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雪
浪
洪
恩
の
行
状
と
そ
の
評
価
に
つ
い
て

大　

澤　

邦　

由

一
、
は
じ
め
に　

―
雪
浪
洪
恩
の
功
績

　

一
般
に
明
末
万
暦
期
に
名
高
い
高
僧
と
し
て
は
、
万
暦
三
高
僧
と
し
て
憨
山
徳
清
、
紫
柏
真
可
、
雲
棲
袾
宏
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
本
稿
で

扱
う
雪
浪
洪
恩
が
一
面
に
お
い
て
万
暦
年
間
当
時
に
は
彼
ら
と
並
び
立
つ
ほ
ど
の
社
会
的
評
価
を
受
け

）
1
（

て
い
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い

な
い
。

　

雪
浪
洪
恩
（
一
五
四
五

－

一
六
〇
八
）
と
は
江
南
地
域
、
と
く
に
南
京
（
金
陵
）
を
中
心
と
し
て
『
法
華
経
』
や
『
楞
厳
経
』、『
華
厳
経
』

な
ど
を
講
経
し
人
気
を
博
し
た
人
物
で
あ
る
。
講
経
を
主
と
し
た
た
め
一
般
に
は
「
法
師
」
と
称
さ
れ
る
が
、
禅
の
影
響
も
大
き
く
「
禅
師
」

と
見
做
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

雪
浪
の
生
涯
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
も
多
い
が
、
そ
の
概
要
を
ま
と
め
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
号
は
雪
浪
と
言
い
、
三
懐
、
三
淮
と
も

号
し
た
。
名
は
洪
恩
と
い
う
。
金
陵
の
名
家
黄
氏
の
生
ま
れ
で
、
一
二
歳
の
頃
金
陵
（
南
京
）
の
講
寺
の
大
寺
で
あ
る
報
恩
寺
（
長
干
寺
と

も
称
す
る
）
に
て
出
家
し
、
無
極
法
師
に
つ
い
て
華
厳
経
な
ど
経
典
を
修
め
る
と
と
も
に
二
〇
歳
以
降
に
な
っ
て
詩
や
外
典
を
学
び
、
の
ち

に
圓
昂
遜
庵
（
法
系
未
詳
）
に
参
禅
す
る
。
後
に
無
極
の
後
を
継
い
で
報
恩
寺
の
講
経
の
座
に
つ
き
、
仏
典
講
説
を
担
い
つ
つ
、
士
大
夫
と

積
極
的
に
交
流
し
て
仏
教
の
中
興
に
尽
力
し
た
。
後
に
南
祭
酒
の
官
職
に
あ
っ
た
郭
明
竜
の
詩
を
誹
謗
し
た
と
さ
れ
て
そ
の
地
位
を
追
わ
れ
、

呉
越
に
遊
ん
だ
の
ち
、
無
錫
の
望
亭
に
庵
を
築
い
て
自
ら
作
務
を
し
な
が
ら
遊
行
僧
に
食
事
を
ふ
る
ま
う
「
飯
僧
」
を
行
い
、
し
ば
ら
く
し

て
万
暦
三
六
年
（
一
六
〇
八
）
に
腹
の
病
に
よ
り
示
寂
、六
四
歳
で
あ
っ
た
。
著
書
と
し
て
は
主
に
彼
の
詩
文
を
集
め
た
『
谷
響
録
』、『
雪
浪
集
』、

『
雪
浪
続
集
』
が
伝
わ
る
。

　

雪
浪
の
功
績
を
ま
と
め
れ
ば
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
と
し
て
以
下
の
六
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

駒
澤
大
學
佛
敎
學
部
硏
究
紀
要
第
八
十
號　

令
和
四
年
三
月
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一
、
董
其
昌
（
一
五
五
五

－

一
六
三
六
）
や
屠
隆
（
一
五
四
三

－

一
六
〇
五
）、
馮
夢
禎
（
一
五
四
八

－

一
六
〇
六
）、
王
穉
登
（
一
五
三
五

－

一
六
一
二
）
と
い
っ
た
多
く
の
士
大
夫
、
文
化
人
と
積
極
的
に
交
流
し
、
世
俗
と
の
関
わ
り
を
重
視
し
て
士
大
夫
へ
の
仏
教
の
影
響
を
拡

大
さ
せ
た
。
彼
と
士
大
夫
と
の
交
流
は
清
談
に
出
入
り
し
た
支
遁
（
三
一
四

－
三
六
六
）
に
も
擬
え
ら
え
る

）
2
（

。

　

こ
の
こ
と
の
背
景
と
し
て
は
、
雪
浪
が
一
二
歳
に
て
出
家
し
た
時
の
報
恩
寺
の
住
持
で
あ
っ
た
西
林
永
寧
の
報
恩
寺
で
の
教
育
が
あ
っ

た
。
彼
は
当
時
の
仏
教
に
つ
い
て
「
切
に
法
門
を
心
配
し
て
い
た
。
僧
徒
が
士
大
夫
に
軽
ん
じ
ら
れ
る
の
を
見
る
に
つ
け
、
嘆
い
て
い
わ

く
、『
僧
が
学
ば
な
い
が
た
め
に
、
名
教
を
辱
し
め
、
法
門
の
名
誉
を
傷
つ
け
て
い
る
』
と
（
切
以
法
門
為
憂
、
毎
見
僧
徒
見
軽
於
士
林
、
歎

曰
、『
為
僧
不
学
、
故
取
辱
名
教
、
玷
汚
法
門
耳
』）

）
3
（

」
と
い
う
認
識
を
有
し
て
い
た
。
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
の
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
（
利
瑪
竇
、

一
五
五
二

－

一
六
一
〇
）
の
次
の
よ
う
な
報
告
も
西
林
永
寧
の
言
を
裏
付
け
る
。

　

僧
侶
は
、
チ
ー
ナ
で
は
最
も
卑
し
く
堕
落
し
た
連
中
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
彼
ら
の
出
身
階
層
の
た
め
だ
。

と
い
う
の
も
、
彼
ら
は
こ
と
ご
と
く
身
分
の
低
い
貧
し
い
人
々
の
子
弟
で
あ
り
、
幼
児
の
う
ち
に
、
両
親
か
ら
年
寄
り
の
オ
シ
ャ
ー
ノ

に
売
ら
れ
、
や
が
て
そ
の
収
入
と
役
割
を
受
け
継
い
だ
も
の
た
ち
だ
か
ら
だ
。
ま
た
彼
ら
の
無
知
と
、
師
か
ら
誤
っ
た
教
育
を
受
け
た

た
め
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
文
字
も
礼
儀
作
法
も
知
ら
な
い
が
、
な
か
に
は
多
少
の
才
能
が
あ
り
、
学
問
に
励
ん
で
、
若
干
の
知
識
を

身
に
つ
け
る
者
も
い
る

）
4
（

。

　

西
林
永
寧
は
僧
侶
の
無
教
養
に
よ
っ
て
、
本
来
、
教
団
を
護
持
す
べ
き
士
大
夫
か
ら
僧
侶
が
軽
蔑
さ
れ
て
い
る
と
い
う
反
省
の
も
と
、
報

恩
寺
に
経
典
の
講
師
と
し
て
無
極
悟
勤
（
？

－

一
五
八
四
）
や
禅
の
雲
谷
法
会
（
一
五
〇
〇

－

一
五
七
九
）、
及
び
儒
家
を
招
き
、
そ
れ
ぞ
れ

教
育
を
行
わ
せ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
環
境
に
お
い
て
一
二
歳
の
出
家
か
ら
二
二
歳
の
際
に
報
恩
寺
が
火
災
で
焼
失
す
る
ま
で
を
過
ご
し
た
雪
浪
は
「
人
は
、
万
巻

の
書
を
読
ま
ざ
れ
ば
、
杜
詩
を
知
ら
ず
と
言
う
。
我
は
万
巻
の
書
を
読
ま
ざ
れ
ば
、
仏
法
を
知
ら
ず
と
説
か
ん
。（
人
言
不
読
万
巻
書
、
不
知

杜
詩
。
我
説
不
読
万
巻
書
、
不
知
仏
法
）

）
5
（

」
や
「
博
く
世
諦
諸
家
の
学
に
通
ず
れ
ば
、
方
め
て
俗
に
渉
り
生
を
利
す
る
に
堪
う
（
博
通
世
諦
諸

家
之
学
、
方
堪
渉
俗
利
生
）

）
6
（

」
と
い
う
認
識
を
抱
く
に
至
り
、
仏
典
を
学
び
終
え
た
後
の
二
一
歳
か
ら
は
儒
学
や
文
学
や
歴
史
、
古
辞
や
賦
、

詩
歌
と
い
っ
た
外
典
や
文
学
を
積
極
的
に
学
ん
で
、
後
に
は
文
化
人
と
の
交
流
を
積
極
的
に
行
っ
た
。

　

銭
謙
益
は
「
万
暦
年
間
に
お
い
て
、
江
南
の
僧
侶
が
多
く
詩
や
文
章
に
ひ
ろ
く
通
じ
た
の
も
ま
た
公
（
雪
浪
）
と
憨
山
大
師
が
導
師
と
な

っ
た
の
だ
（
万
暦
中
、
江
南
開
士
多
博
通
詩
翰
者
、
亦
公
与
憨
大
師
為
導
師
也
。）

）
7
（

」
と
指
摘
し
て
お
り
、
雪
山
法
杲
、
一
雨
通
潤
、
巣
松
慧
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侵
等
の
有
力
な
弟
子
を
多
く
輩
出
し
て
一
派
を
な
し
た
彼
は
、
江
南
地
域
に
お
け
る
僧
の
文
芸
へ
の
関
与
と
い
う
文
化
の
形
成
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
。

　

二
、
講
経
活
動
に
お
い
て
、「
尽
掃
訓
詁
」
を
行
っ
て
仏
典
講
釈
に
お
い
て
僧
俗
問
わ
ず
非
常
な
人
気
を
博
し
た
。「
尽
掃
訓
詁
」
に
つ
い
て
、

憨
山
は
「
訓
詁
俗
習
を
す
べ
て
捨
て
去
り
、
た
だ
本
文
の
み
を
提
げ
、
直
に
仏
意
を
探
り
、
言
外
の
旨
を
拈
示
す
（
尽
掃
訓
詁
俗
習
、
単
提
本

文
、
直
探
仏
意
、
拈
示
言
外
之
旨
）

）
8
（

」
と
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
注
釈
書
に
固
執
し
て
経
文
を
解
釈
す
る
だ
け
の
旧
来
の
講
経
の
方
法
に

異
議
を
唱
え
た
も
の
で
あ
り
、
直
接
仏
典
の
文
句
を
把
握
し
解
説
し
、
揚
眉
瞬
目
と
い
っ
た
動
作
も
交
え
て
経
典
講
釈
を
行
い
教
化
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
講
経
の
方
法
は
思
想
的
に
言
え
ば
、
明
末
の
思
想
潮
流
に
合
致
し
た
こ
と
で
出
家
俗
世
問
わ
ず
人
気
を
集
め

た
が
、
永
覚
元
賢
や
蕅
益
智
旭
等
は
こ
の
方
法
に
対
し
て
批
判
を
行
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
雪
浪
の
特
殊
な
講
経
方
法
は
、
報
恩
寺
と
い
う
皇
家

の
寺
院
の
復
興
の
た
め
に
そ
の
講
経
と
い
う
地
位
に
つ
い
た
こ
と
に
よ
り
、
禅
に
好
意
を
寄
せ
つ
つ
も
講
僧
と
し
て
の
立
場
を
取
ら
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
の
背
景
に
は
明
代
に
禅
、
講
、
教
と
い
う
三
派
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

　

