
㊨
の
戸
崎
論
文
に
よ
れ
ば
こ
の
官
は
不
明
｡

⑳

こ
の
官
は
唐
の
長
安
年
間
に
胃
管
参
軍
事
と
改
称
さ
れ
た
｡
『唐
六
典
』
巻
二
八
､
『旧
唐
昏
』
巻
四
四

･
職
官
三
､
『新
唐
音
』
巻
四

九
上

･
百
官
四
上
｡

⑳

『典
古
今
仏
道
論
衡
』
巻
丙

(T
五
二
-
三
八
五

a
)
以
下
に
も
ほ
ぼ
同
文
が
見
え
る
｡
仏
教
側
の
記
録
は
す
べ
て
こ
の
範
囲
を
出
な

ヽ
O

LV

⑪

大
正
蔵
本

『法
苑
疎
林
』
で
は
巻
五
五

(T
五
三
-
七
〇
五

a
)､
四
部
叢
刊
本
で
は
巻
六
九
｡

㊨

ま
た

『大
唐
内
典
録
』
巻
五

(T
五
五
-
二
八

J
b
～

C
)
を
も
参
照
｡

⑳

『続
高
僧
伝
』巻
三
の
波
羅
蜜
多
羅
伝
に
は
､彼
の
葬
儀
に
さ
い
し
て
皇
太
子
の
援
助
の
あ
っ
た
こ
と
を
記
す
が
(T
五
〇
-
四
四
〇
b
)'

か
え
っ
て
こ
と
さ
ら
な
感
じ
が
し
な
い
で
も
な
い
｡



(

抑
t

IL

1..～

リ
3

⑯㊥

前
注
TI
lr磯
波
論
文
で
は
彦
傍
が

甥宋
高
僧
伝
帖
に
正
伝
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
13

刊貞
元
録
比
は
後
牡
に
刑
補
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
､
こ
こ
で
は
考
慮
し
な
い
で
お
-
C

前
稿
注

(8
)
参
照
り

節

㊥㊨

比暇宗 教 思 想研 究 節4軌

㊨㊨㊨㊨㊥㊥⑩㊥㊨㊨

刊内
典
録
帖
巻
五

(T
五
九

-
｡.八
三
ト
～
｡
)
と

珊法
兆
疎
林
帖
巻

:{
〇
〇

八人
正
蔵
本

･
T
だ
三
-

一
〇
二
三

b
～
C
)
に
は
､

遣
竃
と
遣
世
の
全
普
述
が
珊
技
に
記
録
さ
れ
て
い
て
､
両
替
は
平
行
し
て
著
述
さ
れ
た
と
見
な
さ
れ
う
る
｡

以
L
に
つ
い
て
は
前
注
称
磯
波
論
文
を
参
照
C

刊開
元
釈
教
録
略
川
比
巻
_

ET
菰
.a
-
L
川
六

b
j
に

門閥
?
.

h
J

釈
放
録
』
の

｢故
不
編
叔
｣
に
続
い
て

｢然
代
代
伝
写
｣
と
追
記
が

あ
る
｡
た
だ
し
智
外
操
と
さ
れ
て
い
る

LT.開
元
釈
放
録
略
出
払
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
を
必
要
と
す
る
C
万
広
鏑

『仏
教
大
蔵
経
史
』
(中

国
社
会
科
学
出
版
社
､

7
九
九

.
年
)
二
七
Iq
甫
以
卜
な
ど
参
照
｡

大
正
蔵
の
校
勘
記
に
よ
る
と
正
倉
院
聖
語
蔵
本

門真
元
録
仏
所
戦
の
馬
承
偶
の
上
奏
に
は

｢法
琳
別
伝
｣
が
欠
け
て
い
る
Q

原
文
は

｢江
衣
梁
室
簿
記
十
巷
､
東
都
後
醜
赤
沈
td
軸
｣
｡
前
者
は
現
在
大
正
蔵
巻
滋

7
に
収
め
ら
れ
て
い
る

『梁
京
寄
託
』
の
こ
と

で
あ
ろ
う
'=
た
だ
し
現
存
の
も
の
は
断
簡
に
す
ぎ
な
い
り

『集
古
今

仏
道
論
衡
鮎
は
龍
刑
.北
軍

(六
六

二

の
成
立
と
さ
れ
る
｡
刊開
元
録
虹
巻
九

(T
五
五
-

五
六
四
C
)'
『貞
元
録
』
巻
十
二

(T
五
茄
-
八
六
四
C
)

