
蘇
東
坡
「
菩
薩
泉
銘
」
考

吉
　
　
井
　
　
和
　
　
夫

一

　

蘇
東
坡
（
名
は
軾
。
一
〇
三
六
～
一
一
〇
一
）
が
黄
州
流
謫

の
初
期
に
撰
し
た
「
菩
薩
泉
銘
」（『
蘇
軾
文
集
』
巻
十
九
）
は
、

そ
の
名
が
示
す
よ
う
に
文
殊
菩
薩
像
所
縁
の
泉
を
讃
え
た
文
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る（
１
）。
東
坡
は
「
雩
泉
記
」「
六
一
泉
銘
」
な

ど
数
多
く
の
泉
に
ま
つ
わ
る
文
を
遺
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
多

か
れ
少
な
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
伝
わ
っ
た
謂
わ
れ
を
投
影
さ
せ

て
い
る
が
、
こ
の
銘
文
の
背
景
と
な
っ
た
説
話
は
、
そ
の
古
さ

と
知
名
度
の
点
で
一
頭
地
を
抜
き
ん
出
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

そ
こ
に
は
古
代
イ
ン
ド
の
阿
育
王
（
ア
シ
ョ
ー
カ
王
）
に
始
ま

り
、
晋
の
名
将
陶
侃
や
、
さ
ら
に
は
廬
山
で
念
佛
結
社
を
開
い

た
名
僧
慧
遠
法
師
ま
で
も
が
登
場
し
、
ま
こ
と
に
霊
験
譚
の
典

型
と
も
言
う
べ
き
面
を
有
し
て
い
る
。
銘
文
は
こ
う
し
た
説
話

を
巧
み
に
引
用
し
つ
つ
、
過
不
足
の
な
い
簡
潔
な
一
文
に
ま
と

め
上
げ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
後
の
東
坡
を
め
ぐ
る
情
況

を
考
え
る
と
、
そ
こ
へ
行
き
着
く
ま
で
の
道
程
は
、
そ
の
文
面

か
ら
受
け
る
印
象
と
は
か
け
離
れ
、
決
し
て
平
坦
な
も
の
で
は

な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
東
坡
が
撰
文
に
あ
た
っ
て
、
六
朝
以
来
伝
え
ら

れ
て
き
た
話
か
ら
何
を
選
択
し
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
変
容
さ

せ
つ
つ
一
文
を
ま
と
め
て
い
っ
た
の
か
を
探
る
と
と
も
に
、
こ

の
苛
酷
な
時
期
に
筆
を
執
っ
た
経
緯
や
、
そ
の
撰
文
に
多
大
な

影
響
を
与
え
た
書
物
の
存
在
に
つ
い
て
も
些
か
私
見
を
述
べ
て
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お
き
た
い
。二

　

ま
ず
東
坡
と
菩
薩
泉
の
出
会
い
と
「
菩
薩
泉
銘
」
撰
述
に
至

る
ま
で
の
経
緯
を
、
簡
略
に
記
し
て
お
き
た
い
。

　

北
宋
の
元
豊
年
間
と
言
え
ば
、
神
宗
治
世
の
も
と
、
旧
法
党

人
に
対
す
る
締
め
つ
け
が
漸
く
厳
し
さ
を
増
し
た
時
期
に
あ
た
っ

て
い
る
。
地
方
官
を
勤
め
な
が
ら
、
詩
文
の
中
で
新
法
批
判
を

繰
り
か
え
し
表
し
た
東
坡
も
、
そ
の
内
容
が
朝
政
を
誹
謗
し
て

い
る
と
の
嫌
疑
で
長
期
に
わ
た
る
取
り
調
べ
と
獄
中
生
活
を
経

て
、
黄
州
（
湖
北
省
黄
岡
県
）
へ
と
流
罪
に
な
っ
た
。
元
豊
三

年
（
一
〇
八
〇
）
二
月
一
日
、
こ
の
長
江
中
流
域
の
小
さ
な
わ

び
し
い
町
へ
と
や
っ
て
来
た
東
坡
は
、
定
恵
院
と
い
う
僧
坊
を

寓
居
と
し
、
あ
り
余
る
時
間
を
参
禅
や
近
辺
の
探
索
に
割
く
こ

と
と
し
た
。
す
る
と
そ
の
高
名
を
慕
っ
て
近
隣
か
ら
人
が
集
ま

り
は
じ
め
、
そ
こ
に
遠
く
か
ら
心
配
し
て
や
っ
て
来
る
知
人
も

加
わ
っ
て
、
東
坡
の
回
り
は
に
わ
か
に
文
化
サ
ー
ク
ル
の
如
き

様
相
を
呈
し
て
き
た
。
そ
の
主
だ
っ
た
人
物
と
し
て
黄
州
知
事

の
徐
大
受
や
武
昌
知
事
の
朱
寿
昌
と
い
っ
た
名
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
が（
２
）、
そ
の
中
に
東
坡
と
同
じ
蜀
の
出
で
あ
る
杜と

き沂
と

い
う
人
物
が
混
じ
っ
て
い
た（
３
）。

彼
は
長
江
を
挟
ん
で
黄
州
の
対

岸
に
あ
る
武
昌
（
湖
北
省
鄂
城
市
）
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
酴と

び釄
（
と

き
ん
い
ば
ら
）
の
花
と
菩
薩
泉
の
水
を
持
ち
帰
っ
て
東
坡
へ
の

手
土
産
と
し
た
た
め
、
そ
れ
に
感
謝
し
て
東
坡
は
「
杜
沂
武
昌

に
游
び
、
酴
釄
花
菩
薩
泉
を
以
て
餉お
く

ら
る　

二
首
」（『
蘇
軾
詩

集
』
巻
二
十
）
の
詩
を
詠
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
菩
薩
泉
を
詠

じ
た
第
二
首
を
、
次
に
掲
げ
て
お
き
た
い
。

　
　

君
言
西
山
頂　
　

君
は
言
う
西
山
の
頂

　
　

自
古
流
白
泉　
　

古
よ
り
白
泉
流
る
と

　
　

上
為
千
牛
乳　
　

上
は
千
牛
の
乳
為
り

　
　

下
有
万
石
鉛　
　

下
に
は
万
石
の
鉛
有
り

　
　

不
愧
恵
山
味　
　

恵
山
の
味
に
愧は

じ
ざ
る
も

　
　

但
無
陸
子
賢　
　

但
だ
陸
子
の
賢
無
し

　
　

願
君
揚
其
名　
　

願
わ
く
は
君
其
の
名
を
揚
げ

　
　

庶
託
文
字
伝　
　

庶ね
が

わ
く
は
文
字
に
託
し
て
伝
え
よ

　
　
　
（
四
句
略
）

　
　

嗟
我
本
何
用　
　

嗟あ
あ

我
本
と
何
の
用
ぞ
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虚
名
空
自
纏　
　

虚
名
空
し
く
自
か
ら
纏ま
と

う

　
　

不
見
子
柳
子　
　

見
ず
や
子
柳
子

　
　

餘
愚
汚
谿
山　
　

餘
愚
谿け
い
ざ
ん山
を
汚
す
を

　
　
　

君
は
言
う　

西
山
の
頂
で
は

　
　
　

昔
か
ら
澄
ん
だ
泉
が
流
れ
て
お
り

　
　
　

そ
れ
が
千
頭
の
牛
の
乳
の
よ
う
で
あ
る
の
は

　
　
　

地
下
に
万
石
の
鉛
が
眠
っ
て
い
る
か
ら
だ

　
　
　

そ
の
水
は
か
の
恵
山
の
味
に
劣
ら
な
い
が

　
　
　

た
だ
世
に
広
め
る
陸
羽
の
よ
う
な
賢
者
が
い
な
い

　
　
　

そ
こ
で
あ
な
た
が
そ
の
泉
の
名
を
揚
げ
る
た
め

　
　
　

文
字
に
託
し
て
世
に
伝
え
て
ほ
し
い

　
　
　
　
（
四
句
略
）

　
　
　

�（
君
は
そ
う
勧
め
る
が
）
あ
あ
私
な
ど
一
体
何
の
役
に

立
つ
だ
ろ
う

　
　
　

実
体
の
な
い
名
声
を
自
か
ら
纏
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い

　
　
　

ご
ら
ん
な
さ
い
か
の
柳
子
厚
先
生
で
さ
え

　
　
　

渓
谷
を
愚
渓
の
名
で
汚
し
て
し
ま
っ
た
で
は
な
い
か

こ
の
詩
の
詩
語
に
つ
い
て
少
し
注
釈
を
加
え
る
と
、
恵
山
云
々

と
あ
る
の
は
、
茶
道
の
大
成
者
陸
羽
が
そ
の
山
の
水
を
天
下
第

二
泉
と
評
し
た
た
め
、
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

故
事
に
基
づ
い
て
い
る
。
ま
た
子
柳
子
云
々
と
あ
る
の
は
、
唐

の
柳
宗
元
が
流
謫
地
永
州
の
冉
水
に
韜
晦
の
意
か
ら
愚
渓
と
名

付
け
た
と
こ
ろ
、
意
に
反
し
て
辱
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
指
し
、

私
な
ど
の
文
で
は
そ
の
二
の
舞
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
と
の

意
を
込
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
詩
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
中
国
で
は
名
水
を
貴
重
視
し
、

高
名
な
人
物
に
依
嘱
し
て
こ
れ
を
顕
彰
す
る
と
い
っ
た
例
が
多

く
、
東
坡
も
幾
つ
も
の
文
を
遺
し
て
い
る
こ
と
は
最
初
に
述
べ

た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
第
七
、八
句
目
に
「
泉
の
名
を
揚

げ
る
た
め
、
文
字
に
託
し
て
世
に
伝
え
て
ほ
し
い
」
と
あ
る
の

は
、
そ
れ
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
が
、
こ
れ

に
は
以
前
よ
り
二
つ
の
異
な
っ
た
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る（
４
）。
そ

の
一
つ
は
、
こ
の
詩
の
一
句
目
か
ら
十
二
句
目
ま
で
を
杜
沂
の

言
葉
と
し
、
残
り
の
四
句
を
そ
れ
に
対
す
る
東
坡
の
言
葉
と
す

る
解
釈
で
、
こ
れ
に
従
え
ば
杜
沂
が
東
坡
に
文
を
依
嘱
し
た
こ

と
に
な
る
。
も
う
一
つ
は
、
杜
沂
の
言
は
六
句
目
ま
で
と
し
、

七
句
目
か
ら
は
す
べ
て
東
坡
の
言
で
あ
る
と
す
る
解
釈
で
、
こ

れ
に
従
え
ば
逆
に
東
坡
が
杜
沂
に
撰
文
を
勧
め
た
こ
と
に
な
る
。
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こ
れ
ら
二
説
の
う
ち
、
筆
者
は
折
角
こ
の
地
に
流
寓
し
た
東
坡

に
銘
文
を
期
待
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
と
考
え
、
そ
れ
に
沿
っ

て
訳
し
て
お
い
た
が
、
何
れ
に
せ
よ
こ
の
菩
薩
泉
の
水
を
は
じ

め
て
味
わ
っ
た
場
に
お
い
て
、
す
で
に
銘
文
が
話
題
に
挙
が
っ

て
い
た
こ
と
だ
け
は
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
出
会
い
が
あ
っ
て
暫
く
後
の
四
月
十
三
日
、
東
坡

は
念
願
の
武
昌
へ
と
渡
り
、
街
の
西
の
山
中
に
あ
る
寒
渓
や
西

山
寺
へ
と
足
を
伸
ば
す
こ
と
に
な
っ
た（
５
）。
付
き
従
う
の
は
杜
沂

と
そ
の
息
子
た
ち
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
そ
の
時
に
詠
わ
れ
た
「
武

昌
寒
渓
の
西
山
寺
に
遊
ぶ
」（『
蘇
軾
詩
集
』
巻
二
十
）
の
詩
か

ら
摘
句
し
て
、
武
昌
が
ど
う
い
っ
た
地
で
あ
る
か
を
見
て
お
き

た
い
。
ま
ず
詩
は
そ
の
地
勢
か
ら
説
き
起
こ
し
、
一
日
も
早
く

そ
こ
へ
渡
り
た
か
っ
た
思
い
が
綴
ら
れ
る
。

　
　

連
山
蟠
武
昌　
　

連
山
武
昌
に
蟠
わ
だ
か
まり

　
　

翠
木
蔚
樊
口　
　

翠
木
樊は
ん
こ
う口
に
蔚う
つ

た
り

　
　

