
日
本
に
お
け
る
蘇
東
坡
受
容
の
揺
籃
期
（
下
）

吉
　
　
井
　
　
和
　
　
夫

　

前
稿
（『
西
山
学
苑
研
究
紀
要
』
第
十
五
号
）
で
は
、
日
本

に
お
け
る
蘇
東
坡
の
本
格
的
な
受
容
の
始
ま
り
を
、
延
応
二
年

（
一
二
四
〇
）
に
深
草
の
興
聖
寺
で
の
上
堂
の
際
に
説
か
れ
た

道
元
の
「
渓
声
山
色
」
の
條
（『
正
法
眼
蔵
』
所
収
）
と
見
定
め
、

そ
れ
ま
で
の
時
期
を
揺
籃
期
と
位
置
づ
け
て
、
こ
と
に
そ
の
前

半
期
で
あ
る
十
二
世
紀
中
葉
か
ら
末
頃
ま
で
、
言
い
換
え
れ
ば

平
安
時
代
の
末
か
ら
鎌
倉
時
代
の
初
め
ま
で
の
受
容
に
つ
い
て

見
て
き
た
。
本
稿
は
そ
れ
を
承
け
て
鎌
倉
時
代
の
初
期
か
ら
中

期
に
か
け
て
の
受
容
状
況
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
東
坡
が

没
し
て
百
年
が
経
と
う
と
す
る
こ
の
時
期
に
至
っ
て
も
、
ま
だ

そ
の
詩
文
を
ふ
ま
え
て
の
本
格
的
受
容
に
は
程
遠
い
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
社
会
状
況

の
混
乱
に
と
も
な
っ
て
文
化
の
受
容
を
担
っ
て
き
た
貴
族
が
没

落
し
、
そ
れ
に
代
わ
る
階
層
が
育
っ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で

は
、
前
代
よ
り
も
新
た
な
宋
代
文
化
を
取
り
入
れ
る
の
に
不
利

な
条
件
が
揃
っ
て
い
た
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
そ

の
中
に
あ
っ
て
僅
か
な
萌
芽
が
仏
教
界
に
見
ら
れ
る
の
は
、
道

元
や
そ
の
後
の
五
山
文
学
を
予
感
さ
せ
る
も
の
と
し
て
見
逃
す

こ
と
は
で
き
な
い
。

四

　

こ
の
時
期
に
宋
に
渡
り
、
仏
教
の
み
な
ら
ず
広
く
宋
の
文
化

を
体
得
し
、
多
く
の
文
物
と
と
も
に
帰
朝
し
て
そ
の
紹
介
に
努
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め
た
二
人
の
人
物
を
ま
ず
取
り
上
げ
た
い
。
仁
安
三
年

（
一
一
六
八
）
と
文
治
三
年
（
一
一
八
七
）
か
ら
建
久
二
年

（
一
一
九
一
）
に
か
け
て
の
二
度
渡
宋
し
、
の
ち
我
が
国
に
お

け
る
臨
済
宗
の
開
祖
と
な
っ
た
明
庵
栄
西
（
一
一
四
一
～

一
二
一
五
）
と
、
や
や
遅
れ
て
正
治
元
年
（
一
一
九
九
）
か
ら

建
暦
元
年
（
一
二
一
一
）
ま
で
十
二
年
間
の
長
き
に
わ
た
っ
て

渡
宋
し
、
の
ち
泉
涌
寺
を
開
い
た
俊
し
ゆ
ん
じ
よ
う芿

律
師
で
あ
る
。
こ
の

二
人
が
日
本
の
仏
教
界
に
遺
し
た
足
蹟
に
つ
い
て
は
他
書
に
譲

る
と
し
て
、
本
稿
と
の
関
わ
り
で
言
え
ば
宋
代
文
化
の
紹
介
者

と
し
て
の
側
面
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
当
時

の
宋
の
書
道
界
で
主
流
と
さ
れ
て
い
た
東
坡
と
黄
庭
堅
（
山
谷
）

の
書
法
を
身
に
つ
け
、
帰
朝
後
に
そ
の
普
及
に
努
め
、
優
美
な

王
義
之
の
書
一
辺
倒
で
あ
っ
た
平
安
時
代
の
書
道
に
一
大
変
革

を
も
た
ら
し
た
一
事
を
も
っ
て
し
て
も
、
そ
の
存
在
の
大
き
さ

が
理
解
で
き
よ
う（
１
）。
ま
た
栄
西
に
つ
い
て
言
え
ば
、
養
生
延
寿

を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
の
茶
を
世
に
広
め
、
あ
わ
せ
て
『
喫

茶
養
生
記
』
を
著
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
茶
に
つ

い
て
言
及
す
る
こ
と
の
多
い
東
坡
の
詩
文
を
、
た
と
え
直
接
名

は
記
さ
な
か
っ
た
に
せ
よ
意
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十

分
に
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
僧
信
瑞
が
著
し
た
俊
芿
に
つ
い
て

の
伝
記
『
泉
涌
寺
不
可
棄
法
師
伝
』
に
は
、
帰
朝
に
あ
た
っ
て

持
ち
帰
っ
た
多
く
の
文
物
の
概
要
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

中
に
律
宗
や
天
台
に
つ
い
て
の
仏
書
に
交
じ
っ
て
、

　
　

儒
道
書
籍
二
百
五
十
六
巻

　
　

雑
書
四
百
六
十
三
巻

　
　

法
帖
御
書
堂
帖
等
碑
文
七
十
六
巻

と
い
っ
た
も
の
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
ら
が

具
体
的
に
ど
う
い
っ
た
書
物
や
法
帖
、
碑
文
で
あ
っ
た
の
か
は
、

す
べ
て
散
逸
し
た
今
と
な
っ
て
は
知
る
す
べ
も
な
い
が
、
俊
芿

が
遠
く
日
本
ま
で
持
ち
帰
ろ
う
と
し
た
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
か

ら
十
二
年
か
け
て
収
集
し
た
う
ち
か
ら
選
り
す
ぐ
ら
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
そ
れ
ら
が
宋
代
文
化
の
理
解

に
と
っ
て
ど
れ
だ
け
多
く
の
実
り
を
も
た
ら
し
得
た
か
は
計
り

知
れ
な
い
。

　

次
に
、
東
坡
受
容
を
見
て
い
く
う
え
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

の
は
、
栄
西
や
俊
芿
か
ら
は
や
や
後
の
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）

に
、
聖
一
国
師
円え
ん
に爾
弁べ
ん
え
ん円
（
一
二
〇
二
～
一
二
八
〇
）
が
六
年
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間
の
渡
宋
修
行
か
ら
持
ち
帰
り
、
東
福
寺
普
門
院
に
納
め
た
書

籍
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
文
和
二
年
（
一
三
五
三
）
に
大
道
一
以

に
よ
っ
て
五
十
五
函
に
整
理
さ
れ
千
字
文
番
号
が
付
さ
れ
た
が
、

そ
の
際
に
作
ら
れ
た
『
普
門
院
経
論
章
疏
語
録
儒
書
等
目
録
』

に
は
個
々
の
書
名
ま
で
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
他
の
将

来
目
録
に
は
稀
な
外
典
に
つ
い
て
の
項
が
設
け
ら
れ
て
い
た（
２
）。

そ
の
中
か
ら
東
坡
の
著
作
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
書
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
露
字
号
）
注
坡
詞　

二
冊

　
　
（
露
字
号
）
東
坡
長
短
句　

一
冊

　
　
（
闕
字
号
）
歴
代
地
理
指
掌
図　

一
巻

こ
こ
で
も
や
は
り
『
歴
代
地
理
指
掌
図
』
の
書
名
が
見
ら
れ
る

が
、
こ
れ
が
仮
託
の
書
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
前
稿

で
述
べ
た
の
で
、
こ
こ
で
の
説
明
は
控
え
た
い
。
少
し
触
れ
て

お
き
た
い
の
は
、
は
じ
め
に
記
さ
れ
た
二
種
の
詞
集
で
あ
る（
３
）。

こ
の
「
詞
」
あ
る
い
は
「
塡
詞
」
と
呼
ば
れ
る
文
学
形
式
は
、

あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
幾
つ
か
の
詞
牌
と
呼
ば
れ
る
楽
曲
か

ら
一
つ
を
選
び
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
歌
詞
を
作
っ
て
い
く
と
い

