
尹
志
平
『
淸
和
眞
人
北

語

』
に
お
け
る
『

德
經
』

釋
に
つ
い
て

日

比

野

晉

也

は
じ
め
に

眞
敎
は
金
末
に
王
重
陽
（
一
一
一
三
｜
一
一
七
〇
）
が
開
い

た

敎
の
一
派
で
あ
る
。
開

で
あ
る
王
重
陽
の
仙
去
後
は
、
七

眞
と
呼
ば
れ
る
弟
子

の
活
動
に
よ
っ
て
そ
の
名
聲
は
廣
ま
り
、

丘
處
機
（
一
一
四
八
｜
一
二
二
七
）
の
代
に
な
る
と
金
王

か
ら

招
き
を
受
け
る
ま
で
に
な
っ
た
。
彼
は
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
の
招
き

に
應
じ
て
現
在
の
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
ま
で
赴
き
、
チ
ン
ギ
ス
・
カ

ン
の
信
任
を
得
た
後
は
河
北
一
帶
の

敎
を
統
括
す
る
ま
で
の
勢

力
と
な
っ
た
。
元
の
建
國
後
も
そ
の
勢
力
は

え
ず
、
王

の
祭

祀
を
行
う
な
ど
、
元
王

と
非
常
に
密
接
な
關
係
を
築
い
て
い
く
。

眞
敎
の
特

と
し
て
、
禪
宗
の
不
立

字
を
取
り
入
れ
た
點

が

げ
ら
れ
、
經
典
へ
の
執
着
は
戒
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

例
外

い
さ
れ
て
い
た
經
典
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
本
稿
で
取
り

上
げ
る
『
老
子

德
經
』
で
あ
る
（
以
下
、『

德
經
』
と
略

）。

と
り
わ
け
代
表

な

釋
で
あ
る
『
河
上
公

』
が

眞
敎
に
お

い
て
重

さ
れ
て
い
た
こ
と
は

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で

あ
る1

）。『
河
上
公

』
の

容
は

生
思
想
を

く
も
の
で
あ
り
、

數
あ
る
『

德
經
』

の
中
で
も

も
有
名
な
も
の
の
一
つ
で
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

王
重
陽
の

後
の
弟
子
で
あ
る
丘
處
機
が
仙
去
し
た
後
、
敎
團

を

い
た
の
は
尹
志
平
（
一
一
六
九
｜
一
二
五
一
）
で
あ
る
。
彼

六
四



は

馬
丹
陽
（
一
一
二
三
｜
一
一
八
三
）
に
弟
子
入
り
し
、
そ

の
後
劉
處
玄
（
一
一
四
七
｜
一
二
〇
三
）
の
敎

を
受
け
、

に
丘
處
機
の
元
で
大

し
た
。
丘
處
機

き
後
、
敎
團
の

大

を

め
る
な
ど

眞
敎
の
發
展
に
貢

し
た
人
物
で
あ
る
。
こ
の

尹
志
平
の

法
を
ま
と
め
た
も
の
が
『
淸
和
眞
人
北

語

』

（

藏
第
三
十
三

）
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
彼
が
弟
子
た
ち
に
示

し
た
修
行
の
心
構
え
や
、
王
重
陽
ら
の
語
を
用
い
た

法
が
收
め

ら
れ
て
お
り
、
當
時
の

眞
敎
思
想
を
知
る
上
で
必

不
可
缺
な

も
の
で
あ
る
。
ま
た

目
す
べ
き
點
と
し
て
、『

德
經
』
の

義
が
收
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

げ
ら
れ
る
。

義
方
法
と
し
て

は
郭
志

に

に
行
わ
せ
、
尹
志
平
は
そ
れ
を
補
足
す
る
こ
と
で

弟
子
た
ち
に

容
を
よ
り
深
く
理
解
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ

こ
で
は
『
河
上
公

』
だ
け
で
な
く
、
徽
宗
や
蘇
轍
に
よ
っ
て
書

か
れ
た

釋
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の

義
を
分

析
す
る
こ
と
は
、
こ
の
時
代
ど
の
よ
う
に
『

德
經
』
が
讀
ま
れ
、

受
容
さ
れ
て
い
た
か
を
理
解
す
る
上
で
必
須
の
作
業
で
あ
る
。

本
稿
で
は
『
淸
和
眞
人
北

語

』
の

容
と
『
河
上
公

』

を
比
較
し
、『
河
上
公

』
が
當
時
の

眞
敎
の
敎
理
に
ど
の
よ

う
に
影

を
與
え
て
い
た
の
か
を

討
す
る
と
と
も
に
、
徽
宗

『

徽
宗
御
解

德
眞
經
』（

藏
第
十
一

）・
蘇
轍
『

德
眞
經

』（

藏
第
十
二

）
と
い
っ
た

代
の
『

德
經
』

と
の
關

に
つ
い
て
も

討
し
た
い2

）。

一

『
淸
和
眞
人
北

語

』
と
『
河
上
公

』

に
つ
い
て

1

尹
志
平
と
『
淸
和
眞
人
北

語

』
に
つ
い
て

ま
ず
尹
志
平
の
經

に
つ
い
て

に

れ
て
お
き
た
い3

）。
尹

志
平
、
字
は
大
和
、
號
は
淸
和
子
。
山
東
省
蓬
莱
の
人
で
あ
る
。

傳
記

料
に
よ
れ
ば
、
元
々

敎

な
も
の
に
憧
れ
、
自
身
で
修

行
も
行
っ
て
い
た
と
い
う
。
丘
處
機
の
元
で
大

し
た
後
は
彼
を

支
え
、
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
の
招
き
に
應
じ
、
三
年
を
か
け
て
行
っ

た
西

の

の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
人
物
で
あ
る
。
丘
處
機

き

後
は
敎
團
を
引
き

い
で

國
各
地
に
布
敎
を
行
い
、
敎
團
發
展

の
基
礎
を
固
め
た
。
ま
た
弟
子
の

德
方
・
李
志
常
に
命
じ
て

『

藏
』
を

纂
さ
せ
る
な
ど4

）、
當
時
の

眞
敎
に
大
き
な
足
跡

を

し
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の

作
と
し
て
は
詩
集
で
あ
る
『
葆

六
五

尹
志
平
『
淸
和
眞
人
北

語

』
に
お
け
る
『

德
經
』

釋
に
つ
い
て



光
集
』（

藏
第
二
十
五

）
と
本
稿
で
取
り
上
げ
る
語

を
ま
と

め
た
『
淸
和
眞
人
北

語

』
が

る
。「
北

」
と
い
う
の
は
、

尹
志
平
が
現
在
の
遼
寧
省
に
赴
い
た
時
に
行
わ
れ
た

法
を
ま
と

め
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
に
名
附
け
ら
れ
た5

）。

『
淸
和
眞
人
北

語

』（
以
下
『
語

』
と
略

。）
の
形
式
と

し
て
は
尹
志
平
が
弟
子
の
問
に
答
え
る
形
で
展
開
さ
れ
る
。
こ
の

中
に
は
尹
志
平
の
語
だ
け
で
は
な
く
、
王
重
陽
を
始
め
と
す
る
い

わ
ゆ
る

眞
七
眞
の
人
々
の
語

が
引
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、

期
の

眞
敎
の
思
想
を

討
す
る
た
め
の
重

な

料
と
い
え
る
。

こ
の
中
で
特
に

目
す
べ
き
は
『

德
經
』
の

義
で
あ
る
。

『
語

』
は

四

で
構

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
第
三
、

四

に
わ
た
っ
て
『

德
經
』
の

義
が
收
め
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
他
に
い
く
つ
か
經
典
の
名
は
見
え
る
が
、
こ
こ
ま
で
の
量

を

い
て
い
る
の
は
『

德
經
』
だ
け
で
あ
り
、
尹
志
平
が
『

德
經
』
に

い
關
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る6

）。

『
語

』
に
收
め
ら
れ
る
『

德
經
』
の

義
は
一
二
三
三
年
、

尹
志
平
が
六
十
四

の
時
に
義
州
の

仙

で
行
わ
れ
た
も
の
で

あ
り
、
彼
の

年
の
思
想
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。『
語

』

の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

は
『
河
上
公

』・
蘇
轍
『

德
眞
經

』・
徽
宗
『

徽
宗
御
解

德
眞
經
』
で
あ
る
。
他
に

王
重
陽
ら
の
語
を
用
い
て
解

を
加
え
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

い
わ
ば
、
こ
れ
ま
で

か
れ
て
き
た
敎

を
ベ
ー
ス
に
尹
志
平
な

り
の
『

德
經
』
解
釋
を

い
た
こ
と
に
な
る
。

2

『
河
上
公

』
と
の
關

に
つ
い
て

ま
ず
、『
語

』
の

容
と
『
河
上
公

』
と
の
關

に
つ
い

て

討
す
る
。『
河
上
公

』
の
特
色
の
一
つ
は
治
國
思
想
を
治

身
思
想
に
置
き
換
え
て
解
釋
を
行
う
と
い
う
點
で
あ
る7

）。
い
わ
ば

生
思
想
を
根
幹
に
据
え
る

容
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の

敎
で

も
非
常
に
重

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

眞

敎
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
く
、
馬
丹
陽
が

の
よ
う
な
語
を

し
て
い
る
。

師
曰
く
、

を
學
ぶ

は
須
く
廣
く
經
書
を
看
て
、
人
の
心

思
を

し
、
人
の

業
を
妨
ぐ
べ
か
ら
ず
。
河
上
公

德

經
、
金
陵
子

陰
符
經
の
二

の
若ごと
き
は
、
時
に
看
る
も
亦

六
六

尹
志
平
『
淸
和
眞
人
北

語

』
に
お
け
る
『

德
經
』

釋
に
つ
い
て



た
妨
げ
ざ
る
も
、
亦
た
一
切
讀
ま
ざ
る
に
如し
か
ず
。（『
丹
陽

眞
人
語

』）
8
）

こ
こ
で
は
、
經
典
へ
の
執
着
は
戒
め
ら
れ
て
い
る
が
、
讀
ま
な

い
こ
と
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
條
件
附
き
で
は
あ
る
も
の

の
、『
河
上
公

』
は
た
ま
に
は
見
て
も
良
い
と
す
る
。
た
だ
し
、

な
ぜ
『
河
上
公

』、
そ
し
て
金
陵
子
こ
と

淳
が

し
た
『

陰
符
經

』
が
例
外

い
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、

體

な
理
由
は

べ
ら
れ
て
い
な
い9

）。
考
え
ら
れ
る
理
由
と
し
て
王

重
陽
は
鍾
離
權
・
呂
洞

か
ら

丹

を
授
け
ら
れ
た
と
い
う

が
あ
り
、
王
重
陽
は

丹
に
も

じ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

丹

の

と
も
い
う
べ
き

生
思
想
と
の
關

か
ら
受
容
さ
れ
て

い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
流
れ
を
受
け
、
尹
志
平
も
ま
た
『
河