三
、
当
時
の
中
国
随
一
と
も
い
う
べ
き
瑠
璃
作
り
の
壮
麗
な
大
報
恩
寺
塔
（
長
干
寺
塔
）
の
補
修
と
い
う
事
業
を
自
ら
街
に
繰
り
出
し
て

金
銭
を
募
っ
た
う
え
で
成
し
遂
げ
た
。
こ
の
塔
は
、明
初
永
楽
年
間
に
全
体
に
瑠
璃
を
用
い
て
建
て
ら
れ
た
非
常
に
豪
華
な
塔
で
有
名
で
あ
り
、

例
え
ば
顧
起
元
『
客
座
贅
語
』
巻
五
「
長
干
塔
」
で
は
「
そ
の
壮
麗
な
さ
ま
は
古
今
の
仏
刹
に
冠
た
る
も
の
（
其
工
麗
甲
古
今
仏
剎
矣
）

）
9
（

」
と

ま
で
称
え
ら
れ
て
い
る
。
地
面
か
ら
の
高
さ
は
「
二
十
四
丈
六
尺
一
寸
九
分

）
10
（

」、
お
よ
そ
七
八
．七
八
ｍ
ほ
ど
の
巨
大
な
塔
で
あ
っ
た
。
な
お
、

こ
の
塔
は
太
平
天
国
の
乱
の
戦
火
に
よ
り
破
壊
さ
れ
た
が
、
現
在
は
復
元
さ
れ
た
も
の
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。

　

雪
浪
の
活
動
の
原
点
は
嘉
靖
四
五
年
（
一
五
六
六
）
に
火
事
で
そ
の
大
半
を
焼
失
し
た
皇
家
の
寺
院
で
あ
る
大
報
恩
寺
の
復
興
へ
の
思
い

）
11
（

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
彼
は
経
典
を
修
め
て
報
恩
寺
の
講
経
の
地
位
を
師
か
ら
継
承
す
る
一
方
、
上
述
の
よ
う
に
詩
学
な
ど
の
外
典
の
学
習

を
行
い
、
教
養
を
得
た
う
え
で
講
経
を
行
っ
た
り
士
大
夫
等
と
積
極
的
に
交
流
し
て
檀
越
を
獲
得
し
、
最
終
的
に
こ
の
塔
の
修
復
を
成
し
遂

げ
た
。
つ
ま
り
、
上
記
の
三
点
の
功
績
は
す
べ
て
報
恩
寺
復
興
に
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

四
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
の
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
（
利
瑪
竇
）
と
万
暦
二
七
年
（
一
五
九
九
）
に
金
陵
に
て
士
大
夫
な
ど
の
同
席
の
も
と
で

論
争
を
行
っ
た
。
こ
の
論
争
は
明
末
に
利
瑪
竇
が
中
国
で
布
教
を
開
始
す
る
際
の
足
掛
か
り
と
し
て
重
要
な
論
争
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
そ

の
議
論
の
内
容
と
と
も
に
利
瑪
竇
の
記
録
に
記
さ
れ
る

）
12
（

。
利
瑪
竇
の
記
録
に
お
い
て
は
「
横
柄
な
態
度
」
な
ど
と
彼
に
否
定
的
な
記
述
で
は

あ
る
も
の
の
、「
ほ
か
の
オ
シ
ャ
ー
ノ
と
は
た
い
へ
ん
異
な
る
と
こ
ろ
」
が
あ
り
、「
す
ぐ
れ
た
詩
人
で
あ
り
、
博
学
で
、
全
宗
派
に
よ
く
つ
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う
じ
て
い
た

）
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（

」
と
し
て
、
当
代
き
っ
て
の
知
識
派
僧
侶
と
し
て
名
を
留
め
る
。

　

五
、
華
厳
宗
の
再
興
や
、『
相
宗
八
要
』
を
ま
と
め
て
基
の
再
来
と
も
呼
ば
れ
、
法
相
宗
の
中
興
を
し
た
こ
と
も
そ
の
功
績
と
し
て
称
え
ら

れ
る
。

　

六
、
銭
謙
益
『
楞
厳
経
疏
解
蒙
鈔
』
に
は
『
雪
浪
楞
厳
解
』
の
逸
文
が
収
録
さ
れ
、
そ
の
中
で
も
『
楞
厳
経
』
の
科
判
で
あ
る
「
雪
浪
恩

公
楞
厳
科
判
略
図
」
は
そ
の
他
多
く
の
『
楞
厳
経
』
科
判
と
は
大
科
を
立
て
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
特
徴
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
銭

謙
益
も
こ
の
簡
素
性
を
高
く
評
価
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
多
く
の
貢
献
が
挙
げ
ら
れ
る
一
方
で
、
雪
浪
と
い
う
人
物
や
そ
の
功
績
に
対
す
る
評
価
は
、
彼
の
在
世
時
か
ら
現
代
に
至
る

ま
で
毀
誉
褒
貶
、
様
々
な
見
解
が
あ
る
。
彼
の
品
行
や
「
尽
掃
訓
詁
」
な
ど
の
行
為
に
対
し
て
は
、
雪
浪
と
同
時
代
の
人
物
、
例
え
ば
銭
謙

益
や
達
観
真
可
、
雲
棲
袾
宏
等
も
彼
に
対
し
て
否
定
的
な
評
価
を
し
て
い
た
こ
と
が
記
録
に
見
え
、『
万
暦
野
獲
編
』
に
も
そ
の
品
行
の
問
題

を
詳
細
に
記
録
す
る
。

　

彼
の
評
価
が
難
し
い
も
う
一
つ
の
原
因
は
、
彼
に
対
す
る
研
究
の
不
足
で
あ
る
が
、
そ
の
一
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
彼
が
あ
え
て

積
極
的
に
は
著
述
を
遺
さ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る

）
14
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。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
も
彼
の
名
声
や
社
交
に
裏
付
け
ら
れ
た
多
く
の
資
料
の
存
在
が
あ

っ
て
彼
の
研
究
は
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。

　

雪
浪
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
を
概
観
す
れ
ば
、
日
本
で
は
利
瑪
竇
の
論
敵
と
し
て
名
前
が
挙
げ
ら
れ
た
り
、
吉
川
幸
次
郎
氏
が
銭
謙
益
と

の
関
係
に
お
い
て
言
及
す
る
（
後
述
）
ほ
か
に
は
、
管
見
の
限
り
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
。

　

海
外
の
学
術
界
で
も
近
年
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
廖
肇
亨
氏
が
一
九
九
六
年
に
「
雪
浪
洪
恩
初
探
―
―
兼
題
東
京
内

閣
文
庫
所
蔵
《
谷
響
録
》

）
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」
と
い
う
雪
浪
研
究
に
お
い
て
重
要
な
論
文
を
発
表
し
て
以
来
、
明
末
仏
教
研
究
が
盛
ん
に
な
る
に
伴
っ
て
雪
浪
の

生
涯
や
思
想
に
関
す
る
研
究
も
蓄
積
が
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
現
在
ま
で
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
主
要
な
論
文
は
、上
記
の
ほ
か
に
廖
肇
亨
「
従
「
清

涼
聖
境
」
到
「
金
陵
懐
古
」——

由
尚
詩
風
習
側
探
晚
明
清
初
華
厳
学
南
方
系
之
精
神
図
景

）
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（

」、鄭
妙
苗
「
華
厳
思
想
与
雪
浪
洪
恩
的
詩
歌
創
作

）
17
（

」、

李
舜
臣
、
張
子
川
「〝
涵
咏
性
情
、
遊
戯
神
通
″
：
晩
明
釈
氏
詩
人
雪
浪
洪
恩
探
論

）
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（

」
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
そ
の
生
涯
や
思
想

を
徐
々
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
特
に
詩
僧
と
し
て
の
一
面
に
注
目
し
て
中
国
文
学
史
の
観
点
か
ら
彼
の
詩
と
そ
の
特
徴
、
及
び
彼
の
詩

学
が
い
か
に
仏
教
教
学
（
華
厳
教
学
）
と
結
び
つ
く
か
に
つ
い
て
多
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
特
に
重
要
な
の
は
廖
氏
の
研
究
で
あ
り
、

多
く
の
同
時
代
的
資
料
や
彼
の
詩
文
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
明
点
の
多
い
雪
浪
の
足
跡
や
思
想
を
論
じ
て
い
る
。
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と
は
い
え
、
雪
浪
の
研
究
は
未
だ
十
分
で
は
な
い
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
生
涯
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
検
討
の
余
地
の
あ
る
箇
所
が

多
く
、
思
想
面
に
つ
い
て
も
、
禅
と
の
関
係
や
『
楞
厳
経
』
理
解
に
つ
い
て
な
ど
検
討
す
べ
き
課
題
が
多
い
。

　

本
論
で
は
以
下
、
雪
浪
研
究
の
緒
論
と
し
て
雪
浪
へ
の
評
価
の
中
で
特
に
批
判
的
な
も
の
を
取
り
上
げ
て
彼
の
品
行
及
び
そ
れ
へ
の
評
価
に

つ
い
て
考
察
を
行
う
。
こ
れ
は
雪
浪
が
果
た
し
て
研
究
す
る
に
値
す
る
か
と
い
う
意
味
に
お
い
て
筆
者
に
と
っ
て
重
要
と
の
観
点
か
ら
で
あ
る
。

二
、
吉
川
幸
次
郎
氏
の
雪
浪
評
価
を
め
ぐ
っ
て

　

前
述
の
よ
う
に
雪
浪
の
人
物
評
価
に
関
し
て
は
、
生
前
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
称
賛
や
批
判
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
評
価
が
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
雪
浪
の
社
会
的
影
響
の
大
き
さ
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
目
立
つ
の
は
戒
行
が
お
ろ
そ
か
で
軽
佻
だ
と
い
う
否
定
的

な
評
価
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
雪
浪
が
万
暦
の
三
高
僧
と
比
肩
す
る
名
声
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
現
在
そ
の
名
を
留
め
な
い
一
因
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
は
ひ
い
て
は
雪
浪
研
究
に
対
し
て
消
極
的
な
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
雪
浪
に
お
い
て
軽
佻
と
は
そ
の
戒
行
と
表
現
内
容
の
両
面

に
対
す
る
批
判
の
意
味
を
持
つ
。

　

ま
ず
、
中
国
文
学
の
大
家
で
あ
る
吉
川
幸
次
郎
氏
の
雪
浪
評
を
見
て
み
た
い
。
そ
れ
は
吉
川
氏
が
銭
謙
益
と
仏
教
と
の
関
係
を
論
じ
た
「
居

士
と
し
て
の
銭
謙
益
」
に
見
え
る
。

　

憨
山
、
紫
柏
、
雲
棲
の
三
大
和
尚
、
な
い
し
は
雪
浪
を
加
え
た
「
四
高
僧
」
と
、
牧
斎
と
の
関
係
は
、
一
様
で
は
な
い
。
尊
敬
の
中

心
は
憨
山
に
あ
り
、
一
度
の
相
見
に
よ
っ
て
終
身
の
尊
敬
を
さ
さ
げ
る
。
紫
柏
と
雲
棲
は
相
識
で
は
な
い
が
、
尊
敬
は
憨
山
と
な
ら
ぶ
。

雪
浪
へ
の
尊
敬
は
お
と
る
。

　

し
か
し
四
人
の
僧
の
う
ち
一
番
早
く
知
っ
た
の
は
、雪
浪
で
あ
る
。「
初
学
集
」六
十
九
の「
華
山
雪
浪
大
師
塔
銘
」お
よ
び
八
十
六
の「
雪

浪
師
の
書
せ
し
黄
庭
経
の
後
に
書
す
」
に
よ
れ
ば
、
牧
斎
は
幼
に
し
て
雪
浪
の
瓶
錫
に
侍
し
た
。
こ
れ
は
家
庭
の
関
係
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（
中
略
）