う
も
の
で
、定
型
詩
と
違
っ
て
長
短
さ
ま
ざ
ま
な
句
形
か
ら
成
っ

て
い
る
た
め
「
長
短
句
」
と
も
呼
ば
れ
、
ま
た
詩
人
の
餘
技
と

い
う
意
味
で
「
詩
餘
」
と
い
う
別
名
も
あ
る
。
唐
代
に
始
ま
っ

た
詞
は
五
代
を
経
て
宋
代
に
な
る
と
大
い
に
流
行
し
、
張
先
や

柳
永
、
あ
る
い
は
秦
観
と
い
っ
た
名
手
が
陸
続
と
輩
出
し
た
。

そ
の
中
に
あ
っ
て
東
坡
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
纏
綿
た
る
情
緒
を

盛
る
と
さ
れ
た
こ
の
形
式
に
壮
大
な
歴
史
的
テ
ー
マ
を
取
り
い

れ
る
な
ど
新
生
面
を
開
い
た
た
め
、
豪
放
派
の
祖
と
位
置
づ
け

さ
れ
、
や
が
て
そ
れ
は
南
宋
の
辛
棄
疾
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と

と
な
る
。

　

こ
の
目
録
に
は
『
注
坡
詞
』『
東
坡
長
短
句
』
と
い
う
二
種

の
東
坡
詞
集
が
見
え
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
前
者
は
、
お
そ
ら

く
南
宋
の
傅
幹
が
注
釈
を
し
た
『
注
坡
詞
』
十
二
巻
を
指
す
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
は
東
坡
詞
の
注
釈
と
し
て
は
最
も
古
い
も

の
の
一
つ
で
、
紹
興
年
間
（
一
一
三
一
～
一
一
六
二
）
に
杭
州

で
刊
行
さ
れ
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る（
４
）。

ま
た
後
者
の
『
東
坡

長
短
句
』
に
当
た
る
も
の
と
し
て
は
、
曽
慥
に
よ
っ
て
編
ま
れ

た
『
東
坡
先
生
長
短
句
』
二
巻
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う（
５
）。

こ
の
書
も
紹
興
二
十
一
年
（
一
一
五
一
）
に
刊
行
さ
れ
た
よ
う

で
、
両
書
と
も
に
円
爾
が
そ
の
刊
本
を
持
ち
帰
る
こ
と
は
十
分
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に
可
能
で
あ
っ
た
。
東
坡
詞
集
の
う
ち
現
存
す
る
最
古
の
刊
本

は
元
の
延
祐
七
年
（
一
三
二
〇
）
刊
行
の
『
東
坡
楽
府
』
二
巻

で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
南
宋
の
頃
に
は
幾
種
も
の
刊
本
が
通
行

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
こ
の
将
来
目
録
に
東
坡
の
詩
文
集
が
全
く
見
当
た
ら

な
い
の
に
対
し
、
詞
集
が
二
種
も
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
単
に
新
し
い
文
学
に
対
す
る
物
珍
し
さ
か
ら
と
い
う

以
上
の
何
か
し
ら
の
目
的
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ

る
。
た
と
え
ば
当
時
の
緇
流
の
間
で
実
作
へ
の
機
運
の
高
ま
り

が
見
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
憶
測
が
は
た
ら
く
の
で
あ
る

が
、
結
局
の
と
こ
ろ
五
山
文
学
は
詩
文
の
分
野
で
こ
そ
夥
し
い

作
品
を
残
し
た
が
、
こ
と
詞
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
見
る
べ
き
成

果
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
事
実
を
ふ
ま
え
る
と
、

こ
の
二
種
の
詞
集
は
、『
石
門
文
字
禅
』
や
『
冷
斎
夜
話
』
を

著
し
た
覚
範
恵
洪
や
、
東
坡
と
も
親
し
か
っ
た
仲
殊
な
ど
詞
に

堪
能
な
禅
宗
の
大
徳
が
少
な
か
ら
ず
い
る
こ
と
を
知
っ
た
円
爾

が
、
日
本
の
禅
林
で
も
や
が
て
そ
う
し
た
風
潮
に
な
る
こ
と
を

見
越
し
て
将
来
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
十
三
世
紀
半
ば
と

い
う
、
五
山
文
学
が
芽
生
こ
う
と
す
る
直
前
の
将
来
時
期
が
そ

れ
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

外
典
に
見
え
る
三
種
に
つ
い
て
ま
ず
見
て
き
た
が
、
同
目
録

に
見
え
る
内
典
か
ら
も
東
坡
に
関
連
し
た
も
の
を
挙
げ
て
お
く

と
、『
楽
邦
文
類
』（
日
字
号
）
や
『
施
食
通
覧
』（
呉
字
号
）

と
い
っ
た
書
物
が
こ
う
し
た
早
い
段
階
で
日
本
に
渡
っ
て
き
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
う
ち
『
楽
邦
文
類
』
五
巻
は
南
宋

の
宗
暁
が
浄
土
に
関
す
る
古
今
の
文
を
集
め
た
も
の
で
、
東
坡

の
手
に
な
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
唐
の
柳
宗
元
が
著
し
た
「
東

海
若
」
の
後
に
書
き
つ
け
た
「
東
海
若
の
跋
」（
巻
二
）
を
は

じ
め
「
阿
弥
陀
像
を
画
く
の
讃
」（
巻
二
）
や
「
阿
弥
陀
像
を

画
く
の
偈
」（
巻
五
）、「
天
竺
の
宝
月
大
師
を
弔
う
」（
巻
五
）

と
い
っ
た
も
の
が
収
め
ら
れ
、
さ
ら
に
宗
暁
が
同
書
に
漏
れ
た

も
の
を
補
っ
た
『
楽
邦
遺
稿
』
二
巻
に
も
『
龍
舒
増
広
浄
土
文
』

か
ら
引
用
し
た
「
蘇
東
坡
の
前
身
五
祖
戒
禅
師
」（
巻
下
）
の

一
文
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
同
じ
く
宗
暁
の
『
施
食
通
覧
』
一
巻

は
重
要
な
仏
教
儀
礼
の
一
つ
、
施
餓
鬼
に
つ
い
て
の
著
述
を
幅

広
く
集
め
た
も
の
で
、
現
在
で
は
こ
の
書
で
の
み
見
る
こ
と
が

可
能
な
文
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
点
で
も
貴
重
視
さ
れ
て
い

る（
６
）。
東
坡
の
手
に
な
る
も
の
と
し
て
は
「
施
餓
鬼
食
文
」「
水
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陸
法
像
賛
一
十
六
首
」「
水
陸
を
修
し
て
枯
骨
を
葬
る
の
疏
」

な
ど
が
収
め
ら
れ
、
加
え
て
東
坡
の
文
を
引
用
し
た
「
破
地
獄

偈
を
誦
す
る
感
験
」
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
こ
の
方
面
で
も
東
坡

の
存
在
の
大
き
さ
を
あ
ら
た
め
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
、
円
爾
弁
円
の
将
来
目
録
を
通
し
て
東
坡
受
容
の
一
端

を
探
っ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
に
見
え
る
内
容
か
ら
当
時
日
本
で

希
求
さ
れ
て
い
た
詩
文
集
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
あ

る
程
度
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、こ
こ
に
至
っ

て
も
未
だ
に
必
要
と
さ
れ
た
も
の
は
『
白
氏
文
集
』
を
は
じ
め

と
す
る
唐
代
の
も
の
で
あ
っ
て
、
宋
代
の
も
の
は
東
坡
に
限
ら

ず
欧
陽
脩
や
黄
庭
堅
の
も
の
も
録
さ
れ
て
い
な
い
状
況
が
ま
だ

続
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
宋
代
文
学
の
本
格
的
受
容
に
意

識
が
及
ぶ
に
は
、
今
し
ば
ら
く
時
間
を
要
し
た
の
で
あ
る
。

五

　

前
章
で
は
、
渡
宋
僧
に
よ
る
将
来
目
録
な
ど
を
通
し
て
東
坡

受
容
を
見
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
平
安
の
末
か
ら
鎌
倉
に
か
け

て
に
わ
か
に
勃
興
し
た
浄
土
教
に
関
係
す
る
書
物
の
数
々
か
ら
、

東
坡
に
つ
な
が
る
も
の
を
抜
き
出
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
こ
の

