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幽

践

一
、
博
山
下
の
動
向

元
来
の
寂
後
、
そ
の
門
人
の
う
ち
七
人
の
主
だ
つ
た
弟
子
達
が
各
地

に
法
憧
を
樹
て
、
師
の
遺
風
を
伝
え
よ
う
と
努
め
た
。
元
来
が
化
導
上

の
拠
点
と
し
た
信
州
博
山
に
は
、
智
闇
、
道
奉

の
後
を
承
け
、
弘
南
、

弘
裕
、
弘
喜
等
主
と
し
て
こ
の

一
門
の
師
僧
達
が
住
山
し
た
。
元
来

の

生
地
に
近

い
盧
江

(安
徽
省
盧
江
県
)
の
冶
父
寺
に
は
道
雄
を
継
い
で
門

下
の
南
州
月
、
笠
庵
蔭
、

松
翁
彼
、
天
済
樫
等
の
諸
師
逓
住
し
、
道
密

は
潅
南
の
檀
度
寺
に
化
を
布
い
た
が
、
そ
の
門
下
は
、
潅
西
、
潅
南
、

潅
蔭
方
面

に
教
線
を
発
展
せ
し
め
た
。
南
の
か
た
閾
の
地
方
に
つ
い
て

い
え
ば
、
郡
武
や
建
陽
、
福
州
鼓
山
な
ど
が
元
来
有
縁
の
地
で
あ
る
が
、

広
洲
南
海

の
出
で
あ
る
道
独
は
博
山
下
に
お
い
て
得
法
の
後
、
福
州
長

慶

(福
建
省
侯
官
県
)
を
董
し
、
雁
湖
に
閑
栖
し
、
広
東
省
に
入
つ
て
広

の
羅
浮
、
豊
湖
、
男
の
芥
蕎
、
海
憧
な
ど
に
歴
住
し
、
閥
男
の
大
刹
に

拠
り
博
山

の
法
門
を
開
示
し
た
。

時
あ
た
か
も
明
の
末
期
に
当
り
、
新
た
に
北
方
に
起

つ
た
後
金
の
圧

力
の
前
に
明
室
は
南
遷
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
王
侯
貴
族
官
僚
や
難
民

の

一
部
が
、
福
建
さ
ら
に
広
東
方
面

へ
移
動
し
た
が
、
こ
れ
と
相
前
後
し

て
広
東
省
方
面
に
元
来
下
の
道
独
が
縷
の
如
き
博
山
の
道
法
の
振
起
に

力
め
た
。
道
独
門
下
で
は
函
呈
、
函
可
の
二
人
が
顕
れ
て
い
る
。
祖
心

薗
可
は
崇
正
禎
十
七
年
、
広
東
に
黄
華
庵
を
建

て
た
後
北
上
し
て
遼
陽

の
千
山
に
至
り
、
竜
泉
寺
を
中
心
に
化
を
張

つ
た
が
、
法
難
に
遭

つ
て

坐
脱
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
男
の
地
に
江
西
、
安
徽
を
凌
ぐ
博
山
法
門

の
隆
盛
を
み
た
こ
と
に
つ
い
て
は
同
門
の
函
呈

の
力
に
侯
つ
と
こ
ろ
が

大
き
い
。
蒋
維
喬
氏
は

『
中
国
仏
教
史
』

の
中
で

「
為
博
山
第
四
世
以

後
則
不
可
考
 
」
と
い
つ
て
い
る
が
道
密
下
で
は
潅
西
楚
州
洪
福
寺
の

霊
飯
燭
は
隠
知
聞
を
出
だ
し
、
そ
の
嗣
桐
城
投
子
山
慈
済
寺
の
侶
石
清

に
は
師
席
を
継
い
だ
竺
風
聖
と
金
陵
霊
谷
寺

に
住
し
た
道
揆
守
が
あ

り
、
王
潜
瑛
、
砥
園
紹
が
と
も
に
霊
谷
に
晋
住
し
て
法
灯
を
護
持
し
た
。

『
諸
家
演
派
』
に
よ
れ
ば
博
山
下
十
八
世
を
称
す
る
徳
風
寿
存
が
元
来

の
郷
里
に
近
い
池
州
銅
陵
蓮
華
峰
に
宗
旨
を
建
立
し
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
。