我
来
已
百
日　
　

我
来
り
て
已す
で

に
百
日

　
　

欲
済
空
搔
首　
　

済わ
た

ら
ん
と
欲
し
て
空
し
く
首
を
搔か

く

　
　
　

連
な
る
山
々
は
武
昌
の
街
を
と
り
巻
き

　
　
　

緑
の
木
々
は
樊
口
の
あ
た
り
に
鬱
蒼
と
茂
っ
て
い
る

　
　
　

私
が
黄
州
へ
と
や
っ
て
来
て
も
う
百
日
に
も
な
る
が

　
　
　

�

渡
り
た
く
て
も
為
す
術
が
な
く
頭
を
搔
く
ば
か
り
だ
っ

た

こ
う
し
た
表
現
か
ら
、
東
坡
は
黄
州
に
流
さ
れ
て
か
ら
に
わ
か

に
そ
の
対
岸
に
興
味
を
抱
い
た
の
で
は
な
く
、
か
ね
て
よ
り
武

昌
を
訪
れ
て
み
た
い
と
願
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ

れ
る
が
、
そ
れ
は
、
翌
年
に
書
か
れ
た
「
樊
山
を
記
す
」（『
蘇

軾
文
集
』
巻
七
十
一
）
の
一
文
に
よ
っ
て
確
か
め
る
こ
と
が
で

き
る（
６
）。
そ
こ
に
は
、
十
五
年
前
に
開
封
で
亡
く
な
っ
た
父
蘇
洵

を
故
郷
に
葬
る
た
め
、
東
坡
と
弟
の
蘇
轍
が
柩
を
護
っ
て
長
江

を
遡
っ
て
い
た
際
に
、
偶
々
武
昌
に
立
ち
寄
っ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
て
、
と
り
わ
け
印
象
深
い
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
続
い
て
詩
は
、
そ
の
長
年
の
思
い
が
叶
っ

て
、
小
さ
な
舟
に
身
を
寄
せ
て
長
江
を
お
し
渡
り
、
背
後
の
山

を
踏
破
す
る
様
子
を
描
い
て
い
る
。

　
　

今
朝
横
江
来　
　

今
朝
江
を
横
ぎ
り
て
来
る

　
　

一
葦
寄
衰
朽　
　

一い
ち
い葦

衰
朽
を
寄
す

　
　

高
談
破
巨
浪　
　

高
談
巨
浪
を
破
り

　
　

飛
屨
軽
重
阜　
　

飛ひ

く屨
重
阜
を
軽
ん
ず
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今
朝
に
は
葦
の
葉
の
よ
う
な
小
舟
に
衰
え
た
体
を
乗
せ

　
　
　

長
江
を
横
ぎ
っ
て
や
っ
て
来
た

　
　
　

大
き
な
波
な
ど
物
と
も
せ
ず
意
気
軒
昂
に
語
り
合
う
と

　
　
　

足
ど
り
は
軽
く
幾
重
も
の
丘
な
ど
気
に
も
な
ら
な
い

　

と
こ
ろ
で
、
武
昌
は
単
に
山
水
の
美
に
恵
ま
れ
た
地
で
あ
る

ば
か
り
で
な
く
、
歴
史
的
に
み
て
も
東
坡
の
興
味
を
惹
き
つ
け

る
に
足
る
史
蹟
が
そ
こ
か
し
こ
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ

た
。
古
く
は
伍
子
胥
や
屈
原
に
つ
い
て
の
伝
承
も
残
っ
て
い
る

が
、
と
り
わ
け
こ
の
地
が
世
の
注
目
を
浴
び
た
の
は
、
三
国
時

代
に
孫
権
が
こ
こ
を
鄂
か
ら
武
昌
と
改
名
し
、
呉
の
都
と
定
め

た
時
か
ら
で
あ
ろ
う（
７
）。
そ
の
当
時
を
物
語
る
遺
蹟
と
し
て
、
東

坡
が
最
初
に
足
を
踏
み
入
れ
た
劉り
ゆ
う
ろ
う
ふ
く

郎
洑
は
孫
権
が
劉
備
を
出
迎

え
た
場
所
と
し
て
知
ら
れ
、
ま
た
西
山
が
か
つ
て
樊は
ん
ざ
ん山
と
呼
ば

れ
た
の
は
、
一
説
に
は
漢
初
の
剛
勇
樊は
ん
か
い噲
の
母
と
称
す
る
老
女

が
孫
権
に
向
か
っ
て
魏
の
大
軍
に
対
す
る
勝
利
を
予
言
し
た
こ

と
に
よ
る
と
言
う
。
そ
の
西
山
に
程
近
い
寒
渓
に
は
避
暑
の
た

め
の
離
宮
が
築
か
れ
た
が
、
そ
の
往
時
を
偲
ん
だ
詩
が
前
掲
「
杜

沂
武
昌
に
游
び
…
…
」
の
詩
の
第
一
首
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
当

時
の
宮
殿
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
筈
も
な
く
、
そ
れ
ら
が
土

に
埋
も
れ
、
あ
る
い
は
草
に
覆
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
旅
人

は
一
層
の
感
慨
を
催
す
こ
と
と
な
る
。

　
　

離
離
見
呉
宮　
　

離
離
と
し
て
呉
宮
を
見
る

　
　

莽
莽
真
楚
藪　
　

莽も
う
も
う莽
と
し
て
真
に
楚そ
そ
う藪

　
　

空
伝
孫
郎
石　
　

空
し
く
伝
う
孫
郎
の
石

　
　

無
復
陶
公
柳　
　

復
た
陶
公
の
柳
無
し

　
　
　

荒
れ
果
て
た
呉
宮
の
旧
蹟
は

　
　
　

い
ば
ら
の
藪
が
生
い
茂
る
ば
か
り

　
　
　

孫
権
ゆ
か
り
の
石
は
伝
わ
っ
て
も
当
人
の
姿
は
な
く（
８
）

　
　
　

ま
た
陶
公
が
植
え
た
は
ず
の
柳
も
残
っ
て
は
い
な
い

こ
こ
に
陶
公
と
あ
る
の
は
、
東
晋
の
名
将
陶と
う
か
ん侃
（
二
五
九
～

三
三
四
）
の
こ
と
で
あ
る（
９
）。
陶
淵
明
の
曾
祖
父
に
当
た
る
陶
侃

は
武
昌
に
拠
っ
て
力
を
蓄
え
、
広
州
左
遷
を
経
た
の
ち
復
帰
し

て
一
大
勢
力
を
築
き
、
各
地
の
反
乱
を
鎮
め
る
の
に
功
績
を
あ

げ
た
。
彼
は
柳
を
こ
と
の
ほ
か
愛
し
、
武
昌
の
役
所
や
門
に
多

く
を
植
え
さ
せ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
う
し
た
表
現
が
な
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
詩
に
は
出
て
こ
な
い
が
、
同
じ
く
東
晋

の
高
僧
慧え
お
ん遠

（
三
三
四
～
四
一
六
）
も
、
廬
山
（
江
西
省
）
で

白
蓮
宗
と
呼
ば
れ
る
念
佛
結
社
を
開
く
以
前
に
こ
の
地
に
立
ち
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寄
り
、
寒
渓
寺
に
駐
錫
し
、
西
山
寺
を
創
建
し
た
と
伝
え
ら
れ

る）
（1
（

。

　

こ
の
よ
う
に
武
昌
は
六
朝
時
代
に
は
文
化
的
、
政
治
的
、
あ

る
い
は
軍
事
的
に
も
重
要
な
地
域
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
唐
時

代
に
な
る
と
李
白
や
劉
禹
錫
、
元
結
、
杜
牧
な
ど
、
多
く
の
詩

人
が
こ
の
地
を
訪
れ
て
作
品
を
遺
し
て
は
い
る
も
の
の
、
歴
史

の
表
舞
台
か
ら
は
徐
々
に
忘
れ
去
ら
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
が
か
え
っ
て
東
坡
の
目
に
は
、
余
生
を
送
る
の
に
相
応
し

い
地
と
映
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　

買
田
吾
已
決　
　

買ば
い
で
ん田
吾
已す
で

に
決
す

　
　

乳
水
況
宜
酒　
　

乳
水
況い
わ

ん
や
酒
に
宜よ
ろ

し
き
を
や

　
　
　

私
は
終
生
こ
こ
で
暮
ら
そ
う
と
決
め
て
い
る

　
　
　

�

酒
造
り
に
適
し
た
乳
水
ま
で
湧
く
と
あ
れ
ば
尚
更
の
こ

と

致
仕
し
て
後
も
故
郷
に
帰
ら
ず
、
気
に
入
っ
た
土
地
を
手
に
入

れ
て
終
の
棲
家
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
徙
居
買
田
は
当
時
の
士
大

夫
の
生
き
様
を
示
す
語
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
東
坡
の
武
昌
に

対
す
る
思
い
入
れ
の
強
さ
を
表
す
も
の
に
な
っ
て
い
る）
（（
（

。
そ
し

て
そ
の
理
由
と
し
て
、
素
晴
ら
し
い
菩
薩
泉
が
一
役
か
っ
て
い

る
と
付
け
加
え
る
の
を
忘
れ
て
い
な
い
の
は
、
水
を
贈
っ
て
く

れ
た
杜
沂
へ
の
配
慮
で
あ
ろ
う
。

　

右
に
挙
げ
た
詩
句
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
度
の

武
昌
訪
問
は
、
東
坡
の
期
待
を
上
ま
わ
る
魅
力
に
あ
ふ
れ
て
い

た
。
友
人
の
陳
季
常
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
「
奇
勝
殆
ど
聞
く

所
に
過
ぐ
」
と
記
し
て
い
る
の
が
決
し
て
過
褒
で
な
い
こ
と
は
、

そ
の
後
も
事
あ
る
毎
に
足
を
運
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
察
せ
ら
れ

る）
（1
（

。
た
と
え
ば
五
月
末
に
弟
の
蘇
轍
が
東
坡
の
家
族
を
黄
州
に

ま
で
送
っ
て
来
て
く
れ
た
時
は
、
翌
月
に
兄
弟
そ
ろ
っ
て
西
山

に
遊
ん
で
詩
を
応
酬
し）
（1
（

、
翌
年
に
友
人
の
王
適
（
子
立
）
を
見

送
る
際
も
、
わ
ざ
わ
ざ
菩
薩
泉
に
立
ち
寄
っ
て
「
行
を
送
る
に

酒
無
く
亦
銭
も
無
し
、
爾な
ん
じに
勧
む
一
杯
の
菩
薩
泉
」
と
詠
っ
て

い
る）
（1
（

。

　

こ
う
し
て
黄
州
と
武
昌
と
の
間
を
頻
繁
に
行
き
来
し
て
い
た

東
坡
の
も
と
に
、
十
月
頃
に
な
っ
て
李
常
と
い
う
人
物
が
尋
ね

て
き
た
。
李
常
（
字
は
公
択
。
一
〇
二
七
～
一
〇
九
〇
）
は
東

坡
の
門
人
で
あ
る
黄
庭
堅
の
舅
に
あ
た
る
人
物
で
、東
坡
に
と
っ

て
心
を
許
す
こ
と
の
で
き
る
友
人
の
一
人
で
あ
っ
た）
（1
（

。
彼
は
、

廬
山
に
あ
る
白
石
菴
で
学
ん
で
い
た
時
に
九
千
巻
以
上
の
蔵
書
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を
蓄
え
た
が
、
や
が
て
役
人
と
な
っ
て
他
所
に
移
っ
た
後
も
全

て
そ
こ
に
残
し
て
お
い
た
た
め
、
こ
れ
は
後
人
を
益
す
る
義
挙

で
あ
る
と
し
て
東
坡
が
熙
寧
九
年
（
一
〇
七
六
）
に
撰
し
た
の

が
「
李
氏
山
房
蔵
書
記
」（『
蘇
軾
文
集
』
巻
十
一
）
の
一
文
で

あ
る
。
こ
れ
は
後
に
沈
徳
潜
の
『
唐
宋
八
家
文
読
本
』
に
も
収

載
せ
ら
れ
る
な
ど
人
口
に
膾
炙
し
た
た
め
、
李
常
に
は
宋
を
代

表
す
る
蔵
書
家
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
当
時
、
李
常
は
提
点
刑
獄
の
任
に
あ
っ
て
舒
州
（
安
徽
省
）