上
公

』
を

價
し
て
い
た
。
以
下
、『
語

』
の
中
に
見
ら
れ

る
『
河
上
公

』
に
言

し
て
い
る
箇

を
取
り
上
げ
、
そ
の
關

係
を

討
し
た
い
。
ま
ず
、
な
ぜ
『
河
上
公

』
を
用
い
る
の
か

と
い
う
點
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

師
曰
く
、

家
の

各
お
の
理
有
り
。
然
れ
ど
も
河
上
公
は
、

神
人
な
り
。
故
に
其
の

性
命
に
於
て
は
則
ち
詳
し
く
、
外

事
に
於
て
は
則
ち
略
す
は
、
却
っ
て

家
罕
に
治

の
事
を

言
う
が
如
し
。
修
行
人

受
し
得
て
用
い
る
こ
と

も
多
き

は
、
河
上
公
に
如
く
は
莫
し
。
夫
れ
『
谷
神
不
死
』
の
一

は
、

用
の
極
致
と
爲
す
も
、

學

便
ち
用
を
爲
さ
ん
と

慾
す
れ
ば
、
則
ち
之
を
失
す
。
我
謂おも
え
ら
く
必
ず
先
ず

五

の
義
を
行
い
盡
く
し
て
、
始
め
て
此
の
谷
神
の

を
用
う

べ
し
。
是
の
故
に
第
六

と
爲
す
。（『
語

』

三
）

10
）

先

の
馬
丹
陽
よ
り
『
河
上
公

』
を
用
い
る
理
由
を
尹
志
平

は
よ
り

體

に

べ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
河
上
公
は
神
人
で

あ
る
か
ら
、
性
と
命
に
つ
い
て
は
詳
し
く
、「
外
事
」
に
つ
い
て

は

略
だ
と
い
う
。
こ
こ
の
「
外
事
」
と
は
性
と
命
以
外
の
こ
と

と
い
う

味
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、

眞
敎
の
修

行
に
お
い
て
は
『
河
上
公

』
が

も
有
用
で
あ
る
と
す
る
。
こ

れ
は
『
河
上
公

』
に

べ
ら
れ
て
い
る
治
身
思
想
に
關
心
を
持

っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
「
谷
神
不
死
」

六
七

尹
志
平
『
淸
和
眞
人
北

語

』
に
お
け
る
『

德
經
』

釋
に
つ
い
て



よ
り

の
五

を
し
っ
か
り
と
學
ん
だ
上
で
こ
の

を
用
い
る
べ

き
で
あ
る
と

く
。「
谷
神
不
死
」

を
「

用
の
極
致
」
と
ま

で
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

は
尹
志
平
に
と
っ
て
重

な

味
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、

息
法
と
關

し
て

眞
敎
で
は
受
容

さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

続
い
て
、『
語

』
に
お
い
て
「
谷
神
不
死
」

は
ど
の
よ
う

に

わ
れ
て
い
る
か
を
見
て
お
き
た
い
。
そ
の

に

眞
敎

に

お
い
て
、

息
法
が
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
か
に
つ
い

て
見
て
お
き
た
い
。

に

げ
る
の
は
王
重
陽
が
馬
丹
陽
に

息

法
を
傳
え
た
時
、
丘
處
機
が

容
を
盗
み
聞
き
し
た
出
來
事
に
つ

い
て

べ
た
記

で
あ
る
。

俺
丹
陽
と
同
じ
く

師
に

い
て

を
學
ぶ
に
、
俺
を
し
て

重
ね
て
塵

を
作な
さ
せ
し
め
、
少
し
も
息やす
む
を
容ゆる
さ
ず
、
丹

陽
と
玄
妙
を

談
す
。
一
日
そ
の

を
閉
じ
、
俺

か
に
之

を

く
に
、
正
に
谷
神
不
死

息
の
法
を
傳
う
。
之
を
久
し

く
し
て

を
推
し
て
入
れ
ば
、

ち
そ
の

を
止
む
。
俺
此

よ
り
後
、
塵

の
事
畢
わ
れ
ば
、
力つと
め
て
聞
く

の
法
を
行

う
。
…
丹
陽
は
一
世
の
修
行
に
非
ず
、
此
の
世
に
至
り
て
功

行
已すで
に
備
わ
り
、
此
の
谷
神
の

を
用
う
る
は
其
の
時
に
當

た
る
の
み
。
故
に

や
か
に
其
の

を
見あら
わ
す
。
俺
の
功
行

未
だ
備
わ
ら
ず
、
たと

い
其
の
法
を
行
う
も
、
久
し
く
し
て

無
き
は
、
固
よ
り
其
れ
宣むべ
な
り
。
修
行
の
人
、
必
ず
先
ず

く
世
事
を
抛なげうち
、
齊
し
く
萬
行
を
修
め
、
一
物
を
し
て
累
せ

し
め
ず
、
一
心
致

、
寂
と
し
て
寂
す
る

無
き
の
地
に
至

り
て
、
功
行

備
す
れ
ば
、
則
ち
福
至
る
。
福
至
れ
ば
則
ち

心
開
き
、
一
點
の
光

入
し
、

ち
天
地
の
根
、
二
物
自

然
に
合
し
て
一
と
爲
り
、
方はじ
め
て
綿
綿
の

を
用
い
て
以
て

之
を
存

し
、
之
を
し
て
充
實
せ
し
む
れ
ば
、
則
ち
永
劫
死

せ
ず
。
故
に
張
平
叔
云
う
有
り
、

に
若
し
眞
の
種
子
無

け
れ
ば
、

お
水
火
を
將
て
空

を

る
が
ご
と
し
と
。

（『
語

』

三
）

11
）

丘
處
機
と
馬
丹
陽
は
王
重
陽
に
弟
子
入
り
し
た
時
期
は
同
じ
で

あ
る
の
に
、
王
重
陽
は
馬
丹
陽
だ
け
に
「
谷
神
不
死

息
の
法
」

を
傳
え
て
い
た
と
い
う
。
こ
こ
の
張
平
叔
の
言
葉
、
す
な
わ
ち

六
八

尹
志
平
『
淸
和
眞
人
北

語

』
に
お
け
る
『

德
經
』

釋
に
つ
い
て



『
悟
眞

』
の
引
用
を
見
る
に
、「
谷
神
不
死

息
の
法
」
と
は

す
る
に

丹
修

法
を
い
う
と
見
て

い
な
い
で
あ
ろ
う
。
ち

な
み
に
、『
悟
眞

』
か
ら
引
用
さ
れ
た
詩
は
七
言

句
六
十
四

首
の
五
番
目
の
詩
で
あ
り
、
該
當
箇

を
示
す
と
「
嚥
津

氣
是

人
行
、
有
物
方
能
萬
物
生
、

若
無
眞
種
子
、

將
水
火

空

」
と
あ
る12

）。
こ
こ
で

べ
ら
れ
る
「
眞
種
子
」
と
は

丹
の
修

行
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
「
金
丹
」
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
修
行
を

行
い
、
體

に
生
み
出
し
た
金
丹
を

い
、
身
體
に

ら
せ
る
こ

と
で
不
死
が
得
ら
れ
る
と
い
う
。
身
體
に

ら
せ
る
方
法
に
つ
い

て
、
丘
處
機
は
以
下
の
よ
う
に

べ
る
。

惟
だ
無
爲
淸
淨
な
れ
ば
、
是
れ
至
極
と
爲
り
、
無
漏
の

と

爲
る
。
三
年
漏
れ
ざ
れ
ば
、
則
ち
下
丹
結
ぶ
。
六
年
す
れ
ば

則
ち
中
丹
結
び
、
其
の
事
已
に

に
言
う
べ
か
ら
ざ
る
有
り
。

九
年
に
し
て
上
丹
結
び
、
泥
丸
に
轉
入
し
、
三
宮
を
升
降
し
、

變

は
無
窮
な
り
。
千
億

身
と
雖
も
、
亦
た
此
れ
よ
り
出

づ
る
な
り
。
何
を
以
て
能
く
此
を
致
す
や
。
曰
く
、
必
ず
心

地
平
常
に
し
て
、
以
て
本
と
爲
す
。
心
平
ら
か
な
れ
ば
則
ち

神
定
ま
り
、
神
定
ま
れ
ば
則
ち

凝
ま
り
、

凝
ま
れ
ば
則

ち
氣
和
し
、
卒
然
と
し
て
面
に
見
わ
れ
、
四
肢
に
發
し
、
自

然
に
非
ざ
る
無
し
。（『
語

』

二
）

13
）

こ
こ
で
は
丹
が
順
に
結
ば
れ
て
ゆ
く
こ
と
を

べ
る
が
、
先
ほ

ど
の
尹
志
平
の

法
に
沿
っ
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
生
み
出
し
た

金
丹
を
「
綿
綿
の

」
を
用
い
て

い
、
下
丹
か
ら
上
丹
ま
で

ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
死
を
得
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。