た
だ
演
派
が
成

つ
た
時
点
に
お
い
て
十
八
世
と
い
う
こ
と
で
あ
れ

ば
、
寿
存
が
生
存
し
た
の
は
清
朝
も
、
末
期
に
近

い
頃
と
み
な
さ
れ
る
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か
ら
、

た
と
え
そ
の
系
統
を
明
確
に
跡
づ
け
得
な
い
と
し
て
も
近
代
ま

で
存
続

し
た
事
実
を
証
す
る
に
足
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
博
山
派
は
明

末
か
ら
清
初
に
か
け
て
嶺
南
地
方
に
教
線
を
伸
展
せ
し
め
た
の
で
あ
る

が
、
博
山
に
就
学
し
た
大
蔵
道
足

(-
一
六
七
〇
)
の
如

き
は
さ

ら
に

西
南
の
雲
南
難
足
山
蘭
陀
寺
に
開
法
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

二
、
鯉
に
お
け
る
博
山
派
の
発
展

道
独
に
は
前
述
の
二
人
を
含
め
て
八
人
の
弟
子
の
存
在
が
知
ら
れ
て

お
り
、
大
部
分
が
官
僚
の
出
身
、
乃
至
は
そ
の
子
弟
で
あ

つ
た
。
丙
丁

戊

(恐
く
は
丙
戌

・
丁
亥

・
戊
子
、

一
六
四
六
-
四
八
年
)
以
降
、

こ
の
地

方
に
変
事
が
頻
発
す
る
多
難
な
状
況
下
に
お
い
て
、
道
独
下
、
-函
皇

の

叢
席
は
愈

々
盛
ん
で
、
三
教
同
源
を
説
き
、
広
い
階
層
の
支
持
を
受
け
、

縞
素
礼
足
数
千
人
と
称
せ
ら
れ
、
奥
の
地
に
博
山
派
の
禅
を
興
隆
せ
し

め
る
上
に
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
の
門
人
と
し
て
名
を
列
ね

て
い
る
者

の
数
は
、
優
に
六
十
名
を
超
え
る
の
で
あ

つ
て
、
例
え
ば
法

譲
の
上

一
字
に

「
今
」
字
を
有
す
る
者

は
四
十
名
を
算
え
、
同
様

に

「
古
」
字
を
冠
す
る
者
二
十
名
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
函
呈

の
門

弟
に
は
名
卿
鉦
公
や
そ
の
縁
に
繋
が
る
者
、
顕
官
と
し
て
政
治
の
枢
機

に
参
与
し
た
者
か
ら
地
方
官
署

の
卑
官
、
儒
官
等
の
経
歴
を
有
す
る
者
、

隠
士
、
そ
れ
に
若
干
数

の
布
衣
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
大

部
分
は
士
大
夫
階
級
に
属
し
た
。

一
門
に
こ
の
よ
う
に
多
数

の
緒
紳
を

擁
し
た
こ
と
は
政
変
の
時
代
と
は
い
い
な
が
ら
、
ま
さ
に
異
例
の
事
で

あ
つ
た
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

薗
呈
自
身
も
番
禺
の
望
族
の
出
身
で
あ
り
、

且
つ
て
官
途
に
志
し
、

郷
薦
に
挙
げ
ら
れ
、
盛
年
孝
廉
の
身
分
を
拗

つ
て
出
家
し
た
人
で
あ
る
。

彼
の
入
道
を
聞
い
た
人
ぴ
と
は
、
当
初
そ
れ
を
奇
と
し
た
が
、
彼
が
詞

林
に
開
堂
し
た
壬
午
年

(
一
六
四
二
)
か
ら
幾
許

も
な
く
、
世
相
騒
然

と
し
て
鼎
沸
の
状
を
呈
し
た
。
こ
の
時
に
至
つ
て
、
彼
に
先
見
の
明
が

あ
つ
た
こ
と
が
漸
く
人
ぴ
と
の
話
題
に
な

つ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

王
朝
が
交
替
し
て
も
既
存
の
権
益
の
大
部
分
は
、
そ
の
ま
ま
安
堵
さ
れ

る
の
が
例
で
あ
つ
た
と
い
え
、
中
に
は
地
位
を
追
わ
れ
、
職
を
奪
わ
れ

る
者
も
あ

つ
た
で
あ
ろ
う
し
、
自
ら
身
を
退
く

の
を
潔
し
と
す
る
高
節

の
士
も
あ

つ
た
に
相
違
な
い
。
激
し
い
時
世
の
推
移
を
目
の
辺
り
に
し

て
、
社
会
的
な
動
揺
と
と
も
に
、
各
人
が

一
沫

の
不
安
の
念
に
駆
ら
れ

る
の
を
禁
じ
得
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
時
に
現
世
的
な
も
の