に
駐
し
て
い
た
の
で
、
そ
こ
か
ら
長
江
を
遡
っ
て
黄
州
を
訪
ね

た
と
こ
ろ
、
東
坡
は
さ
っ
そ
く
に
李
常
を
連
れ
だ
し
、
西
山
へ

と
向
か
っ
て
い
る）
（1
（

。「
菩
薩
泉
銘
」
の
叙
に
は
撰
述
の
繋
年
に

結
び
つ
く
直
接
的
な
表
現
は
見
ら
れ
な
い
が
、
李
常
の
依
嘱
に

よ
っ
て
撰
し
た
と
い
う
一
節
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
推
し
て
、
お

そ
ら
く
こ
の
時
に
撰
文
が
な
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

や
や
長
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
以
下
に
そ
の
全
文
を
挙
げ
て
お

き
た
い
。

　
　
　
　

菩
薩
泉
銘
并
び
に
叙

　
　

�

陶
侃
、
広
州
刺
史
為た

り
し
と
き
、
漁
人
有
り
、
毎
夕
神
光

を
海
上
に
見
、
以
て
侃
に
白も
う

す
。
侃
之
を
迹あ
と

せ
し
め
、
金

像
を
得
た
り
。
其
の
款か

ん
し識
を
視
る
に
、
阿あ

育い
く

王お
う

鋳
す
る
所

の
文
殊
師
利
像
な
り
。
初
め
武
昌
の
寒
渓
寺
に
送
る
。
侃

荊
州
に
遷
る
に
及
び
、
像
を
以
て
行
か
ん
と
欲
す
る
も
、

人
力
も
て
動
か
す
こ
と
能
わ
ず
。
益
す
に
牛
車
三
十
乗
を

以
て
、
乃
ち
能
く
船
に
至
ら
し
む
。
船
復
た
没
し
、
遂
に

以
て
寺
に
還
す
。
其
の
後
慧
遠
法
師
像
を
迎
え
て
廬
山
に

帰
る
に
、
了つ
い

に
艱か
ん
げ礙
無
し
。
山
中
世よ
よ

二
僧
を
以
て
之
を
守

ら
し
む
。
会
昌
中
、
詔
し
て
天
下
の
寺
を
毀こ
ぼ

ち
し
に
、
二

僧
像
を
錦
繡
谷
に
蔵か
く

す
。
釈
教
復
た
興
る
に
比お
よ

び
、
像
を

求
む
る
も
得
べ
か
ら
ず
。
而
し
て
谷
中
今
に
至
り
て
光
景

有
り
、
往
往
発は
つ
げ
ん見
す
。
峩
眉
、
五
台
見
る
所
の
如
し
。
蓋

し
遠
師
の
文
集
に
載
す
処
士
張
文
逸
の
文
、
及
び
山
中
の

父
老
伝
う
る
所
此か
く

の
如
し
。
今
寒
渓
よ
り
少
し
く
西
す
る

こ
と
数
百
歩
、
別
に
西
山
寺
為
り
。
泉
の
嵌か
ん
と
う竇
の
間
よ
り

出
ず
る
有
り
。
色
白
く
し
て
甘
し
。
菩
薩
泉
と
号
す
る
も
、

人
其
の
本
末
を
知
る
莫な

し
。
建
昌
の
李
常
余
に
謂
え
ら
く
、

豈あ
に

昔
像
の
在
り
し
所
な
ら
ん
か
と
。
且
つ
余
に
属し
よ
くし

て
銘

を
為つ
く

ら
し
む
。
銘
に
曰
く
、
像
は
廬ろ

ふ阜
に
在
り
て
、
宵
光

天
を
燭て
ら

す
。
旦
朝
之
を
視
れ
ば
、
寥
り
よ
う
り
よ
う々た

る
空
山
。
誰
か

― 43 ―



謂
う
寒
渓
と
、
尚な
お

斯
の
泉
有
る
に
。
盍な
ん

ぞ
往
き
て
之
を
鑒み

ざ
る
、
文
殊
了
然
た
り
。

　
　
　

�
陶
侃
が
広
州
の
刺
史
で
あ
っ
た
と
き
、
あ
る
漁
夫
が
、

い
つ
も
日
暮
れ
時
に
な
る
と
海
上
に
不
思
議
な
光
を
目

に
し
た
の
で
、
そ
れ
を
侃
に
報
告
し
た
。
侃
は
左
右
の

者
に
漁
夫
の
後
を
つ
い
て
行
か
せ
、
黄
金
の
像
を
手
に

入
れ
た
。
そ
こ
に
刻
さ
れ
た
文
字
を
視
る
と
阿
育
王
が

鋳
造
さ
せ
た
文
殊
師
利
菩
薩
の
像
で
あ
っ
た
。
当
初
は

武
昌
に
あ
る
寒
渓
寺
へ
と
送
っ
た
が
、
侃
は
荊
州
へ
と

任
地
が
変
わ
る
際
に
そ
の
像
を
持
っ
て
行
こ
う
と
し
た
。

し
か
し
人
の
力
で
は
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の

で
、
三
十
乗
の
牛
車
を
加
え
て
何
と
か
船
に
積
み
込
む

こ
と
が
で
き
た
。
と
こ
ろ
が
今
度
は
そ
の
船
が
沈
ん
で

し
ま
っ
た
た
め
、
侃
も
諦
め
て
寺
に
還
す
こ
と
と
し
た
。

そ
の
後
、
慧
遠
法
師
が
そ
の
像
を
廬
山
に
迎
え
よ
う
と

し
た
と
こ
ろ
、
全
く
何
の
差
し
さ
わ
り
も
起
き
な
か
っ

た
。
山
中
で
は
代
々
二
人
の
僧
侶
に
像
を
守
ら
せ
て
い

た
が
、
唐
の
会
昌
年
間
に
天
下
の
佛
寺
を
廃
棄
す
る
よ

う
勅
命
が
出
さ
れ
た
の
で
、
彼
等
は
像
を
廬
山
の
錦
繡

谷
に
隠
し
た）
（1
（

。
そ
の
後
ふ
た
た
び
佛
教
が
盛
ん
に
な
っ

た
た
め
、
隠
し
て
お
い
た
像
を
捜
し
求
め
た
が
、
ど
う

し
て
も
見
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め

谷
の
中
で
は
今
で
も
時
お
り
光
輝
く
現
象
が
見
ら
れ
る

こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
は
峨
眉
山
や
五
台
山
に
現
れ
る
も

の
に
似
て
い
る）
（1
（

。
考
え
る
に
、
慧
遠
法
師
の
文
集
に
載

せ
て
い
る
処
士
張
文
逸
の
文
や
、
廬
山
に
住
む
老
人
が

語
り
伝
え
て
い
る
も
の
は
こ
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

現
在
、
寒
渓
か
ら
少
し
西
へ
数
百
歩
行
っ
た
と
こ
ろ
に
、

（
寒
渓
寺
と
は
）
別
に
西
山
寺
と
い
う
寺
院
が
あ
り
、

岩
の
窪
ん
だ
と
こ
ろ
か
ら
泉
が
湧
き
出
し
て
い
る
。
そ

の
水
の
色
は
白
く
、
飲
む
と
甘
い
。
菩
薩
泉
と
名
付
け

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
謂
わ
れ
の
一
部
始
終
を
知
っ
て

い
る
者
は
誰
も
い
な
い
。
建
昌
の
李
常
は
私
に
、
泉
が

出
る
こ
の
場
所
こ
そ
、
そ
の
む
か
し
菩
薩
像
が
置
か
れ

て
い
た
所
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
言
い
、
さ
ら
に
私
に

依
嘱
し
て
銘
文
を
撰
述
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
銘
に

は
次
の
よ
う
に
言
う
。
菩
薩
像
は
廬
山
に
あ
っ
て
、
夜

に
放
つ
光
は
天
を
も
照
ら
す
。
だ
が
朝
に
な
っ
て
辺
り
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を
見
渡
し
て
も
、
人
気
の
な
い
山
は
が
ら
ん
と
し
て
い

る
。
一
方
こ
こ
を
誰
が
寒
さ
び
し
い
た
に

渓
な
ど
と
呼
ぶ
の
か
、
こ
の

よ
う
な
素
晴
ら
し
い
泉
が
あ
る
と
い
う
の
に
。
自
ら
出

か
け
て
見
よ
う
で
は
な
い
か
、
さ
す
れ
ば
文
殊
菩
薩
の

姿
が
は
っ
き
り
と
目
に
映
る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
菩
薩
泉
か
ら
始
ま
っ
た
流
謫
期
の
交
流
は
、
そ
の

半
年
後
の
「
菩
薩
泉
銘
」
の
撰
文
を
以
て
一
応
の
結
実
を
見
た

訳
で
あ
る
が
、
東
坡
は
そ
の
後
も
武
昌
へ
と
足
し
げ
く
通
い
、

あ
ま
つ
さ
え
官
界
復
帰
後
も
そ
れ
に
因
ん
だ
詩
を
詠
い
上
げ
る

な
ど
、
そ
の
地
へ
の
思
い
入
れ
の
強
さ
に
は
一
方
な
ら
ぬ
も
の

が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る）
（1
（

。
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
章
で
は
撰

文
の
経
緯
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
が
、
次
章
で
は
そ
れ
を
踏

ま
え
て
銘
文
の
内
容
を
分
析
し
つ
つ
、
そ
の
拠
り
所
と
な
っ
た

も
の
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

三

　

こ
の
「
菩
薩
泉
銘
」
の
多
く
の
部
分
が
説
話
に
割
か
れ
て
い

る
こ
と
は
、
一
読
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
東

坡
が
何
に
基
づ
い
て
撰
文
し
た
の
か
と
い
っ
た
点
や
、
伝
わ
っ

て
き
た
内
容
を
ど
の
よ
う
に
変
容
さ
せ
た
の
か
と
い
っ
た
点
が

気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
出
典
に
つ
い
て
は
、
東

坡
自
身
が
銘
文
の
中
で
、「
遠
師
の
文
集
に
載
す
処
士
張
文
逸

の
文
」
と
「
山
中
の
父
老
伝
う
る
所
」
に
基
づ
い
た
と
い
う
意

味
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
の
で
、
口
伝
で
あ
る
後
者
は
さ
て
お

き
、
前
者
に
つ
い
て
少
し
見
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
こ
こ
に
見

え
る
張
文
逸
（
四
八
一
？
～
五
二
二
）
は
南
陽
宛
（
河
南
省
）

の
人
で
名
を
孝
秀
と
言
い
、
文
逸
は
そ
の
字
で
あ
る）
11
（

。
彼
に
つ

い
て
は
簡
単
な
伝
が
遺
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
若
い
頃

は
地
方
役
人
を
務
め
て
い
た
が
、「
処
士
」
と
あ
る
よ
う
に
自

ら
職
を
辞
し
て
廬
山
の
東
林
寺
に
居
し
、
持
っ
て
い
る
田
畑
か

ら
の
収
入
は
す
べ
て
山
に
納
め
た
た
め
、
そ
の
人
柄
を
慕
っ
て

多
く
の
人
々
が
廬
山
に
集
ま
っ
た
と
い
う
。
ま
た
彼
は
博
学
で

佛
書
に
も
精
通
し
、『
廬
山
僧
伝
』
を
著
し
た
と
さ
れ
て
い
る

の
で
、
お
そ
ら
く
そ
の
中
の
慧
遠
の
伝
記
中
に
こ
の
説
話
に
つ

い
て
も
言
及
し
、
そ
れ
が
文
集
に
収
載
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か）
1（
（

。
惜
し
い
こ
と
に
、
現
在
見
る
こ
と
の
で
き
る
慧
遠
の
文

集
に
は
当
該
の
文
は
全
く
見
当
た
ら
な
い
が
、
東
坡
の
頃
に
は
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二
十
巻
本
の
『
慧
遠
文
集
』
が
伝
わ
っ
て
い
た
記
録
が
残
っ
て

い
る
の
で
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
収
め
ら
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら

れ
る）
11
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
東
坡
が
目
に
し
た
こ
の
説
話
の
最
も

古
い
文
献
の
一
つ
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
以
上
、
他
の
書
物
に

引
か
れ
て
い
る
も
の
を
通
し
て
、
銘
文
と
の
比
較
を
行
っ
て
い

く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

如
来
や
菩
薩
に
ま
つ
わ
る
霊
験
譚
は
古
来
枚
挙
に
暇
が
な
い

が
、
こ
こ
に
引
か
れ
た
説
話
は
人
物
名
、
地
名
と
も
に
広
く
知

ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
中
で
も
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
た