で
は
、

體

に
王
重
陽
が

べ
て
い
た

息
法
と
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『

德
經
』
の
原

に
は
も

ち
ろ
ん

息
法
を

し
た

は
見
ら
れ
な
い
が
、『
河
上
公

』

に
は
そ
れ
に
當
た
る

容
が
書
か
れ
て
い
る
。『
河
上
公

』
で

は
こ
の
「
谷
神
不
死
」
の

に
は
「

」
と
い
う
題
が
冠
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

谷
神
は
死
せ
ず
〔
谷
は
、

な
り
。
人
能
く
神
を

え
ば
則

ち
死
せ
ず
、
神
と
は
五

の
神
を
謂
う
。
肝
は
魂
を
藏
し
、

六
九

尹
志
平
『
淸
和
眞
人
北

語

』
に
お
け
る
『

德
經
』

釋
に
つ
い
て



肺
は
魄
を
藏
し
、
心
は
神
を
藏
し
、
腎
は

を
藏
し
、
脾
は

志
を
藏
す
る
な
り
。
五
藏
盡
く
傷
わ
る
れ
ば
、
則
ち
五
神
去

る
〕、
是
を
玄
牝
と
謂
う
〔
言
う
こ
こ
ろ
は
不
死
の

は
、

玄
牝
に
在
り
。
玄
は
、
天
な
り
。
人
に
於
て
は
鼻
と
爲
す
。

牝
は
、
地
な
り
、
人
に
於
て
は
口
と
爲
す
。
天
人
を

う
に

五
氣
を
以
て
し
、
鼻
よ
り
入
り
て
心
に
藏
す
。
五
氣
淸
微
な

れ
ば
、

神
の
聰

、

聲
の
五
性
と
爲
る
、
其
の
鬼
を
魂

と
曰
い
、
魂
は
雄
な
り
、

に
人
鼻
よ
り
出
入
し
、
天
と

ず
、
故
に
鼻
を
玄
と
爲
す
な
り
。
地
人
を

う
に
五
味
を
以

て
し
、
口
從
り
入
り
て
胃
に
藏
す
。
五
味
濁
辱
な
れ
ば
、
形

骸
骨

、
血

六

と
爲
る
。
其
の
鬼
を
魄
と
曰
い
、
魄
は

雌
な
り
。

に
口
よ
り
出
入
し
、
地
と

ず
、
故
に
口
を
牝

と
爲
す
な
り
。〕。
牝
の
門
、
是
を
天
地
の
根
と
謂
う
〔
根
は
、

元
な
り
。
言
う
こ
こ
ろ
は
鼻
口
の
門
は
、
乃
ち
是
れ
天
地
の

元
氣
の
從
り
て

來
す
る

に

ず
る
な
り
。〕。
綿
々
と
し

て
存
す
る
が
若
し
〔
鼻
口
の
喘
息
呼

す
る
に
、
當
に
綿
綿

微
妙
に
し
て
、
存
す
べ
き
が
若
く
、
復
た
有
る

き
が
若
く

す
べ
し
〕、
之
を
用
い
る
も

め
ず
。〔
氣
を
用
い
れ
ば
常
に

舒
に
し
て
、
當
に

疾
懃

す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
〕。

（『
河
上
公

』

一
）

14
）

丘
處
機
が
盗
み
聞
き
し
た
と
い
う

息
法
は
こ
の
箇

の
記

に
基
づ
く
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
王
重
陽
が
馬
丹
陽
に
ど

の
よ
う
に

息
法
を

い
て
い
た
の
か
十
分
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、

丘
處
機
が
そ
の

息
法
の
實

に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
、
さ
ら

に
そ
の

容
を
『
悟
眞

』
に

か
れ
る

丹

と
同
一

し
て

い
た
こ
と
は

ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
丘
處
機
の
時
期
に
は

に

眞
敎
は
『
悟
眞

』
の
存
在
を
知
っ
て
お
り
、
そ
の

容
に

も

れ
て
い
た
。
こ
の
修
行
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、

眞
敎
で
い
う
「
悟
り
」
へ
至
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
尹
志
平
に
と
っ
て
、『
河
上
公

』
の
第
一

か
ら
第
五

は
氣
を

う
た
め
の
準
備
段
階
で
あ
り
、
第
六

の

こ
の

息
法
は
修
行
の
發
展
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
修
行
を

踏
ま
え
た
上
で

體

な

丹
の
修
行
へ
と
展
開
し
て
い
く
の
で

あ
ろ
う
。

眞
敎
の
修
行

と
し
て
は
「
先
性
後
命
」
と
い
わ

れ
る
が
、
尹
志
平
は
「
命
功
」
の
修
行
を

く
た
め
に
『
河
上
公

七
〇

尹
志
平
『
淸
和
眞
人
北

語

』
に
お
け
る
『

德
經
』

釋
に
つ
い
て



』
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

他
に
も
尹
志
平
が
『
河
上
公

』
を
引
用
し
て
い
る
箇

と
し

て

の

が

げ
ら
れ
る
。

弟
子
經
中
の
「
出
生
入
死
の
義
」
を
問
う
。
師
曰
く
『
河
上

公

』
取
る
べ
し
。「
十
有
三
」
と
は
、
蓋
し
十
に
三
有
る

を
言
い
、
四
體
九

、
或
い
は
七

六
慾
是
れ
な
り
。
之
を

出
づ
れ
ば
則
ち
生
の

、
之
に
入
れ
ば
則
ち
死
の

。
惟た
だ

人
生
生
の
厚
き
を
以
て
す
れ
ば
、
則
ち
動
き
て
死
地
に
之
く
。

故
に
善
の
生
な
る

は
、
死
地
に
入
る
こ
と
無
か
ら
し
め
、

甲
兵
と
雖
も
、
俱
に

を
爲
す
こ
と
能
わ
ず
。（『
語

』

三
）

15
）

こ
こ
で
は
『

德
經
』
第
五
十

に
つ
い
て

べ
て
い
る
。
こ

れ
だ
け
で
は

體

に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る

の
か
は
分
か
り
に
く
い
た
め
、
こ
の
箇

が
『
河
上
公

』
で
は

ど
の
よ
う
に

べ
ら
れ
て
い
る
の
か
を
見
て
み
よ
う
。「
貴
生
」

と
題
さ
れ
た
第
五
十

に
は
以
下
の
よ
う
に
見
え
る
。

出
生
入
死
〔
出
生
と
は

慾
五

を
出
で
て
、
魂
定
ま
り
魄

靜
ま
る
を
謂
う
、
故
に
生
く
。
入
死
と
は

慾
胸
臆
に
入
り
、

し
神
惑
う
を
謂
う
、
故
に
死
す
〕
生
の
徒
十
有
三
、
死

の
徒
十
有
三
〔
言
う
こ
こ
ろ
は
生
死
の

に
各
お
の
十
三
有

り
、
九

四
關
を
謂
う
な
り
。
其
の
生
く
る
や
、
目

せ

ず
、
耳

せ
ず
、
鼻

嗅
せ
ず
、
口

言
せ
ず
、
舌

味

せ
ず
、
手

持
せ
ず
、
足

行
せ
ず
、

施
せ
ず
。
其
の

死
す
る
や
是
に
反
す
〕
人
の
生
、
動
の
死
地
十
有
三
〔
人
の

生
を
求
む
る
に
、
動
作
之
に
反
す
る
は
十
三
死
地
な
り
〕。

（『
河
上
公

』

三
）

16
）

こ
こ
で
は
生
と
死
に
つ
い
て
解

が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
上
記

の
尹
志
平
の
解

は
こ
の

釋
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

す
な
わ
ち
五

か
ら
生
ず
る

慾
を

て
去
る
こ
と
で
魂
魄
が
安

定
し
長
生
と
な
る
が
、
胸
臆
に

慾
が
あ
れ
ば

神
は
疲

し
困

惑
し
て
死
に
至
る
と
い
う
の
で
あ
る
。「
七

六
慾
」
の
語
は
佛

敎
に
も
見
ら
れ
る
用
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
尹
志
平
は
『
河
上
公