分
野
に
東
坡
の
名
が
直
接
あ
が
っ
て
く
る
の
は
後
年
の
こ
と
に

な
る
た
め
、
こ
こ
で
は
前
稿
第
二
章
の
『
臨
川
先
生
詩
』
や
『
筆

談
』
の
と
こ
ろ
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
受
容
と
い
う
意
味
を
広

く
と
ら
え
、
東
坡
の
名
や
詩
文
を
直
接
引
用
し
た
も
の
ば
か
り

で
な
く
、
た
と
え
直
接
的
な
記
載
は
な
く
と
も
明
ら
か
に
そ
れ

ら
を
含
ん
で
い
る
書
物
の
引
用
ま
で
視
野
に
入
れ
る
こ
と
と
し

た
い
。

　

周
知
の
よ
う
に
日
本
に
お
け
る
浄
土
宗
は
法
然
房
源
空

（
一
一
三
三
～
一
二
一
二
）
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
が
、
そ
の
さ

い
拠
り
ど
こ
ろ
と
さ
れ
た
の
が
五
世
紀
の
後
半
か
ら
七
世
紀
に

か
け
て
曇
鸞
、
道
綽
、
善
導
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
中
国
浄
土

教
の
流
れ
の
継
承
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
法
然
の
著
述
に
は
、

こ
れ
ら
の
祖
師
が
遺
し
た
著
作
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
後
、

唐
代
か
ら
宋
代
に
か
け
て
著
さ
れ
た
浄
土
の
教
え
に
基
づ
く
文

を
選
り
す
ぐ
っ
た
書
物
か
ら
の
引
用
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
た

と
え
ば
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
に
著
さ
れ
た
『
選
択
本
願
念

佛
集
』
に
は
、
宋
の
王
日
休
が
編
ん
だ
『
龍
舒
増
広
浄
土
文
』

十
二
巻
か
ら
の
引
用
が
見
ら
れ
る
が
、
同
書
に
は
東
坡
が
南
遷
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に
あ
た
っ
て
阿
弥
陀
佛
一
軸
を
帯
同
し
て
い
た
と
い
う
よ
く
知

ら
れ
た
逸
話
「
戒
禅
師
の
後
身
東
坡
」（
巻
七
）
の
一
文
や
、

後
に
詳
述
す
る
東
坡
の
書
写
し
た
『
楞
伽
経
』
に
ふ
れ
た
「
楞

伽
経
の
説
」（
巻
九
）
の
一
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、『
選
択
集
』
に
は
こ
れ
ら
か
ら
の
直
接
の
引
用
は

見
ら
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
法
然
の
脳
裏
に
は
、
宋
代
に
東

坡
と
い
う
参
禅
に
熱
心
な
居
士
が
い
た
こ
と
だ
け
は
刻
み
つ
け

ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
お
前
章
で
も
少
し
触
れ
た
よ

う
に
、『
龍
舒
増
広
浄
土
文
』の
内
容
と
傾
向
を
同
じ
く
す
る『
楽

邦
文
類
』
五
巻
が
、
慶
元
六
年
（
一
二
〇
〇
）
に
宗
暁
に
よ
り

編
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
の
書
が
俊
芿
に
よ
っ
て
将
来
さ
れ
た
の

は
法
然
示
寂
と
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
り
、
法
然
が
こ
れ
に
目
を
通

す
こ
と
が
で
き
た
可
能
性
は
か
な
り
低
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
た
だ
、『
龍
舒
増
広
浄
土
文
』
と
『
楽
邦
文
類
』
の
両
書

は
こ
れ
よ
り
後
に
浄
土
教
の
書
物
に
多
く
引
か
れ
る
こ
と
と
な

り
、
後
年
の
こ
と
に
な
る
が
、
永
享
八
年
（
一
四
三
六
）
に
酉

誉
聖
聡
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
『
當
麻
曼
陀
羅
疏
』
に
は
、
そ
れ

に
基
づ
い
た
東
坡
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る（
７
）。

　

い
っ
ぽ
う
法
然
に
師
事
し
、
後
に
浄
土
真
宗
の
開
祖
と
な
っ

た
親
鸞
（
一
一
七
三
～
一
二
六
二
）
も
、
元
仁
元
年
（
一
二
二
四
）

か
ら
折
に
触
れ
て
書
き
た
め
た
と
さ
れ
る
主
著
『
教
行
信
証
』

に
『
楽
邦
文
類
』
を
数
多
く
引
用
し
て
お
り
、
そ
の
正
式
の
書

名
で
あ
る
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
も
『
楽
邦
文
類
』
を

意
識
し
て
の
命
名
と
さ
れ
る（
８
）。
た
だ
親
鸞
も
法
然
と
同
じ
く
直

接
に
東
坡
へ
の
言
及
は
な
く
、
管
見
の
及
ぶ
と
こ
ろ
、
真
宗
関

係
の
書
物
に
東
坡
が
引
か
れ
る
の
は
さ
ら
に
遅
れ
て
元
和
年
間

（
一
六
一
五
～
一
六
二
三
）
に
撰
述
せ
ら
れ
た
甫
顔
の
『
本
願

寺
表
裏
問
答
』
の
記
述
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い（
９
）。

　

一
般
に
東
坡
の
本
格
的
な
受
容
と
い
う
と
禅
林
五
山
に
お
け

る
そ
れ
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
東
坡
の
詩
文
に
は

禅
の
み
な
ら
ず
先
に
引
い
た
よ
う
な
浄
土
に
つ
い
て
の
も
の
も

散
見
さ
れ
、け
っ
し
て
一
宗
一
派
に
片
寄
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
浄
土
に
関
す
る
作
品
の
引
用
こ
そ

十
五
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
が
、『
龍
舒
増
広
浄
土
文
』

や
『
楽
邦
文
類
』
を
通
し
て
そ
の
作
品
が
読
ま
れ
て
い
っ
た
と

い
う
点
で
は
け
っ
し
て
禅
に
遅
れ
て
い
た
訳
で
は
な
く
、
そ
れ

ぞ
れ
別
の
道
を
歩
ん
で
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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以
上
、
第
四
、五
章
で
は
、
仏
教
関
係
の
書
物
か
ら
目
に
つ

い
た
と
こ
ろ
を
列
挙
し
て
き
た
が
、
こ
の
ほ
か
で
は
前
稿
第
二

章
で
触
れ
た
『
夢
渓
筆
談
』
以
外
の
随
筆
や
詩
話
の
類
な
ど
、

こ
の
時
期
の
受
容
を
語
る
う
え
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
資

料
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
う
い
っ
た
類
の
書
物
に
と
っ

て
東
坡
ほ
ど
話
題
が
豊
富
な
人
物
は
ほ
か
に
な
く
、
読
み
手
も

本
格
的
な
作
品
か
ら
入
る
よ
り
、
そ
う
し
た
瑣
事
を
通
し
て
人

物
に
親
し
み
を
抱
く
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
り
わ
け
恵
洪
の
『
冷
斎
夜
話
』、
阮
閲
の
『
詩
話
総
亀
』、
胡

仔
の
『
苕
渓
漁
隠
叢
話
』
と
い
っ
た
十
二
世
紀
前
半
か
ら
半
ば

に
か
け
て
著
さ
れ
た
も
の
は
、
東
坡
に
関
す
る
か
な
り
詳
し
い

記
述
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
受
容
を
語
る
う
え
で
避
け

て
通
れ
な
い
も
の
と
言
え
よ
う）
（1
（

。
し
か
し
遺
憾
な
が
ら
こ
れ
ら

の
書
物
に
つ
い
て
は
文
献
に
全
く
書
名
が
挙
が
っ
て
こ
ず
、
将

来
を
含
め
た
受
容
に
つ
い
て
は
未
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い

面
が
多
い）
（（
（

。
こ
う
し
た
随
筆
や
詩
話
と
い
っ
た
類
の
受
容
が
、

五
山
文
学
が
興
る
以
前
の
国
文
学
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
を

考
え
た
と
き
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
成
果
が
切
に
俟
た
れ
る
の
で

あ
る
。

六

　