の
空
し
さ
の
自
覚
と
、

そ
れ
に
対
す
る
不
信
感
も
拭
い
去
る
こ
と
の
で

き
な
い
も
の
が
あ

つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
社
会
不
安
の
募
る
中
で
、
戊

子
年

(
一
六
四
八
)
に
は
桂
王
が
江
楚
両
男
の
兵

に
迎
え
ら
れ
肇
慶
府

に
至
り
駐
し
、
庚
寅
年

(
一
六
五
〇
)
に
は
鯉
の
地
は
争
乱

の
渦
中
に

巻
き
込
ま
れ
た
。

こ
う
し
た
激
動
の
時
代
に
生
き
た
且

つ
て
の
治
者
階

級
に
属
す
る
政
界

の
要
人
達
が
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
を
胸
に
秘
め
て
薗
呈

の
門
を
叩
き
、
安
心
の
方
途
に
つ
い
て
開
示
を
求
め
た
わ
け
で
あ
る
。

儒
学
が
立
命

へ
の
願
望
に
応
え
得
な
い
と
す
れ
ば
仏
門
に
趨
る
他
は
な

い
で
あ
ろ
う
。

函
皇

の
門
下
は
主
に
長
慶
、
海
憧
、
丹
霞
等
、
閾
鯉
の
名
刹
に
分
化
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し
た
が
、

道
独
以
来
、
盧
山
も
こ
の

一
門
と
係
わ
り
が
深

い
。
彼
の
弟

子
の
中
に
は
今
沼
の
よ
う
に
悔
恨
の
念
と
自
省
の
隠
遁
生
活

の
中
で
静

か
に
仏
書
を
繕
き
、
開
眼
発
心
し
た
例
も
あ
れ
ば
、
今
釈
の
よ
う
に
進

士
に
及
第
し
な
が
ら
、
国
が
亡
び
て
仏
門
に
帰
し
た
者
も
あ
り
、
入
道

の
機
縁
に
政
変
の
時
期
に
特
有
な
事
例
が
見
ら
れ
る
。
彼
等

の
出
家
の

動
機
は
求

道
の
真
情
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
6
中
に
は
居
士
身
の
ま

ま
菩
薩
戒

を
受
け
、
安
名
せ
ら
れ
、
表
向
き
仏
門

に
帰
し
た
形
で
、
そ

れ
を
保
身

の
手
段
と
し
た
者
も
、
名
の
知
ら
れ
て
い
る
六
十
余
名
の
彼

の
門
人
中
、
皆
無
で
あ
つ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
函
呈
の
会
下
の
伝

の
考
察
は
、
危
機
的
状
況
に
際
会
し
た
人
び
と
が
、
そ
れ
に
対
処
す
る

振
舞
い
の
仕
方
を
知
る
上
に
興
味
深
く
、
ま
た
清
代
仏
教

の
実
態
や
性

格
を
理
解

す
る
上
に
好
箇
の
資
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
余

集
生
や
黄
端
伯
の
場
合
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
明
末
以

降
に
な
る
と
出
家
と
在
家
と
の
間
に
劃
然
と

一
線
を
引
く
こ
と
が
困
難

に
な
つ
て
く
る
。
そ
れ
は
特
に
非
常
事
態
の
中
で
、
中
年
以
後
の
出
家

者
が
増
え
た
こ
と
や
、
前
歴
に
見
る
べ
き
も
の
が
あ
り
、
知
名
度
が
高

か
つ
た
よ
う
な
場
合
、
出
家
後
も
寧
ろ
俗
名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
か

つ
た
と
い
う
よ
う
な
事
情
に
も
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
薗
呈