　

と
こ
ろ
で
幼
年
の
牧
斎
は
、
こ
の
肌
理
は
玉
の
如
く
に
し
て
、
高
き
顙
、
朗
か
な
る
目
、
方
な
る
頤
、
大
い
な
る
口
を
持
ち
、
鮮
衣
美
食
、

万
巻
の
書
を
読
ま
ず
ば
仏
法
を
知
ら
ず
と
豪
語
し
、
唐
詩
晋
字
は
も
と
よ
り
、
曲
を
さ
え
度
す
る
和
尚
に
、
好
感
を
も
た
ず
、
衲
子
の

本
色
を
失
う
と
し
た
。
牧
斎
が
雪
浪
を
見
直
し
た
の
は
、
そ
の
示
寂
の
前
年
、
万
暦
三
十
五
年
で
あ
る
。
時
に
牧
斎
は
二
十
六
歳
、
そ

の
前
年
、
江
南
郷
試
に
及
第
し
、
既
に
名
士
で
あ
っ
た
。
友
人
の
李
流
芳
と
共
に
、
六
十
三
歳
の
雪
浪
を
、
無
錫
の
望
亭
に
訪
い
、「
瞻
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嚮
の
余
、
心
骨
清
瑩
な
り
、
始
め
て
嚮さ

き者
に
は
師
を
知
る
こ
と
浅
か
り
し
を
悔
ゆ
る
也
」
と
し
た
。

　

「
列
朝
詩
集
」
に
の
せ
る
雪
浪
の
詩
を
読
む
と
、
軽
佻
の
句
が
目
に
つ
く
。「
緑
醑
は
従
事
と
称
し
、
紅
粧
は
用
っ
て
書
を
校
す
」。「
請

わ
ざ
る
に
月
は
戸
に
当
り
、
自
の
ず
と
生
ぜ
し
花
は
園
に
満
つ
」。
単
に
詩
を
以
っ
て
判
じ
て
も
、
雪
浪
は
憨
山
の
敵
で
は
な
い

）
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。

　

こ
の
よ
う
に
吉
川
氏
は
雪
浪
に
対
し
て
明
確
に
否
定
的
評
価
を
下
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
そ
の
多
く
が
基
本
的
に
は
銭
謙

益
の
著
述
及
び
そ
の
評
価
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
吉
川
氏
の
雪
浪
へ
の
直
接
的
評
価
は
「
軽
佻
」
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
詩
に

よ
っ
て
そ
の
評
価
を
下
し
て
い
る
。

　

吉
川
氏
が
使
う
「
軽
佻
」
の
語
は
明
末
士
大
夫
に
向
け
た
批
判
の
語
の
代
表
格
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
四
庫
全
書
提
要
』
巻
一
九
三
に
は
鍾

惺
『
周
文
帰
』
に
対
す
る
解
題
と
し
て
、「
明
末
士
習
、
軽
佻
放
誕
」
と
い
う
。
吉
川
氏
は
明
末
人
士
に
見
ら
れ
る
否
定
的
特
徴
を
具
備
し
た

人
物
と
し
て
雪
浪
を
見
た
の
で
あ
る
。

　

吉
川
氏
が
軽
佻
と
し
て
評
価
を
下
す
根
拠
と
な
っ
た
詩
は
、
二
首
と
も
に
『
列
朝
詩
集
』
に
選
録
さ
れ
る
も
の
で
、
前
者
は
「
過
安
茂
卿

秦
淮
寓
館
」、
後
者
は
「
過
呉
仲
穆
所
」
と
題
さ
れ
る

）
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。
こ
れ
ら
の
二
首
が
何
故
、
吉
川
氏
の
目
に
軽
佻
で
あ
る
と
映
り
、
雪
浪
の
マ
イ
ナ
ス

評
価
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

前
者
「
過
安
茂
卿
秦
淮
寓
館
」「
緑
醑
は
従
事
と
称
し
、
紅
粧
は
用
っ
て
書
を
校
す
（
緑
醑
称
従
事
、
紅
粧
用
校
書
）」
に
つ
い
て
は
、「
緑

醑
」
と
は
美
酒
、「
紅
粧
」
は
美
女
を
指
す
。
そ
れ
ら
が
雪
浪
の
身
辺
の
事
実
の
反
映
で
あ
る
か
、
単
な
る
譬
喩
で
あ
る
か
は
少
な
く
と
も
こ

の
資
料
の
み
で
は
判
然
と
し
な
い
が
、
少
な
く
と
も
酒
を
飲
み
美
女
を
侍
ら
て
い
る
よ
う
な
光
景
を
無
批
判
に
、
享
楽
的
に
歌
っ
て
い
る
こ

と
は
確
か
で
あ
り
、
な
お
か
つ
そ
の
光
景
は
後
述
す
る
『
万
暦
野
獲
編
』
の
記
事
を
読
め
ば
恐
ら
く
事
実
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。

　

後
者
「
過
呉
仲
穆
所
」「
請
わ
ざ
る
に
月
は
戸
に
当
り
、
自
の
ず
と
生
ぜ
し
花
は
園
に
満
つ
（
不
請
月
当
戸
、
自
生
花
満
園
）」
に
つ
い
て
は
、

月
や
花
園
と
い
っ
た
美
景
が
「
請
わ
ざ
る
に
」、
つ
ま
り
努
力
も
せ
ず
に
自
然
と
手
に
入
っ
て
く
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
読
み
方
に

よ
っ
て
は
「
鮮
衣
美
食
」
の
生
活
を
無
反
省
に
享
受
す
る
態
度
の
顕
れ
と
も
捉
え
ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
吉
川
氏
の
軽
佻
と
い
う
批
判
は
引
用
文
の
三
段
落
目
に
見
ら
れ
る
銭
謙
益
の
雪
浪
へ
の
否
定
的
評
価
を
踏
襲
し
て
、
同
等
の
評

価
を
下
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　

な
お
、『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
の
雪
浪
に
対
す
る
評
価
も
こ
れ
と
同
様
に
否
定
的
で
あ
る
。

　

『
雪
浪
集
』
二
巻
、
明
の
釈
洪
恩
撰
す
。
洪
恩
は
、
字
は
三
懐
、
上
元
の
人
で
あ
る
。
長
干
寺
に
居
し
、
い
つ
も
雪
浪
山
で
説
法
し
て
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い
た
た
め
、
そ
の
名
を
書
名
と
し
た
。
上
巻
は
詩
で
、
下
巻
は
偈
語
、
雑
著
で
あ
る
。
朱
彝
尊
『
明
詩
綜
』
は
其
の
詩
二
首
を
掲
載
す
る
。

し
か
し
世
法
を
離
れ
て
い
な
い
僧
で
あ
り
、
語
に
烟
霞
を
帯
び
る
こ
と
が
（
語
帯
烟
霞
）
で
き
て
い
な
い
の
だ
。

　

（『
雪
浪
集
』
二
巻
、
明
釈
洪
恩
撰
。
洪
恩
字
三
懐
、
上
元
人
。
居
長
干
寺
、
嘗
説
法
雪
浪
山
中
、
故
以
名
集
。
上
巻
為
詩
、
下
巻
為
偈
語
、

雑
著
。
朱
彝
尊
『
明
詩
綜
』
載
其
詩
二
首
、
然
未
離
世
法
之
僧
、
不
能
語
帯
烟
霞
也
。

）
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「
不
能
語
帯
烟
霞
」
と
は
語
に
霞
が
か
っ
て
い
な
い
、
す
な
わ
ち
詩
に
奥
行
き
が
な
く
直
截
的
で
あ
る
さ
ま
を
批
判
的
に
述
べ
る
も
の
で
あ

る
。
ま
た
文
中
に
は
朱
彝
尊
『
明
詩
綜
』
に
二
首
が
選
録
さ
れ
る
こ
と
が
言
及
さ
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
首
は
吉
川
氏
も
引
用
す
る
「
過

安
茂
卿
秦
淮
寓
館
」で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
世
法
を
離
れ
ざ
る
僧
」や
「
語
帯
烟
霞
」と
い
う
否
定
的
評
価
も
吉
川
氏
の
批
判
と
同
様
に
、「
緑

醑
は
従
事
と
称
し
、
紅
粧
は
用
っ
て
書
を
校
す
」
の
句
が
根
拠
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、『
四
庫
全
書
総
目
提

要
』
の
雪
浪
へ
の
批
評
も
銭
謙
益
や
吉
川
氏
の
批
判
と
同
様
の
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

前
述
の
よ
う
に
吉
川
氏
の
雪
浪
評
の
背
景
に
は
銭
謙
益
の
影
響
が
あ
る
。
吉
川
氏
が
引
証
と
す
る
資
料
の
一
つ
は
「
跋
雪
浪
師
書
黄
庭
後
」

で
あ
る
。
こ
こ
に
銭
謙
益
の
雪
浪
評
の
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

私
は
幼
き
よ
り
雪
浪
師
に
つ
い
て
学
ん
だ
が
、
そ
の
あ
で
や
か
な
衣
を
纏
い
、
美
食
を
食
し
、
詩
を
語
り
曲
に
関
心
を
寄
せ
、
一
日

中
ふ
ら
ふ
ら
し
て
い
る
の
を
見
る
に
つ
け
、
彼
が
衲
子
の
本
分
を
失
し
て
い
る
の
で
は
と
ひ
そ
か
に
疑
っ
て
い
た
。
丁
未
（
万
暦
三
五

年
〔
一
六
〇
七
〕）
冬
、
師
を
望
亭
に
訪
ね
た
と
こ
ろ
、
草
庵
に
て
飯
僧
（
客
僧
た
ち
に
食
事
を
提
供
す
る
こ
と
）
を
し
、
粗
末
な
服
で

質
素
な
食
事
を
し
、
静
か
で
質
素
な
生
活
を
し
て
お
り
、
ま
っ
た
く
昔
の
姿
と
は
異
な
っ
て
い
た
。〔
師
は
望
亭
に
〕
居
し
て
ま
も
な
く

示
寂
し
た
。
師
は
臨
終
の
際
、弟
子
た
ち
が
廻
り
を
め
ぐ
っ
て
念
仏
し
て
い
る
と
、師
は
突
如
目
を
見
張
っ
て
「
私
は
こ
の
家
風
で
は
な
い
、

そ
の
よ
う
に
す
る
な
！
」
と
い
っ
た
。
あ
あ
、
師
の
本
性
と
は
こ
の
よ
う
だ
っ
た
の
だ
。
ど
う
し
て
私
の
昔
の
無
邪
気
な
幼
子
の
見
方

で
そ
の
表
層
を
も
理
解
で
き
た
だ
ろ
う
か
。

　

（
余
少
習
雪
浪
師
、
見
其
御
鮮
衣
、
食
美
食
、
譚
詩
顧
曲
、
徙
倚
竟
日
、
竊
疑
其
失
衲
子
本
色
。
丁
未
冬
、
訪
師
於
望
亭
、
結
茅
飯
僧
、

補
衣
脱
粟
、
蕭
閑
枯
淡
、
了
非
旧
観
。
居
無
何
而
示
寂
去
矣
。
師
臨
行
、
弟
子
環
繞
念
仏
、
師
忽
張
目
曰
、「
我
不
是
這
個
家
数
、
無
煩

爾
爾
。」
嗟
乎
、
師
之
本
色
如
此
、
豈
余
向
者
號
嘎
兒
童
之
見
所
能
相
其
仿
仏
也
哉
。

）
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銭
謙
益
は
こ
こ
で
雪
浪
に
鮮
衣
美
食
、
譚
詩
顧
曲
と
い
っ
た
僧
の
本
分
を
失
し
た
品
行
上
の
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
す
と
同
時
に
、
雪