も
の
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
。
次
に
そ
れ
を
載
せ
て
い
る
書
物

の
う
ち
、
時
代
的
に
東
坡
よ
り
以
前
の
も
の
を
年
代
順
に
挙
げ

て
お
き
た
い）
11
（

。

　
　
『
高
僧
伝
（
梁
高
僧
伝
）』

�

梁�

慧
皎　

巻
六�

廬
山
の
釈
慧
遠
伝

　
　
『
辯
正
論
』
唐�

法
琳　

巻
三

　
　
『
広
弘
明
集
』
唐�

道
宣　

巻
十
五

　
　
『
集
じ
ゆ
う
じ
ん
し
ゆ
う

神
州
三
宝
感
通
録
』
唐�

道
宣　

巻
中

　
　
『
法
苑
珠
林
』
唐�

道
世　

巻
十
三

　
　
「
東
林
寺
碑
」

�

唐�

李
邕
（『
全
唐
文
新
編
』
巻
二
百
六
十
四
）

　
　
『
北
山
録
』
唐�

神
清　

巻
三

　
　
『
義
楚
六
帖
』
五
代�

義
楚　

巻
一　

像
化
霊
異
の
項

　
　
『
浄
土
往
生
伝
』
北
宋�

戒
珠　

巻
一

　
　
「
金
像
文
殊
現
瑞
記
」
北
宋�

王
安
石�（『
廬
山
志
』
巻
十
）

こ
こ
に
挙
げ
た
も
の
の
中
で
は
、『
梁
高
僧
伝
』
や
『
集
神
州

三
宝
感
通
録
』『
法
苑
珠
林
』
に
見
え
る
も
の
が
詳
細
な
内
容

を
備
え
て
お
り
、
殊
に
『
梁
高
僧
伝
』
は
張
文
逸
の
文
と
ほ
ぼ

同
時
期
の
も
の
だ
け
に
、
共
通
す
る
事
項
も
多
く
有
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
そ
れ
ら
と
銘
文
と
の
違
い

に
つ
い
て
、
一
々
具
体
例
を
挙
げ
て
検
討
す
る
こ
と
は
煩
雑
に

過
ぎ
る
の
で
、
本
稿
で
は
特
に
気
に
な
る
二
つ
の
事
項
を
取
り

あ
げ
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
お
き
た
い
。

　

そ
の
一
つ
は
、
銘
文
で
は
阿
育
王
が
造
っ
た
文
殊
菩
薩
像
と

さ
れ
て
い
る
も
の
を
、
単
に
「
阿
育
王
像
」
あ
る
い
は
「
育
王

像
」
と
表
記
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
が
か
な
り
見
ら
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
具
体
的
な
書
名
を
挙
げ
れ
ば
『
梁
高
僧
伝
』
を
は
じ
め

と
し
、『
辯
正
論
』『
北
山
録
』『
浄
土
往
生
伝
』
等
が
そ
れ
に

当
た
る
。
阿
育
王
と
は
、
言
う
ま
で
も
無
く
、
古
代
イ
ン
ド
を
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支
配
し
つ
つ
、
一
方
で
は
佛
教
に
深
く
帰
依
し
た
こ
と
で
知
ら

れ
る
人
物
で
あ
る
。
た
だ
、
阿
育
王
像
と
い
う
呼
称
は
、
本
来

阿
育
王
が
造
っ
た
釈
迦
如
来
像
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
の
姿
が

阿
育
王
そ
の
人
を
髣
髴
と
さ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
て
阿
育
王
像
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る）
11
（

。
こ
う
し
た
説
話
に
見
え

る
像
が
釈
迦
如
来
像
か
文
殊
菩
薩
像
か
と
い
っ
た
問
題
は
、
単

な
る
名
称
の
違
い
に
と
ど
ま
ら
ず
、
菩
薩
泉
の
由
来
と
な
り
得

る
か
否
か
と
い
う
点
に
ま
で
及
ん
で
く
る
た
め
、
こ
こ
で
取
り

上
げ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
に
阿
育
王
像
崇
拝

は
南
北
朝
時
代
に
南
朝
の
版
図
、
す
な
わ
ち
長
江
流
域
を
中
心

に
し
た
地
域
で
始
ま
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、『
梁
高
僧
伝
』
は

撰
述
さ
れ
た
地
域
や
時
期
が
ち
ょ
う
ど
そ
れ
と
重
な
っ
て
い
る
。

し
か
も
そ
の
像
の
出
現
に
ま
つ
わ
る
説
話
は
あ
る
程
度
パ
タ
ー

ン
化
さ
れ
て
お
り
、
広
州
な
ど
南
方
の
漁
師
が
不
思
議
な
光
に

導
か
れ
て
見
つ
け
だ
し
、
銘
文
に
よ
っ
て
来
歴
が
明
ら
か
と
な

り
、
や
が
て
光
背
も
別
の
場
所
か
ら
見
つ
か
る
と
い
っ
た
過
程

を
経
る
も
の
が
多
く
、
こ
う
し
た
内
容
の
点
か
ら
も
『
梁
高
僧

伝
』
に
見
え
る
説
話
が
、
当
時
の
阿
育
王
像
崇
拝
を
背
景
と
し

て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
。

　

で
は
、
六
朝
時
代
に
始
ま
っ
た
阿
育
王
像
の
説
話
に
、
い
つ

頃
か
ら
文
殊
菩
薩
像
の
説
話
が
混
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
右
に
挙
げ
た
資
料
に
限
っ
て
い
え
ば
、
そ
れ
を
最
初

に
記
し
て
い
る
の
は
唐
の
初
め
に
道
宣
が
撰
し
た
『
広
弘
明
集
』

で
あ
り
、
そ
の
内
容
を
さ
ら
に
敷
衍
さ
せ
た
の
が
同
じ
く
道
宣

の
『
集
神
州
三
宝
感
通
録
』
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
阿
育
王
が

造
っ
た
釈
迦
如
来
像
と
さ
れ
て
い
た
の
を
文
殊
菩
薩
像
に
代
え

る
に
は
、
人
々
を
得
心
さ
せ
る
た
め
の
理
由
が
必
要
で
あ
る
と

考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
『
集
神
州
三
宝
感
通
録
』
に

は
、
も
と
も
と
凶
暴
で
あ
っ
た
阿
育
王
が
改
心
し
て
佛
教
を
信

仰
す
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
に
、
文
殊
菩
薩
が
大
い
に
関

わ
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
ひ
い
て
は
造
像
に
つ
な
が
っ
た
と
説
い

て
い
る
。

　
　

�

昔
の
伝
に
言
う
。
阿
育
王
が
こ
の
地
方
（
南
海
）
を
治
め

て
い
た
時
の
こ
と
、
罪
人
を
裁
く
の
に
鬼
王
の
や
り
方
を

学
ん
だ
た
め
、
た
い
そ
う
酷
た
ら
し
い
刑
に
処
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
罪
人
を
茹
で
る
釜
の
中
に
文
殊
菩
薩
が
現
れ
る

と
、
火
を
盛
ん
に
燃
や
し
て
も
水
は
清
ら
か
で
、
青
蓮
華

が
咲
い
た
の
で
、
王
は
そ
れ
ま
で
の
誤
り
を
悟
り
、
す
ぐ
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さ
ま
牢
獄
を
取
り
壊
し
た
。
さ
ら
に
八
万
四
千
基
の
佛
塔

を
造
り
、
ま
た
そ
の
姿
を
摸
し
た
像
を
同
じ
数
だ
け
造
っ

た
が
、
こ
の
文
殊
菩
薩
像
は
そ
の
う
ち
の
一
体
で
あ
る
。

右
に
挙
げ
た
説
話
の
元
に
な
っ
た
も
の
は
、
阿
育
王
の
事
蹟
を

中
国
に
広
め
た
西
晋
の
安
法
欽
訳
の
『
阿
育
王
伝
』
や
梁
の
僧

伽
婆
羅
訳
の
『
阿
育
王
経
』、
あ
る
い
は
梁
の
僧
祐
の
『
釈
迦
譜
』

に
確
か
に
見
え
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
鉄
の
釜
で
茹
で
ら
れ
て

も
、
平
然
と
し
て
蓮
華
上
に
座
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
一
人
の

比
丘
で
あ
り
、
煩
悩
を
除
い
て
阿
羅
漢
果
を
得
た
結
果
そ
の
よ

う
に
で
き
た
と
さ
れ
て
い
る）
11
（

。
道
宣
の
説
話
は
、
そ
の
比
丘
を

文
殊
菩
薩
の
化
身
で
あ
る
と
読
み
替
え
た
も
の
で
、
や
が
て
こ

れ
が
後
世
に
お
け
る
こ
の
説
話
の
主
流
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
説
話
内
容
の
変
化
を
辿
っ
て
み
る
と
、
道

宣
の
創
意
に
出
た
と
は
断
言
し
き
れ
な
い
も
の
の
、
少
な
く
と

も
そ
の
名
声
に
よ
っ
て
そ
れ
が
定
着
し
て
い
っ
た
様
が
見
て
取

れ
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
中
国
に
お
け
る
阿
育
王
受
容

史
の
中
で
捉
え
る
と
、
東
坡
が
挙
げ
た
張
文
逸
の
文
も
や
は
り

文
殊
菩
薩
像
で
は
な
く
、
単
に
「
阿
育
王
像
」
と
さ
れ
て
い
た

可
能
性
は
か
な
り
高
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
そ
う
な

る
と
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
菩
薩
泉
と
い
う
名
前
の
由
来
に
は

な
り
得
な
い
た
め
、
後
世
の
文
殊
説
話
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
整
合
性
を
図
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
文
殊
菩
薩
像
を
め
ぐ
る
説
話
の
中
で
、
も
う
一
つ
注
目

し
た
い
の
は
、
銘
文
の
構
成
上
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
文
は
も

と
も
と
、
広
州
で
見
つ
か
っ
た
像
が
陶
侃
に
よ
っ
て
寒
渓
寺
に

送
ら
れ
、
最
後
は
慧
遠
に
よ
っ
て
廬
山
に
納
ま
る
と
い
う
展
開

を
見
せ
る
が
、
も
し
そ
こ
で
も
う
一
度
武
昌
に
あ
る
寒
渓
の
泉

に
話
を
戻
そ
う
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
読
み
手
に
唐
突
な
感

を
抱
か
せ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
東
坡
は
、
会
昌
の
廃
佛

を
き
っ
か
け
に
像
が
姿
を
消
し
、
代
わ
り
に
光
り
輝
く
現
象
が

現
れ
る
と
い
う
話
を
挿
む
こ
と
に
よ
り
、
話
の
流
れ
が
な
る
べ

く
滞
ら
な
い
よ
う
に
工
夫
し
た
と
思
わ
れ
る
。こ
れ
は
光
に
よ
っ

て
見
出
さ
れ
た
菩
薩
像
が
、
数
々
の
不
思
議
な
現
象
を
起
こ
し

た
後
、
再
び
山
中
に
姿
を
消
し
て
光
に
つ
つ
ま
れ
る
と
い
っ
た
、

冒
頭
の
主
題
が
回
帰
す
る
形
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
話
に
完
結

性
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
を
計
算
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
菩
薩
像
の
話
が
完
結
し
た
こ
と
に
よ
り
、
も
う
一
度
寒
渓
に

無
理
な
く
話
を
移
行
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
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こ
の
四
十
字
余
り
の
挿
話
の
持
つ
意
味
の
重
さ
は
自
ず
と
理
解

で
き
よ
う
。

　

で
は
文
の
構
成
上
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
の
後
日
談
を
、
東

坡
は
何
を
も
と
に
記
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
張
文
逸

の
文
や
『
梁
高
僧
伝
』
は
も
と
よ
り
、
右
に
挙
げ
た
文
献
の
う

ち
唐
代
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
は
す
べ
て
会
昌
以
前
に
撰
せ
ら

れ
た
も
の
で
あ
り
、
残
る
五
代
か
ら
宋
代
に
か
け
て
の
三
本
に

も
当
該
の
記
事
は
見
当
た
ら
な
い
か
、
も
し
く
は
銘
文
に
結
び

つ
く
ほ
ど
の
詳
細
さ
は
備
え
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
そ
れ
に
つ