』
の
「
九

四
關
」（
尹
志
平
は
「
四
體
九

」
と
す
る
）
に
對

七
一

尹
志
平
『
淸
和
眞
人
北

語

』
に
お
け
る
『

德
經
』

釋
に
つ
い
て



應
さ
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

尹
志
平
は
こ
の
よ
う
に
『
河
上
公

』
を
用
い
て
解

し
た
の

に
續
き
、
王
玉
陽
の
語
を
用
い
つ
つ
、
悟
り
に
至
る
た
め
に
必

な

で
あ
る
「
種
性
」
を

滅
さ
せ
る
方
法
を

べ
る
。
そ
れ

が
以
下
の
部
分
で
あ
る
。

玉
陽
大
師
言
有
り
て

も
切
な
り
、
云
う
、
修
行
を

せ
ん

と
慾
す
る
に

軀
を

す
。
蓋
し
言
う
に
人
を
し
て
業
根

た
ず
し
て
死
地
有
ら
し
め
る

は
、
皆
此
の

軀
の
た
め
な

り
。
能
く

の
業
根
を

ち
、
其
の
死
地
な
か
ら
し
め
ん
と

す
る
は
、
惟
だ
丹
陽
師
父
一
人
の
み
。
若
し
一
分
の
業
未
だ

盡
き
ざ
れ
ば
、
則
ち

お
一
分
の
報
有
り
。
…
此
れ
人

多

く
し
て

に
至
り
て
、

に
自
省
せ
ざ
る

以
な
り
。
己

の

を
將もっ
て
去
り
盡
く
す
に
如
か
ず
、
則
ち
是
れ
無
對
に
し

て
、
外

何
に
從
り
て
か
生
ぜ
ん
。
修
行
の
人
止た
だ
是
こ
自

ら
治
む
。
或
い
は
獨
居
し
、
或
い
は
百
千
人
と
居
る
も
、
亦

た
止
だ
自
ら
治
む
る
の
み
。

に
此
の
理
を

ら
か
に
す
れ

ば
、

ち
人
當
下
に
承
當
す
る
を

す
。
然
ら
ざ
れ
ば
則
ち

來
生
も

た
是
の
如
し
。
何
ぞ
や
。
蓋
し

性
中
に
種
子
を

帶
着
す
る
が
故
の
み
。
是
を
種
性
と
謂
う
な
り
。（『
語

』

三
）

17
）

尹
志
平
は
「
業
根
」
を

つ
こ
と
が
で
き
ず
、
死
ん
で
し
ま
う

の
は
「

軀
」
の
た
め
で
あ
る
と
い
い
、「
業
根
」
を

つ
こ
と

が
で
き
た
の
は
馬
丹
陽
の
み
で
あ
る
い
う
。
こ
こ
の
「
業
根
」
と

は

世
か
ら

行
に
よ
っ
て
受
け
る
報
い
の
こ
と
を
指
す
。
ま
た
、

人
は
自
省
に
缺
け
る
た
め
「

」
と
呼
ば
れ
る
、
煩

の

り
香

が
多
く

っ
て

に
至
る
と
す
る18

）。
こ
の
「

」
を
修
業
に
よ
っ

て

し
去
る
こ
と
で
、
馬
丹
陽
の
よ
う
に
「
業
根
」
を

つ
こ
と

が
で
き
る
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
、
來
世
も
ま
た

「

」
が

さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
「

」
は
因
果

に
よ
り
自
ら
の
性
の
中
に
も
帶
着
し
て
い
る
た
め
に
「
種
性
」
と

い
う
。
つ
ま
り
、
修
行
に
よ
っ
て

世
か
ら
の
因

で
あ
る

「

」
を

し
去
り
、
更
に
附
着
し
て
い
る
「
種
性
」
を
も

滅

さ
せ
れ
ば
悟
り
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ

の
修
業
は
先

の

息
法
を
踏
ま
え
た
上
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ

七
二

尹
志
平
『
淸
和
眞
人
北

語

』
に
お
け
る
『

德
經
』

釋
に
つ
い
て



ろ
う
。

こ
こ
ま
で
尹
志
平
が
『
語

』
の
中
で
『
河
上
公

』
に
つ
い

て
言

し
て
い
る
箇

を
見
て
き
た
。
こ
れ
ら
を
見
る
と
、「
命

功
」
に
あ
た
る

丹

に
つ
い
て
、
尹
志
平
は
『
河
上
公

』
に

依
據
し
て

べ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、『
河
上
公

』

に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
く
ま
で
も

丹
修
行
の

段
階
で
あ

り
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で

丹
の
修
行
を
行
う
こ
と
も

べ

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
尹
志
平
は

丹

の

と
し
て
、

體

に
氣
を
循
環
さ
せ
る
方
法
を
身
に
着
け
た
上
で
、『
悟
眞

』

の
方
法
も
用
い
た

丹
の
修
行
へ
と
移
り
、
さ
ら
に
悟
り
に
至
る

た
め
「
種
性
」
を
除
去
す
る
と
い
う
段
階

な
修
行
法
を

い
て

い
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の

眞
敎
に
お
い
て
、

丹

の
方
法
が
よ
り

體

に
な
っ
て
き
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。

二

徽
宗
『

徽
宗
御
解

德
眞
經
』・

蘇
轍
『

德
眞
經

』
と
の
關

に
つ
い
て

こ
こ
ま
で
は

に
『
語

』
に
引
用
さ
れ
る
『
河
上
公

』
の

容
を

討
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
『
語

』
の
中
に
見
ら
れ
る
他

の

釋
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。『

德
經
』
の

義
の
際
に
は

『
河
上
公

』
だ
け
で
は
な
く
、
徽
宗
・
蘇
轍
の

を
用
い
て

法
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

に
つ
い
て
、
尹
志
平
は
ど
の
よ

う
に
と
ら
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か19

）。

1

徽
宗
『

徽
宗
御
解

德
眞
經
』
の
場
合

ま
ず
、
徽
宗
『

徽
宗
御
解

德
眞
經
』（
以
下
『
徽
宗

』
と

略
す
）
に
つ
い
て

べ
る
。

を

し
た
徽
宗
（
一
〇
八
二
｜
一

一
三
五
）
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
北

を
代
表
す
る

人
で
あ

り
、
北

の

代
皇

の
中
で

も

敎
に

依
し
た
人
物
で
あ

る
。

士
林
靈
素
の
重
用
な
ど
、

敎
の

史
を
語
る
上
で
缺
か

す
こ
と
の
で
き
な
い
人
物
で
あ
る
。

こ
の

の
特

と
し
て
は
、『
易
』
や
『
莊
子
』
な
ど
の

敎

を
數
多
く
引
用
し

釋
に
反
映
し
て
い
る
と
い
う
點
、
さ
ら

に
は
他
の
儒
敎

に
つ
い
て
も
言

し
て
い
る
こ
と
が

げ
ら

れ
、
儒

一
致
の
思
想
が

か
れ
て
い
る20

）。

尹
志
平
が
『
語

』
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
の
は

の
五
十
四

七
三

尹
志
平
『
淸
和
眞
人
北

語

』
に
お
け
る
『

德
經
』

釋
に
つ
い
て



に
言

す
る
一
箇

の
み
で
あ
る
。
五
十
四

で
は
以
下
の
よ

う
に
あ
る
。

志

曰
く
、
五
十
四
の

多
く
政
和
を
宗
と
す
、
政
和
は
多

く
『
易
』『
莊
』
を
引
く
。
師
曰
く
、
三
玄
本
よ
り
一
宗
、

徽
宗

性
本
自もと
よ
り
高
し
、
故
に
焉
を
取
る
。
吾
れ
謂
え
ら

く
此
れ
を
知
る
こ
と

き
に
非
ざ
る
も
、
此
れ
を
行
う
こ
と

し
と
爲
す
。
吾

め

門
に
入
り
、
但
だ
老
宿
の

行
の

德
を
見
る
の
み
、
後
に

し
て
此
の
經
を

る
も
、

て
此

れ

人
の

行
な
り
。
今
日
の
敎
門
凡
そ
一
切
の
外
事
、

餌
を
以
て

客
を
止
む
る
に
異
な
る
無
け
れ
ば
、
甚
だ
此
に

着
す
べ
か
ら
ず
。
當
に

人
の

行
の

を

て
、
且
つ

能
く
そ
の
本
を
失
わ
ざ
る
べ
し
。（『
語

』

四
）

21
）

「
政
和
」
や
「
此
經
」
は
『
徽
宗

』
の
こ
と
を
指
す
。
郭
志

は
第
五
十
四

の

の
多
く
で
は
『
徽
宗

』
が
用
い
ら
れ
て

い
る
と

べ
、
尹
志
平
は
『
徽
宗

』
を
用
い
る
理
由
と
し
て
、

「
三
玄
」、
つ
ま
り
『

德
經
』・『
易
』・『
莊
子
』
の
根
本
は
同
じ

で
あ
り
、
徽
宗
の

性
が
高
い
た
め
で
あ
る
と

べ
る
。

性
と

は
佛
性
と
對
比
さ
れ
る

念
で
あ
り
、
こ
こ
で
は

敎

な
悟
り

に
至
る
た
め
の
素
質
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る22

）。
こ
こ
で
尹
志
平

が
「
此
れ
を
知
る
こ
と

き
に
非
ざ
る
も
、
此
れ
を
行
う
こ
と

し
と
爲
す
。」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、『

德
經
』
五
十
四

に

べ
ら
れ
て
い
る
自
ら
の
德
を
充
實
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
を
指
す
の
で