浪
の
晩
年
に
相
見
し
た
と
き
に
以
前
と
は
面
目
を
一
新
し
て
質
素
に
暮
ら
し
て
お
り
、
臨
終
間
際
に
は
毅
然
と
し
た
態
度
で
念
仏
を
諫
め
弟
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子
を
教
化
し
た
こ
と
を
記
録
し
、
そ
れ
こ
そ
が
雪
浪
の
本
来
の
す
が
た
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。
こ
の
文
章
の
主
眼
は
後
半
部
に
あ
る
が
、
若

い
と
き
の
堕
落
し
た
様
子
も
記
録
し
て
い
る
。

　

確
か
に
銭
謙
益
の
雪
浪
評
を
他
の
資
料
も
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
吉
川
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
銭
謙
益
の
尊
敬
の
具
合
は
万
暦
三
高
僧

に
比
し
て
一
段
劣
る
。
例
え
ば
、
銭
謙
益
は
『
列
朝
詩
集
』
閏
集
第
三
に
お
い
て
「
高
僧
四
人
」
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
記
を
載
せ
る
際
に
、

他
の
三
者
の
敬
称
を
「
師
」
と
す
る
の
に
対
し
て
雪
浪
の
み
を
「
公
」
と
称
す
る
の
は
、
雪
浪
を
高
僧
と
し
て
崇
め
る
の
で
は
な
く
、
よ
り

俗
人
に
近
い
存
在
と
み
な
す
意
識
の
反
映
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
銭
謙
益
は
「
華
山
雪
浪
大
師
塔
銘
」
で
も
「
紫
柏
可
公
は
、
細
か

に
毗
尼
を
持
し
て
お
り
、
心
で
は
非
常
に
師
（
雪
浪
）
を
軽
ん
じ
て
い
た
（
紫
柏
可
公
、
精
持
毗
尼
、
心
頗
易
師
）

）
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」
と
記
す
。
こ
れ
も
戒
律

に
無
頓
着
で
あ
っ
た
雪
浪
を
紫
柏
真
可
の
言
を
借
り
て
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
を
ま
と
め
れ
ば
、
吉
川
氏
の
雪
浪
評
は
銭
謙
益
や
『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
に
お
け
る
そ
れ
へ
の
評
価
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
雪

浪
の
享
楽
的
な
処
世
態
度
に
対
す
る
批
判
的
な
見
解
は
、
雪
浪
の
在
世
当
時
か
ら
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
は
吉
川
氏
に
至
る
ま
で
連
綿
と
続

い
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

三
、『
万
暦
野
獲
編
』「
雪
浪
被
逐
」
に
つ
い
て

　

沈
徳
符
（
一
五
七
八

－

一
六
四
二
）『
万
暦
野
獲
編
』
に
記
さ
れ
る
「
雪
浪
被
逐
」
の
記
事
も
ま
た
雪
浪
の
世
間
的
評
価
を
考
え
る
上
で
重

要
な
資
料
で
あ
る
。
こ
の
記
事
は
雪
浪
の
功
績
の
他
、
品
行
問
題
を
細
か
に
伝
え
て
い
る
が
、
以
下
に
記
す
よ
う
に
あ
い
ま
い
な
記
述
も
多
い
。

　

沈
徳
符
『
万
暦
野
獲
編
』
と
は
、
沈
徳
符
が
祖
父
や
父
か
ら
幼
少
時
に
伝
聞
し
た
も
の
や
、
自
ら
が
見
聞
し
た
話
を
ま
と
め
た
も
の
で
、

自
序
に
よ
れ
ば
万
暦
三
四
年
（
一
六
〇
六
）
ま
で
に
二
〇
巻
が
著
さ
れ
、
そ
の
後
、
万
暦
四
七
年
（
一
六
一
九
）
に
続
編
一
二
巻
が
編
ま
れ
た
。

さ
ら
に
そ
の
後
に
も
康
煕
年
間
に
数
次
の
再
編
纂
が
な
さ
れ
、
現
行
本
に
至
る
。
こ
の
再
編
纂
に
よ
り
、
書
誌
学
的
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ

の
記
事
の
成
立
年
は
未
詳
で
あ
る
が
、
内
容
か
ら
成
立
年
を
推
測
す
れ
ば
、「
雪
浪
被
逐
」
に
は
雪
浪
の
死
は
記
さ
れ
ず
、
そ
の
人
気
ば
か
り

が
熱
気
を
こ
め
て
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
雪
浪
の
生
前
で
あ
る
万
暦
三
六
年
（
一
六
〇
八
）
以
前
の
成
立
、
つ
ま
り
は
じ
め
に
著
さ
れ
た
二
〇

巻
に
含
ま
れ
る
内
容
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
推
測
さ
れ
る
。

　

沈
徳
符
『
万
暦
野
獲
編
』「
雪
浪
被
逐
」
は
次
の
よ
う
に
雪
浪
の
功
罪
を
記
録
す
る
。

　

雪
浪
、
名
は
洪
恩
、
初
め
三
淮
と
号
す
。
も
と
金
陵
の
名
家
の
子
で
あ
り
、
俗
を
棄
て
僧
と
な
っ
た
。
敏
慧
に
し
て
詩
を
得
意
と
し
、
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博
く
仏
典
に
通
じ
、
講
肆
の
翹
楚
（
秀
才
）
で
あ
っ
た
。
容
貌
は
立
派
で
説
法
も
巧
み
で
あ
っ
て
、
多
く
縉
紳
と
交
遊
し
た
。
金
陵
の

大
報
恩
寺
塔
は
壮
麗
な
る
こ
と
、
国
内
随
一
で
あ
る
。
嘉
靖
四
二
年
（
一
五
六
三
）、
寺
は
焼
失
し
、
塔
も
次
第
に
傾
い
た
。
雪
浪
は
こ

の
塔
を
資
金
を
募
っ
て
修
復
し
、
そ
こ
で
ふ
た
た
び
も
と
の
姿
を
取
り
戻
し
た
。

　

し
か
し
性
格
は
佻
達
（
軽
薄
奔
放
）
で
あ
り
、
細
行
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
友
人
た
ち
は
彼
を
引
き
連
れ
て
妓
女
遊
び
に
誘
う
も
、
は
じ

め
厳
し
く
拒
む
こ
と
は
せ
ず
、
あ
る
い
は
宴
会
や
観
劇
に
も
よ
ろ
こ
ん
で
駆
け
付
け
た
。
時
に
寇
四
兒
、
名
は
文
華
と
い
う
人
が
い
て
、

坊
曲
（
妓
楼
）
の
間
で
名
声
を
得
て
い
た
。
彼
女
は
つ
ね
に
伊
蒲
の
饌
（
素
食
）
を
準
備
し
、
彼
を
屏
閣
に
招
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
あ

る
時
雪
浪
は
赴
い
た
。
時
の
議
論
は
騒
然
と
な
り
、
そ
し
て
摩
登
伽
や
鳩
摩
羅
什
の
〔
よ
う
だ
と
い
う
〕
批
判
が
起
こ
っ
た
が
、
実
際

に
は
そ
こ
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
（
実
不
至
此
）。
江
夏
の
郭
明
竜
（
正
域
）
は
南
祭
酒
で
あ
る
と
き
、
彼
を
き
わ
め
て
憎
み
、
文
書

に
て
追
放
し
よ
う
と
し
、そ
の
淫
ら
な
行
い
の
各
々
の
状
況
を
つ
ぶ
さ
に
書
い
た
が
、ほ
と
ん
ど
明
確
な
根
拠
は
な
か
っ
た
（
幾
不
可
聞
）。

あ
る
い
は
い
わ
く
、
雪
浪
は
か
つ
て
陰
で
郭
の
詩
を
謗
り
、
そ
の
同
僚
の
僧
徒
に
讒
訴
さ
れ
、
そ
こ
で
郭
が
激
高
す
る
こ
と
と
な
っ
た

と
い
う
が
、
そ
う
で
あ
る
か
は
定
か
で
は
な
い
（
未
知
然
否
）。
雪
浪
は
そ
れ
以
降
、
四
方
を
さ
ま
よ
っ
た
。
か
つ
て
呉
越
の
地
方
に
い

た
っ
た
と
き
に
は
、
士
女
は
狂
っ
た
よ
う
に
、
受
戒
礼
拝
す
る
人
は
、
絶
え
間
な
く
続
き
、
ま
ち
は
彼
の
た
め
に
市
を
閉
じ
た
。
雪
浪

に
は
侍
者
数
人
が
い
て
、
み
な
妙
齢
の
美
人
で
あ
り
、
高
貴
な
絹
織
物
を
ま
と
い
、
下
着
も
必
ず
紅
紫
で
あ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
娼
妓
の

装
飾
と
同
様
で
あ
っ
た
。
私
は
か
つ
て
こ
れ
を
疑
問
に
思
い
、
馮
開
之
（
夢
禎
）
祭
酒
に
質
問
し
た
。｢

比
丘
の
挙
動
が
こ
の
よ
う
で

あ
れ
ば
、
そ
れ
は
果
た
し
て
禅
律
に
抵
触
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。｣

馮
は
笑
っ
て
述
べ
た
。｢

ま
さ
に
吾
輩
も
十
数
の
婢
妾
を

蓄
え
る
よ
う
な
も
の
で
、
ど
う
し
て
他
日
西
方
極
楽
に
往
生
し
、
正
覚
に
登
る
こ
と
に
害
が
あ
ろ
う
か
。｣

彼
が
雪
浪
を
愛
護
す
る
こ

と
は
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
郭
は
馮
に
代
わ
っ
て
司
成
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
最
も
親
交
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

（
雪
浪
名
洪
恩
、
初
号
三
淮
、
本
金
陵
名
家
子
、
棄
俗
為
僧
。
敏
慧
能
詩
、
博
通
梵
夾
、
為
講
師
翹
楚
。
貌
亦
頎
偉
、
辨
才
無
礙
、
多

遊
縉
紳
間
。
金
陵
大
報
恩
寺
塔
壯
麗
、
為
海
内
第
一
、
嘉
靖
四
十
二
年
寺
被
燬
、
塔
亦
漸
圮
。
雪
浪
募
修
之
、
始
復
旧
観
。

　

然
性
佻
達
、
不
拘
細
行
。
友
人
輩
挈
之
游
狎
邪
、
初
不
峻
拒
、
或
曲
宴
観
劇
、
亦
欣
然
往
就
。
時
有
寇
四
兒
名
文
華
者
、
負
坊
曲
盛

名
。
毎
具
伊
蒲
之
饌
、
邀
之
屏
閣
、
或
時
一
赴
、
時
議
譁
然
、
遂
有
摩
登
伽
鳩
摩
羅
什
之
謗
、
実
不
至
此
。
江
夏
郭
明
竜
為
南
祭
酒
極

憎
之
、
至
書
檄
駆
逐
、
歴
叙
其
淫
媟
諸
状
、
幾
不
可
聞
。
或
云
雪
浪
曾
背
誹
郭
詩
、
為
其
同
儕
緇
徒
所
譖
、
以
致
郭
切
歯
、
未
知
然
否
。

雪
浪
自
此
汗
漫
江
湖
。
曾
至
呉
越
間
、
士
女
如
狂
、
受
戒
礼
拜
者
、
摩
肩
接
踵
、
城
郭
為
之
罷
市
。
雪
浪
有
侍
者
数
人
、
皆
韶
年
麗
質
、
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被
服
紈
綺
、
即
衵
衣
亦
必
紅
紫
、
幾
同
烟
粉
之
飾
。
予
曾
疑
之
、
以
問
馮
開
之
祭
酒
、「
比
邱
挙
動
如
此
、
果
于
禅
律
有
礙
否
。」
馮
笑
曰
、