の
よ
う
に
羅

猴
の
存
在

が
知
ら
れ
て
い
る
例
も
あ
り
、
そ
の
点
で
は
わ
が
国
の
教
団

の
現
状
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
が
や
が
て
近
世
中
国
仏
教
の
居
士

仏
教
的
性
格
の
も
の
と
し
て
受
け
つ
が
れ
て
い
つ
た
と
も
見
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

三
幅
博
山
派
に
お
け
る
註
疏
の
述
作

中
唐
以
降
禅
家
で
は
文
字
に
著
し
て
固
定
観
念
を
生
じ
、
ま
た
そ
れ

に
伴
う
停
滞
化
を
打
破
す
る

一
法
と
し
て
看
経
を
排
し
、
経
論

の
修
習

を
否
定
す
る
よ
う
な
極
端
な
傾
向
が

一
部
に
見

ら
れ
た
が
、
教
禅

一
致

的
宋
朝
禅
の
後
を
承
け
た
明
朝
禅
で
は
、講
騨
に
遊
ん
で
経
論
を
学
び
、

別
に
師
を
求
め
て
参
禅
し
、
諸
方
に
歴
参
す
る
と
い
う
の
が

一
般
的
な

学
道

の
形
態
で
あ

つ
た
。
従

つ
て
修
禅
、
念
仏
な
ど
の
実
践
と
併
行
し

て
、
経
典
の
評
釈
も
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

元
来
の
師
恵
経
は
塵
山

に
参
じ
、
金
剛
経
を
挙
し
て
省
あ
り
、
の
ち
親
し
く
金
剛
経
の
義
を
論

じ
た
と
い
う
。
博
山
も
維
摩
経
の
拮
提
を
し
た

こ
と
が
知
ら
れ
、
同
門

の
元
賢
は
、
樗
厳
、

金
剛
経
の
略
疏
を
出
だ
し
、
他
に
も
多
く

の
著
作

を
遺
し
て
い
る
。
元
来
は
且

つ
て

『
心
経
指
南
』
を
著
し
て
師
に
詞
せ

ら
れ
た
と
い
う
が
、
元
賢
に

『
般
若
心
経
指
掌
』
が
、
函
皇
に
は

『
般

若
心
経
論
』
の
述
作
が
あ
り
、
弘
賛
は

『般
若

心
経
添
足
』
『
般
若

心

経
貫
義
』
を
出
だ
し
、
同
門
の
弘
麗
の
著
と
し
て

『
般
若
心
経
開
度
』

が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
何
れ
も
博
山

の
同
門
乃
至
そ
の
法
孫

で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
最
も
多
く
の
著
作
を
残

し
て
い
る
の
は
清
代
の

護
法
僧
と
し
て
名
の
高
い
弘
賛
在
鰺
で
あ
る
。
弘
賛
の
手
に
な
る
註
疏

類
は
前
掲
の
二
点
を
含
め
、
二
十

一
種
、
九
十
巻
以
上
の
多
数
に
上
る
。

そ
れ
ら
は
何
れ
も
卍
字
続
蔵
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
義
学

的
な
傾
向
が
強
く
な

つ
た
の
は
独
り
博
山

一
派
だ
け
に
限
ら
れ
た
事
で

は
な
い
。
弘
賛
は
教
学
に
精
通
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
戒
律
に
も
明
る
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く
、
こ
の
方
面
に
関
す
る
著
作
も
少
く
な
い
。
戒
学
の
修
習
を
重
ん
ず

る
の
も
明
末
以
降

の
禅
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
傾
向
で
あ
つ
た
。

四
、
弘
賛
在
穆

(
一
六
一
一
-

一
六
八
五
)
と
戒
学

明
末
清
初
に
お
け
る
碩
学
の

一
人
で
あ
る
弘
賛

の
伝
に
つ
い
て
、
従

来
ほ
と
ん
ど
知
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
生
残
年
も
確
か
で
な
く
、
ま
た
師
承

関
係
さ
え
定
か
で
な
い
の
は
甚
だ
奇
異
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
康
熈
己
未
年

の
撰
述
に
か
か
る

『
六
道
集
』
に
は
弘
賛
の
識
語
が
附
せ
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
に
よ
る
と
こ
の
書
は
、
師
が
将
に
七
十
才
に
垂
ん
と
す
る
時