あ
ろ
う
。
ま
た
「

餌
を
以
て
」
以
下
の
句
は
『

德
經
』
三
十

五

に
見
ら
れ
る
。「
一
切
の
外
事
」
と
は

に

べ
ら
れ
る
老

宿
の
德
や

人
の
行
い
を
指
し
、
尹
志
平
は
そ
れ
ら
に
執
着
す
る

こ
と
を
戒
め
て
い
る
。
で
は

體

に
『
徽
宗

』
第
五
十
四

に
は
ど
の
よ
う
な

が
附
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
の

よ
う
に
あ
る
。

善
く
建
つ
る

は

け
ず
〔
中
を
建
て
て
以
て
上
下
を
該か
ぬ
、

故
に

け
ず
〕。
善
を
抱
く

は

せ
ず
〔
一
を
抱
き
て
以

て
萬
變
に
應
ず
、
故
に

せ
ず
〕。
子
孫
以
て
祭
祀
し
て

ま
ず
〔
中
を
建
て
て

を
外
れ
ず
、
一
を
抱
き
て

を
離
れ

ず
、
是
の
若
き

は
、
豈
に
一
國
と
當
年
と
の
み
に
行
わ
れ

七
四

尹
志
平
『
淸
和
眞
人
北

語

』
に
お
け
る
『

德
經
』

釋
に
つ
い
て



ん
や
。
蓋
し
將
に
天
下
と
來
世
と
に

ば
ん
と
す
。
其
れ
傳

わ
る
や

し
〕。
之
を
身
に
修
む
れ
ば
其
の
德
乃
ち
眞
な
り
。

之
を
家
に
修
む
れ
ば
其
の
德
乃
ち
餘
る
。
之
を

に
修
む
れ

ば
其
の
德
乃
ち
長
し
。
之
を
國
に
修
む
れ
ば
其
の
德
乃
ち
豐

か
な
り
。
之
を
天
下
に
修
む
れ
ば
其
の
德
乃
ち

し
〔
之
を

身
に
修
む
れ
ば
其
の
德
乃
ち
眞
と
は
、

謂
る

の
眞
以
て

身
を
治
む
る
な
り
。
之
を
家
に
修
む
れ
ば
其
の
德
乃
ち
餘
り
、

之
を

に
修
む
れ
ば
其
の
德
乃
ち
長
し
と
は
、

謂
る
其
の

餘
以
て
人
を
治
む
る
な
り
。
之
を
國
に
修
む
れ
ば
其
の
德

乃
ち
豐
か
に
、
之
を
天
下
に
修
む
れ
ば
其
の
德
乃
ち

し
と

は
、

謂
其
の
土

以
て
天
下
國
家
を
治
む
る
な
り
。
其
の

修
む
る
こ
と
彌
い
よ

く
し
て
其
の
德
は
彌
い
よ
廣
く
、
我

に
在
る

皆
な
其
れ
眞
な
り
。
彼
に
在
る

は
特
だ
其
の
末

な
る
の
み
。
故
に
餘
り
て
而
る
後
に
長
く
、
豐
か
に
し
て
而

る
後
に

き
も
、

に
於
て
外
と
爲
す
〕。
故
に
身
を
以
て

身
を

、
家
を
以
て
家
を

、

を
以
て

を

、
國
を
以

て
國
を

、
天
下
を
以
て
天
下
を

る
〔
萬
物
皆
な
我
に
備

わ
り
、
身
に
反かえ
り
て

、

し
み
焉
よ
り
大
な
る
は
莫
し
。

故
に
身
を
以
て
身
を

て
身
治
ま
り
、
此
の

を
推
す
な
り
。

天
下
に
常
然
有
り
、
之
を
以
て
天
下
を

て
天
下
治
ま
る
〕。

吾
何
を
以
て
天
下
の
然
る
を
知
る
や
、
此
を
以
て
な
り
〔

に
し
て
天
下
の
理
得
ら
る
〕。（『
徽
宗

』

三
）

23
）

『
徽
宗

』
第
五
十
四

の

と
し
て
は
、『

德
經
』
に
原

に
沿
っ
て
自
ら
の
德
を
天
下
ま
で
行
き
渡
ら
せ
る
こ
と
で
國
家
を

治
め
る
こ
と
を

く
。
尹
志
平
の
解

を
見
る
限
り
『
徽
宗

』

に
對
す
る
言

は
徽
宗
自
身
の

性
の
高
さ
の
み
で
あ
り
、

釋

の
原

を
用
い
て
解

を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
箇

の
み
で

體

な
影

を
見
る
こ
と
は

し
い
た
め
、『
語

』

の
中
の
別
の
箇

を
用
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。「
外
事
」
に
つ

い
て
、

で
取
り
上
げ
た
箇

以
外
に
『
語

』
に
は
以
下
の

よ
う
に
あ
る
。

學
人
正
に

德
を
以
て
根
源
と
爲
す
べ
し
、
外
事
萬
變
有
り

と
雖
も
、
皆
な
是
れ

動
、
然
る
に
隨
い
て
之
に
應
じ
る
も
、

吾
れ
の
湛
然
の
眞
體
未
だ
嘗
て
動
か
ざ
る
な
り
。

金
鑄

七
五

尹
志
平
『
淸
和
眞
人
北

語

』
に
お
け
る
『

德
經
』

釋
に
つ
い
て



物
を
以
て
す
る
が
如
く
、
然
る
に
形

萬
に
同
じ
か
ら
ざ

る
有
る
も
、
金
の
眞
體
未
だ
嘗
て
變
わ
ら
ざ
る
な
り
。
故
に

云
う
、
念
に
應
じ
て
隨
時
に
到
り
、
念
に
應
じ
て
隨
時
に
到

り
、
了
と
し
て
障
礙
無
く
、
自
ら
根
源
有
ら
ん
。
若
し
心
上

未
だ
見
る

あ
ら
ず
、
此
の
詞
旨
趣
を
知
る
を
能
わ
ざ
れ
ば
、

ち
正
に
積
功
累
行
し
、
功
行

に
至
れ
ば
、

ら
か
に
應

有
ら
ん
。（『
語

』

二
）

24
）

こ
こ
で
は
外
事
は
變

し
て
ゆ
く
が
、
實
態
の
無
い
も
の
で
あ

る
と
い
う
。
そ
の
た
め
自
ら
の
眞
體
は

ろ
な
も
の
で
あ
る
外
事

に
動
か
さ
れ
る
こ
と
は
無
い
と
す
る
。
先

の
尹
志
平
の

法
と

合
わ
せ
て
み
る
と
、
執
着
す
べ
き
で
は
な
い
、
變

す
る
「
外

事
」
に
應
じ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
自
ら
の

面
を

固
な
も
の
に

す
る
こ
と
を

い
て
い
る
。
そ
し
て
「
念
に
應
じ
て
隨
時
に
到
り
、

了
と
し
て
障
礙
無
く
、
自
ら
根
源
有
ら
ん
。」
と
丘
處
機
の
詩
を

引
用
し
、「
障
礙
」
が
な
く
な
れ
ば
、
自
ら
の
根
源
を
手
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
す
る25

）。「
障
礙
」
と
は
佛
敎
で
い
う
悟
り
の
障

と
な
る
も
の
の
こ
と
、
ま
た
根
源
と
は
自
ら
の
本
性
を
指
す
も

の
で
あ
ろ
う
。『
徽
宗

』
で
は
「
我
に
在
る

皆
な
其
れ
眞
な

り
」
と
あ
る
が
、
同
等
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
良
い
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
『
徽
宗