い
て
東
坡
自
身
が
示
唆
し
た
の
が
、
銘
文
中
に
あ
る
「
山
中
の

父
老
伝
う
る
所
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
の
言
葉
を

そ
の
ま
ま
受
け
取
と
れ
ば
、
東
坡
が
廬
山
に
住
む
古
老
か
ら
直

接
聞
き
と
っ
た
か
の
よ
う
に
解
せ
ら
れ
る
が
、
こ
の
時
点
で
東

坡
は
廬
山
を
訪
れ
た
こ
と
が
無
か
っ
た
の
で
、
や
は
り
廬
山
と

深
い
つ
な
が
り
を
持
つ
李
常
を
介
し
て
、
そ
の
情
報
が
得
ら
れ

た
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ま
で
話
題
に
な
っ
て

い
な
が
ら
半
年
も
撰
せ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
銘
文
が
、
李

常
の
来
訪
を
機
に
に
わ
か
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
の
は
、そ
う
い
っ

た
レ
ト
リ
ッ
ク
上
の
理
由
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

　

以
上
、
銘
文
に
見
ら
れ
る
二
つ
の
問
題
点
に
つ
い
て
触
れ
た

が
、
こ
こ
で
も
う
一
つ
検
討
し
て
お
き
た
い
の
は
、
あ
る
い
は

右
に
挙
げ
た
文
献
以
上
に
、
銘
文
と
深
い
関
わ
り
が
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
書
物
が
存
在
す
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
が
東
坡
と
李

常
の
双
方
に
と
っ
て
親
し
い
友
人
で
あ
っ
た
陳
舜
兪
が
著
し
た

『
廬
山
記
』
で
あ
る
。
陳
舜
兪
（
字
は
令
挙
。
一
〇
二
六
～

一
〇
七
六
）
は
湖
州
烏
程
（
浙
江
省
）
の
人
で
、
進
士
及
第
の

の
ち
地
方
官
と
な
っ
た
が
、
上
疏
し
て
新
法
を
糾
弾
し
た
た
め

南
康
軍
へ
と
左
遷
さ
れ
た）
11
（

。
こ
の
地
は
廬
山
に
近
か
っ
た
た
め

彼
は
山
麓
に
居
を
構
え
、
山
中
を
隈
無
く
歩
き
ま
わ
っ
て
は
そ

の
見
聞
き
し
た
と
こ
ろ
を
記
録
に
と
ど
め
る
こ
と
に
努
め
た
。

こ
れ
に
賛
同
し
た
の
が
長
年
こ
の
地
に
住
み
続
け
て
い
た
劉
渙

と
い
う
人
物
で
、
当
時
か
な
り
の
高
齢
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
山
行
を
共
に
し
、
自
身
が
ま
と
め
た
資
料
も
提
供
す
る
な

ど
編
集
に
も
協
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
て
熙

寧
五
年
（
一
〇
七
二
）
に
編
纂
さ
れ
た
の
が
『
廬
山
記
』
五
巻

で
、
そ
れ
は
単
に
こ
の
霊
山
に
関
す
る
情
報
を
要
領
よ
く
ま
と

め
上
げ
た
と
言
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
古
老
の
話
に
耳
を
傾
け
、
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夥
し
い
碑
文
の
一
つ
一
つ
を
丹
念
に
記
録
す
る
な
ど
、
精
緻
な

学
問
的
姿
勢
が
貫
か
れ
た
も
の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い

る）
11
（

。

　

こ
の
『
廬
山
記
』
は
、
そ
の
内
容
と
言
い
、
書
き
上
げ
ら
れ

た
時
期
と
言
い
、
東
坡
の
銘
文
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
と
し
て

も
お
か
し
く
は
な
い
が
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
陳
舜
兪

が
東
坡
や
李
常
と
ど
の
よ
う
に
交
遊
し
て
い
た
か
を
見
て
お
く

必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
『
廬
山
記
』
が
書
き
上
が
っ
た
二
年
後

の
熙
寧
七
年
七
月
に
、
東
坡
は
杭
州
で
陳
舜
兪
に
出
会
っ
て
詞

を
贈
り
、
さ
ら
に
九
月
に
は
、
子
供
が
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
李

常
を
祝
福
す
る
た
め
、
舟
に
同
乗
し
て
湖
州
に
赴
い
て
い
る
。

後
年
、
そ
の
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
綴
っ
た
の
が
「
垂
虹
亭

に
遊
ぶ
を
書
す
」（『
蘇
軾
文
集
』
巻
七
十
一
）
の
一
文
で
あ

る）
11
（

。

　
　

�

私
が
昔
杭
州
よ
り
高
密
に
移
っ
た
と
き
、
楊
元
素
と
同
じ

舟
に
乗
り
合
わ
せ
た
。
陳
令
挙
（
舜
兪
）
や
張
子
野
も
私

に
付
き
添
っ
て
李
公
択
（
常
）
を
湖
州
に
訪
ね
、
そ
の
の

ち
劉
孝
叔
も
一
緒
に
な
っ
て
松
江
に
ま
で
や
っ
て
来
た
。

夜
半
に
な
る
と
月
が
出
た
の
で
、
垂
虹
亭
の
上
で
酒
を
酌

み
交
わ
し
た
。
…
…
一
座
の
者
は
た
い
そ
う
喜
び
、
酔
い

つ
ぶ
れ
る
者
も
い
た
。
こ
の
時
の
楽
し
さ
は
未
だ
に
忘
れ

た
こ
と
が
無
い
。

『
廬
山
記
』
に
は
李
常
と
劉
渙
の
序
文
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
う
ち
前
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
歓
を
尽
く
し
た
松
江
で
の
宴

会
の
翌
年
、
陳
舜
兪
は
呉
興
（
浙
江
省
）
の
太
守
と
な
っ
て
赴

任
し
た
李
常
の
も
と
を
訪
れ
て
同
書
を
示
し
、
開
版
し
て
山
中

に
納
め
た
い
と
願
い
出
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
交
流
を

通
し
て
昵
懇
に
な
っ
た
こ
と
に
加
え
、
廬
山
所
縁
の
人
物
と
い

う
と
こ
ろ
か
ら
依
嘱
を
決
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
折

悪
し
く
李
常
が
済
南
へ
と
任
地
替
え
に
な
っ
た
た
め
、
に
わ
か

に
は
そ
れ
が
果
た
せ
な
い
ま
ま
、
翌
年
に
陳
舜
兪
は
世
を
去
っ

て
し
ま
う
こ
と
と
な
る）
11
（

。
生
前
に
こ
の
書
を
託
さ
れ
た
李
常
は
、

お
そ
ら
く
身
辺
に
携
え
る
な
ど
し
て
保
管
し
、
世
に
出
す
機
会

を
待
ち
望
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
折
、
た
ま
た

ま
流
謫
地
に
い
る
東
坡
を
見
舞
っ
た
と
こ
ろ
菩
薩
泉
へ
と
案
内

さ
れ
、
そ
こ
が
『
廬
山
記
』
に
も
引
か
れ
て
い
る
説
話
に
大
い

に
関
わ
り
の
あ
る
場
所
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
勿
論
、
親
密
な
間
柄
の
三
人
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
よ
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り
以
前
に
同
書
が
話
題
に
上
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
そ

の
時
点
で
は
東
坡
が
武
昌
の
対
岸
に
流
さ
れ
る
と
は
誰
も
知
る

由
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
や
は
り
李
常
が
語
る
『
廬
山

記
』
の
内
容
が
、
東
坡
に
撰
文
を
決
心
さ
せ
た
と
考
え
る
の
が

穏
当
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
『
廬
山
記
』
の
中
に
見
え
る
文
殊
菩
薩
像
に
関
す
る

記
事
を
拾
い
上
げ
て
み
る
と
、
最
も
そ
の
本
末
を
詳
細
に
記
し

て
い
る
の
は
、
同
書
の
巻
一
、
山
北
を
叙
す
る
の
項
で
あ
る）
11
（

。

　
　

�（
白
蓮
）
池
の
畔
に
む
か
し
文
殊
瑞
像
閣
が
あ
っ
た
が
、

今
は
像
は
無
く
閣
も
廃
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
文
殊
殿
が
あ

り
、
そ
の
瑞
像
は
、
晋
の
陶
侃
が
初
め
広
州
の
刺
史
で
あ
っ

た
と
き
、
浜
に
住
む
漁
夫
が
い
つ
も
夜
に
あ
で
や
か
な
光

を
目
に
し
た
の
で
、
そ
れ
に
網
を
打
っ
て
手
に
入
れ
た
黄

金
の
文
殊
菩
薩
像
で
あ
り
、
そ
の
側
面
に
は
む
か
し
阿
育

王
が
鋳
造
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
記
し
て
あ
っ
た
。
そ
の

後
、
あ
る
商
人
が
東
海
で
円
い
光
背
を
手
に
入
れ
た
の
で
、

持
っ
て
行
っ
て
像
に
合
わ
せ
る
と
ま
る
で
繕
っ
た
か
の
よ

う
に
ぴ
っ
た
り
合
わ
さ
っ
た
。
や
が
て
陶
侃
は
そ
れ
を
武

昌
の
寒
渓
寺
へ
と
送
っ
た
。
か
つ
て
住
持
の
僧
珍
が
夏
口

に
出
か
け
た
時
、
夢
の
中
で
、
寺
が
火
事
に
な
っ
た
の
に

そ
の
像
と
建
物
だ
け
は
神
物
が
取
り
囲
ん
で
守
っ
て
い
る

の
を
見
た
。
珍
が
あ
わ
て
て
寺
に
戻
っ
た
と
こ
ろ
、
果
た

し
て
寺
は
焼
け
て
し
ま
っ
て
い
た
が
、
た
だ
像
と
建
物
だ

け
は
残
っ
て
い
た
。
陶
侃
が
任
地
替
え
と
な
っ
て
江
州
を

治
め
る
こ
と
に
な
っ
た
時
、
像
に
不
思
議
な
力
が
あ
る
た

め
、
わ
ざ
わ
ざ
人
を
や
っ
て
出
迎
え
る
こ
と
と
し
、
自
ら

も
そ
れ
に
付
き
従
っ
た
。
し
か
し
夜
に
な
る
と
風
と
波
の

た
め
に
船
が
沈
ん
で
し
ま
っ
た
た
め
、
当
時
の
荊
楚
の
人

は
謡
っ
て
言
っ
た
、「
陶
は
た
だ
剣
の
勇
者
に
過
ぎ
ず
、

こ
の
像
は
神
性
が
形
を
と
っ
た
も
の
。
雲
に
か
け
上
が
り

泥
に
も
宿
り
、
そ
の
本
当
の
姿
は
何
と
も
捉
え
よ
う
が
な

い
。
た
だ
誠
実
さ
で
招
か
ね
ば
な
ら
ず
、
力
を
恃
ん
で
は

な
ら
な
い
」
と
。
そ
の
の
ち
慧
遠
法
師
が
東
林
寺
を
開
く

に
あ
た
り
、
川
の
ほ
と
り
で
祷
っ
た
と
こ
ろ
そ
の
像
が
再

び
姿
を
現
し
た
。
廬
山
に
迎
え
た
ば
か
り
の
時
は
神
運
殿

に
安
置
し
て
い
た
が
、
後
に
は
幾
層
も
の
高
閣
を
立
て
、

香
と
灯
明
を
絶
や
さ
ぬ
よ
う
に
し
た
。李
邕
の
寺
記
に
、「
阿

育
王
に
罪
を
贖あ
が
なわ

せ
よ
う
と
、
文
殊
菩
薩
が
姿
を
現
す
。
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海
を
踏
み
分
け
て
も
沈
ま
ず
、
陶
侃
を
駭お
ど
ろか
せ
、
火
が
迫
っ

て
も
焼
け
ず
、
僧
珍
の
夢
に
入
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、

こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る）
1（
（

。
会
昌
年
間
に
佛
寺
を
壊
す
こ

と
に
な
っ
た
時
、
二
人
の
僧
侶
は
像
を
背
負
っ
て
錦
繡
谷

の
峯
頂
に
隠
し
た
。
そ
の
後
、
隠
し
て
お
い
た
所
を
訪
ね

て
も
見
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
二
人
の
僧
は
互
い
に

相
手
が
匿
し
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
た
が
、
俄
に
円
い

瑞
光
が
虚
空
に
現
れ
た
（
の
で
そ
の
誤
解
は
と
け
た
）。

そ
の
た
め
、
今
で
も
旅
人
の
中
に
は
、
峯
頂
に
あ
る
佛
手

巌
の
天
地
院
に
ま
で
や
っ
て
来
て
、
そ
の
光
る
姿
を
見
る

こ
と
の
で
き
る
者
も
い
る
。

ま
た
同
項
に
は
、
菩
薩
像
を
隠
し
た
場
所
に
つ
い
て
も
、
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　