「
正
如
吾
輩
蓄
十
数
婢
妾
、
他
日
何
害
生
西
方
登
正
覚
耶
。」
其
愛
護
之
如
此
。
然
郭
即
代
馮
為
司
成
者
、
亦
最
相
善
。

）
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『
万
暦
野
獲
編
』
の
こ
の
記
事
は
、
塔
銘
等
が
弟
子
や
信
者
に
よ
っ
て
基
本
的
に
敬
意
を
も
っ
て
記
さ
れ
た
も
の
と
は
対
照
的
に
、
批
判
的

な
視
点
を
も
っ
て
記
さ
れ
て
お
り
、
雪
浪
在
世
当
時
に
世
間
か
ら
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
話
が
流
布
し

て
い
た
か
を
伝
え
る
。

　

冒
頭
に
は
彼
の
生
立
ち
や
報
恩
寺
塔
の
修
復
と
い
っ
た
功
績
を
記
録
す
る
。
後
半
で
は
戒
行
に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
や
追
放
さ
れ
て
呉
越
の

地
を
行
き
来
し
た
こ
と
を
伝
え
る
。
戒
行
問
題
に
つ
い
て
こ
の
記
事
で
は
、
友
人
た
ち
と
妓
楼
に
足
を
運
ん
だ
こ
と
、
宴
会
や
観
劇
、
さ
ら
に

は
寇
四
兒
と
い
う
有
名
な
妓
女
に
招
か
れ
て
赴
い
た
話
が
噂
と
な
り
、『
楞
厳
経
』
に
見
ら
れ
る
摩
登
伽
女
が
阿
難
に
破
戒
さ
せ
た
故
事
や
鳩

摩
羅
什
と
女
犯
に
擬
え
て
批
判
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
娼
妓
の
よ
う
な
服
装
を
し
た
侍
者
数
名
を
連
れ
て
い
た
こ
と
を
批
判
的
に
記
し
て
い
る
。

　

と
は
い
え
、
記
事
中
に
「
実
不
至
此
」
や
「
幾
不
可
聞
」、「
未
知
然
否
」
な
ど
と
記
さ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
沈
徳
符
の
認
識
に
お
け
る

事
実
と
し
て
の
不
確
実
性
を
示
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
雪
浪
に
こ
の
よ
う
な
噂
や
流
言
が
あ
り
、
そ
の
い
く
つ
か
の
こ
と
は
事
実
を
踏
ま

え
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
後
述
の
塔
銘
等
も
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
間
違
い
な
い
。
と
は
い
え
、
例
え
ば
、
寇
四
兒
と
の
話
等
に
関
し
て
は
、

郭
正
域
の
逆
恨
み
に
よ
る
流
言
の
内
容
と
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
馮
夢
禎
は
郭
正
域
と
関
係
が
親
し
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
郭
の
敵
で

あ
る
は
ず
の
雪
浪
を
擁
護
し
た
こ
と
に
沈
徳
符
が
疑
念
を
抱
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
こ
と
も
こ
こ
に
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
馮
夢
禎
は

そ
の
著
『
快
雪
堂
集
』
に
雪
浪
と
の
交
遊
を
記
録
し
、「
雪
浪
師
像
賛
」
に
お
い
て
は
雪
浪
を
「
明
代
の
支
郎
」
と
ま
で
称
え
て
い
る

）
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。
こ
の

よ
う
な
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
の
記
事
の
み
で
雪
浪
の
品
行
問
題
を
断
罪
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

少
な
く
と
も
雪
浪
の
数
々
の
疑
惑
の
中
で
沈
徳
符
が
確
実
な
こ
と
と
し
て
記
す
の
は
数
人
の
侍
者
が
み
な
妙
齢
で
娼
妓
の
よ
う
な
服
装
を

し
て
い
た
こ
と
の
み
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
雪
浪
を
擁
護
し
た
と
い
う
馮
開
之
も
認
め
た
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
信
憑
性
が
高
い
。

　

雪
浪
放
逐
の
経
緯
に
つ
い
て
は
廖
氏
の
研
究
が
あ
る

）
26
（

。
そ
の
研
究
を
簡
略
に
ま
と
め
れ
ば
、
雪
浪
の
報
恩
寺
の
講
経
の
地
位
を
妬
み
、
取

っ
て
代
わ
ろ
う
と
し
た
門
人
の
蘊
璞
如
愚
（
一
五
六
一

－

一
六
二
二
）
が
同
郷
の
郭
正
域
に
密
告
を
し
た
こ
と
を
受
け
、
郭
は
雪
浪
が
自
身

の
詩
を
誹
謗
し
た
と
し
て
雪
浪
を
陥
れ
、
雪
浪
は
六
〇
歳
の
少
し
前
頃
（「
六
十
之
前
不
久
」）
に
金
陵
か
ら
追
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
雪

浪
は
呉
越
を
漂
泊
し
た
の
ち
望
亭
に
二
、三
年
居
し
て
遷
化
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
雪
浪
が
こ
の
事
件
に
遭
遇
し
た
時
期
な

ど
こ
の
事
件
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
疑
念
の
余
地
な
し
と
は
言
え
ず
、
以
下
に
記
す
資
料
を
再
度
検
討
し
た
上
で
論
ず
る
必
要
が
あ
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九
九

る
と
考
え
る
。
放
逐
事
件
に
つ
い
て
記
す
他
の
資
料
と
し
て
は
、
顧
起
元
『
客
座
贅
語
』
や
銭
謙
益
『
列
朝
詩
集
』
に
記
録
が
あ
り
、
か
つ

雪
浪
や
蘊
璞
如
愚
、
鄒
迪
光
等
の
著
書
内
に
も
そ
の
事
件
を
示
唆
す
る
記
載
が
あ
る
。
雪
浪
や
蘊
璞
如
愚
の
著
書
の
書
誌
学
的
調
査
と
内
容

の
検
討
が
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
当
面
の
課
題
で
あ
る
。

四
、
伝
記
資
料
と
そ
の
雪
浪
評
に
つ
い
て

　

雪
浪
の
生
涯
を
記
録
す
る
ま
と
ま
っ
た
資
料
は
、
主
な
も
の
に
鄒
迪
光
「
華
山
雪
浪
大
師
塔
銘

）
27
（

」
及
び
憨
山
徳
清
「
雪
浪
法
師
恩
公
中
興

法
道
伝
」（『
憨
山
老
人
夢
遊
集
』
巻
三
〇
所
収
）
が
あ
る
。
ま
た
、
銭
謙
益
「
華
山
雪
浪
大
師
塔
銘

）
28
（

」
や
同
『
列
朝
詩
集
』
閏
集
第
三
所
収

の
小
伝

）
29
（

が
あ
る
が
、
前
者
の
文
中
に
は
「
謹
按
憨
師
所
撰
雪
浪
大
師
伝
而
序
之

）
30
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
大
半
は
憨
山
の
「
雪
浪
法
師
恩
公

中
興
法
道
伝
」
を
も
と
に
記
し
た
も
の
で
あ
り
前
二
者
の
重
要
性
に
比
し
て
は
劣
る
。
し
か
し
な
が
ら
銭
謙
益
も
ま
た
雪
浪
を
直
接
的
に
知

る
人
物
で
あ
り
、
前
二
者
に
は
含
ま
れ
な
い
雪
浪
放
逐
事
件
に
関
す
る
記
録
等
も
あ
っ
て
参
考
と
な
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
資
料
の
み
で
は
彼
の
生
涯
や
思
想
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
問
題
が
多
く
残
る
。
そ
れ
は
あ
い
ま

い
な
記
述
が
多
く
あ
り
、
さ
ら
に
記
さ
れ
な
い
事
柄
も
多
い
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
に
記
さ
れ
な
い
事
項
と
し
て
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
雪
浪
と
利
瑪
竇
と
の
論
争
が
あ
る
。
こ
れ
は
言
わ
ば
、
事
前
に
舞
台
設
定
が
な

さ
れ
た
う
え
で
の
仏
教
対
西
洋
思
想
（
キ
リ
ス
ト
教
）
の
直
接
的
対
決
で
あ
り
、
当
時
士
大
夫
か
ら
注
目
を
集
め
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

雪
浪
の
伝
記
に
お
い
て
こ
の
論
争
に
つ
い
て
の
直
接
的
言
及
は
確
認
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
わ
ず
か
に
鄒
迪
光
「
華
山
雪
浪
大
師
塔
銘
」
に
、

「
自
然
に
つ
い
て
議
し
、
社
会
に
つ
い
て
語
り
合
い
、
中
国
内
に
も
、
世
界
か
ら
も
相
次
い
で
論
争
を
仕
掛
け
ら
れ
た
が
、
仏
法
を
擁
護
す
る

応
酬
は
い
ず
れ
も
が
美
し
い
言
葉
で
飾
ら
れ
て
い
た
（
評
騭
山
川
、
扺
掌
人
代
、
六
合
之
内
、
九
州
以
外
、
雲
梯
相
次
、
金
湯
酬
往
、
何
所

不
斐
亹
）

）
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（

」
と
あ
る
う
ち
の
傍
線
部
が
そ
の
論
争
を
暗
示
し
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
そ
の
著
作
中
に
も
言
及
さ
れ
な
い

）
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（

。
ま
た
、『
万
暦
野
獲
編
』

に
見
ら
れ
る
雪
浪
放
逐
事
件
に
つ
い
て
も
い
つ
起
こ
っ
た
の
か
と
い
っ
た
詳
細
は
記
録
さ
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
雪
浪
の
生
涯
の
解

明
の
た
め
に
は
上
記
の
伝
記
資
料
や
雪
浪
の
著
作
と
い
っ
た
基
礎
資
料
以
外
に
雪
浪
と
関
係
し
た
人
物
の
記
録
等
を
補
っ
て
考
え
る
必
要
が

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

と
は
い
え
基
礎
資
料
と
し
て
上
述
の
塔
銘
等
の
記
録
は
そ
の
生
涯
を
概
観
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
こ
れ
ら
に
限
っ
て
雪
浪
の
人
と
な
り
を
造
形
し
よ
う
と
し
て
も
困
難
に
直
面
す
る
。
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
伝
記
に
見
ら
れ
る
雪
浪
評
が
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〇

そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
伝
記
の
撰
者
は
三
人
と
も
に
雪
浪
の
生
前
に
お
い
て
接
点
が
あ
っ
て
、
ど
の
人
物

も
雪
浪
を
知
る
立
場
に
あ
っ
た
。
読
み
手
と
し
て
は
、
い
っ
た
い
ど
れ
が
雪
浪
の
真
面
目
な
の
か
と
戸
惑
う
所
と
な
る
。
こ
れ
を
考
え
る
に
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
こ
れ
ら
の
伝
記
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
や
視
点
か
ら
の
評
価
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
の
で

あ
り
、
雪
浪
の
イ
メ
ー
ジ
が
三
者
の
間
で
異
な
る
の
は
、
三
人
の
社
会
的
な
立
場
や
雪
浪
と
の
関
係
性
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
先
行
研
究
に
お
い
て
も
李
舜
臣
等
が
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

な
ら
ば
、
雪
浪
洪
恩
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
僧
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
、
銭
謙
益
、
憨
山
徳
清
、
沈
徳
符
、
利
瑪
竇
の

い
ず
れ
で
あ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
描
写
は
す
べ
て
事
実
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
置
か
れ
た
立
場
が
異
な
っ
た
だ
け
だ
と
考
え
る
。

た
と
え
ば
人
の
顔
つ
き
を
見
る
の
に
、
見
る
角
度
が
異
な
れ
ば
、
得
ら
れ
る
印
象
が
大
幅
に
異
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。（
筆
者
訳