東
坡
の
場
合
、
そ
の
受
容
は
文
献
資
料
を
通
し
て
だ
け
と
は

限
ら
な
い
。
こ
れ
も
夥
し
く
遺
さ
れ
た
書
道
作
品
は
、
そ
の
個

性
溢
れ
る
書
風
な
ど
か
ら
宋
と
い
う
新
し
い
時
代
に
相
応
し
い

も
の
と
評
さ
れ
、
蔡
襄
（
君
謨
）
や
米
芾
（
元
章
）、
黄
庭
堅
（
山

谷
）
と
と
も
に
北
宋
の
四
大
家
の
一
人
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
日
本
で
は
か
つ
て
よ
り
王
羲
之
の
優
美
な
書
風
を
唯

一
の
軌
範
と
し
て
尊
び
、
そ
れ
は
平
安
時
代
の
末
に
ま
で
及
ん

で
も
一
向
に
変
わ
る
気
配
を
見
せ
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
風
潮

に
抗
っ
て
宋
代
の
新
た
な
書
風
を
積
極
的
に
学
び
、
自
ら
の
書

風
へ
と
反
映
さ
せ
た
の
は
、
第
四
章
で
述
べ
た
よ
う
に
栄
西
と

俊
芿
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
宋
代
の
書
道
の
紹
介
者
達
が
最
も

模
範
と
し
た
の
は
鋭
い
筆
鋒
を
持
ち
、
奇
峭
と
称
さ
れ
る
山
谷

の
書
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
次
い
で
は
雄
勁
な
中
に
渾
厚
の
気
を

蔵
し
た
東
坡
の
書
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
で
は
厖
大
な
作
品

が
遺
さ
れ
た
東
坡
の
書
の
中
で
、
具
体
的
に
ど
う
い
っ
た
も
の

が
平
安
の
末
か
ら
鎌
倉
の
初
め
に
か
け
て
将
来
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。
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そ
う
し
た
東
坡
の
書
蹟
と
し
て
、
日
本
で
最
も
早
く
か
ら
知

ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、「
宸
奎
閣
碑
」
の
宋
拓
を
挙
げ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
明
州
、
現
在
の
寧
波
（
浙
江
）
に

立
つ
阿
育
王
山
広
利
寺
の
懐え
れ
ん璉
が
、
仁
宗
か
ら
賜
っ
た
宸
筆
の

詩
を
納
め
る
た
め
寺
内
に
宸
奎
閣
を
建
て
た
と
こ
ろ
、
創
建
か

ら
約
二
十
年
後
の
元
祐
六
年
（
一
〇
九
一
）、
弟
子
た
ち
が
そ

の
由
来
を
長
く
伝
え
た
い
と
考
え
、
東
坡
に
撰
文
、
書
丹
を
依

嘱
し
て
立
て
た
碑
で
あ
る
。こ
の
宋
拓
は
仁
治
二
年（
一
二
四
一
）、

『
普
門
院
経
論
章
疏
語
録
儒
書
等
目
録
』
の
項
で
も
触
れ
た
円

爾
弁
円
に
よ
っ
て
将
来
さ
れ
長
く
東
福
寺
の
什
物
で
あ
っ
た
が
、

幕
末
に
個
人
の
所
有
と
な
り
、
現
在
は
宮
内
庁
書
陵
部
に
所
蔵

さ
れ
、
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
中
田
勇
次
郎
先
生

は
そ
の
解
説
文
の
中
で
、「
端
正
で
た
く
ま
し
い
気
象
の
み
な
ぎ
っ

た
大
書
」
で
あ
り
、「
そ
の
大
字
の
楷
書
を
み
る
こ
と
の
で
き

る
最
上
品
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
推
奨
し
て
お
ら
れ
る
が
、

当
時
こ
の
書
を
目
に
し
た
者
も
、
或
い
は
そ
の
詩
文
か
ら
受
け

る
も
の
以
上
に
、
そ
の
人
柄
に
思
い
を
馳
せ
た
こ
と
で
あ
ろ

う）
（1
（

。
も
っ
と
も
「
宸
奎
閣
碑
」
が
将
来
さ
れ
る
以
前
に
、
す
で

に
東
坡
の
書
が
伝
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
窺
わ
せ
る
資

料
が
あ
る
。
そ
れ
は
前
に
述
べ
た
よ
う
に
俊
芿
が
建
暦
元
年
の

帰
朝
の
際
に
持
ち
帰
っ
た
法
帖
や
拓
本
で
、
伝
記
に
「
法
帖
御

書
堂
帖
等
碑
文
七
十
六
巻
」
と
見
え
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、

今
と
な
っ
て
は
そ
の
内
容
を
確
か
め
よ
う
も
な
く
、
や
は
り
「
宸

奎
閣
碑
」
の
宋
拓
を
も
っ
て
東
坡
の
書
蹟
の
嚆
矢
と
す
る
の
が

穏
当
で
あ
ろ
う
。

　

東
坡
の
書
蹟
と
し
て
、
真
蹟
で
も
な
く
拓
本
で
も
な
い
極
め

て
ユ
ニ
ー
ク
な
伝
わ
り
方
を
し
た
の
が
『
楞
伽
経
』
四
巻
で
あ

る
。
そ
れ
は
最
初
金
山
寺
（
江
蘇
）
で
佛
印
了
元
の
提
案
に
よ

り
東
坡
が
筆
を
執
り
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
版
に
刻
す
、
い
わ
ゆ

る
写
刻
本
と
し
て
流
通
し
、
後
に
福
州
の
東
禅
寺
等
覚
院
で
大

蔵
経
を
刊
行
す
る
に
際
し
て
、
同
経
の
底
本
と
し
て
使
わ
れ
た

の
が
そ
の
金
山
寺
版
で
あ
っ
た
。
し
か
も
刻
入
に
あ
た
っ
て
は

再
び
写
刻
の
体
裁
を
と
っ
た
た
め
、
金
山
寺
版
が
失
わ
れ
た
今
、

こ
の
東
禅
寺
版
大
蔵
経
に
よ
っ
て
の
み
東
坡
の
書
に
接
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た）
（1
（

。
こ
れ
は
予
て
よ
り
一
部
が
写
真

で
紹
介
さ
れ
て
い
た
が
、
平
成
二
十
七
年
に
醍
醐
寺
が
所
蔵
す

る
同
経
全
冊
が
カ
ラ
ー
で
影
印
さ
れ
た
た
め
、
四
万
四
千
字
に
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も
及
ぶ
東
坡
の
書
を
容
易
に
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
、
単
に
仏
教
や
書
道
の
資
料
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、

受
容
史
の
上
か
ら
も
画
期
的
な
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い）
（1
（

。

ま
た
も
う
一
つ
意
義
を
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
経
典
に
付
さ
れ

た
跋
文
（『
東
坡
集
』
で
は
「
楞
伽
経
の
後
に
書
す
」
の
題
で

収
む
）
は
、
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
東
坡
の
文
と
し
て
確
認
し

う
る
最
も
早
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
こ
の
写
刻
本
『
楞
伽
経
』
を
含
む
東
禅
寺
版
大
蔵
経

の
将
来
状
況
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
ず
最
初

に
こ
の
大
蔵
経
を
日
本
に
も
た
ら
し
た
人
物
と
し
て
、
俊
乗
坊

重
源
（
一
一
二
一
～
一
二
〇
六
）
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
重
源
は
東
大
寺
の
再
建
に
尽
力
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い

る
が
、
前
後
三
回
に
わ
た
っ
て
渡
宋
を
果
た
し
た
と
も
さ
れ
て

お
り
、
建
久
六
年
（
一
一
九
五
）
に
東
禅
寺
版
大
蔵
経
を
醍
醐

寺
へ
施
入
し
て
い
る
。
こ
れ
は
現
在
も
国
宝
と
し
て
同
寺
に
所

蔵
さ
れ
て
お
り
、
前
述
の
影
印
本
は
こ
れ
を
底
本
と
し
て
い
る
。

こ
れ
に
次
い
で
は
仁
治
三
年
（
一
二
四
二
）
に
宣
陽
門
院
覲
子

内
親
王
が
教
王
護
国
寺
（
東
寺
）
に
施
入
し
た
大
蔵
経
が
あ
り
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
小
野
玄
妙
氏
の
考
証
に
よ
り
紹
定
五
年

（
一
二
三
二
）
以
降
に
摺
印
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る）
（1
（

。
こ
の
ほ
か
幾
つ
か
の
東
禅
寺
版
大
蔵
経
が
将
来
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
時
期
や
現
在
の
残
存
状
況
な
ど
に
つ
い
て
は
不
明