』
に
對
し
て
は

確
な

價
を
下
し

て
は
い
な
い
も
の
の
、
當
時
廣
く
讀
ま
れ
て
い
た
解
釋
の
一
つ
と

し
て
用
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

2

蘇
轍
『

德
眞
經

』
の
場
合

蘇
轍
（
一
〇
三
九
｜
一
一
一
二
）
は
北

を
代
表
す
る
政
治

家
・

人
で
あ
る
蘇

（
一
〇
三
七
｜
一
一
〇
一
）
の
弟
で
あ
る
。

蘇
轍
自
身
も
優
れ
た
官
僚
で
あ
り
、

人
と
し
て
も

名
で
あ

る
。
蘇

が

敎
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
、

蘇
轍
も
同

に
、

敎
に
深
い
關
心
を
持
っ
て
い
た
。
例
え
ば
彼

が

し
た
『

川
略
史
』
に
は
金
丹
や

生
に
關
す
る

容
が
多

く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
見
る
に
、「

丹

」
と
言
っ
て
よ
い

か
は
微
妙
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
當
時
の

生
思
想
に
は
深

い
關
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
彼
は

『

德
眞
經

』（
以
下
『
蘇
轍

』
と
略
す
。）
を

し
て
い
る
。

特

と
し
て
は
儒
佛
一
致
と
い
う
考
え
の
も
と
『
老
子
』
を
解
釋

七
六

尹
志
平
『
淸
和
眞
人
北

語

』
に
お
け
る
『

德
經
』

釋
に
つ
い
て



し
て
い
る
點
で
あ
る26

）。

『
語

』
の
中
で
は
二
箇

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。『
蘇
轍

』
は
ど
の
よ
う
に

價
さ
れ
て
い
た
の
か
。
ま
ず
、
そ
の
う
ち

の
一
箇

で
あ
る
第
三
十
五

に
つ
い
て

討
す
る
。

こ
の

に
つ
い
て
、
尹
志
平
は
以
下
の
よ
う
に

べ
て
い
る
。

大

を
執
る
一

を

ず
、

家
の

を
引
く
。

蘇
子
由

云
う
に
、
大

ち
淡
に
し
て
無
味
、

す
れ
ど
も
見
聞

す
る
に
足
ら
ざ
る
の
大

な
り
。
上
此
の

を
執
れ
ば
、
則

ち
天
下

か
ざ
る

無
し
。

餌
は
治
む
る

な
り
。
一
時

の
善
治
、
人
を
し
て
親
附
せ
し
む
る
こ
と
能
わ
ざ
る
に
非
ず
、

客
の
止
ま
る
が
如
し
。
然
れ
ど
も
以
て
久
し
く
す
べ
か
ら

ず
。
師
曰
く
、
解
經
の
人

本
を
悟
る
、
故
に
辭
を
費
や
さ

ず
、
子
由
當
た
れ
り
と
爲
す
。（『
語

』

四
）

27
）

こ
れ
は
三
十
五

の
解

の
中
で
『
蘇
轍

』
に

れ
て
い
る

部
分
で
あ
る
。「
解
經
の
人

本
を
悟
る
、
故
に
辭
を
費
や
さ
ず
、

子
由
當
た
れ
り
と
爲
す
。」
と

べ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
尹
志
平

は
蘇
轍
が

と
い
う
も
の
の
本
質
を
理
解
し
て
い
た
と
い
う
點
を

價
し
て
い
る
。
で
は
、『
蘇
轍

』
は

體

に
ど
の
よ
う
に

こ
の
箇

を

し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

と
餌
に
は
、

客
止
ま
る
。

の
出
口
は
、
淡
乎
と
し
て

其
味
無
し
。
之
を

れ
ど
も
見
る
に
足
ら
ず
、
之
を

け
ど

も
聞
く
に
足
ら
ず
、
之
を
用
う
れ
ど
も

く
す
べ
ら
か
ら
ず

〔

を
作
り
餌
を
設
け
て
、
以
て
來

を
待
つ
は
、
豈
に
以

て

客
を
止
む
る
に
足
ら
ず
や
。
然
る
に

や
み
て
餌
盡
く

れ
ば
、
彼
ら
正
に
之
を

て
て
去
る
べ
し
〕。（『
蘇
轍

』

二
）

28
）

こ
れ
ら
を
見
る
と
、「

を
作
り
餌
を
設
く
る
は
、
以
て
來

を
待
ち
、
豈
に
以
て

客
を
止
む
る
に
足
ら
ず
や
。」
と
あ
る
よ

う
に
、
尹
志
平
が
『
徽
宗

』
に
つ
い
て
言

し
た
箇

と
同
じ

喩
え
を
用
い
て

べ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。
尹
志
平
の
言
も
少

な
い
が
、『
徽
宗

』
に
つ
い
て

べ
て
い
る

容
と
ほ
ぼ
同
じ

で
あ
る
。
も
う
一
つ
『
語

』
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の

七
七

尹
志
平
『
淸
和
眞
人
北

語

』
に
お
け
る
『

德
經
』

釋
に
つ
い
て



が
七
十
三

で
あ
り
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

蘇
子
由
總
解
し
て
云
う
、
敢
え
て
せ
ざ
れ
ば
則
ち
生
き
、
敢

え
て
す
れ
ば
則
ち
死
す
は
、
此
物
理
の
大
常
な
り
。
然
る
に

或
い
は
敢
え
て
す
る

は
生
を
得
、
或
い
は
敢
え
て
せ
ざ
る

は
死
を
得
る
は
、
此
れ
或
い
は
然
る
の
み
。
世

に
其
の

或
い
は
然
る
を
僥
倖
し
、
其
の
常
理
を
忽
せ
に
す
。
耳
目
を

以
て
天
を

、
其
の
曲
を
見
て
其
の
大

を

ず
。
未
だ
天

網
の
疏
に
し
て
失
す
る
こ
と
多
し
と
疑
わ
ざ
る
こ
と
有
ら
ざ

る
な
り
。
惟
だ
能
く
そ
の

始
を

し
て
、
そ
の
變

を
盡

く
し
て
、
然
る
後
其
の

廣
大
に
し
て
、
疏
な
り
と
雖
も

失
せ
ざ
る
を
知
る
な
り
。
師
曰
く
、
子
由
の

之
を
得
た
り
。

孰
か
そ
の
故
を
知
ら
ん
や
。（『
語

』

四
）

29
）

こ
の

を
見
る
に
、
七
十
三

の
蘇
轍
の

を
尹
志
平
は
好

に
受
け
止
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
、『
蘇
轍

』

は
ど
の
よ
う
に

べ
て
い
る
の
か
。
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

敢
え
て
す
る
に

な
ら
ば
則
ち

さ
れ
、
敢
え
て
せ
ざ
る
に

な
ら
ば
則
ち
活
く
。
兩

は
、
或
は
利
あ
り
或
は

あ
り
。

天
の

む

、
孰
か
其
の
故
を
知
ら
ん
。
是
を
以
て

人
す

ら

お
之
を

し
と
す
〔
敢
え
て
せ
る
に

な
れ
ば
則
ち
死

し
、
敢
え
て
せ
ざ
る
に

な
れ
ば
則
ち
生
く
る
は
、
此
物
理

の
大
常
な
り
。
然
り
而
し
て
敢
え
て
す
る

或
い
は
以
て
生

を
得
、
敢
え
て
せ
ざ
る

或
い
は
以
て
死
を
得
る
は
、
世

に
其
の
或
い
は
然
る
を
僥
倖
し
其
の
常
理
を
忽
せ
に
す
。〕。

…
天
網

、
疏
に
し
て
失
せ
ず
〔
世
耳
目
を
以
て
天
を

、

其
の
一
曲
を
見
て
其
の
大

を

ず
。
以
て
善
に
し
て

を

得
、

に
て
福
を
得
る
有
る
は
、
未
だ
天
網
の
疏
に
し
て
失

す
る
こ
と
多
し
と
疑
わ
ざ
る
こ
と
有
ら
ざ
る
な
り
。
惟
だ
能

く
そ
の

始
を

し
て
、
そ
の
變

を
盡
く
し
、
然
る
後
其

の

廣
大
に
し
て
、
疏
な
り
と
雖
も
失
せ
ざ
る
を
知
る
な

り
〕。（『
蘇
轍

』

四
）

30
）

こ
こ
で
郭
志

は
七
十
三

に
つ
い
て
『
蘇
轍

』
を
ほ
ぼ
そ

の
ま
ま
引
用
し
て
解

を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
上
で
、

七
八

尹
志
平
『
淸
和
眞
人
北

語

』
に
お
け
る
『

德
經
』

釋
に
つ
い
て



尹
志
平
は
蘇
轍
が
附
し
た

釋
の
中
に
見
ら
れ
る
因
果
應
報

な

考
え
方
に

同
し
、

眞
敎
の
敎
え
も
蘇
轍
の
解
釋
と
似
た
も
の

で
あ
る
と
い
う

價
を
下
し
て
い
る
と
い
え
る
。

以
上
『
徽
宗

』・『
蘇
轍

』
が
尹
志
平
ら

眞
敎
側
に
ど
の

よ
う
に
受
容
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て

討
し
た
。『
徽
宗

』
に

關
し
て
は
、
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
箇

が
一
つ
の
み
で
あ
り
、

他
に
言

が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

體

な
受
容
に
つ
い
て

を
下
す
こ
と
は
困

で
あ
る
。
し
か
し
、
言

箇

を
見
る

限
り
で
は
、
徽
宗
に
對
し
て
は

性
の
高
さ
を

價
し
て
お
り
、

更
に
「
志

曰
く
、
五
十
四
の

多
く
政
和
を
宗
と
す
」
と
あ
る

よ
う
に
、
當
時
廣
く
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
の
一
つ
と
し
て
取
り

上
げ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
蘇
轍

』
の
場
合
は
、
七
十
三

で

は

眞
敎
の
敎
義
と
の
一
致
點
を
見
出
し
、

の
本
質
を
理
解
し

て
い
る
と

價
し
て
い
る
。
た
だ
兩

と
も
に
こ
の
箇

以
外
で

取
り
上
げ
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、

體

な
論

に
つ
い
て
は
窺
う

こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
た
め
、
兩

は
部
分

に
取
り
上
げ
ら

れ
て
は
い
た
も
の
の
、『
河
上
公

』
ほ
ど
重

さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
尹
志
平
の
『
語

』
に
見
え
る
『

德
經
』
解
釋
を

取
り
上
げ
、
當
時

眞
敎
で
は
『

德
經
』
が
ど
の
よ
う
に
受
容

さ
れ
、
弟
子
た
ち
に

か
れ
た
の
か
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
。

料
に
よ
る
限
界
は
あ
る
も
の
の
、

點
を
ま
と
め
る
と

の
よ

う
に
な
る
。

眞
敎
が

丹

用
語
を
用
い
て
修
行
の
方
法
を
傳
え
て
い
た

こ
と
、
王
重
陽
や
馬
丹
陽
が
『
河
上
公

』
を
受
け
入
れ
て
い
た

こ
と
は
一
定

度
知
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
丘
處
機
の
時
代
に

な
る
と
、『
河
上
公

』
を

丹
の
修
行
と
結
び
附
け
て
理
解
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
尹
志
平
も
そ
の
よ
う
な
理
解
を
ふ
ま
え

つ
つ
弟
子
た
ち
に
傳
え
て
い
た
。
つ
ま
り
尹
志
平
の
時
代
に
お
い

て
『
河
上
公

』
は

丹

を
理
解
す
る
た
め
の
一
助
で
あ
り
、

そ
れ
は
『
悟
眞

』
の
理
解
を
背
景
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。

ま
た
『
河
上
公

』
は
多
く

義
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が

そ
の
他
の

は
あ
く
ま
で
も
部
分

に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
だ

け
で
あ
る
。
ま
ず
『
徽
宗

』
で
あ
る
が
、
徽
宗
の

敎

素
質

七
九

尹
志
平
『
淸
和
眞
人
北

語

』
に
お
け
る
『

德
經
』

釋
に
つ
い
て



は
高
か
っ
た
と
い
う
點
と
、『

德
經
』
第
五
十
四

の
解
釋
と

し
て
、
當
時
一
般

で
あ
っ
た
も
の
の
一
つ
と
い
う
點
か
ら
取
り

上
げ
て
い
た
。

に
『
蘇
轍

』
に
對
し
て
は
好

な

價
を

下
し
、
第
三
十
五

の
場
合
は
、
蘇
轍
の

釋
が

の
本
質
を
把

握
し
て
い
る
と
い
う
點
を

め
て
い
る
。
第
七
十
三

で
は
郭
志

が
『
蘇
轍

』
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
解

を
行
い
、
尹
志
平

も
そ
の

釋
を
高
く

價
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、『

德
經
』
第

七
十
三

に
あ
る
因
果
應
報
の

容
を
、
當
時
の

眞
敎
も
同
一

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
兩

か
ら
の
引
用

は

て
合
わ
せ
て
も
三
箇

の
み
で
あ
り
、『
河
上
公

』
の
よ

う
に

確
に
影

を
與
え
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

こ
の
時
期
の

眞
敎
は
敎
團
の

大
が

み
、
知
識
階

に
も

信

を

や
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
信

の

加
に

い
、
い
か

に
自
分
た
ち
の
敎
え
を
合
理

に
、
正
當
性
を
も
っ
て
傳
え
る
か

と
い
う
こ
と
が

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。『
語

』
の
中
に
見
ら
れ
る
『

德
經
』
の
解

は
、
そ
の

た
め
の
論
理

準
備
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、『
語

』
に
示
さ
れ
た
『

德
經
』
理
解
が
以
後
の

眞
敎
に
お
け
る

一
つ
の
思
想

バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
爲
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
今
後
は
尹
志
平
の
詩
集
で
あ
る
『
葆
光
集
』
や
、
關

の
分
析
を
行
い
、

丹
思
想
と
の
關
わ
り
、『

德
經
』
解
釋
史

に
お
け
る
位
置
づ
け
な
ど
の
點
に
つ
い
て
い
っ
そ
う
の
解

を
試

み
た
い
。

１
）

窪
德
忠
『
中
國
の
宗
敎
改
革
｜

眞
敎
の

立
｜
』（
法
藏

、

一
九
六
七
年
）、
蜂
屋

夫
『
金
代

敎
の

究
｜
王
重
陽
と
馬

丹
陽
｜
』（

古
書
院
、
一
九
九
〇
年
）
等
參
照
。
な
お
『
河
上

公

』
は
『

藏
』
に
は
『

德
眞
經

』（

藏
第
十
二

）

と
い
う
經
名
で

め
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上
『
河
上

公

』
で
統
一
す
る
。
ま
た
、『
河
上
公

』
の
句
點
等
に
つ
い

て
は
王

校
訂
『
老
子

德
經
河
上
公

句
』（
中
華
書
局
、
一

九
九
三
年
）
を
參
考
に
し
た
。

2
）
『

藏
』
は

物
出
版
社
・
上

書
店
・
天
津
古

出
版
社
に

よ
る
影
印
の
い
わ
ゆ
る
三
家
本
（
一
九
八
八
年
）
に
據
る
。
出
典

は
本

中
の
引
用
は
經
名
と
三
家
本

收
の

數
で
示
し
、

で

は
三
家
本

收
の

數
と
該
當
箇

の
頁
數
を
示
す
。

3
）

尹
志
平
の
生
涯
と
そ
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
張
廣
保
『
尹
志
平

學
案
』

齊
魯
書
社
、
二
〇
一
〇
年
）、S

tep
h
en

E
S
K
IL
D
-

S
E
N
,
T
h
e
T
each

in
g
P
ractices

of
th
e
E
arly

Q
u
an
zh
en

八
〇

尹
志
平
『
淸
和
眞
人
北

語

』
に
お
け
る
『

德
經
』

釋
に
つ
い
て



T
aoist

M
asters

（S
ta
te
U
n
iv
ersity

o
f
N
ew

Y
o
rk
P
ress

、

二
〇
〇
四
年
）、
張

宇
「
尹
志
平
時
代
に
お
け
る

眞
敎
の

張：
山
西
地
方
の
世
候
と
の
交
流
を
中
心
に
」（『

』
79
號
195

｜
212
頁
、
東
北
大
學

學
會
、
二
〇
一
六
年
）
な
ど
を
參
照
。

4
）

窪
一
九
六
七
年
、
190
｜
191
頁
參
照
。

5
）

李
志

「
淸
和
演

玄
德
眞
人
仙
迹
之

」（
陳
垣
『

家
金

石
略
』

收
、

物
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）。

6
）

尹
志
平
の
『

德
經
』
に
對
す
る
立
場
つ
い
て
は
趙
衞
東
「
尹

志
平
『

德
經
』

釋
理
論
探
析
」（『
宗
敎
學

究
』
二
〇
一
六

年
第
三
期
、
二
〇
一
六
年
）
に
詳
し
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
中
で
趙
氏
は
三
敎
合
一
の
思
想
が