点
で
公
け

に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。

い
ま
仮
に
康
煕
十
八

年
に
、
弘
賛
が
六
十
九
才
で
あ
つ
た
と
す
る
と
、
そ
の
生
れ
は
万
暦
辛

亥
年

(
一
六
一
一
)
に
当
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
陳
垣
氏

の

『
疑
年
録
』
に
引
く
寿
柱
庭
郡
居
士
の
詩
の
文
か
ら
推
測
さ
れ
る
生
年
、

在
世
年
次
と
も

一
致
す
る
か
ら
ほ
ぼ
真
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
『
疑
年
録
』
は
知
ら
れ
得
る
生
存
年
の
最
下
限

の
み
を

記
し
、
残
年
に
つ
い
て
は
記
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
が
、
七
十
五
才
で
寂

し
た
と
せ
ら
れ
る
か
ら
、
示
寂
の
年
は

一
六
八
五
年
頃
と
推
定
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
在
鰺

(在
操
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
)
弘
賛

は
広
東
省

新
会
県
朱
氏
の
出
で
、
陽
江

(肇
慶
府
の
南
)
に
お
い
て
蔵
経

(壇
経
と

も
い
わ
れ
る
)
を
閲
し
て
出
家
参
学
を
志
し
、
崇
正
の
間
、
端
州

(禎
)

に
赴
い
た
。
そ
の
時
高
要
県
迫
村
の
長
者
梁
少
川
な
る
者
が
、
神
の
夢

告
に
よ
つ
て
寄
捨
し
た
と
こ
ろ
の
鼎
湖
山
蓮
花
洞

の

一
隅
に
精
舎
、
蓮

花
庵
を
営
ん
だ
。
鼎
湖
山
は
高
要
県
東
北
四
十
里
水
坑
都
に
あ
る
頂
湖

山
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
山
は
高
さ
数
百
匁
、
周
百
里
で
、

一

方
の
巨
鎮
と
さ
れ
て
い
る
。
『
一
統
志
』
『
通
志
』
な
ど
は
共
に
頂
湖
山

の
み
を
挙
げ
て
い
る
が
頂
も
鼎
も
上
声
で
遍
韻

に
属
し
、
鼎
は
呉
音
で

チ
ヤ
ウ
と
読
ま
れ
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
音
通
と
解
せ
ら
れ
る
。
古
く
黄

帝
が
鼎
を
鋳
造
し
、
こ
こ
か
ら
竜
に
乗

つ
て
昇
天
し
た
と
い
う
伝
説
が

あ
り
、
そ
れ
に
因
ん
で
名
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
。
山
頂
に
は
深
碧
の
竜

潭
が
あ
り
、
頂
湖
と
も
呼
ば
れ
た
。
弘
賛
は
番

禺
県
、
白
雲
山
麗
の
蒲

澗
寺
に
棲
整
道
邸
を
礼
し
、
薙
染
受
具
し
、
棲
整
を
請
し
て
鼎
湖
に
住

せ
し
め
た
。
以
後
こ
の
山
に
は
学
徒
雲
集
し
、
名
を
改
め
て
慶
雲
寺
と

称
し
、
嶺
南

の
名
刹
と
し
て
知
ら
れ
る
に
至
つ
た
。
寺
は
端
州

・
游
鈴

羊
峡

の
陰
、
府
治
を
去
る
こ
と
三
十
余
里
の
地

点
に
あ
つ
た
。
弘
賛
自

身
は
棲
整
を
辞
し
て
北
上
し
、
雪
関
、
餅
審
、

雲
門
、

径
山
、
天
童
等

の
諸
書
宿
に
歴
参
し
、
鯉
に
還

つ
て
曹
渓
に
謁
し
た
と
い
う
。
雪
関
と

は
博
山
の
嗣
智
闇

(
一
六
〇
五
-
五
七
)
の
こ
と

で
あ
ろ
う
し
、
餅

(瓶

?
)
審
は
聞
谷
広
印

(
一
五
六
六
-

一
六
三
六
)
天
童
は
円
悟

(
一
五
六

六
-

一
六
四
一
)
径
山
は
通
容

(
一
五
九
二
-

一
六
六
〇
)
等
の
諸
師
が
想

定
さ
れ
る
が
定
か
で
は
な
い
。
雲
門
は
円
澄

(
一
五
六
一
-
一
六
二
六
)