な
点
も
多
い
。

　

と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
写
刻
本
『
楞
伽
経
』
を
通
し
て
の
東
坡

書
蹟
の
受
容
と
言
う
と
、
あ
る
い
は
五
千
巻
を
越
す
大
蔵
経
の

中
に
あ
っ
て
四
巻
に
過
ぎ
な
い
教
典
の
、
そ
れ
も
単
に
書
写
し

た
人
物
に
そ
れ
ほ
ど
人
々
が
注
目
し
た
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑

問
は
と
う
ぜ
ん
湧
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
経
が
『
金
剛
経
』

と
と
も
に
禅
宗
所
依
の
重
要
な
経
典
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
く
、
さ
ら
に
そ
れ
が
写
刻
本
と
し
て
収
め
ら
れ
て

い
る
点
か
ら
も
注
目
さ
れ
た
よ
う
で
、
同
経
に
触
れ
た
文
献
の

多
さ
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
楽
邦
遺
稿
』
巻

下
に
載
せ
る
「
張
文
定
公
の
前
身
僧
為
り
て
楞
伽
を
書
す
」
の

一
文
に
は
、
東
坡
が
『
楞
伽
経
』
を
書
写
す
る
そ
も
そ
も
の
き
っ

か
け
と
な
っ
た
張
方
平
と
同
経
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
の
有
名

な
逸
話
が
見
ら
れ
、
ま
た
前
述
の
「
楞
伽
経
の
説
」
に
も
、
東

坡
が
書
写
し
た
四
巻
本
の
『
楞
伽
経
』
に
つ
い
て
「
達
磨
発
揚

し
、
東
坡
書
す
る
所
」
と
記
し
、
禅
の
始
祖
で
あ
る
達
磨
大
師
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と
東
坡
を
並
称
し
、
さ
ら
に
東
坡
の
書
に
ま
で
言
及
し
て
い

る）
（1
（

。
さ
ら
に
虎
関
師
錬
が
「
仏
論
心
論
後
序
」（『
済
北
集
』
巻

八
）
の
中
で
「
東
坡
居
士
の
楞
伽
経
の
跋
に
云
う
」
と
記
し
て

い
る
こ
と
な
ど
、
人
々
か
ら
大
い
に
注
目
を
集
め
た
で
あ
ろ
う

こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
十
三
世
紀
の
半

ば
頃
に
な
る
と
、
将
来
さ
れ
る
東
坡
の
書
蹟
が
お
い
お
い
と
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
お
そ
ら
く
そ
れ
ら
は
詩
文
と
は
違
っ
て
、

よ
り
直
接
的
に
人
々
を
魅
了
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

七

　

前
章
ま
で
は
、
十
二
世
紀
半
ば
以
降
に
お
け
る
書
物
や
書
蹟

を
通
し
て
の
受
容
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
こ
の
章
で
は
少

し
見
方
を
変
え
、
生
前
の
東
坡
に
出
会
っ
て
言
葉
を
か
わ
し
た

日
本
人
が
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
を
紹
介
し
て
お
き
た

い
。
こ
れ
に
最
初
に
気
付
い
た
の
は
藤
善
眞
澄
氏
で
、
成じ
よ
う
じ
ん尋の

渡
宋
期
の
記
録
と
し
て
知
ら
れ
る
『
参
天
台
五
臺
山
記
』
の
記

述
な
ど
を
通
し
て
、
右
の
よ
う
な
説
を
立
て
ら
れ
た
の
で
あ

る）
（1
（

。
た
だ
同
書
に
直
接
東
坡
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な

い
た
め
、
以
下
に
そ
の
経
緯
を
か
い
つ
ま
ん
で
記
し
て
お
き
た

い
。

　

洛
北
の
古
刹
大
雲
寺
の
僧
成
尋（
一
〇
一
一
～
一
〇
八
一
）は
、

延
久
四
年
（
一
〇
七
二
）、
中
国
の
年
号
で
は
煕
寧
五
年
三
月

に
念
願
の
渡
宋
を
果
た
し
、
天
台
山
や
五
台
山
な
ど
を
巡
錫
し

て
い
る
。『
参
天
台
五
臺
山
記
』
は
そ
の
う
ち
最
初
の
約
十
五

か
月
間
の
記
録
で
、
先
に
帰
朝
す
る
弟
子
の
頼
縁
等
に
託
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
藤
善
氏
が
注
目
し
た
の
は
、
渡
宋
し
て

間
も
な
く
杭
州
（
浙
江
）
に
立
ち
寄
っ
た
六
月
五
日
の
條
（
同

書
巻
二
）
に
、
無
事
天
台
山
へ
巡
拝
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
申
請
を
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
に
対
し
て
発
給
さ
れ
た
通
行
許

可
証
に
あ
た
る
牒
文
（
公
移
）
を
そ
の
ま
ま
書
き
写
し
て
い
る

箇
所
で
あ
る
。
あ
る
い
は
原
本
に
は
牒
文
が
貼
り
付
け
ら
れ
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
は
当
時
の
入

宋
に
際
し
て
の
手
続
き
を
物
語
る
貴
重
な
資
料
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
牒
文
の
最
後
に
杭
州
の
知
事
で
あ
っ
た
沈
立
を
は
じ
め
七

名
の
署
名
が
見
て
取
れ
る
が
、
そ
の
中
に
あ
る
「
太
常
博
士
直

史
館
通
判
軍
州
事　

蘇
立マ
マ

」
と
読
め
る
官
職
と
署
名
が
当
時
杭

州
の
通
判
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
東
坡
の
本
名
で
あ
る
「
蘇
軾
」
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に
他
な
ら
な
い
と
し
、
そ
れ
ま
で
そ
う
い
っ
た
事
実
に
注
目
さ

れ
な
か
っ
た
の
は
、
各
自
が
意
匠
を
こ
ら
し
た
押
字
（
花
押
）

に
惑
わ
さ
れ
、
蘇
立
と
い
う
人
物
と
思
い
込
ん
だ
た
め
で
あ
る

と
し
て
い
る
。
現
在
、
成
尋
が
書
写
し
頼
縁
に
託
し
た
『
参
天

台
五
臺
山
記
』
の
原
本
は
伝
わ
ら
ず
、
最
も
古
い
と
さ
れ
る
抄

本
は
約
百
年
後
に
書
写
さ
れ
た
東
福
寺
蔵
本
で
あ
り
、
そ
の
他

に
も
十
種
余
り
の
抄
本
が
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
転

写
を
繰
り
返
し
て
い
く
う
ち
に
読
み
取
り
に
く
い
押
字
な
ど
は

別
字
に
す
り
替
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
同
書
を
『
史
籍
集
覧
』（
一
九
〇
二
年
、
近

藤
活
版
所
刊
）
や
『
大
日
本
仏
教
全
書
』（
一
九
一
七
年
、
仏

書
刊
行
会
刊
）
に
収
め
る
た
め
、
活
字
に
起
こ
す
際
に
「
蘇
立
」

と
し
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
誰
も
そ
れ
が
東
坡
を
指
す
と
は
思

わ
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る）
（1
（

。

　

た
だ
こ
の
時
点
で
は
牒
文
に
署
名
は
も
ら
え
た
も
の
の
、
東

坡
と
直
接
会
っ
て
言
葉
を
交
わ
し
た
と
す
る
記
録
は
な
く
、
そ

れ
が
果
た
さ
れ
た
の
は
ど
う
や
ら
翌
年
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。

成
尋
は
念
願
の
天
台
山
参
拝
を
終
え
た
の
ち
杭
州
を
通
っ
て
開

封
（
汴
京
）
を
訪
れ
、
翌
煕
寧
六
年
の
五
月
に
三
た
び
杭
州
に

立
ち
寄
っ
て
い
る
が
、
そ
の
二
十
二
日
の
記
述
に
次
の
よ
う
に

見
え
て
い
る
。

　
　

�

廿
二
日
甲
子
、
天
晴
、
辰
一
点
、
参
通
判
学
士
、
出
船
申

文
与
判
。
劉
殿
直
申
文
也
。
次
参
通
判
郎
中
許
。
二
人
共

有
点
茶
湯
。（
巻
八
）

成
尋
が
こ
の
日
の
朝
に
面
会
し
た
「
通
判
学
士
」
こ
そ
東
坡
そ

の
人
に
外
な
ら
ず
、
一
行
は
そ
こ
で
出
航
許
可
の
印
を
も
ら
い
、

茶
の
接
待
ま
で
受
け
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
と
い
う
の
が
藤
善