�

宝
林
か
ら
一
里
ゆ
く
と
擲
筆
峯
に
至
る
。
…
…
む
か
し
遠

公
が
『
涅
槃
経
』
の
疏
を
こ
の
場
所
で
著
し
、
書
き
上
が
っ

た
た
め
に
峯
の
名
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
間
に
あ
る
一

つ
の
峯
を
文
殊
峯
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
が
む
か
し
文
殊

菩
薩
像
を
隠
し
て
こ
の
山
中
で
行
方
知
れ
ず
に
な
っ
た
と

い
う
場
所
で
あ
る
。

も
と
よ
り
李
常
が
託
さ
れ
た
書
物
を
黄
州
ま
で
携
え
て
き
た
か

ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
内
容
を
東
坡
に

伝
え
る
の
に
吝
か
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、

会
昌
の
廃
佛
以
降
の
出
来
事
に
つ
い
て
の
話
を
古
老
か
ら
聞
き

取
っ
た
の
は
陳
舜
兪
で
あ
り
、
そ
れ
を
李
常
は
陳
舜
兪
か
ら
直

接
か
、
も
し
く
は
『
廬
山
記
』
を
通
し
て
知
り
、
さ
ら
に
東
坡

に
伝
え
た
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も

し
そ
れ
が
正
鵠
を
射
て
い
る
と
す
れ
ば
、
銘
文
中
に
陳
舜
兪
の

名
や
『
廬
山
記
』
と
い
う
書
名
が
一
切
見
ら
れ
な
い
の
は
、
ひ

と
え
に
文
字
の
獄
以
来
、
東
坡
が
友
人
を
党
派
の
争
い
に
巻
き

込
ま
な
い
よ
う
、
細
心
の
注
意
を
は
ら
っ
た
結
果
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
の
時
に
は
、
陳
舜
兪
が
亡
く
な
っ
て

す
で
に
四
年
が
経
っ
て
い
た
が
、
そ
の
心
血
を
注
い
だ
著
書
は

こ
れ
か
ら
李
常
に
よ
っ
て
上
梓
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
時
期
で

あ
り
、
そ
れ
へ
の
妨
げ
に
な
る
の
を
極
力
避
け
る
た
め
、「
張

文
逸
の
文
」
と
「
父
老
の
伝
」
と
い
う
表
現
を
と
っ
た
と
見
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
「
菩
薩
泉
銘
」
を
撰
し
て
か
ら
四
年
後
の
元
豊
七
年

（
一
〇
八
四
）、
五
年
に
わ
た
る
黄
州
流
謫
を
解
か
れ
、
東
坡
に
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は
汝
州
（
河
南
省
）
へ
と
遷
る
よ
う
命
が
下
さ
れ
た
。
同
年
四

月
、
武
昌
に
も
立
ち
寄
り
な
が
ら
長
江
を
下
っ
た
東
坡
は
、
長

年
訪
れ
た
い
と
願
っ
て
い
た
廬
山
へ
と
足
を
運
ん
で
い
る
。
そ

の
様
子
を
記
し
た
の
が
「
自
ら
廬
山
の
詩
を
記
す
」（『
蘇
軾
文

集
』
巻
六
十
八
）
の
一
文
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
は
っ
き
り
と

『
廬
山
記
』
が
撰
者
の
名
と
と
も
に
記
さ
れ
て
い
る）
11
（

。

　
　

�

私
は
初
め
て
廬
山
に
分
け
入
っ
た
が
、
山
も
谷
も
そ
の
秀

抜
さ
は
、
平
生
目
に
し
た
こ
と
の
無
い
も
の
で
あ
っ
た
。

…
…
こ
の
日
、
陳
令
挙
（
舜
兪
）
の
『
廬
山
記
』
を
手
渡

し
て
く
れ
た
者
が
い
た
の
で
、
そ
れ
を
読
み
な
が
ら
歩
き

続
け
た
。
…
…
山
の
南
と
北
を
行
き
来
す
る
こ
と
十
日
余

り
、
そ
の
絶
景
は
と
て
も
言
葉
で
は
言
い
表
せ
な
い
も
の

に
思
わ
れ
た
。
中
で
も
と
り
わ
け
優
れ
た
景
色
を
選
ぶ
と

す
れ
ば
、
漱
玉
亭
と
三
峡
橋
に
ま
さ
る
も
の
は
無
い
で
あ

ろ
う
。

こ
の
文
面
か
ら
は
、
東
坡
に
『
廬
山
記
』
を
手
渡
し
た
の
が
誰

な
の
か
は
読
み
取
れ
な
い
が
、
同
書
が
成
っ
て
す
で
に
十
二
年

が
経
ち
、
上
梓
は
ま
だ
で
も
、
徐
々
に
書
写
さ
れ
た
も
の
が
広

ま
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
と
と
も
に
、
旧
法
党
へ
の

逆
風
が
お
さ
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
の
時
期
、
も
は
や
書
名
や
撰

者
名
を
口
に
す
る
の
を
憚
る
必
要
な
ど
無
く
な
っ
た
こ
と
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
時
代
は
確
実
に
、
二
年
後
に
始
ま
る

元
祐
の
硬
化
へ
と
向
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

四

　

本
稿
で
取
り
上
げ
た
「
菩
薩
泉
銘
」
が
、
黄
州
流
謫
の
初
年

に
撰
せ
ら
れ
た
事
は
前
に
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
は
東
坡
を
と
り

ま
く
情
況
を
、
著
述
と
い
う
面
か
ら
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
お

き
た
い
。
こ
の
時
期
の
詩
文
撰
述
に
お
け
る
特
徴
は
、
こ
れ
も

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
烏
台
詩
案
の
名
で
呼
ば
れ
る
文
字
の
獄

の
影
響
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
詩
文
に
よ
っ

て
自
ら
が
黄
州
と
い
う
辺
鄙
な
地
に
流
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、

多
く
の
知
人
に
も
累
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
っ
た
こ
の
事
件
は
、

そ
う
容
易
く
忘
れ
去
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

う
考
え
る
と
、
こ
の
時
期
の
東
坡
に
と
っ
て
、
再
び
そ
の
網
に

掛
か
ら
ず
に
す
む
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
が
大
き
な
命
題
と

し
て
突
き
つ
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
と
よ
り
奔
放
さ
が
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持
ち
味
の
一
つ
で
あ
っ
た
東
坡
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
き
て
思
う

さ
ま
筆
を
走
ら
せ
る
こ
と
に
躊
躇
い
が
生
じ
、
詩
文
を
撰
す
る

の
に
き
わ
め
て
神
経
質
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
情
況
に
陥
っ
た

の
は
当
然
の
こ
と
と
言
え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
情
況
は
、
当
然
生
み
出
さ
れ
る
作
品
の
数
に
も
影

響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
二
月
一
日
に
東
坡
が
黄
州

に
着
い
て
か
ら
、
お
そ
ら
く
銘
文
を
書
き
上
げ
た
で
あ
ろ
う
十

月
か
ら
十
一
月
ま
で
の
間
、
ど
れ
程
の
文
を
撰
述
し
た
か
を
見

て
お
く
と
、
本
格
的
に
手
掛
け
ら
れ
た
撰
文
は
数
え
る
ほ
ど
し

か
確
認
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
到
着
し
て
早
々
に
奉
ら
れ
た
「
黄

州
謝
表
」
や
、
九
月
に
相
次
い
で
書
か
れ
た
文
彦
博
や
呂
公
著

へ
の
賀
啓
「
賀
文
太
慰
啓
」「
賀
呂
副
枢
啓
」
な
ど
儀
礼
的
な

も
の
を
別
に
す
れ
ば
、
八
月
に
亡
く
な
っ
た
乳
母
の
た
め
の
「
乳

母
任
氏
墓
誌
銘
」（『
蘇
軾
文
集
』
巻
十
五
）
と
、
九
月
に
蜀
の

大
慈
寺
勝
相
院
か
ら
の
た
っ
て
の
依
嘱
に
よ
り
筆
を
執
っ
た「
勝

相
院
経
蔵
記
」（『
蘇
軾
文
集
』
巻
十
二
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る

の
み
で
あ
る
。
い
く
ら
慣
れ
な
い
新
天
地
で
の
生
活
が
始
ま
っ

た
ば
か
り
の
時
期
と
は
い
え
、
そ
れ
だ
け
が
寡
作
の
原
因
と
は

考
え
ら
れ
ず
、
先
に
触
れ
た
よ
う
な
文
字
の
獄
が
心
に
重
く
の

し
か
か
り
、
そ
れ
が
こ
う
し
た
数
に
表
れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

た
だ
、
そ
う
し
た
厳
し
い
環
境
の
中
、
徐
々
に
で
は
あ
る
が

ど
こ
か
ら
も
制
約
を
受
け
な
い
文
の
内
容
と
表
現
を
模
索
し
、

そ
の
答
え
を
見
出
し
つ
つ
あ
っ
た
の
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
右
に

挙
げ
た
経
蔵
記
の
よ
う
に
、
佛
教
に
関
す
る
内
容
で
あ
れ
ば
、

何
等
差
し
障
り
が
生
じ
る
こ
と
な
ど
無
い
で
あ
ろ
う
と
の
思
い

も
、
そ
の
答
え
の
一
つ
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
友
人
に
宛
て
た
手

紙
の
中
で
、「『
経
蔵
記
』
は
皆
迦か

ご語
（
釈
教
文
）
に
し
て
、
想

う
に
醞う
ん
じ
よ
う釀す
る
（
無
実
の
罪
に
陥
れ
る
）
に
由
無
し
。
故
に
敢

え
て
之
を
出
だ
す
」（「
滕
達
道
に
与
う
」
第
十
五
簡
『
蘇
軾
文

集
』
巻
五
十
一
）
と
い
う
言
葉
を
遺
し
て
い
る
の
が
、
何
よ
り

も
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、

「
菩
薩
泉
銘
」
が
殆
ど
佛
教
説
話
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る

こ
と
や
、
李
常
以
外
の
友
人
た
ち
と
の
関
わ
り
に
一
切
触
れ
て

い
な
い
こ
と
も
、
す
べ
て
こ
の
時
期
な
ら
で
は
の
書
き
ぶ
り
と

評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
の
銘
文
を
、
そ
の
構
成
と
表
現
の
平
易
さ
か
ら
、
依
嘱
の

責
を
塞
ぐ
た
め
に
説
話
を
適
当
に
継
ぎ
足
し
た
も
の
と
見
做
し

た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
物
事
を
表
面
的
に
し
か
見
て
い
な
い
こ
と
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に
な
ろ
う
。
も
と
よ
り
撰
文
に
お
け
る
東
坡
の
本
領
は
、
歯
に

衣
着
せ
ず
、
し
か
も
滾
々
と
尽
き
る
こ
と
の
な
い
大
河
の
よ
う

な
饒
舌
さ
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ

が
許
さ
れ
な
い
情
況
下
に
あ
っ
て
、
撰
文
は
如
何
に
あ
る
べ
き

か
を
模
索
し
た
結
果
、
こ
う
し
た
簡
潔
さ
に
た
ど
り
着
い
た
と

す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
も
ま
た
ま
ぎ
れ
も
な
い
東
坡
の
筆
力
と
評

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

注（
１
）�「
菩
薩
泉
銘
」
は
『
東
坡
七
集
』
で
は
釈
教
類
で
は
な
く
、
前
集
の
巻

二
十
、
銘
類
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
東
坡
禅
喜
集
』
で
は
、
明

の
陳
継
儒
が
編
ん
だ
九
巻
本
の
系
統
で
は
巻
四
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、

明
の
凌
濛
初
が
編
ん
だ
十
四
巻
本
に
は
採
ら
れ
て
い
な
い
な
ど
、
扱
い

に
違
い
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
教
理
的
な
内
容
を
殆
ど
含
ま
ず
、
霊
験

譚
を
主
と
し
て
い
る
こ
と
に
因
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
２
）�

黄
州
流
謫
期
に
東
坡
の
も
と
を
訪
れ
た
人
物
に
つ
い
て
、『
東
坡
詞
編

年
箋
證
』（
一
二
三
三
頁
）
は
、「
公
黄
に
貶
せ
ら
る
る
こ
と
五
載
、
来

訪
せ
る
者
頗
る
多
し
。
徐
君
猷
、
孟
亨
之
、
王
斉
愈
、
斉
万
兄
弟
、
馬

処
厚
、
蹇
序
辰
、
楊
元
素
、
参
寥
等
十
数
人
の
如
し
。
然
し
て
或
い
は

過
客
と
為
り
、
或
い
は
常
客
と
為
り
、
友
情
甚
だ
篤
く
し
て
遠
道
を
来

訪
せ
る
者
、
唯
李
常
、
楊
元
素
、
参
寥
の
三
人
の
み
」
と
記
し
て
い
る
。

な
お
こ
れ
以
外
で
は
、
張
舜
民
も
元
豊
六
年
九
月
に
黄
州
に
立
ち
寄
り
、

共
に
武
昌
の
寒
渓
寺
や
西
山
寺
を
訪
ね
た
こ
と
を
「
郴
行
録
」（『
画
墁

集
』
巻
八
）
の
丙
寅
の
條
で
述
べ
て
い
る
。
た
だ
そ
の
中
で
「
下
の
寺

に
観
音
泉
あ
り
、
澄
澈
愛
す
べ
し
」
と
記
し
て
い
る
の
は
、
或
い
は
文

殊
菩
薩
と
観
世
音
菩
薩
を
取
り
違
え
た
も
の
か
。

（
３
）�

杜
沂
に
つ
い
て
査
愼
行
の
『
補
注
東
坡
編
年
詩
』
な
ど
で
は
失
考
と
す

る
が
、
王
文
誥
の
『
蘇
文
忠
公
詩
編
註
集
成
』
巻
二
十
で
は
、
蜀
中
に

住
み
宜
州
の
通
判
を
務
め
た
杜
君
懿
（
字
は
叔
元
）
の
子
で
、
こ
の
後

東
坡
と
武
昌
寒
渓
に
渡
っ
た
杜
道
源
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
す
る
。
な

お
『
明
一
統
志
』
巻
六
十
七
、
成
都
府
の
條
に
「
酴
釄
花
。
成
都
県
出

す
。
蜀
人
之
を
取
り
酒
を
造
る
」
と
記
す
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
彼

が
東
坡
に
酴
釄
の
花
を
贈
っ
た
の
は
、
蜀
ゆ
か
り
の
花
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。

（
４
）�「
願
君
揚
其
名
、
庶
託
文
字
伝
」
の
句
に
対
し
て
二
説
あ
る
こ
と
は
、『
四

河
入
海
』
巻
二
十
ノ
一
に
載
せ
る
同
詩
の
注
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
「
君
」
が
杜
沂
を
指
す
と
し
て
も
、
最
後
の
四
句
で
東
坡
が
謙
遜

し
て
い
る
点
か
ら
推
し
量
る
と
、
ま
ず
東
坡
に
銘
文
の
依
嘱
が
あ
っ
た

こ
と
が
前
提
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
５
）�

光
緒
十
一
年
重
脩
『
武
昌
県
志
』（『
中
国
地
方
志
叢
書
』
所
収
）
巻
一
、

山
川
の
項
に
よ
れ
ば
、
西
山
は
県
城
の
西
三
里
（
清
朝
の
一
里
は

五
七
六
米
）に
あ
り
、高
さ
は
七
十
六
丈（
清
朝
の
一
丈
は
三
、三
三
米
）。

樊
山
は
同
じ
く
五
里
に
あ
り
、
高
さ
は
九
十
丈
で
あ
る
と
言
う
。
な
お

両
山
は
相
接
し
て
い
る
が
、
樊
山
を
西
山
の
古
名
あ
る
い
は
別
名
と
し

て
い
る
文
献
も
あ
り
、
清
朝
で
は
俗
に
九
曲
嶺
以
北
を
西
山
と
言
い
、

樊
口
に
臨
ん
で
い
る
辺
り
を
樊
山
と
呼
ん
で
い
る
。
な
お
寒
渓
や
西
山

の
辺
り
に
は
、
後
世
、
東
坡
を
祀
っ
た
蘇
文
忠
公
祠
や
晋
の
陶
侃
や
唐
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の
元
結
と
と
も
に
祀
っ
た
三
賢
祠
、
黄
庭
堅
と
と
も
に
祀
っ
た
蘇
黄
祠

な
ど
が
建
て
ら
れ
た
。

（
６
）�
こ
の
文
に
は
樊
山
の
名
の
由
来
や
、
山
中
の
古
蹟
に
つ
い
て
詳
し
く
記

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
治
平
三
年
に
父
親
の
柩
を
扶
け
て
こ
こ
を
通
っ
た

こ
と
は
、「
十
五
年
前
、
之
に
過
る
」
の
語
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
な
お
同
文
は
『
東
坡
志
林
』
巻
四
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
７
）�『
三
国
志
』
呉
書
の
呉
主
伝
に
は
、
黄
初
二
年
（
二
二
一
）
に
孫
権
が

公
安
か
ら
鄂
に
移
っ
て
そ
こ
を
都
と
定
め
、
さ
ら
に
武
昌
と
改
名
し
て
、

武
昌
、
下
雉
、
尋
陽
、
陽
新
、
柴
桑
、
沙
羡
の
六
県
で
武
昌
郡
を
立
て

た
こ
と
が
見
え
て
い
る
。

（
８
）�

こ
こ
に
言
う
「
孫
郎
」
を
『
四
河
入
海
』
で
は
孫
策
を
指
す
と
す
る
が
、

こ
の
地
の
旧
蹟
で
あ
れ
ば
弟
の
孫
権
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
、
そ
れ

に
従
っ
て
訳
し
て
お
い
た
。

（
９
）�

陶
侃
の
伝
は
『
晋
書
』
巻
六
十
六
に
見
え
て
い
る
。

（
10
）�

慧
遠
は
、
前
秦
の
建
元
十
五
年
（
三
七
九
）
に
師
の
道
安
が
符
堅
に
よ
っ

て
襄
陽
か
ら
長
安
に
連
れ
去
ら
れ
る
と
、
戦
乱
を
避
け
る
た
め
に
南
下

し
て
荊
州
の
上
明
寺
に
入
り
、
さ
ら
に
太
元
九
年
（
三
八
四
）
に
廬
山

の
東
林
寺
に
入
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
伝
記
に
武
昌
に
立
ち
寄
っ

た
と
い
う
記
録
は
見
え
な
い
が
、
お
そ
ら
く
荊
州
か
ら
廬
山
に
向
か
う

途
中
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
お
『
武
昌
県
志
』
巻
六
、
寺
観
の
項
に
は
、

晋
の
太
元
中
に
慧
遠
が
西
山
寺
を
建
て
た
と
の
記
載
が
あ
る
。

（
11
）�

徙
居
買
田
に
つ
い
て
は
西
野
貞
治「
東
坡
詩
の
買
田
の
語
に
つ
い
て
」（『
人

文
研
究
』
十
九
―
十
）
や
、
竺
沙
雅
章
「
北
宋
士
大
夫
の
徙
居
と
買
田

―
主
に
東
坡
尺
牘
を
資
料
と
し
て
―
」（『
史
林
』
五
十
四
―
二
）
に
詳

し
い
。

（
12
）�「
陳
季
常
に
与
う
」
第
七
簡
（『
蘇
軾
文
集
』
巻
五
十
三
）。

（
13
）�

東
坡
は
「
子
由
と
同と

も

に
寒
渓
西
山
に
游
ぶ
」（『
蘇
軾
詩
集
』
巻
二
十
）

の
詩
を
詠
じ
、蘇
轍
も「
黄
州
に
て
子
瞻
に
陪し
た
がい
武
昌
西
山
に
遊
ぶ
」（『
欒

城
集
』
巻
十
）
の
詩
を
詠
っ
て
い
る
。
後
者
に
「
上
方
は
雲
端
に
寄
り
、

中
寺
は
巌
腹
に
倚
る
。
清
泉
牛
乳
に
類
し
、
煩
熱
一
掬
を
須も
ち

う
」
と
あ

る
の
は
、
菩
薩
泉
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
14
）�

こ
の
句
は
「
武
昌
に
菩
薩
泉
を
酌
み
、
王
子
立
を
送
る
」（『
蘇
軾
詩
集
』

巻
二
十
一
）
の
詩
に
見
え
て
い
る
。

（
15
）�

李
常
に
つ
い
て
は
、
蘇
頌
の
「
龍
図
閣
直
学
士
知
成
都
府
李
公
墓
誌
銘
」

（『
蘇
魏
公
集
』
巻
五
十
五
）
が
詳
し
い
。

（
16
）�

李
常
が
黄
州
に
や
っ
て
来
た
時
期
に
つ
い
て
『
三
蘇
年
譜
』
巻
三
十
に

は
、
秦
観
に
宛
て
た
東
坡
の
手
紙
（「
秦
太
虚
に
与
う
」
第
四
簡
『
蘇

軾
文
集
』
巻
五
十
二
）
に
「
公
択
（
李
常
）
近
ご
ろ
此
に
過
ぎ
り
、
相

聚
ま
る
こ
と
数
日
、
太
虚
（
秦
観
）
を
説
き
て
口
を
離
れ
ず
」
と
あ
る

の
を
引
き
、「
歳
晩
に
作
る
。
常
の
来
た
る
は
約
十
一
月
と
為
す
」
と

記
し
て
い
る
。
な
お
こ
れ
は
『
東
坡
詞
編
年
箋
證
』
の
説
に
従
っ
た
も

の
で
あ
る
が
、
同
書
は
来
訪
時
期
を
十
月
と
す
る
。

（
17
）�

会
昌
年
間
の
佛
教
弾
圧
は
唐
の
武
宗
の
命
に
よ
る
も
の
で
、
会
昌
元
年

（
八
四
一
）
か
ら
同
六
年
（
八
四
六
）
に
か
け
て
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は

中
国
佛
教
史
上
の
大
き
な
法
難
と
さ
れ
る
三
武
一
宗
の
廃
佛
の
一
つ
に

数
え
ら
れ
る
。
弾
圧
は
東
林
寺
に
も
及
び
、「
社
主
遠
法
師
」（『
廬
山
記
』

巻
三
）
の
伝
に
、「
唐
の
会
昌
五
年
（
八
四
五
）
乙
丑
、
寺
廃
さ
る
。

大
中
二
年
（
八
四
八
）
戊
辰
、
復
す
」
と
見
え
て
い
る
。

（
18
）�
廬
山
の
み
な
ら
ず
五
台
山
や
峨
眉
山
で
も
見
ら
れ
る
と
言
う
光
の
現
象

は
、
現
在
、
佛
光
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
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（
19
）�

武
昌
で
の
交
遊
は
東
坡
に
忘
れ
が
た
い
印
象
を
与
え
た
た
め
、
六
年
後

の
元
祐
元
年
（
一
〇
八
六
）
に
、
か
つ
て
武
昌
の
令
を
勤
め
た
鄧
聖
求

と
旧
事
を
語
り
合
っ
た
際
に
「
武
昌
西
山
」（『
蘇
軾
詩
集
』
巻

二
十
七
）
の
詩
を
詠
じ
、
さ
ら
に
そ
れ
に
和
す
る
者
が
多
く
出
る
と
、

そ
れ
に
謝
す
る
た
め
「
西
山
の
詩
和
す
る
者
三
十
余
人
、
再
び
前
韻
を

用
い
て
為
に
謝
す
」（『
蘇
軾
詩
集
』
巻
二
十
七
）
の
詩
を
詠
じ
て
い
る
。

な
お
前
者
に
つ
い
て
は
東
坡
の
墨
蹟
が
遺
さ
れ
、『
景
蘇
園
帖
』『
三
希

堂
石
渠
宝
笈
法
帖
』『
谷
園
摹
古
法
帖
』
等
に
刻
入
さ
れ
て
い
る
。

（
20
）�

張
文
逸
の
伝
は
『
梁
書
』
巻
五
十
一
、『
南
史
』
巻
七
十
六
、『
居
士
伝
』

巻
十
な
ど
の
他
、『
廬
山
志
』（『
中
国
仏
寺
史
志
彙
刊
』
所
収
）
巻
九

に
も
見
え
て
い
る
。

（
21
）�

張
文
逸
が
『
廬
山
僧
伝
』
を
撰
し
た
こ
と
は
『
梁
高
僧
伝
』
の
序
文
に

見
え
て
い
る
。

（
22
）�

慧
遠
の
文
集
に
つ
い
て
の
最
も
古
い
記
録
は
『
隋
書
』
経
籍
志
に
見
え

る
『
晋
沙
門
釈
慧
遠
集
』
十
二
巻
で
、
そ
れ
が
『
旧
唐
書
』
経
籍
志
の

『
沙
門
慧
遠
集
』
や
『
唐
書
』
芸
文
志
の
『
僧
慧
遠
集
』
に
な
る
と

十
五
巻
本
と
な
る
。
さ
ら
に
北
宋
時
代
に
な
る
と
『
匡
山
集
』
二
十
巻

が
世
に
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
『
廬
山
記
』
巻
三
に
見
え
て
い
る
。
な