）
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し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
基
礎
資
料
を
読
む
上
で
重
要
な
の
は
ま
ず
ど
の
よ
う
な
関
係
性
の
も
と
で
そ
の
資
料
が
書
か
れ
た
の
か
を
検
討

す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

先
に
鄒
迪
光
、
憨
山
及
び
銭
謙
益
の
そ
れ
ぞ
れ
の
雪
浪
評
を
端
的
に
述
べ
て
お
く
と
、
鄒
迪
光
の
塔
銘
に
お
け
る
雪
浪
評
は
恐
ら
く
は
弟

子
た
ち
に
依
頼
さ
れ
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
雪
浪
の
一
信
者
か
ら
の
視
点
に
お
い
て
大
師
を
尊
崇
す
る
と

い
う
眼
差
し
を
も
っ
て
記
さ
れ
て
お
り
、
否
定
的
に
は
述
べ
ら
れ
な
い
。
憨
山
の
記
す
そ
れ
は
、
特
に
幼
少
時
か
ら
の
関
係
の
親
密
さ
か
ら

よ
り
親
し
み
を
も
っ
て
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
功
績
は
大
い
に
顕
彰
す
る
が
、
雪
浪
の
軟
弱
さ
と
い
う
点
に
も
触
れ
る
。
一
方
、
銭
謙
益
の

記
す
伝
記
や
塔
銘
は
憨
山
の
視
点
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
も
、
彼
自
身
の
雪
浪
へ
の
否
定
的
評
価
を
反
映
し
て
い
る
。

　

銭
謙
益
と
雪
浪
の
関
係
に
つ
い
て
は
す
で
に
吉
川
氏
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
以
下
に
は
憨
山
及
び
鄒
迪
光
と
の
関
係
と
そ
こ

に
記
さ
れ
る
雪
浪
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

憨
山
に
と
っ
て
雪
浪
は
、
出
家
当
初
か
ら
報
恩
寺
で
十
年
以
上
寝
食
を
と
も
に
し
た
一
つ
年
上
の
兄
弟
子
で
あ
る
。
憨
山
か
ら
見
た
そ
の

姿
は
、
少
な
く
と
も
壮
年
以
前
に
は
軟
弱
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
「
雪
浪
法
師
恩
公
中
興
法
道
伝
」
の
み
な
ら
ず
憨
山
の
年
譜
で

あ
る
「
憨
山
老
人
自
序
年
譜
実
録
」
な
ど
の
様
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
顕
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
憨
山
が
金
陵
か
ら
北
遊
を
決
意
し
た
時
の
雪

浪
と
の
や
り
取
り
と
し
て
憨
山
は
「
雪
浪
法
師
恩
公
中
興
法
道
伝
」
に
て
次
の
よ
う
に
記
す
。

　

〔
雪
浪
は
〕
二
十
五
歳
、
私
（
憨
山
）
は
北
方
に
行
く
こ
と
を
決
意
し
て
、
公
（
雪
浪
）
と
雪
浪
菴
で
別
れ
を
伝
え
た
。
公
は
言
っ
た
。

「
あ
な
た
は
体
が
弱
く
、
北
地
は
寒
さ
が
厳
し
い
の
で
、
必
ず
耐
え
難
か
ろ
う
。
や
む
な
く
、
私
の
お
ば
は
あ
な
た
を
連
れ
て
三
呉
（
江
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一
〇
一

南
）
を
め
ぐ
り
、
そ
の
筋
骨
を
鍛
え
た
の
ち
に
行
く
の
で
も
遅
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。」
私
は
言
っ
た
。「
三
呉
は
安
逸
の
場
所
で
あ
る
。

自
分
で
は
ひ
ご
ろ
軟
弱
な
気
質
が
あ
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
。
放
逸
に
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
行
か
な
け
れ
ば
、
こ
の
習
性
は
決
し
て

治
せ
な
い
だ
ろ
う
。
私
の
気
持
ち
は
決
ま
っ
て
い
る
。」
公
は
言
っ
た
。「
も
し
行
く
の
で
あ
れ
ば
、
風
雨
に
備
え
る
た
め
、
私
が
行
李

の
助
け
を
準
備
す
る
の
を
待
っ
て
く
れ
。」
私
は
笑
っ
て
言
っ
た
。「
兄
（
雪
浪
）
は
私
の
寿
命
を
ど
の
く
ら
い
だ
と
思
い
ま
す
か
。」
公

は
言
っ
た
。「
ど
う
し
て
そ
れ
を
推
し
量
れ
よ
う
。」
私
は
言
っ
た
。「
兄
が
年
月
の
計
を
提
供
で
き
た
と
し
て
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
数
日

で
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。」
公
は
心
配
し
て
や
ま
な
か
っ
た
。
私
は
彼
を
だ
ま
し
て
言
っ
た
。「
兄
が
も
し
す
っ
き
り
し
な
い

の
で
あ
れ
ば
、
試
み
に
少
し
そ
れ
を
や
っ
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
。」
公
は
大
雪
を
冒
し
て
城
に
入
る
に
、
私
は
す
ぐ
に
わ
ず
か
ば
か

り
の
も
の
を
携
え
て
長
旅
に
出
た
。
公
は
山
に
戻
っ
て
私
が
い
な
い
と
見
る
や
、
思
わ
ず
声
を
出
し
て
大
泣
き
し
た
。
こ
れ
を
も
っ
て

公
の
気
質
が
知
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

（
年
二
十
五
、
志
将
北
遊
、
別
公
於
雪
浪
菴
。
公
曰
、「
子
色
力
孱
弱
、
北
地
苦
寒
、
固
難
堪
也
。
無
已
、
吾
姑
携
子
、
遨
遊
三
呉
。

操
其
筋
骨
、
而
後
行
未
晚
。」
予
曰
、「
三
呉
乃
枕
席
耳
。
自
知
生
平
軟
暖
習
気
、
不
至
無
可
使
之
地
、
決
不
能
治
此
、
固
予
之
志
也
。」

公
曰
、「
若
必
行
、
俟
吾
少
庀
行
李
之
資
、
以
備
風
雨
。」
予
笑
曰
、「
兄
視
弟
寿
当
幾
何
？
」
公
曰
、「
安
可
計
此
。」
予
曰
、「
兄
即
能

資
歳
月
計
、
安
能
終
餘
日
哉
。」
公
意
恋
恋
不
已
。
予
詒
之
曰
、「
兄
如
不
釈
然
、
試
略
図
之
。」
公
冒
大
雪
方
入
城
。
予
即
一
瓢
長
往
矣
。

公
回
山
不
見
予
、
不
覚
放
声
大
哭
、
以
此
知
公
生
平
也
。

）
34
（

）

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
た
上
で
憨
山
が
そ
れ
を
「
此
知
公
生
平
也
」
で
あ
る
と
し
、
こ
の
よ
う
な
心

配
性
で
友
人
思
い
、
軟
弱
で
泣
き
虫
の
姿
を
雪
浪
の
気
質
と
し
て
説
明
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
例
え
ば
憨
山
の
年
譜
に
は
雪

浪
が
三
一
歳
の
時
、
憨
山
を
探
し
求
め
て
五
台
山
を
訪
ね
た
際
に
雪
浪
は
そ
の
環
境
に
耐
え
き
れ
ず
に
信
宿
（
二
晩
）
に
て
帰
っ
た

）
35
（

こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
は
憨
山
の
意
思
の
堅
固
さ
や
性
格
の
豪
胆
さ
に
比
し
て
雪
浪
の
軟
弱
さ
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
例
え
ば

憨
山
が
妙
峰
福
登
を
尊
敬
の
目
で
見
る
の
と
は
対
照
的
に
記
さ
れ
る
。
憨
山
は
こ
の
よ
う
な
雪
浪
の
人
と
な
り
を
「
公
は
富
家
に
生
ま
れ
、

人
は
み
な
性
習
軟
暖
と
み
な
す
（
公
生
於
富
室
、
人
皆
視
為
性
習
軟
暖
）

）
36
（

」
と
述
べ
る
。

　

憨
山
と
雪
浪
の
相
見
は
憨
山
が
罪
を
得
て
南
方
へ
流
罪
と
な
っ
た
万
暦
二
三
年
（
一
五
九
五
）
が
最
後
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
の
直
接
的
な

面
会
は
な
い
。
そ
れ
で
も
「
雪
浪
法
師
恩
公
中
興
法
道
伝
」
に
は
離
別
以
降
の
消
息
も
記
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
「
及
中
年
操
履
、
篤
於
苦

行
）
37
（

」
と
壮
年
以
降
に
品
行
を
一
新
し
た
こ
と
も
記
す
が
、
そ
れ
ら
は
伝
聞
に
よ
る
記
録
で
あ
ろ
う
。「
雪
浪
法
師
恩
公
中
興
法
道
伝
」
は
雪
浪



雪
浪
洪
恩
の
行
状
と
そ
の
評
価
に
つ
い
て
（
大
澤
）

一
〇
二

と
憨
山
が
報
恩
寺
で
と
も
に
修
行
し
て
い
た
頃
を
中
心
と
し
て
雪
浪
が
師
の
後
を
つ
い
で
説
法
を
始
め
る
以
前
の
こ
と
が
一
次
資
料
的
に
記

さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
重
要
な
資
料
と
言
え
る
。

　

一
方
、
塔
銘
の
著
者
で
あ
る
鄒
迪
光
は
、
銭
謙
益
『
列
朝
詩
集
』
の
小
伝

）
38
（

や
孫
敏
「
鄒
迪
光
及
其
詩
歌
研
究

）
39
（

」
に
よ
れ
ば
、
字
は
彦
吉
、

号
は
愚
公
、
生
没
年
は
嘉
靖
二
八
年
（
一
五
四
九
）
生
ま
れ
、
天
啓
五
年
（
一
六
二
五
）
没
で
あ
り
、
雪
浪
と
比
べ
て
四
歳
年
下
と
な
る
。

万
暦
二
年
（
一
五
七
四
）
の
進
士
で
、
黄
州
府
知
府
や
福
建
提
学
、
湖
広
提
学
副
使
な
ど
を
歴
任
し
た
後
に
、
万
暦
一
七
年
（
一
五
八
九
）、
四
〇

歳
代
の
半
ば
に
し
て
官
を
辞
し
、
そ
の
後
は
故
郷
で
あ
る
恵
山
（
江
蘇
無
錫
）
に
邸
宅
を
築
い
て
、
風
流
な
文
化
活
動
を
行
っ
て
名
士
や
文

化
人
と
交
流
す
る
こ
と
三
〇
年
余
り
を
過
ご
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
彼
が
後
半
生
に
お
い
て
仏
教
に
傾
倒
し
た
様
子
は
そ
の
著
書
で
あ
る
『
調

象
菴
稿

）
40
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』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
に
は
雪
浪
に
贈
っ
た
詩
や
書
簡
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、『
雪
浪
集
』
に
も
雪
浪
が
彼
に
送
っ
た
詩
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
雪
浪
と
も
親
交
の
あ
っ
た
屠
隆
と
も
親
し
い
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
鄒
迪
光
は
雪
浪

の
交
遊
圏
の
一
人
で
あ
っ
た
と
確
認
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
鄒
迪
光
と
雪
浪
の
関
係
か
ら
見
れ
ば
「
華
山
雪
浪
大
師
塔
銘
」
は
、
鄒
迪
光
が
崇
仏
を
し
て
以
降
の
雪
浪
と
の
直
接
的
な
交

流
に
基
づ
い
て
そ
の
人
物
を
評
価
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

鄒
迪
光
は
塔
銘
に
お
い
て
雪
浪
の
根
源
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　

剃
髪
出
家
し
て
以
降
、〔
雪
浪
は
〕
道
は
も
と
も
と
無
礙
で
あ
る
の
に
自
ら
障
礙
を
つ
く
り
、
も
と
も
と
縛
り
な
ど
な
い
の
に
自
ら
束