氏
の
論
旨
の
概
要
で
あ
る
。

　

右
の
内
容
は
受
容
と
い
う
こ
と
を
抜
き
に
し
て
も
非
常
に
興

味
深
く
、
ま
た
東
坡
の
杭
州
通
判
期
に
お
け
る
日
常
業
務
の
一

端
が
垣
間
見
え
る
点
で
も
心
惹
か
れ
る
も
の
が
あ
る
。
た
だ
言

う
ま
で
も
な
く
、
成
尋
は
仏
教
の
聖
地
巡
錫
に
渡
宋
し
た
折
、

偶
然
東
坡
に
出
会
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
名
を
『
参
天
台
五
臺

山
記
』
に
記
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
推
し
て
、
さ
ほ
ど
記
憶
に

残
ら
な
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
巡
錫
の
手
続
き
を

し
て
く
れ
た
官
僚
の
一
人
と
い
う
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
同
行
の
者
達
も
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、

そ
れ
は
当
時
の
日
本
に
お
け
る
東
坡
の
知
名
度
が
無
い
に
等
し
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い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
い
る
と
見
て
間

違
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
成
尋
が
東
坡
と
話
を
交
わ
し
た
と
さ
れ
る
煕
寧

六
年
、
高
麗
か
ら
の
使
者
が
や
は
り
杭
州
に
立
ち
寄
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
八
月
に
高
麗
を
出
発
し
た
金
良
鑑
の
一
行
で
、
十
月
の

末
か
ら
十
一
月
の
初
め
頃
に
杭
州
に
立
ち
寄
り
、
東
坡
が
設
け

た
宴
会
に
加
わ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
使
節
団
は
煕
寧
七

年
年
に
帰
国
し
た
が
、
そ
の
翌
年
に
生
ま
れ
た
子
に
金
富
軾
と

名
付
け
た
者
が
お
り
、
さ
ら
に
四
年
後
に
生
ま
れ
た
弟
に
金
富

轍
と
名
付
け
て
い
る
。
こ
れ
が
蘇
軾
、
蘇
轍
兄
弟
に
倣
っ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
高
麗
に
お
け
る
東
坡
受

容
が
生
前
の
、そ
れ
も
三
十
歳
台
後
半
の
頃
か
ら
す
で
に
始
ま
っ

て
い
た
こ
と
を
象
徴
す
る
事
象
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
受
容
の
速
さ
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
し
て
、
こ
れ
に

先
立
っ
て
四
十
年
ぶ
り
に
宋
と
の
公
式
の
往
来
が
再
開
し
た
こ

と
や
、
科
挙
制
度
の
確
立
に
よ
っ
て
読
書
人
が
増
え
、
優
秀
な

成
績
で
科
挙
に
合
格
し
た
東
坡
兄
弟
に
対
す
る
憧
憬
が
高
ま
り

を
見
せ
た
こ
と
を
要
因
に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う）
（1
（

。
一
方
そ

う
い
っ
た
高
麗
に
対
し
、
日
本
で
は
限
ら
れ
た
宋
船
か
ら
の
情

報
し
か
入
手
す
る
術
が
な
く
、
し
か
も
受
容
層
で
あ
る
貴
族
も

漸
く
没
落
期
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
が
極
端
な
遅
速
を
招
い
た

と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
表
向
き
の
事
情
ば
か
り

で
な
く
、
そ
こ
に
は
も
っ
と
本
質
的
な
差
異
、
受
容
す
べ
き
文

化
を
よ
り
慎
重
に
吟
味
し
、
自
国
の
実
情
に
合
う
か
否
か
を
判

断
し
つ
つ
摂
取
を
行
っ
た
が
た
め
に
、
自
ず
と
時
間
を
費
や
さ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
日
本
の
事
情
も
同
時
に
浮
か
び
上
が
っ
て

く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

八

　

以
上
、『
台
記
』
か
ら
約
百
年
間
に
わ
た
る
東
坡
受
容
を
ひ

と
わ
た
り
見
て
き
た
が
、
こ
の
平
安
末
か
ら
鎌
倉
初
め
と
い
う

漢
籍
将
来
に
と
っ
て
は
困
難
な
時
勢
に
あ
っ
て
、
そ
れ
で
も
東

坡
の
名
と
作
品
は
徐
々
に
日
本
文
化
に
浸
透
し
、
宋
代
文
化
へ

の
接
近
と
と
も
に
、
そ
の
存
在
の
重
さ
も
理
解
さ
れ
て
い
っ
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
で
は
そ
う
し
た
考
証
を
承
け
て
、
い
ま
一
度
、

道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』
の
書
き
ぶ
り
に
注
目
す
る
と
、
そ
の
東
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坡
を
日
本
に
紹
介
し
た
い
と
い
う
一
種
の
啓
蒙
的
口
吻
は
、
す

で
に
無
用
で
あ
っ
た
の
か
と
言
う
と
、
決
し
て
そ
う
は
思
わ
れ

な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
頃
に
な
る
と
、
東
坡
の
名
な
ど
ほ
と
ん

ど
知
る
人
も
無
い
と
い
う
段
階
は
過
ぎ
去
っ
て
は
い
た
が
、
あ

く
ま
で
も
そ
れ
は
ご
く
限
ら
れ
た
階
層
の
人
々
の
間
の
こ
と
で
、

個
々
に
将
来
さ
れ
た
作
品
を
あ
る
程
度
読
み
込
ん
だ
上
で
、
彼

こ
そ
唐
に
代
わ
る
新
し
い
宋
代
文
化
の
担
い
手
で
あ
る
こ
と
を

理
解
し
、
そ
の
宣
言
と
も
言
う
べ
き
も
の
を
主
著
で
明
ら
か
に

し
た
こ
と
は
、
単
に
禅
の
み
な
ら
ず
、
以
後
の
日
本
文
化
へ
の

東
坡
受
容
に
一
つ
の
指
針
た
り
え
た
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
役

割
に
は
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

江
戸
時
代
中
期
の
漢
学
者
江
村
北
海
は
『
日
本
詩
史
』
の
中

で
、
彼
我
の
地
が
万
里
隔
た
り
、
そ
の
間
に
大
海
が
横
た
わ
っ

て
い
る
た
め
、
歴
代
の
詩
は
約
二
百
年
後
れ
て
日
本
で
盛
ん
に

な
る
と
述
べ
て
い
る）
11
（

。
た
と
え
ば
古
詩
か
ら
近
体
詩
へ
の
移
行

が
そ
う
で
あ
り
、
そ
の
後
も
初
唐
あ
る
い
は
白
居
易
の
詩
な
ど

皆
そ
れ
だ
け
の
時
を
要
し
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
き

な
文
学
の
潮
流
を
見
据
え
て
の
発
言
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
東
坡

の
受
容
に
も
あ
る
程
度
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
東
坡
が
生
ま
れ
て
二
百
四
年
後
に
「
渓
声
山
色
」
の
條
が

講
ぜ
ら
れ
た
の
は
偶
然
に
し
て
も
、
南
宋
の
宣
和
五
年

（
一
一
二
六
）
に
元
祐
党
人
の
著
作
に
対
す
る
禁
が
解
か
れ
、

東
坡
の
詩
文
が
人
口
に
膾
炙
し
て
約
二
百
年
後
、
雪
村
友
梅
や

虎
関
師
錬
に
よ
っ
て
五
山
文
学
を
隆
盛
に
導
く
土
台
が
築
か
れ

た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
な
ら
ば
、『
日
本
詩
史
』
が
言
う
と
こ

ろ
も
あ
な
が
ち
牽
強
付
会
と
片
付
け
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

た
だ
そ
れ
は
二
百
年
と
い
う
歳
月
が
過
ぎ
去
れ
ば
自
ず
と
日
本

で
も
流
行
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
本
稿
で
も
見
て
き
た

よ
う
に
、
多
く
の
人
々
に
よ
る
試
行
錯
誤
が
不
断
に
行
わ
れ
た

結
果
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

注（
１
）�

俊
芿
の
書
道
を
中
心
と
し
た
事
績
に
つ
い
て
は
、
神
田
喜
一
郎
先
生
の

「
日
本
書
道
史
上
に
お
け
る
俊
芿
律
師
」（『
神
田
喜
一
郎
全
集�

第
二
巻
』

所
収
）
に
詳
し
く
説
か
れ
て
い
る
。
な
お
同
文
に
は
渡
宋
中
に
お
け
る

俊
芿
と
楼
鑰
（
一
一
三
七
～
一
二
一
三
）
と
の
深
い
交
情
に
つ
い
て
考

証
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
楼
鑰
の
『
攻
媿
集
』
に
は
東
坡
に
関
す
る
記