と
い
う
よ
り
そ
の
後
雲
門

の
法
席
を
襲

つ
た
明
雪
乃
至
明
孟
を
充
て
得

よ
う
。
「
謁
曹
渓
」
も
何
を
意
味
す
る
か
明
か
で
な
い
。
恵
能

の
真
身

を
拝
し
た
と
い
う
の
か
。
曹
渓
に
住
し
た
誰
か
に
謁
し
た
と
い
う
の
で

あ
ろ
う
か
。
慾
山
徳
清
は
且

つ
て
曹
渓
に
在
つ
た
が
、
弘
賛
の
訪
れ
た

頃
に
は
既
に
化
を
遷
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
い
で
英
徳
西
来
山
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に
入
つ
た
が
、
山
名
に
因
ん
で
西
来
尊
者
と
呼
ば
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
六
四
三
年
に
、
同
門
の
弘
麗
は
、
西
来
山
白
象
林
に
お
い
て
弘
賛
が

い
ち
早
く
編
輯
を
終
え
て
い
た
と
み
ら
れ
る

『
四
分
律
名
義
標
釈
』
の

校
訂
を
行
い
、
蹟
文
を
草
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
頃
に
は
弘
麗
と
共
に

英
徳
に
在

つ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
弘
賛
は
、
そ
の
前
後
の

一

六
三
〇
、

一
六
五
〇
年
撰
の
著
作
に
広
州
大
菩
提
沙
門
と
記
し
、

一
六

四
二
の
そ
れ
に
は
、
鼎
湖
沙
門
と
署
し
て
い
る
か
ら
、
鼎
湖

・
広
州
の

間
を
往
来

し
て
い
た
も
の
と
み
え
る
。
順
治
十
四
年
に
は
広
州

の
羊
城

に
あ
つ
た
。
そ
の
時
近
県
の
尼
僧
が
来
至
し
て
受
且
を
求
め
た
の
で
二

部
僧
を
立
し
、
受
戒

の
者
十
人
を
満
た
せ
ぱ
為
に
戒
を
授
け
た
と
い
う
。

彼
が
棲
整

の
後
を
襲
い
鼎
湖
に
住
し
た
の
は
師
棲
整
の
寂
し
た

一
六
五

八
年
の
事

で
あ
る
。

つ
い
で

一
六
七
〇
年

の
前
後
に
は
広
州
南
海
県
麻

奢
郷
に
宝
象
林
を
建
て
て
こ
れ
に
居
り
、

そ
の
後

一
六
七
六
年
頃
、
再

び
鼎
湖

に
住
し
た
よ
う
で
あ
る
。
弘
賛
の
受
業
、
具
戒
の
師
で
あ
る
棲

整

は
徳

清

(
一
五
四
六
-

一
六
二
三
)
雪
浪

(
一
五
三
五
-

一
六
〇
七
)
家

宗
保

(?
)
等
の
諸
師
に
参
じ
、
蓮
池
大
師

(
一
五
三
五
・
一
六
一
五
)

よ
り
浄
土
法
門
並
び
に
衣
鉢
を
授
け
ら
れ
、
ま
た
博
山
に
久
し
く
随
侍

し
た
人

で
あ
り
、
弘
賛
自
身
も
博
山
の
嗣
智
閤
に
就
学
し
て
お
り
、
同

門

の
弘
麗

と
の
係
わ
り
か
ら
み
て
も
、
博
山
派
に
深
い
繋
り
を
も
つ
て

い
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

弘
麗
は
羅
峰
大
師
と
呼
ば
れ
、
名
が
知
ら
れ
て
い
る
割
に
は
、
弘
賛

同
様
、
伝

そ
の
他
不
明
な
点
が
多
い
。
著
作
の
序
そ
の
他
断
片
的
な
記

述
を
接
合
し
て
考
え
る
と
、
そ
の
本
貫
は
羅
浮

の
近
く
ら
し
く
、

師
承

関
係
は
明
か
で
は
な
い
が
、
博
山
の

一
流
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

は
周
知
の
事
実
で
あ

つ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
著
作
と
し
て
、
前
掲
の

『
般
若
心
経
開
度
』

の
他
、
『
円
覚
経
句
釈
正
白
』
が
あ
り
、
高
く
評

価
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
が
校
較
に
は
弘
賛
も
加
わ

つ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
序
に
よ
れ
ば
、
彼
が
若
年
に
し
て
博
山
の
嗣
余
大
成
に
儒
英
を
も