縛
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
誰
が
さ
え
ぎ
り
、
縛
っ
て
い
る
の
か
を
考
え
た
。
ひ
た
す
ら
に
こ
だ
わ
り
を
な
く
し
、
思
慮
を
閉
ざ
し
、

心
を
平
静
と
し
、
規
矩
を
絶
し
、
身
体
を
忘
れ
、
生
死
を
越
え
、
是
非
を
滅
ぼ
し
、
得
失
を
棄
て
、
偽
り
の
習
性
を
捨
て
去
り
、
た
だ

の
あ
り
の
ま
ま
の
み
を
残
し
た
。
師
は
書
籍
に
よ
っ
て
こ
の
境
涯
に
達
し
た
の
で
あ
る
。

　

（
自
剃
度
後
、
思
道
本
無
礙
而
自
礙
、
本
無
縛
而
自
縛
、
誰
為
去
礙
去
縛
。
一
意
盪
牽
引
、
屏
営
慮
、
夷
城
府
、
絶
町
畦
、
忘
形
骸
、
外
生
死
、

泯
是
非
、
委
得
喪
、
捐
去
偽
習
、
独
存
真
醇
。
師
所
至
以
緗
縑
。

）
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こ
の
よ
う
に
、
鄒
迪
光
は
雪
浪
の
根
源
性
に
つ
い
て
、
経
典
等
書
籍
に
よ
っ
て
一
切
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
あ
り
の
ま
ま
の
境
地
（
真
醇
）

を
獲
得
し
た
と
述
べ
る
。
塔
銘
で
は
こ
れ
に
続
け
て
「
無
偽
」
と
い
う
語
を
多
用
し
て
そ
の
行
動
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
十
の
施

し
を
受
け
れ
ば
九
を
他
人
に
与
え
、
あ
で
や
か
な
服
を
避
け
て
粗
末
な
服
を
着
る
（
無
偽
衣
）。
布
施
を
受
け
れ
ば
そ
れ
を
食
し
、
人
は
そ
れ

を
贅
沢
を
し
て
と
訝
し
ん
だ
が
気
に
し
な
い
（
無
偽
食
）。
論
争
を
相
次
い
で
受
け
た
が
、
美
し
い
言
葉
で
受
け
答
え
を
し
た
う
え
で
、
綺
語
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（
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一
〇
三

で
他
人
を
陥
れ
た
り
、
美
辞
麗
句
で
た
ぶ
ら
か
す
こ
と
は
し
な
い
（
無
偽
言
）。
人
が
ふ
ざ
け
れ
ば
自
ら
も
ふ
ざ
け
、
誘
わ
れ
れ
ば
士
大
夫
と

と
も
に
名
勝
巡
り
や
歌
舞
観
劇
を
見
て
も
、
そ
れ
に
拘
わ
る
こ
と
は
せ
ず
、
常
に
心
は
明
晰
で
あ
る
（
無
偽
動
）。
報
恩
寺
塔
の
募
金
の
際
に

も
一
銭
も
懐
に
は
入
れ
な
い
（
無
偽
募
）。
大
蔵
経
は
す
べ
て
通
達
し
て
い
る
が
言
詮
に
堕
ち
ず
、
法
華
、
円
覚
、
楞
厳
、
楞
伽
、
涅
槃
な
ど

の
経
典
を
講
じ
て
は
了
義
を
明
か
し
、
高
座
に
立
っ
て
人
か
ら
平
伏
の
拝
を
受
け
る
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、
茶
と
爐
を
置
き
は
り
に
拠
り
な

が
ら
議
論
す
る
（
不
無
偽
而
説
法
）

）
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。
そ
の
う
え
で
鄒
迪
光
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。

　

そ
も
そ
も
他
の
人
が
み
な
偽
で
師
は
ひ
と
り
真
だ
っ
た
の
だ
。（
中
略
）
師
を
知
ら
ぬ
も
の
は
師
を
狂
っ
て
い
る
、
み
っ
と
も
な
い
、

う
ぬ
ぼ
れ
だ
、習
気
が
多
く
、そ
う
し
て
そ
の
生
徒
を
〔
悪
い
方
向
に
〕
導
い
て
い
る
の
だ
と
み
な
す
が
、師
は
そ
れ
ら
を
知
ら
な
い
の
だ
。

師
を
知
る
者
は
真
実
だ
、
解
脱
だ
、
朗
暢
（
ほ
が
ら
か
で
の
び
の
び
）
だ
、
自
然
体
で
虚
飾
を
張
ら
な
い
の
だ
と
み
な
す
が
、
師
は
そ

れ
も
知
ら
な
い
の
だ
。
時
に
師
と
並
び
法
幢
を
た
て
る
も
の
に
蓮
池
（
雲
棲
袾
宏
）
が
お
り
、
人
は
あ
る
い
は
左
に
蓮
池
の
肩
を
持
ち
、

右
に
雪
浪
の
肩
を
持
ち
、
朝
に
雪
浪
を
た
た
え
夕
に
蓮
池
を
け
な
し
て
い
た
が
、
そ
れ
も
師
は
知
ら
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
の
両
目

は
重
瞳
（
偉
人
に
見
ら
れ
る
様
相
）
で
あ
り
、
広
い
額
と
ほ
お
を
持
ち
、
肌
は
玉
の
よ
う
で
、
如
来
の
大
人
相
を
備
え
て
い
た
。

　

（
夫
衆
人
皆
偽
而
師
独
真
、（
中
略
）
不
知
師
者
以
為
狂
也
、
𤍜
也
、
我
慢
也
、
多
習
気
以
導
其
生
徒
也
、
而
師
不
知
也
。
知
師
者
以

為
真
実
也
、
解
脱
也
、
朗
暢
也
、
自
然
而
然
無
所
矯
揉
也
、
而
師
亦
不
知
也
。
一
時
与
師
並
豎
法
幢
者
有
蓮
池
師
、
人
或
左
袒
蓮
池
、

右
袒
雪
浪
、
或
朝
崇
雪
浪
、
夕
貶
蓮
池
、
而
師
亦
若
不
知
也
。
乃
其
双
目
重
瞳
、
高
額
広
顴
、
肌
理
如
玉
、
則
有
如
来
大
人
相
。

）
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こ
の
よ
う
に
、
鄒
迪
光
は
雪
浪
の
数
々
の
悪
評
を
記
し
た
う
え
で
、
そ
れ
は
雪
浪
を
知
ら
ぬ
人
の
見
解
で
あ
り
、
し
か
も
雪
浪
自
身
は
他

人
の
評
価
や
世
間
体
を
気
に
す
る
こ
と
も
せ
ず
、
そ
の
姿
か
た
ち
も
如
来
の
よ
う
に
真
に
解
脱
を
し
た
自
然
体
の
人
で
あ
っ
た
と
、
非
常
な

称
賛
の
辞
で
雪
浪
を
形
容
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
言
は
弟
子
た
ち
か
ら
請
わ
れ
た
塔
銘
の
文
章
で
あ
る
と
い
う
性
格
上
、
多
少
は
差
し

引
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
、
悪
評
を
記
し
た
う
え
で
そ
れ
を
積
極
的
評
価
に
転
ず
る
所
に
は
、
例
え
ば
銭
謙
益
の

皮
肉
味
の
あ
る
表
現
と
は
対
照
的
に
、
鄒
迪
光
か
ら
見
て
雪
浪
は
尊
崇
の
対
象
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
こ
れ
ら
の
雪
浪
擁
護
の
言
が
単
な
る
享
楽
肯
定
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
鄒
迪
光
は
雪
浪
の

享
楽
に
見
え
る
行
為
を
何
に
も
束
縛
さ
れ
ず
、
享
楽
に
も
執
着
せ
ず
、
す
べ
て
が
真
の
反
映
で
あ
る
と
い
う
条
件
に
お
い
て
肯
定
す
る
。

　

董
其
昌
や
屠
隆
、
馮
夢
禎
、
王
穉
登
と
い
っ
た
万
暦
の
文
化
界
を
代
表
す
る
よ
う
な
人
々
が
雪
浪
と
交
流
し
、
そ
の
教
え
を
受
け
て
い
た

こ
と
や
、
雪
浪
の
説
法
が
広
く
大
衆
か
ら
人
気
を
博
し
て
い
た
こ
と
は
多
く
の
文
献
で
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
確
か
に
そ
の
品
行
に
由
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一
〇
四

来
す
る
悪
評
は
存
在
し
、
そ
の
悪
評
も
ま
た
あ
る
程
度
事
実
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
そ
の
交
遊
圏
に

お
い
て
は
雪
浪
に
対
す
る
士
大
夫
か
ら
の
尊
崇
は
存
在
し
た
。
鄒
迪
光
の
塔
銘
か
ら
は
、
知
行
合
一
が
叫
ば
れ
た
陽
明
学
の
隆
盛
に
伴
う
仏

教
の
流
行
と
い
う
文
脈
で
の
万
暦
期
の
仏
教
受
容
の
側
面
を
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

五
、
ま
と
め

　

本
論
で
は
ま
ず
、雪
浪
の
生
涯
や
功
績
、及
び
先
行
研
究
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
そ
の
後
雪
浪
の
評
価
に
係
る
問
題
に
つ
い
て
、吉
川
幸
次
郎
、

銭
謙
益
、
沈
徳
符
、
憨
山
徳
清
、
鄒
迪
光
の
そ
れ
ぞ
れ
の
雪
浪
評
を
検
討
し
た
。

　

こ
れ
ら
に
散
見
さ
れ
る
雪
浪
へ
の
悪
評
は
、
沈
徳
符
『
万
暦
野
獲
編
』
の
摩
登
伽
、
鳩
摩
羅
什
に
な
ぞ
ら
え
る
よ
う
な
過
激
な
記
載
を
除

い
て
は
、
一
定
の
事
実
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
事
実
へ
の
評
価
と
い
う
点
に
は
、
雪
浪
と
は
無
関
係
な
沈
徳
符
、

彼
と
交
遊
の
あ
っ
た
鄒
迪
光
、
幼
馴
染
み
で
あ
る
憨
山
、
交
流
は
あ
っ
た
が
少
し
く
批
判
的
で
あ
っ
た
銭
謙
益
な
ど
、
様
々
な
見
方
が
存
在

す
る
。
他
人
か
ら
の
評
価
に
様
々
な
意
見
が
あ
る
こ
と
は
自
然
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
特
に
交
遊
圏
内
の
士
大
夫
か
ら
は
多
少
の
破
戒
的
な

行
な
い
も
含
め
尊
崇
さ
れ
て
い
た
点
は
、
雪
浪
な
い
し
当
期
の
仏
教
を
考
え
る
上
で
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
出
家
者
の
観
劇
に

つ
い
て
は
、
批
判
的
に
見
る
向
き
も
あ
る
が
、
例
え
ば
雪
浪
と
交
流
の
あ
っ
た
屠
隆
は
著
名
な
戯
曲
家
で
あ
っ
て
、
彼
は
そ
の
著
『
仏
法
金
湯
』

中
に
お
い
て
雪
浪
と
と
も
に
観
劇
し
た
こ
と
を
非
常
に
肯
定
的
に
記
し
て
い
る

）
44
（

。

　

一
方
、
雪
浪
は
壮
年
以
降
に
お
い
て
生
活
態
度
を
一
変
さ
せ
、
自
ら
率
先
し
て
作
務
を
行
う
な
ど
の
禅
の
影
響
と
も
思
わ
れ
る
生
活
を
行

っ
た
こ
と
も
伝
わ
る
。
こ
の
よ
う
な
変
化
が
何
に
基
づ
く
も
の
な
の
か
は
、
雪
浪
放
逐
の
詳
細
と
と
も
に
検
討
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。
ま
た
、