述
が
実
に
多
く
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
う
し
た
交
遊
を
通
し
て
東

坡
へ
の
理
解
を
深
め
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
２
）�『
普
門
院
経
論
章
疏
語
録
儒
書
等
目
録
』
は
『
昭
和
法
宝
総
目
録
』
巻
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三
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
別
巻
所
収
）
な
ど
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
３
）�

こ
れ
ら
『
普
門
院
経
論
章
疏
語
録
儒
書
等
目
録
』
に
見
え
る
東
坡
の
詞

集
に
つ
い
て
は
、
神
田
喜
一
郎
先
生
の
『
日
本
に
お
け
る
中
国
文
学
Ⅰ�

―
日
本
塡
詞
史
話�

上
―
』（
一
九
六
五
年
、
二
玄
社
刊
。
後
に
『
神
田

喜
一
郎
全
集�

第
六
巻
』
所
収
）
に
収
め
る
「
五
山
文
学
と
塡
詞
㈢
」

に
詳
し
く
説
か
れ
て
い
る
。

（
４
）�

傅
幹
の
注
釈
書
に
つ
い
て
は
、
排
印
本
『
傅
幹
注
坡
詞
』（
一
九
九
三
年
、

巴
蜀
書
社
刊
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
な
お
傅
幹
お
よ
び
そ
の
注
釈
書

に
つ
い
て
は
、
同
書
に
付
さ
れ
た
劉
尚
榮
氏
の
「
注
坡
詞
考
辨
」
及
び

「
蘇
軾
詞
集
版
本
綜
述
」
に
詳
し
い
（
後
者
の
初
出
は
一
九
八
六
年
に

刊
行
さ
れ
た
『
詞
学
』
第
四
輯
で
あ
る
）。『
注
坡
詞
』
の
刊
本
は
現
存

し
た
も
の
が
な
く
、
現
在
は
写
本
で
の
み
伝
わ
っ
て
い
る
。
な
お
撰
者

の
名
は
「
榦
」
が
本
字
で
あ
り
意
味
的
に
も
正
し
い
が
、
本
稿
で
は
教

育
漢
字
に
従
っ
て
お
く
。
因
み
に
注
（
３
）
に
引
い
た
「
五
山
文
学
と

塡
詞
㈢
」
で
は
、
す
べ
て
本
字
が
使
わ
れ
て
い
る
。

（
５
）�

劉
尚
榮
氏
は
「
蘇
軾
詞
集
版
本
綜
述
」
の
中
で
、『
東
坡
先
生
長
短
句
』

は
『
注
坡
詞
』
と
共
に
東
坡
詞
集
の
最
も
重
要
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と

い
う
趙
万
里
氏
の
評
を
載
せ
て
い
る
。
ま
た
同
書
の
刊
行
年
に
つ
い
て

は
、
汲
古
閣
影
宋
鈔
本
『
東
坡
詞
拾
遺
』
に
付
さ
れ
た
曽
慥
の
跋
語
に

「
紹
興
辛
未
孟
冬
、
至
遊
居
士
曽
慥
題
」
と
見
え
る
こ
と
に
基
づ
い
て

い
る
。

（
６
）�『
施
食
通
覧
』
に
は
開
憘
元
年
（
一
二
〇
五
）
の
跋
文
が
付
さ
れ
て
い

る
の
で
、
そ
の
頃
に
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
筆
者
は
拙
稿
「
蘇