の
慧
立
の
略
伝
､
刊宋
橘
僧
伝
払
巻

一
七

八T
九

〇
-
八

山
三

a
)
の
慧
立
伝
に
も
同
じ
記
述
が
あ
る
｡

刊歴
代
名
画
記
A.
巻
八
の
桝
僧
尭

･
孫
尚
子

･
嬉
伯
仁
の
項
､
巷
九
の
閲
立
本

･
尉
遅
乙
僧
の
境
を
参
照
｡

蜜
粟
注

刊述
普
賦
払
巻
F
な
ど
を
参
照
｡

判断
唐
音
払
巻
五
九

･
芸
文
志
三
に

｢朱
景

玄
樹
画
断
三
巻

会
員

人
｣
p=

地
婆
網
羅
が
中
岡
に
到

っ
た
の
は
､
刊開
元
録
帖
巻
九

八T
五
五
-
五
六
四

a
i
な
ど
で
は
儀
鳳
初
年
､
『華
厳
経
伝
記
』
巻

1i

(T
五

-

一
五
四
c
V

な
ど
に
よ
れ
ば
ー
永
隆
初
年
こ
ろ
と
し
て
い
る
｡

ま
た

『員
元
録
虹
巻
十
二

八T
五
充
-
八
六
回

a
)∩

底
本
と
な

っ
て
い
る
麓
本
は

｢
二
｣
｡
宋
元
明
三
本
に
従
う
｡

現
在
に
い
た
る
ま
で

『捧
勝
陀
羅
尼
碑
払
に
か
ん
す
る
辞
茸
等
の
解
説
は
'
ほ
と
ん
ど
第
三
訳
の
仏
陀
波
利
訳
の
序
文
に
従

っ
て
い
る

が
､
こ
の
序
文
に
矛
盾
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
､
す
で
に

珊問
元
録
払
巻
九

へT
五
五

-
五
六
五
b
)
で
詳
し
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡



法 琳 雑 記 (続)

㊨面
.

㊨㊨㊨
な
お
六
九
五
年
成
立
の

『大
周
衆
経
目
録
』
巻
四

(T
五
五
-

三
九
六
C
)

に
は
こ
の
経
典
の
第
三
訳

･
第
四
訳
の
み
を
著
録
す
る
｡

た
と
え
ば
宇
都
宮
清
吉

｢慈
恩
伝
の
成
立
に
つ
い
て
｣
(『中
国
古
代
中
世
史
研
究
』
創
文
社
'

一
九
七
七
年
)
0

大
正
蔵
巻
五
〇
-
二
二
O

c
｡
広
勝
寺
本
金
蔵
や

刊大
唐
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
及
考
異

･
索
引
』
(朋
友
番
店
､

l
九
七
九
年
)
も

同
じ
｡
た
だ
し
大
正
蔵
の
校
勘
記
に
よ
れ
ば
宋
元
明
三
本

･
宮
内
庁
図
番
寮
本
に
は
こ
の
日
付
を
欠
く
｡

た
と
え
ば

『開
元
録
』
巻
十
三

(T
五
五
-
六
二
四
c
V
｡

小
野
勝
年

刊中
国
臓
唐
長
安

･
寺
院
史
料
免
成

史
料
儲

･
解
説
簾
』
(法
蔵
館
､

一
九
八
九
年
)
参
照
｡

も
し
誤
写
で
な
け
れ
ば
､
招
福
寺
は
当
時
長
安
の
崇
義
坊
に
在

っ
た
寺
院
で
あ
る
｡
前
注
小
野
著

『史
料
篇
』
五
〇
頁

去
解
説
篇
』

二
〇
頁
参
照
｡
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