つ
て
執
事
し
、
器
重
せ
ら
れ
た
と
い
い
、
師
資

の
淵
源
自
ら
来
あ
り
と

記
さ
れ
て
お
り
、
博
山
の
嗣
孫
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
余
集
生
道
裕

を
通
じ
て
博
山
下
の
法
を
承
け
た
と
解
せ
ら
れ
る
。
当
時
広
州
に
化
を

盛
ん
に
し
て
い
た
道
独
の
一
門
と
も
、
王
応
華

を
介
し
交
渉
を
も
つ
た

で
あ
ろ
う
し
、
弘
賛
と
は
法
諦
の
上

一
字
を
共
有
す
る
と
こ
ろ
か
ら
棲

整
の
門
に
遊
ん
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
『
旬
釈
』
の
署
名

の
な

い
頭

序
は

「
近
有
羅
峰
和
尚
句
詮
字
釈
」
の
文
か
ら
推
し
て
弘
麗
の
自
序
で

は
な
い
。
弘
賛
と
弘
麗
は

「
心
目

一
如
」
、
至
友

と
さ
れ
て
お
り
、
「恨

相
見
甚
晩
」
の
語
は
、
弘
賛

の
感
懐
を
表
わ
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
か

つ

「
余
得
従
而
翻
閲
焉
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
の
序
は
弘
賛

の
手
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
二
人
の
出
会
い
は
比

較
的
遅
く
、

同
源
合
派
と
い
つ
て
も
師
承
を
異
に
し
て
い
た
と
み
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
一
本
は
弘
麗
の
土
足
、

宗
符
が
伝
持
し
た
稿
を

新
安
帰
戒
の
弟
子
通
諮

(江
起
竜
)
が
掲
賀
梓
行
し
、
相

と
も

に
流
通

を
助
け
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
応
華
の
序

が
附
せ
ら
れ
、
そ
れ
に

丁
酋
中
秋
と
干
支
の
み
記
さ
れ
て
い
る
。
丁
酋

は

一
六
五
七
か
、

一
七

博
山
の
門
流
口

(長
谷
部
)
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博
山
の
門
流
口
 
(長
谷
部
)

一
七
年
か

の
何
れ
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
応
華
は
東
莞
の
人
で
、
戊

辰
、
進
士
に
挙
げ
ら
れ
、
礼
部
侍
郎
の
職
を
拝
し
た
が
、
道
独
に
帰
投

し
法
名
を
函
諸
と
称
し
た
。
函
是
と
は
仏
門

の
函
季
で
あ
る
。
序
に
は

居
士
王
応
華
と
の
み
署
し
て
い
る
か
ら
出
家
以
前

の
作
で
あ
ろ
う
。
順

治
十
七
年

(
一
六
六
〇
)
に
寂
し
た
道
独
、
同
門

の
函
呈

(
一
六
〇
八
-

一
六
八
五
)
と
の
関
連
か
ら
、
そ
の
進
士
及
第
を

一
六
二
八
と
し
、
丁

酉
を

一
六
五
七
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
弘
麗
の
寂

年
は

一
六
五
七
、
乃
至
そ
の
前
年
頃
と
考
え
ら
れ
る
。

明
の
中
期
に
は
律
典

を
諸
ん
ず
る
者
は
す
で
に
稀
で
あ
つ
た
と
い
う

が
、
明
末

に
至
る
と
律

の
一
宗
は
殆
ん
ど
地
を
掃
う
の
状
態
で
あ
つ
た

と
い
う
。

弘
賛
は
受
具
し
て
よ
り
後
、
律
蔵
を
精
究
す
る
こ
と
数
年
に

及
ぶ
も
そ

の
宗
趣
を
会
得
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
た
め
に
諸
方
を
遍
参