お
、
慧
遠
に
つ
い
て
は
木
村
英
一
編
『
慧
遠
研
究
』（
一
九
六
二
年
、

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
刊
）
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
文
集
に
つ
い

て
は
そ
の
中
の
牧
田
諦
亮
「
慧
遠
著
作
の
流
伝
に
つ
い
て
」
に
詳
し
い
。

（
23
）�

文
殊
菩
薩
像
の
説
話
を
載
せ
て
い
る
文
献
の
撰
述
年
を
記
し
て
お
く
と
、

次
の
如
く
で
あ
る
。

�

『
高
僧
伝
』
慧
皎
（
四
九
七
～
五
五
四
）、
天
監
十
八
年
（
五
一
九
）
以

後
撰
。

�

（『
隋
天
台
智
者
大
師
別
伝
』
灌
頂
（
五
六
一
～
六
三
二
）
撰
。）

�

『
辯
正
論
』
法
琳
（
五
七
二
～
六
四
〇
）、
武
徳
九
年
（
六
二
六
）
以
後

撰
。

�

（『
続
高
僧
伝
』
道
宣
（
五
九
六
～
六
六
七
）、
貞
観
十
九
年
（
六
四
五
）

撰
。）

�

『
広
弘
明
集
』
道
宣
、
麟
徳
元
年
（
六
六
四
）
撰
。

�

『
集
神
州
三
宝
感
通
録
』
道
宣
、
麟
徳
元
年
（
六
六
四
）
撰
。

�

『
法
苑
珠
林
』
道
世
（
？
～
六
八
三
）、
総
章
元
年
（
六
六
八
）
撰
。

�

「
東
林
寺
碑
」
李
邕
（
六
七
五
～
七
四
七
）、
開
元
十
九
年
（
七
三
一
）
撰
。

�

『
北
山
録
』
神
清
（
元
和
年
間
（
八
〇
六
～
八
二
〇
）
に
卒
す
）
撰
。

�

『
義
楚
六
帖
』
義
楚
（
九
〇
二
～
九
七
五
）、
顕
徳
二
年
（
九
五
五
）
撰
。

�

『
浄
土
往
生
伝
』
戒
珠
（
？
～
？
）、
雍
煕
年
間
（
九
八
四
～
八
七
）
撰
。

�

「
金
像
文
殊
現
瑞
記
」
北
宋�

王
安
石
（
一
〇
二
一
～
一
〇
八
六
）、
元

豊
元
年
（
一
〇
七
八
）
撰
。

�

　

�

こ
の
文
は
清
の
蔡
上
翔
『
王
荊
公
年
譜
考
略
』
巻
二
十
一
に
も
見
え

て
い
る
が
、
何
故
か
王
安
石
の
文
集
に
は
採
ら
れ
て
い
な
い
。

�

　
　
（　

）
内
は
「
陶
侃
瑞
像
」
と
い
う
言
葉
の
み
が
見
ら
れ
る
資
料
。

（
24
）�

阿
育
王
（
梵
名�asoka�

無
憂
王
と
も
漢
訳
す
）
は
、
紀
元
前
三
世
紀

頃
に
イ
ン
ド
を
統
一
に
導
い
た
王
で
、
若
い
頃
は
凶
暴
で
あ
っ
た
が
、

戦
い
の
惨
状
を
目
に
し
て
心
を
痛
め
、
佛
教
に
帰
依
し
て
そ
の
保
護
に

力
を
尽
く
し
た
と
さ
れ
る
。
佛
舎
利
を
納
め
た
塔
を
八
万
四
千
基
造
っ

た
と
い
う
伝
承
か
ら
、
中
国
で
も
四
世
紀
頃
に
な
る
と
そ
の
阿
育
王
の

塔
が
出
現
し
た
と
さ
れ
、
寧
波
に
阿
育
王
寺
が
建
立
さ
れ
る
な
ど
信
仰

の
対
象
に
も
な
っ
て
い
っ
た
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
金
像
も
、
そ
う
し

た
影
響
下
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
、
東
坡
の
墨
蹟
と
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し
て
知
ら
れ
る
「
宸
奎
閣
碑
」
は
、
そ
の
阿
育
王
寺
に
建
て
ら
れ
た
楼

閣
の
た
め
に
撰
文
、
撰
書
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
参
考
ま
で
に
、
阿

育
王
像
に
つ
い
て
の
論
考
を
次
に
挙
げ
て
お
く
。

�
肥
田
路
美
「
中
国
皇
帝
と
阿
育
王
像
」（『「
仏
教
」
文
明
の
受
容
と
君

主
権
の
構
築
』
二
〇
一
二
年
、
勉
誠
出
版
刊
）

�

金
子
典
正「
阿
育
王
像
濫
觴
考
―
阿
育
王
像
説
話
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
―
」

（『
て
ら
ゆ
き
め
ぐ
れ�

大
橋
一
章
博
士
古
稀
記
念
美
術
史
論
集
』

二
〇
一
三
年
、
中
央
公
論
美
術
出
版
刊
）

�

肥
田
路
美
「
四
川
で
出
土
し
た
南
北
朝
時
代
の
仏
教
石
像
を
め
ぐ
っ
て
」

（『
ア
ジ
ア
仏
教
美
術
論
集�
東
ア
ジ
ア
Ⅰ
』
二
〇
一
七
年
、
中
央
公
論

美
術
出
版
刊
）

（
25
）�

こ
の
話
は
『
阿
育
王
伝
』
巻
一
、
本
施
土
縁
の
項
や
『
阿
育
王
経
』
巻

一
、
生
因
縁
の
項
、
及
び
『
釈
迦
譜
』
巻
五
に
見
え
て
い
る
が
、
そ
れ

ぞ
れ
内
容
は
若
干
異
な
っ
て
い
る
。

（
26
）�

陳
舜
兪
の
伝
は
『
宋
史
』
巻
三
百
三
十
一
、『
嘉
泰
会
稽
志
』
巻
七
、『
至

元
嘉
禾
志
』
巻
十
三
に
そ
れ
ぞ
れ
見
え
て
い
る
。

（
27
）�『
廬
山
記
』
は
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
五
十
一
（
二
〇
九
五
）
所
収
。

こ
れ
は
高
山
寺
蔵
の
宋
刊
本
（
巻
二
、三
）
と
旧
抄
本
（
巻
一
、四
、五
）

を
底
本
に
し
た
も
の
で
、
羅
振
玉
の
跋
文
が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、

佐
伯
藩
主
毛
利
高
標
の
旧
蔵
で
後
に
幕
府
に
献
上
さ
れ
、
現
在
は
国
立

公
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
宋
版
の
完
本
が
見
つ
か
り
、
影
印
本
も

刊
行
さ
れ
て
い
る
。
因
み
に
、『
廬
山
記
』
は
熙
寧
五
年
に
完
成
し
た

と
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
に
後
年
の
記
事
が
見
ら
れ
る
。
同
書
巻
二
、
山

南
を
叙
す
る
の
項
に
、「
楞
伽
院
に
李
氏
の
山
房
有
り
。
李
名
は
常
、

字
は
公
択
。
少
き
時
兄
弟
書
を
山
中
に
読
む
。
既
に
去
っ
て
寺
僧
其
の

室
を
虚
し
て
居
せ
ず
。
因
て
書
を
室
中
に
蔵
す
。
幾
ん
ど
万
巻
な
り
。

蘇
子
瞻
軾
、
山
房
蔵
書
の
記
を
作
る
。
今
石
に
刻
み
て
壁
間
に
留
む
」

と
あ
る
が
、
東
坡
が
「
李
氏
山
房
蔵
書
記
」
を
書
い
た
の
は
、『
東
坡

紀
年
録
』
熙
寧
九
年
の
條
に
「
十
一
月
朔
作
李
氏
山
房
蔵
書
記
」
と
あ

る
と
こ
ろ
か
ら
、
同
年
の
十
一
月
一
日
と
さ
れ
る
。
仮
に
陳
舜
兪
が
完

成
後
も
手
を
加
え
て
い
た
と
し
て
も
、同
年
は
彼
が
卒
し
た
年
に
当
た
っ

て
お
り
、
石
に
刻
し
て
云
々
と
の
記
述
ま
で
は
書
け
な
い
で
あ
ろ
う
。

今
伝
わ
る
テ
キ
ス
ト
は
、
後
世
誰
か
が
手
を
加
え
た
か
、
或
い
は
『
東

坡
紀
年
録
』
の
内
容
に
誤
り
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ

で
は
問
題
を
指
摘
す
る
だ
け
に
止
め
、
後
考
を
俟
ち
た
い
。
な
お
参
考

ま
で
に
、『
廬
山
記
』
に
つ
い
て
の
論
考
を
、
未
見
の
も
の
も
含
め
て

次
に
挙
げ
て
お
く
。

�

宮
澤
正
順
「『
廬
山
記
』
に
つ
い
て
」（『
曾
慥
の
書
誌
的
研
究
』

二
〇
〇
二
年
、
汲
古
書
院
刊
）

�

大
塚
秀
高
「
北
宋
の
陳
舜
兪
撰
『
廬
山
記
』
の
誕
生
と
そ
の
構
成
を
め

ぐ
っ
て
」（『
中
国
詩
文
論
叢
』
第
三
十
六
号
、
二
〇
一
七
年
）

�

植
木
久
行
「
北
宋
の
陳
舜
兪
撰
『
廬
山
記
』
考
―
香
炉
峰
の
瀑
布
と
酔

石
の
詩
跡
研
究
を
含
め
て
」（『
中
国
古
籍
文
化
研
究
』
二
〇
一
八
年
、

東
方
書
店
刊
）

（
28
）�

こ
の
文
は
『
東
坡
志
林
』
巻
一
に
も
「
松
江
に
遊
ぶ
を
記
す
」
と
題
し

て
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
29
）�
陳
舜
兪
の
逝
去
に
あ
た
り
、
東
坡
は
「
陳
令
挙
を
祭
る
の
文
」（『
蘇
軾

文
集
』
巻
六
十
三
）
を
撰
し
、
追
悼
の
情
を
綴
っ
て
い
る
。

（
30
）�『
廬
山
記
』
巻
三
に
載
せ
る
慧
遠
法
師
の
伝
に
も
、
こ
の
説
話
中
の
次

の
よ
う
な
箇
所
が
引
か
れ
て
い
る
。
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�

先
に
阿
育
王
文
殊
の
像
有
り
。
武
昌
の
水
中
に
沈
み
、
陶
侃
得
る
能
わ

ず
。
こ
こ
に
至
り
て
飄
然
と
し
て
軽
く
挙
が
り
、
迎
え
て
神
運
殿
に
還

り
、
以
て
佛
事
を
修
す
。
ま
た
罽
賓
道
人
共
に
佛
影
台
を
作
る
に
因
り

て
、
皆
神
感
有
り
。
事
は
高
僧
伝
に
具
さ
な
り
。

（
31
）�『
廬
山
記
』
に
引
く
李
邕
の
「
東
林
寺
碑
」
に
は
異
同
が
見
ら
れ
る
の
で
、

次
に
そ
の
校
勘
記
を
付
し
て
お
き
た
い
。
な
お
本
文
中
の
訳
は
宋
版
『
廬

山
記
』
に
依
っ
て
い
る
。

�

　
〔
李
邕
「
東
林
寺
碑
」〕

�

踏
海
不
沈
、
験○

於
陶
侃
、
迫
火
不
爇○

、
夢
於
僧
珍
、

�

　
〔
宋
版
『
廬
山
記
』〕

�

踏
海
不
沈
、
駭○

於
陶
侃
、
迫
火
不
爇○

、
夢
於
僧
珍
、

�

　
〔
大
正
新
脩
大
蔵
経
『
廬
山
記
』〕

�

踏
海
不
沈
、
駆○

於
陶
侃
、
迫
火
不
熱○

、
夢
於
僧
珍
、

（
32
）�

こ
の
文
は
『
東
坡
志
林
』
巻
一
に
も
「
廬
山
に
遊
ぶ
を
記
す
」
と
題
し

て
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
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