東
坡
と
水
陸
会
」（『
西
山
学
苑
研
究
紀
要
』
第
十
二
号
）
の
中
で
も
、

同
書
の
持
つ
重
要
性
に
つ
い
て
言
及
し
た
。

（
７
）�『
當
麻
曼
陀
羅
疏
』
巻
二
十
六
（『
浄
土
宗
全
書
』
十
三
所
収
）
に
、「
戒

禅
師
後
身
東
坡
、
五
祖
戒
禅
師
乃
東
坡
前
身
、
応
験
非
一
、
以
前
世
修

行
故
今
生
聡
明
過
人
、
以
五
毒
気
習
未
除
故
今
生
多
縁
詩
語
、
意
外
受

竄
謫
、
此
亦
此
大
誤
也
、
若
前
世
為
僧
、
参
禅
兼
修
西
方
、
則
必
径
生

浄
土
、
成
就
大
福
大
慧
、
何
至
此
世
界
、
多
受
苦
悩
哉
、
聞
説
東
坡
南

行
、
唯
帯
阿
弥
陀
仏
一
軸
、
人
問
其
故
、
答
曰
、
此
軾
生
西
方
公
據
也
、

若
果
如
此
則
東
坡
至
此
方
為
得
計
亦
以
宿
殖
善
根
明
達
過
人
、
方
悟
此

理
故
也
」
と
記
し
、「
已
上
浄
土
文
」
と
見
え
て
い
る
。

（
８
）�『
教
行
信
証
』
に
つ
い
て
は
元
仁
元
年
（
一
二
二
四
）、
親
鸞
五
十
二
歳

の
時
に
成
立
し
た
と
す
る
見
方
も
あ
る
。
な
お
同
書
に
は
『
楽
邦
文
類
』

が
六
回
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
春
日
礼
智
氏
の
「
楽

邦
文
類
と
宋
詩
紀
事
」（『
大
谷
学
報
』
二
十
三
―
五
）
や
安
藤
章
仁
氏

の
「
親
鸞
に
お
け
る
『
楽
邦
文
類
』
の
受
容
と
そ
の
意
義
」（『
高
田
学

報
』
第
百
輯
）
に
詳
し
い
。

（
９
）�『
本
願
寺
表
裏
問
答
』
巻
上
に
、「
数ス

キ寄
ハ�

本モ
ト
ヨ
リ来

古コ
シ
ン人

モ�

モ
テ
ア
ソ
フ

ト
コ
ロ�

当タ
ウ
セ
イ世

ノ
人ヒ

ト

サ
カ
ン
ニ
是コ

レ

ヲ�

コ
ヒ
子
カ
ウ
誠マ

コ
トニ

芳ハ
ウ
カ
ン甘

酌ク
ン

テ�

タ
ツ

ル
時ト
キ�

建ケ
ン
ケ
イ渓

ノ
風フ

ウ
ミ味

濃コ
マ
ヤ
カナ

リ�

故
カ
ル
カ
ユ
ヘニ

盧ロ
ト
ウ仝

カ
七
椀ワ

ン

ノ
茶チ

ヤ
カ歌

陸リ
ク
ウ羽

カ
三

篇ヘ
ン

ノ
茶

チ
ヤ
キ
ヤ
ウ経�

其ソ
ノ

ホ
カ
東ト

ウ
ハ坡

先セ
ン
シ
ヤ
ウ

生
カ
人ニ

ン
ケ
ン間

第タ
イ

一
ノ
水
ト
イ
フ
モ�

定サ
タ
メテ

是コ
レ

ナ

ル
ヘ
シ�

誰タ
レ

カ
是
を
一
涯カ

イ

ニ�

ス
テ
ン
」
と
見
え
て
い
る
。

（
10
）�

こ
れ
ら
が
宋
代
に
刊
行
さ
れ
た
時
期
は
、
お
お
よ
そ
次
の
如
く
で
あ
る
。

�

『
冷
斎
夜
話
』
…
…�

恵
洪
（
一
〇
七
一
～
一
一
二
八
）
撰
。
北
宋
末
に

刊
行
。
日
本
で
は
南
北
朝
時
代
に
刊
行
。

�
『
詩
話
総
亀
』
…
…�

阮
閲
撰
。
一
一
二
三
年
に
刊
行
。

�

『
苕
渓
漁
隠
叢
話
』
…
…�

胡
仔
撰
。
前
集
は
一
一
四
八
年
、
後
集
は

一
一
六
七
年
に
刊
行
。
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（
11
）�

小
野
泰
央
氏
は
「
十
二
世
紀
に
至
る
詩
歌
論
の
展
開
」（『
中
世
漢
文
学

の
形
象
』（
二
〇
一
一
年
、
勉
誠
出
版
刊
）
所
収
）
の
中
で
、
十
二
世

紀
の
初
め
に
著
さ
れ
た
大
江
匡
房
の
『
江
談
抄
』
な
ど
に
明
ら
か
に
宋

代
詩
話
か
ら
得
た
と
お
ぼ
し
き
記
載
が
あ
る
も
の
の
、
何
故
か
そ
れ
に

つ
い
て
は
一
切
明
記
さ
れ
て
い
な
い
と
記
し
、
そ
れ
が
検
証
で
き
る
の

は
虎
関
師
錬
の
『
済
北
集
』
や
義
堂
周
信
の
『
空
華
日
用
工
夫
略
集
』

が
嚆
矢
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
12
）�

中
田
勇
次
郎
先
生
に
よ
る
「
宸
奎
閣
碑
」
の
解
説
は
『
請
来
美
術
（
原

色
日
本
の
美
術
29
）』（
一
九
七
一
年
、
小
学
館
刊
）
か
ら
引
用
し
た
。

（
13
）�

東
坡
が
『
楞
伽
経
』
を
書
写
す
る
に
至
っ
た
経
緯
と
そ
の
後
の
受
容
に

つ
い
て
は
、
拙
稿
「
蘇
東
坡
書
写
『
楞
伽
経
』
攷
」（『
中
田
勇
次
郎
先

生
頌
寿
記
念
論
集�

東
洋
藝
林
論
叢
』
一
九
八
五
年
、
平
凡
社
刊
）
お

よ
び
「
蘇
東
坡
と
写
経
（
三
）
―
『
円
覚
経
』『
楞
厳
経
』『
楞
伽
経
』
―
」

（『
西
山
学
報
』
五
〇
）
で
論
じ
た
。

（
14
）�

東
坡
の
写
刻
本
『
楞
伽
経
』
の
影
印
は
『
醍
醐
寺
蔵
宋
版
一
切
経
目
録�

別
冊�

影
印
篇
』（
二
〇
一
五
年
、
汲
古
書
院
刊
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
15
）�

東
寺
が
所
蔵
す
る
大
蔵
経
に
つ
い
て
は
小
野
玄
妙
氏
の
「
東
寺
経
蔵
の

北
宋
本
一
切
経
に
就
い
て�

下
」（『
仏
典
研
究
』
一
―
八
）
参
照
。

�

　

ま
た
東
禅
寺
版
大
蔵
経
を
は
じ
め
多
種
に
わ
た
る
大
蔵
経
の
将
来
と

所
蔵
に
つ
い
て
は
、
木
宮
泰
彦
氏
の
「
入
宋
僧
の
宋
版
大
蔵
経
将
来
と

そ
の
影
響
」（『
日
華
文
化
交
流
史
』（
一
九
五
五
年
、
冨
山
房
刊
）
所
収
）

に
詳
し
く
説
か
れ
て
い
る
。

（
16
）�『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
所
収
の
『
龍
舒
増
広
浄
土
文
』
で
は
「
達
磨
発

揚
東
彼○

所
書
」
に
作
る
が
、
こ
れ
で
は
意
味
が
通
ら
な
い
。
こ
こ
で
は

『
浄
土
宗
全
書
』
所
収
本
が
「
東
坡○

」
に
作
る
に
従
う
。

（
17
）�

成
尋
が
東
坡
と
面
晤
の
機
会
を
も
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
に
挙
げ

る
藤
善
眞
澄
氏
の
著
書
や
論
考
で
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

�

「
成
尋
を
め
ぐ
る
宋
人
―
『
参
天
台
五
臺
山
記
劄
記
』
二
の
一
」（『
関

西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
』
第
二
十
六
号
）。

�

「
入
唐
僧
異
聞
」（『
中
国
史
逍
遥
』（
二
〇
〇
五
年
、
藤
善
眞
澄
先
生
古

稀
記
念
会
刊
）
所
収
）。

�

『
参
天
台
五
臺
山
記
の
研
究
（
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
研
究
叢
刊

二
十
六
）』（
二
〇
〇
六
年
、
関
西
大
学
出
版
部
刊
）。

（
18
）�

王
麗
萍
氏
が
校
点
を
施
し
た
『
新
校
参
天
台
五
臺
山
記
』（
二
〇
〇
九
年
、

上
海
古
籍
出
版
社
刊
）
も
、
こ
の
「
立
」
に
似
た
字
に
対
し
「
似
為
花

押
」
と
し
て
蘇
軾
を
指
す
と
結
論
づ
け
て
い
る
（
巻
二
、
校
勘
〔
三
〇
〕

参
照
）。
た
だ
同
書
に
は
巻
八
の
「
通
判
学
士
」
が
誰
を
指
す
の
か
に

つ
い
て
の
記
述
は
全
く
な
い
。

（
19
）�

東
坡
が
高
麗
で
い
か
に
受
容
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
鄭
墡
謨
氏
の
「
高

麗
朝
に
お
け
る
蘇
東
坡
受
容
の
様
相
―
使
臣
往
来
と
蘇
東
坡
詩
文
集
の

伝
来
を
中
心
に
―
」（『
中
国
文
学
報
』
第
七
十
四
冊
）
に
詳
し
く
説
か

れ
て
い
る
。

�

　

そ
の
ほ
か
李
丙
濤
氏
の
「
高
麗
三
蘇
考
」（『
東
洋
学
報
』
十
六
巻
四

号
、
一
九
二
七
年
）
な
ど
東
坡
と
高
麗
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
し
た

論
考
が
何
篇
か
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
未
見
。

（
20
）�

江
村
北
海
『
日
本
詩
史
』
巻
四
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

�
我
邦
与
漢
土
、
相
距
万
里
、
劃
以
大
海
。
是
以
気
運
毎
衰
于
彼
、
而
後

盛
于
此
者
、
亦
勢
所
不
免
。
其
後
于
彼
、
大
抵
二
百
年
。
胡
知
其
然
。

懐
風
凌
雲
二
集
所
収
五
言
四
韻
、
世
以
為
律
詩
非
也
。
其
詩
対
偶
雖
備
、

声
律
未
諧
。
是
古
詩
漸
変
為
近
体
、
斉
梁
陳
隋
漸
多
其
作
。
我
邦
承
其
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気
運
者
。
稽
其
年
代
、
文
武
天
皇
大
宝
元
年
、
為
唐
中
宗
嗣
聖
十
四
年
。

上
距
梁
武
帝
天
監
元
年
、
凡
二
百
年
。
弘
仁
天
長
髣
髴
初
唐
、
天
暦
応

和
崇
尚
元
白
。
並
黽
勉
乎
百
年
（
原
刊
本
は
百
年
に
作
る
も
或
は
二
百

年
の
誤
り
か
）
之
後
。
五
山
詩
学
之
盛
、
当
明
中
世
。
在
彼
則
李
何
王

李
、
唱
復
古
於
前
後
、
在
此
則
南
宋
北
元
、
専
伝
播
於
一
時
。
其
距
宋

元
之
際
、
亦
二
百
年
。

�

　

な
お
同
書
に
つ
い
て
は
『
日
本
詩
史　

五
山
堂
詩
話
（
新�

日
本
古

典
文
学
大
系
65
）』（
一
九
九
一
年
、
岩
波
書
店
刊
）
に
、
大
谷
雅
夫
氏

に
よ
る
書
き
下
し
と
注
釈
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

補
注

�

前
稿
の
注
（
12
）
で
東
洋
文
庫
所
蔵
の
『
歴
代
地
理
指
掌
図
』
に
つ
い

て
触
れ
た
が
、
そ
の
さ
い
影
印
本
で
あ
る
『
宋
本
歴
代
地
理
指
掌
図
』

が
一
九
八
九
年
に
上
海
古
籍
出
版
社
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
記

し
て
お
か
な
か
っ
た
の
で
こ
こ
で
補
っ
て
お
き
た
い
。
な
お
同
書
に
は

譚
其
驤
氏
に
よ
る
「
序
言
」
と
曹
婉
如
氏
に
よ
る
「
前
言
」
が
付
さ
れ

て
い
て
、
そ
の
概
要
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
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