す
る
も
、
一
と
し
て
砒
尼
を
学
す
る
者
が
な
か
つ
た
と
慨
漢
し
て
い
る
。

彼
は
律
こ
そ
仏
法
の
命
豚
で
あ
り
、

こ
れ
あ

つ
て
こ
そ
仏
法
の
存
続
が

可
能
に
な
る
と
考
え
、
律
学
の
不
振
を
昼
夕
悲
傷
し
、
法
の
久
住
を
得

ざ
る
を
慮

つ
て
自
ら
安
ん
ず
る
を
得
な
か

つ
た
と
述
懐
し
て
い
る
。
彼

は
三
十
四
才
の
頃
、
天
竺

へ
の
渡
航
を
思
い
立
ち
、
梵
僧
数
人
に
請
い
、

来
国
し
て
授
戒
の
法
を
伝
え
ん
こ
と
を
求
め
、
戒
灯
の
不
絶
を
策
し
た

が
、
甲
子
春

(
一
六
四
四
)
自
ら
閾
に
出
で
、
こ
こ
よ
り
海
に
乏
ん
で

東
天
竺
海
隅
、
耽
摩
立
底
国
T
a
m
r
a
l
i
p
t
i

(現
J
a
m
u
k
)
に
至
り
、
さ

ら
に
六
十
余
駅
可
り
に
し
て
中
天
竺
那
欄
陀
寺
に
到

つ
た
が
、
思
い
が

け
ず
塒
勢

の
大
き
な
転
換
に
遭
遇
し
て
念
願
を
果
た
し
得
な
か
つ
夜
。

こ
の
事
は
彼
に
と
つ
て
生
涯
の
痛
恨
事
で
あ
つ
た
ら
し
く
、

そ
の
後
久

し
く
自
ら
悔
責
し
て
止
ま
な
か
つ
た
と
い
う
。
当
時
諸
方
の
叢
席
で
行

わ
れ
た
授
戒
会
は
必
ず
し
も
仏
制
に
遵
拠
し
た
も
の
で
は
な
か

つ
た
よ

う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
現
状
に
対
す
る
不
満
が
、
彼
を
駆

つ
て
律
学

の

修
習
に
赴
か
せ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
十
種
、

七
十
巻
に
上
る
多

く
の
註
疏
を
成
さ
し
め
た
の
で
あ
る
。
彼
の
渡
天
の
事
蹟
は
余
り
知
ら

れ
ず
、
彼
が
律
学
の
分
野
で
果
た
し
た
業
績
も
、
強
ち
正
当
に
評
価
さ

れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
が
、
彼
を
殊
宏
に
次
ぐ
律
学
復
興
者
の

一
人

と
し
て
推
す
こ
と
に
躊
躇
の
要
は
な
い
と
思
う

の
で
あ
る
。

明
代
の
禅
を
考
え
る
場
合
、
戒
学
は
蓋
し
看
過
し
得
な
い
重
要
な
位

置
を
占
め
て
い
る
。
元
来

の
鷲
湖
参
釦

の
意
は
主
と
し
て
戒
学
修
習
に

あ
つ
た
と
解
せ
ら
れ
、
元
賢
も
こ
れ
を
重
視
し
た
の
で
あ
り
、
久
し
く

元
来
に
参
じ
た
道
邸
は
鼎
湖
戒
学
の
基
礎
を
確
立
し
た
。
石
洞
元
覚
は

棲
整
を
礼
し
て
円
旦
し
、
崇
範
及
び
弘
賛
も
こ
れ
に
依
止
し
、
鼎
湖
は

戒
律
の
精
厳
を
以
つ
て
鳴
り
、
海
内
こ
れ
を
宗
と
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

棲
整
の
後
を
承
け
鼎
湖
に
継
席
し
た
弘
賛
は
上
述
の
如
く
戒
学
を
も
つ

て
知
ら
れ
、
師
資
唱
和
し
て
鼎
湖
の
戒
学
を
、

ひ
い
て
は
仏
法

の
久
住

を
計
つ
た
。
衆
人
み
な
鼎
湖
の
戒
を
以
て
重
と
し
た
と
賞
揚
さ
れ
る
所

以
で
あ
る
。
弘
賛
は
博
山
の
意
図
し
て
果
し
得

な
か
つ
た
と
こ
ろ
を
実

現
し
、
欠
を
補

い
、
博
山
の
法
門
を
全
か
ら
し
め
た
者
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。
(註
記
は
紙
面
の
都
合
で
割
愛
さ
せ
て
頂
き
ま
す
)
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