い
こ
と
を

し
て
い
る
。

7
）
『
河
上
公

』
に
つ
い
て
は
、
楠
山
春
樹
『
老
子
傳

の

究
』

（
創

社
、
一
九
七
九
年
）、
小
林
正
美
「
河
上
眞
人

句
の
思
想

と

立
」（
同
『
六

敎
史

究
』

收
、
創

社
、
一
九
九

〇
年
）、
坂
出
祥
伸
「『
老
子
河
上
公

』
の
身
體

」（
同
『

家
・

敎
の
思
想
と
そ
の
方

の

究
』

收
、

古
書
院
、
二

〇
〇
九
年
）、
堀
池
信
夫
『
老
子

釋
史
の

究
｜
櫻

稿
1

｜
』（

治
書
院
、
二
〇
二
〇
年
）
等
參
照
。
こ
れ
ら
の
先
行

究
に
よ
れ
ば
現
在
の
形
に
な
っ
た
の
は
五
世
紀
頃
で
あ
る
と
い
う
。

8
）
「
師
曰
、
學

不
須
廣
看
經
書
、

人
心
思
、
妨
人

業
。

若
河
上
公

德
經
、
金
陵
子

陰
符
經
二

、
時
看
亦
不
妨
、

亦
不
如
一
切
不
讀
」。（
王

中
集
『
丹
陽
眞
人
語

』、『

藏
』

二
三
｜
七
〇
四
中
）。

9
）

淳
の
『

陰
符
經

』
に
つ
い
て
は
山
田
俊
「

淳
『

陰
符
經

』
の
思
想
と

敎
思
想
史
上
の
位
置
」（『
熊
本
縣
立

大
學
大
學
院

學

究
科
論
集
』
第
七
號

收
、
二
〇
一
四
年
）

等
參
照
。

10
）
「
師
曰
、

家
之

各
有
理
。
然
河
上
公
、
神
人
也
。
故
其

於
性
命
則
詳
、
於
外
事
則
略
、
却
如

家
罕
言
治

之
事
也
。
修

行
人

受
得
用

多

、
莫
如
河
上
公
。
夫
『
谷
神
不
死
』
一

、

爲

用
之
極
致
、
而

學

便
慾
爲
用
、
則
失
之
矣
。
我
謂
必
先

行
盡

五

之
義
、
始
可
用
此
谷
神
之

。
是
故
爲
第
六

」。

（『

藏
』
三
十
三
｜
一
七
〇
上
）

11
）
「
俺
與
丹
陽
同

師
學

、
令
俺
重
作
塵

、
不
容
少
息
、

與
丹
陽

談
玄
妙
。
一
日
閉
其

、
俺

之
、
正
傳
谷
神
不
死

息
之
法
。
久
之
推

入
、

止
其

。
俺
自
此
後
、
塵

事
畢
、

力
行

聞
之
法
。
…
丹
陽
非
一
世
修
行
、
至
此
世
功
行
已
備
、
用

此
谷
神
之

當
其
時
耳
。
故

見
其

。
俺
之
功
行
未
備
、

行

其
法
、
久
而
無

、
固
其
宜
也
。
修
行
人
、
必
先

抛
世
事
、
齊

修
萬
行
、
使
一
物
不
累
、
一
心
致

、
至
寂
無

寂
之
地
、
功
行

備
、
則
福
至
。
福
至
則
心
開
、
一
點
光

入
、

天
地
之
根
、

二
物
自
然
合
而
爲
一
、
方
用
綿
綿
之

以
存

之
、
使
之
充
實
、

則
永
劫
不
死
矣
。
故
張
平
叔
有
云
、

若
無
眞
種
子
、

將
水

火
者
火

空

」。（『

藏
』
三
十
三
｜
一
七
〇
中
〜
一
七
〇
下
）

12
）
『
悟
眞

』
に
お
い
て
は
こ
れ
ま
で
數
多
く
の

究
が
な
さ
れ

て
い
る
。
以
下
を
參
照
。
吾
妻
重
二
「『
悟
眞

』
の

丹
思
想
」

八
一

尹
志
平
『
淸
和
眞
人
北

語

』
に
お
け
る
『

德
經
』

釋
に
つ
い
て



（『

代
思
想
の

究
』

收
、
關
西
大
學
出
版
部
、
二
〇
〇
九
年

﹇
も
と
坂
出
祥
伸

『
中
國
古
代

生
思
想
の
總
合

究
』、
平

河
出
版
社
、
一
九
八
八
年
﹈）、
松
下

信
「

眞
敎
南
宗
に
お
け

る
性
命

の
展
開
」（
松
下
二
〇
一
九
年

收
﹇
も
と
東
京
大
學

中
國
哲
學
會
『
中
國
哲
學

究
』
15
、
二
〇
〇
〇
年
﹈）、
鈴
木
健

「

丹
の
技
法
と
思
想

『
悟
眞

』
の
例
」（
東
京
大
學

宗
敎
學

究
室
『
東
京
大
學
宗
敎
學
年
報
』
第
14
號
、
一
九
九
六

年
）、
王
沐
『
悟
眞

淺
解
』（
中
華
書
局
、
一
九
九
〇
年
）
等
。

ま
た
こ
の
句
は
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
異
同
が
見
ら
れ
る
が
、
本
稿

で
は
先
行

究
を
踏
ま
え
翁
保
光
『
紫
陽
眞
人
悟
眞

疏
』

（『

藏
』
二

九
三
四
下
）
に
據
る
。

13
）
「
惟
無
爲
淸
靜
、
是
爲
至
極
、
無
漏
爲

也
。
三
年
不
漏
、
則

下
丹
結
。
六
年
則
中
丹
結
、
其
事
已
有
不
可

言

。
九
年
上
丹

結
、
轉
入
泥
丸
、
三
宮
升
降
、
變

無
窮
。
雖
千
百
億

身
、
亦

自
此
出
。
何
以
能
致
此
。
日
、
必
心
地
平
常
、
以
爲
本
。
心
平
則

神
定
、
神
定
則

凝
、

凝
則
氣
和
、
卒
然
見
於
面
、
發
於
四
肢
、

無
非
自
然
。」（『

藏
』
三
十
三
｜
一
六
四
中
）

14
）
「
谷
神
不
死
〔
谷
、

也
。
人
能

神
則
不
死
、
神
謂
五
藏
之

神
。
肝
藏
魂
、
肺
藏
魄
、
心
藏
神
、
腎
藏

、
脾
藏
志
。
五
藏
盡

傷
、
則
五
神
去
矣
〕、
是
謂
玄
牝
〔
言
不
死
之

、
在
於
玄
牝
。

玄
、
天
也
、
於
人
爲
鼻
。
牝
、
地
也
、
於
人
爲
口
。
天

人
以
五

氣
、
從
鼻
入
藏
於
心
。
五
氣
淸
微
、
爲

神
聰

、

聲
五
性
、

其
鬼
曰
魂
、
魂

雄
也
、

出
入
人
鼻
、
與
天

、
故
鼻
爲
玄
也
。

地

人
以
五
味
、
從
口
入
藏
於
胃
。
五
味
濁
辱
、
爲
形
骸
骨

、

血

六

。
其
鬼
曰
魄
、
魄

雌
也
。

出
入
於
口
、
與
地

、

故
口
爲
牝
也
。〕。
牝
之
門
、
是
謂
天
地
根
〔
根
、
元
也
。
言
鼻
口

之
門
、
乃
是

天
地
之
元
氣

從

來
也
〕。
綿
綿
若
存
〔
鼻
口

呼

喘
息
、
當
綿
綿
微
妙
、
若
可
存
、
復
若

有
〕、
用
之
不

〔
用
氣
常

舒
、
不
當

疾
懃

也
〕」。（『

藏
』
十
二
｜
二
中
）

15
）
「
弟
子
問
經
中
出
生
入
死
之
義
。
師
曰
『
河
上
公

』
可
取
。

十
有
三

、
蓋
言
十
之
有
三
、
四
體
九

、
或
七

六
慾
是
也
。

出
之
則
生
之

、
入
之
則
死
之

。
惟
人
以
生
生
之
厚
、
則
動
而

之
死
地
。
故
善
之
生

、
使
無
入
死
地
、
雖

甲
兵
、
俱
不
能

爲

」。（『

藏
』
三
十
三
｜
一
七
〇
下
）

16
）
「
生
入
死
〔
出
生
謂

慾
出
五

、
魂
定
魄
靜
、
故
生
。
入
死

謂

慾
入
于
胸
臆
、

神
惑
、
故
死
〕
生
之
徒
十
有
三
、
死
之

徒
十
有
三
〔
言
生
死
之

各
有
十
三
、
謂
九

四
關
也
。
其
生
也
、

目
不

、
耳
不

、
鼻
不

嗅
、
口
不

言
、
舌
不

味
、

手
不

持
、
足
不

行
、

不

施
。
其
死
也
反
是
〕
人
之
生
、

動
之
死
地
十
有
三
〔
人
之
求
生
、
動
作
反
之
十
三
死
地
也
〕」。

（『

藏
』
十
二
｜
十
四
下
）

17
）
「
玉
陽
大
師
有
言

切
、
云
、
慾

修
行

軀
。
蓋
言
使
人

業
根
不

而
有
死
地

、
皆
爲
此

軀
也
。
能

業
根
、
使
無

其
死
地

、
惟
丹
陽
師
父
一
人
而
已
。
…
此

以
人
多

至

、

而

不
自
省
。
不
如
將
己
之

去
盡
、
則
是
無
對
、
外

何
從
而

生
。
修
行
人
止
是
自
治
。
或
獨
居
、
或
與
百
千
人
居
、
亦
止
自
治

八
二

尹
志
平
『
淸
和
眞
人
北

語

』
に
お
け
る
『

德
經
』

釋
に
つ
い
て



而
已
。

此
理
、

人
當
下
承
當
。
不
然
則
來
生

如
是
。

何
哉
。
蓋

性
中
帶
着
種
子
故
耳
。
是
謂
種
性
」。（『

藏
』
三

十
三
｜
一
七
一
上
）

18
）

に
つ
い
て
尹
志
平
は
『
語

』

二
に
王
重
陽
の
「
五
行
不

到
之
處
、
父
母
未
生
之
時
也
」
の
語
を
引
用
し
、
以
下
の
よ
う
に

べ
る
。「
吾
少
日
粗
學
陰
陽
、
故
知
人
皆
不
出
陰
陽
。
且
此
生

處
受
五
常
之
性
、

生

好
、

以

、
則
有
以
感
之
也
。

謂
如

生
好
仁
、
今
生
必
得
其
木
相
、
好
禮
必
得
火
相
、
好
義
好

智
必
金
水
相
之

。

好
不
一
、
則
必
得
五
行
不
純
駁

之
相
。

此
之
謂

性
感

、

謂
之
因
果
。
今
之
福
業
貴
賎
、
皆
不
出
五

行
因
果
也
。
本
來
之
性
有
何

、
無

有
何
感
。
無
感
無

是
五

行
不
到
之
處
、
父
母
未
生
之
時
也
。
學
人

知
今
之

相
、
是
多

生

、
便
當
盡
除
去
。
當
從

深
重
處
除
取
去
、
漸
至

淨

盡
、
心
形
兩

、
恍
然
入
仙
界
。」（『

藏
』
三
十
三
｜
一
六
七

中
〜
一
六
七
下
）。
こ
こ
で
尹
志
平
は
「

」
を
因
果
と
し
、

「

」
を

し
去
る
こ
と
で
王
重
陽
が

べ
る
「
五
行
不
到
之
處
、

父
母
未
生
之
時
也
」
の
境
地
で
あ
る
仙
界
に
昇
る
こ
と
が
で
き
る
、

つ
ま
り
悟
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

19
）

代
の
『

德
經
』
解
釋
に
つ
い
て
は
山
田
俊
『

代

家
思

想
史

究
』（

古
書
院
、
二
〇
一
二
年
）、
元
代

の
『

德

經
』
解
釋
に
つ
い
て
は
三
浦
秀
一
『
中
國
心
學
の
稜
線

元

の

知
識
人
と
儒

佛
三
敎

』（

出
版
、
二
〇
〇
三
年
）
參
照
。

20
）

徽
宗
の
『

德
經
』

に
つ
い
て
は
、
萬
曼
路
「〞
大
智

〝

｜

徽
宗
『
老
子
』

反
映

儒

融
合
思
想
｜
」（『
南
京
師
範

大
學
大
學
院
學
報
』
第
1
期
、
二
〇
一
六
年
）
等
參
照
。
ま
た
徽

宗
と

敎
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
宮
川

志
「

の
徽
宗
と

敎
」（『
東

大
學

學
部
紀

』
第
23
輯
、
一
九
七
五
年
）、
松

本

一
「
徽
宗
と

敎
政
策
」（
ア
ジ
ア

學
『
徽
宗
と
そ
の
時

代
』、

出
版
、
二
〇
〇
四
年
）
等
參
照

21
）
「
志

曰
、
五
十
四

多
宗
政
和
、
政
和
多
引
易
莊
。
師
曰
、

三
玄
本
一
宗
、
徽
宗

性
本
自
高
、
故
取
焉
。
吾
謂
知
此
非

、

行
此
爲

。
吾

入

門
、
但
見
老
宿

行
之
德
、
後

此
經
、

是

人

行
。
今
日
敎
門
凡
一
切
外
事
、
無
異
以

餌
而
止

客
、
甚
不
可

着
於
此
。
當

人

行
之

、
且
能
不
失
其

本
」。（『

藏
』
三
十
三
｜
一
七
七
下
〜
一
七
八
上
）

22
）
「

性
」
に
つ
い
て
は

田
茂
雄
『
中
國
佛
敎
思
想
史

究
』

（
春
秋
社
、
一
九
六
八
年
）、
山
田
俊
『

敎
思
想
史

究
｜

『
太
玄
眞
一
本
際
經
』
の

立
と
思
想
』（
平

寺
書
店
、
一
九
九

九
年
）
等
參
照

23
）
「
善
建

不

〔
建
中
以
該
上
下
、
故
不

〕。
善
抱

不

〔
抱
一
以
應
萬
變
、
故
不

〕。
子
孫
以
祭
祀
不

〔
建
中
而
不
外

乎

、
抱
一
而
不
離
於

、
若
是

、
豈
行
一
國
與
當
年
。
蓋
將

天
下
與
來
世
。
其
傳
也

矣
〕。
修
之
身
其
德
乃
眞
。
修
之
家

其
德
乃
餘
。
修
之

其
德
乃
長
。
修
之
國
其
德
乃
豐
。
修
之
天
下

其
德
乃

〔
修
之
身
其
德
乃
眞
、

謂

之
眞
以
治
身
也
。
修
之

家
其
德
乃
餘
、
修
之

其
德
乃
長
、

謂
其

餘
以
治
人
也
。
修

八
三

尹
志
平
『
淸
和
眞
人
北

語

』
に
お
け
る
『

德
經
』

釋
に
つ
い
て



之
國
其
德
乃
豐
、
修
之
天
下
其
德
乃

、

謂
其
土

以
治
天
下

國
家
也
。
其
修
彌

其
德
彌
廣
、
在
我

皆
其
眞
也
。
在
彼

特

其
末
耳
。
故
餘
而
後
長
、
豐
而
後

、
於

爲
外
〕。
故
以
身

身
、
以
家

家
、
以

、
以
國

國
、
以
天
下

天
下
〔
萬

物
皆
備
於
我
矣
、
反
身
而

、

莫
大
焉
。
故
以
身

身
而
身
治
、

推
此

也
。
天
下
有
常
然
、
以
之

天
下
而
天
下
治
矣
〕。
吾
何

以
知
天
下
之
然
哉
、
以
此
〔

而
天
下
之
理
得
矣
〕」。（『

藏
』

十
一
｜
八
七
二
下
〜
八
七
三
上
）

24
）
「
學
人
當
以

德
爲
根
源
、
外
事
雖
有
萬
變
、
皆
是

動
、
然

隨
而
應
之
、
吾
之
湛
然
眞
體
未
嘗
動
也
。
如
以

金
鑄

物
、

然
形

有
萬
不
同
、
而
金
之
眞
體
未
嘗
變
也
。
故
云
、
應
念
隨
時

到
、
了
無
障
礙
、
自
有
根
源
。
若
人
心
上
未
有

見
、
不
能
知
此

詞
旨
趣
、

正
積
功
累
行
、
功
行

至
、

有

應
。」（『

藏
』

三
十
三
｜
一
六
七
下
〜
一
六
八
上
）

25
）

こ
の
詩
は
彭
致
中
『
鳴
鶴
餘

』（

藏
第
二
十
四

）
の

之
五
に
「
夢

仙
」（『

藏
』
二
十
四
｜
二
八
四
下
〜
二
八
五

上
）
と
し
て
收
め
ら
れ
て
い
る
。

26
）

蘇
轍
の
『

德
經
』

に
關
し
て
は
市
來
津
由
彥
「
蘇
轍
の
老

子
解
に
つ
い
て
」（
東
北
大
學
敎

部
『
東
北
大
學
敎

部
紀

』

第
43
號
、
一
九
八
五
年
）、
佐

太

「
蘇
轍
『
老
子
解
』
と

李
贄
『
老
子
解
』」（
東
方
學
會
『
東
方
學
會
創
立
50

年
記
念
東

方
學
論
集
』、
一
九
九
七
年
）、
砂
山
稔
「
蘇
轍
と

敎
｜
「

苓
賦
」・『
靈
寶
度
人
經
』・「
抱
一
」・「
三
淸
」
を
中
心
に
｜
」

（
同
『
赤
壁
と
碧

｜

の

人
と

敎
｜
』

收
、

古
書

院
、
二
〇
一
六
年
）
等
參
照
。

27
）
「

執
大

一

、
引

家
之

。

蘇
子
由
云
、
大

淡

乎
無
味
、

不
足
見
聞
之
大

也
。
上
執
此

、
則
天
下
無
不

。

餌
治

也
。
一
時
之
善
治
、
非
不
能
使
人
親
附
、
如

客
之
止
。
然
不
可
以
久
。
師
曰
、
解
經
人
悟

本
、
故
不
費
辭
、

子
由
爲
當
。」（『

藏
』
三
十
三
｜
一
七
七
下
）

28
）
「

與
餌
、

客
止
。

之
出
口
、
淡
乎
其
無
味
。

之
不
足

見
、

之
不
足
聞
、
用
之
不
可

。〔
作

設
餌
、
以
待
來

、

豈
不
足
以
止

客
哉
。
然
而

餌
盡
、
彼
將

之
而
去
〕。」

（『

藏
』
十
二
｜
三
〇
六
上
）

29
）
「
蘇
子
由
總
解
云
、
不
敢
則
生
、
敢
則
死
、
此
物
理
之
大
常
。

然
或
敢

得
生
、
或
不
敢

得
死
、
此
或
然
耳
。
世

僥
倖
其
或

然
、
而
忽
其
常
理
。
以
耳
目

天
、
見
其
曲
而
不

其

。
未
有

不
疑
天
網
之
疏
而
多
失
也
。
惟
能

其

始
、
而
盡
其
變

、
然

後
知
其

廣
大
雖
疏
而
不
失
也
。
師
曰
、
子
由
之

得
之
、
孰

知
其
故
。」（『

藏
』
三
十
三
｜
一
七
八
下
）

30
）
「

於
敢
則

、

於
不
敢
則
活
。
兩

、
或
利
或

。
天
之

、
孰
知
其
故
。
是
以

人

之
〔

於
敢
則
死
、

於
不

敢
則
生
、
此
物
理
之
大
常
也
。
然
而
敢

或
以
得
生
、
不
敢

或

以
得
死
、
世

以
僥
倖
其
或
然
而
忽
其
常
理
〕。
…
天
網

、

疏
而
不
失
〔
世
以
耳
目

天
、
見
其
一
曲
而
不

其
大

。
有
以

善
而
得

、

而
得
福

、
未
有
不
疑
天
網
之
疏
而
多
失
也
。
惟

八
四

尹
志
平
『
淸
和
眞
人
北

語

』
に
お
け
る
『

德
經
』

釋
に
つ
い
て



能

其

始
、
而
盡
其
變

、
然
後
知
其

廣
大
、
雖
疏
而
不

失
也
〕。」（『

藏
』
十
二
｜
三
一
九
上
〜
三
一
九
中
）

な
お
こ
の
蘇
轍
の

は
南
宗
の
五

と
さ
れ
る
彭

『

德
眞

經
集

釋

』（

藏
第
十
三

）、
金
の
趙
學
士
『

德
眞
經
集

解
』（

藏
第
十
二

）
に
も
引
用
さ
れ
て
お
り
、
廣
く
受
け
入

れ
ら
れ
て
い
た
解
釋
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

附
記：

本
論

は
第
六
十
九
回
日
本

敎
學
會
大
會
（
廣
島
大
學
・
二

〇
一
八
年
十
一

一
〇
日
）
に
お
い
て

究
發
表
を
行
っ
た
原
稿
を
加

筆
・
修
正
し
た
も
の
で
す
。
學
會
當
日
、
會
場
に
て
御
敎
示
し
て
く
だ

さ
っ
た
先
生
方
、
査
讀
を
し
て
い
た
だ
い
た
先
生
方
に
は
こ
の
場
を
借

り
て
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

八
五

尹
志
平
『
淸
和
眞
人
北

語

』
に
お
け
る
『

德
經
』

釋
に
つ
い
て