雪
浪
は
坐
禅
を
重
視
し
つ
つ
、
禅
宗
の
頓
悟
主
義
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
、『
万
暦
野
獲
編
』
に
「
雪
浪
な
ど
は
禅
で
も
宗
で
も
な
い
の

に
、
禅
宗
の
美
を
兼
ね
備
え
よ
う
と
し
て
い
た
（
如
雪
浪
輩
不
禅
不
宗
、
又
欲
兼
有
禅
宗
之
美
矣
）

）
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」
と
記
載
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
、
彼
自
身

の
圓
昂
遜
庵
等
へ
の
参
禅
に
つ
い
て
な
ど
、
禅
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

　

ま
た
、
雪
浪
を
ど
の
よ
う
に
評
価
を
行
う
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
本
論
で
述
べ
た
の
は
ど
れ
も
外
面
的
な
側
面
に
過
ぎ
ず
、
更
に
そ
の
詩
や

法
語
等
を
自
身
の
言
を
踏
ま
え
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
の
は
、
不
充
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
『
谷
響
録
』、『
雪
浪
集
』、

『
雪
浪
続
集
』
の
書
誌
学
的
な
検
討
で
あ
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
の
雪
浪
の
生
涯
の
再
検
討
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
幅
広
く
支
持
を

さ
れ
た
尽
掃
訓
詁
の
説
法
の
特
徴
は
そ
の
著
作
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。『
雪
浪
楞
厳
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解
』
の
検
討
も
雪
浪
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
資
料
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
残
っ
た
多
く
の
課
題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
考
え
た
い
。

  

注
（
1
） 

銭
謙
益
『
列
朝
詩
集
』
の
閏
集
第
三
に
は
「
高
僧
四
人
」
と
し
て
憨
山
徳
清
、
紫
柏
真
可
、
雲
棲
袾
宏
と
と
も
に
雪
浪
洪
恩
が
一
括
り
と
な
っ
て

紹
介
さ
れ
て
い
る
（
銭
謙
益
撰
集
、
許
逸
民
、
林
淑
敏
点
校
『
列
朝
詩
集
』
閏
集
第
三
、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
四
年
、
第
一
二
冊
、
六
三
四
九
頁
）。

ま
た
、
沈
徳
符
『
万
暦
野
獲
編
』
巻
二
七
「
禅
林
諸
名
宿
」（
中
華
書
局
、
一
九
五
九
年
、
冊
下
、
六
九
三
頁
）
で
も
上
述
三
人
と
雪
浪
洪
恩
の
四

者
の
み
が
万
暦
期
の
「
名
宿
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
明
末
期
に
は
、
万
暦
期
に
著
名
な
高
僧
と
し
て
雪
浪
洪
恩
を
加

え
た
四
者
が
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
万
暦
三
高
僧
が
知
ら
れ
、
雪
浪
洪
恩
が
そ
こ
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の

は
恐
ら
く
、
後
述
す
る
よ
う
な
彼
の
品
行
の
た
め
に
、
銭
謙
益
が
三
者
よ
り
低
い
評
価
を
与
え
た
こ
と
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
。

（
2
） 

例
え
ば
沈
徳
符
『
万
暦
野
獲
編
』
巻
二
七
「
禅
林
諸
名
宿
」
に
雪
浪
を
説
明
す
る
中
で
「
高
僧
（
支
遁
）
が
馬
を
養
い
鶴
を
放
つ
と
い
う
よ
う
な
〔
世

俗
的
〕
お
も
む
き
が
あ
る
（
有
支
郎
畜
馬
剪
寉
之
風
）」（
中
華
書
局
、
一
九
五
九
年
、
冊
下
、
六
九
三
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
。

（
3
） 

憨
山
徳
清
「
南
京
僧
録
司
左
覚
義
兼
大
報
恩
寺
住
持
高
祖
西
林
翁
大
和
尚
伝
」、『
憨
山
老
人
夢
遊
集
』
巻
三
〇
、『
卍
続
蔵
』
第
七
三
冊
六
七
二
頁
中
段
。

（
4
） 

川
名
公
平
訳
、
マ
ッ
テ
ー
オ
・
リ
ッ
チ
『
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史
』
一
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
、
一
三
四
頁
。

（
5
） 

憨
山
徳
清
「
雪
浪
法
師
恩
公
中
興
法
道
伝
」、『
憨
山
老
人
夢
遊
集
』
巻
三
〇
、『
卍
続
蔵
』
第
七
三
冊
六
七
七
頁
下
段
。

（
6
） 

同
右
。

（
7
） 

銭
謙
益
撰
集
、
許
逸
民
、
林
淑
敏
点
校
『
列
朝
詩
集
』
閏
集
第
三
、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
四
年
、
第
一
二
冊
、
六
三
六
七
頁
。

（
8
） 

憨
山
徳
清
「
雪
浪
法
師
恩
公
中
興
法
道
伝
」、『
憨
山
老
人
夢
遊
集
』
巻
三
〇
、『
卍
続
蔵
』
第
七
三
冊
六
七
八
頁
上
段
。

（
9
） 

顧
起
元
『
客
座
贅
語
』、
中
華
書
局
、
一
九
八
七
年
、
一
五
〇
頁
。

（
10
） 

葛
寅
亮
撰
、
何
孝
栄
点
校
『
金
陵
梵
刹
志
』
巻
二
、
天
津
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
冊
上
、
八
三
頁
。

（
11
） 

憨
山
の
年
譜
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。「
そ
こ
で
〔
徳
清
は
〕
雪
浪
洪
恩
と
と
も
に
〔
大
報
恩
寺
の
〕
復
興
の
志
を
決
し
た
。
そ
し
て
言
っ
た
。『
こ

の
大
事
因
縁
は
大
福
徳
の
智
慧
を
具
さ
な
け
れ
ば
容
易
く
実
現
で
き
な
い
。
あ
な
た
と
私
は
懸
命
に
修
行
し
、
徳
を
た
め
て
時
を
待
っ
て
こ
そ
実

現
で
き
る
』
と
。（
即
与
恩
公
俱
決
興
復
之
志
。
且
曰
、『
此
大
事
因
縁
、
非
具
大
福
徳
智
慧
者
、
未
易
也
。
爾
我
当
拌
命
修
行
、
養
以
待
時
可
也
。』）」

（
福
善
記
録
、
福
徴
述
疏
『
憨
山
大
師
年
譜
疏
』
巻
上
、
新
文
豊
出
版
公
司
、
一
九
八
七
年
、
一
八
頁
）
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（
12
） 

そ
の
記
述
は
次
の
如
く
で
あ
る
。「
神
父
は
覚
悟
し
て
出
か
け
た
。
リ
ジ
ュ
ー
チ
ン
も
そ
れ
に
備
え
て
、高
名
な
偶
像
教
の
説
教
師
を
待
た
せ
て
い
た
。

そ
れ
は
オ
シ
ャ
ー
ノ
〔
和
尚
〕
だ
っ
た
。
彼
は
大
勢
の
偶
像
教
の
僧
侶
を
弟
子
に
も
つ
指
導
者
で
あ
る
ば
か
り
か
、
無
数
の
男
女
の
平
信
徒
の
指

導
者
で
も
あ
っ
た
。
彼
は
サ
ン
ホ
ア
イ
〔
三
淮
、
三
懐
〕
と
い
う
名
前
で
、
ほ
か
の
オ
シ
ャ
ー
ノ
と
は
た
い
へ
ん
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
彼
は
す
ぐ
れ
た
詩
人
で
あ
り
、
博
学
で
、
全
宗
派
に
よ
く
つ
う
じ
て
い
た
う
え
に
、
み
ず
か
ら
の
宗
派
に
も
精
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。（
中

略
）
そ
の
う
ち
に
、お
よ
そ
二
〇
名
か
ら
三
〇
名
の
人
々
が
全
員
到
着
し
、例
の
挨
拶
を
交
わ
す
と
、横
柄
な
態
度
を
粗
末
な
破
れ
た
衣
服
に
包
ん
で
、

サ
ン
ホ
ア
イ
は
神
父
の
隣
り
に
座
っ
た
。」（
川
名
公
平
訳
、
マ
ッ
テ
ー
オ
・
リ
ッ
チ
『
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史
』
一
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
、

四
二
八

－

四
二
九
頁
）
こ
の
ほ
か
に
も
、「
ひ
ど
く
も
っ
た
い
ぶ
っ
た
口
調
」
や
「
傲
慢
」
な
ど
そ
の
印
象
が
描
か
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
議
論
の

内
容
に
立
ち
入
ら
な
い
が
、
筆
者
に
は
こ
の
議
論
は
総
じ
て
互
い
の
論
点
が
ず
れ
た
ま
ま
に
終
わ
っ
た
印
象
を
受
け
る
。
利
瑪
竇
は
こ
の
議
論
に

勝
利
し
て
南
京
で
大
変
な
話
題
と
な
っ
た
と
記
し
、
そ
の
議
論
の
内
容
を
さ
ら
に
『
天
主
実
義
』
の
一
章
と
し
て
ま
と
め
た
。
た
だ
し
当
然
、
利

瑪
竇
の
批
判
に
は
中
国
仏
教
を
偶
像
教
と
し
て
貶
め
キ
リ
ス
ト
教
を
宣
布
す
る
意
図
が
内
在
す
る
こ
と
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

（
13
） 

川
名
公
平
訳
、
マ
ッ
テ
ー
オ
・
リ
ッ
チ
『
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史
』
一
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
、
四
二
九
頁
。

（
14
） 

銭
謙
益
は
「
師
は
文
字
か
ら
解
脱
し
て
い
た
の
で
、
書
を
著
わ
そ
う
と
し
な
か
っ
た
（
師
既
擺
落
文
字
、
不
肯
著
書
）」（『
楞
厳
経
疏
解
蒙
鈔
』
巻

一
、『
卍
続
蔵
』
第
一
三
冊
五
〇
五
頁
中
段
）
と
証
言
し
、
鍾
惺
「
楞
厳
経
如
説
原
序
」（『
楞
厳
経
如
説
』
巻
一
）
に
も
「
近
頃
の
三
懐
法
師
は
深

く
経
典
に
通
達
し
て
い
た
が
、
一
の
経
典
を
も
注
を
し
な
か
っ
た
。
あ
る
人
が
そ
の
理
由
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
雪
浪
は
言
っ
た
。『
文
辞
に
優
れ
ず
、

な
ぜ
敢
え
て
経
を
注
し
よ
う
か
』
と
（
近
三
懐
法
師
、
辯
才
無
礙
、
而
不
註
一
経
。
人
問
其
故
、
曰
、『
不
優
文
辞
、
安
敢
註
経
。』）」（『
卍
続
蔵
』

第
一
三
冊
三
八
四
頁
中
段
）
と
、
謙
虚
な
言
葉
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
が
本
心
か
は
さ
て
お
き
、
積
極
的
に
は
著
作
を
遺
さ
な
い
主
義
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
残
存
す
る
著
書
の
少
な
さ
か
ら
も
確
か
で
あ
る
。

（
15
） 『
漢
学
研
究
』
第
一
四
巻
第
二
期
、
漢
学
研
究
中
心
、
一
九
九
六
年
一
二
月
。
の
ち
、
廖
肇
亨
『
中
辺
・
詩
禅
・
夢
戯:

明
末
清
初
仏
教
文
化
論
述

的
呈
現
与
開
展
』（
允
晨
文
化
実
業
股
份
有
限
公
司
、
二
〇
〇
八
年
、
二
〇
一

－

二
三
七
頁
）
に
収
録
。

（
16
） 『
中
国
文
哲
研
究
集
刊
』
第
三
七
期
、
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所
、
二
〇
一
〇
年
九
月
、
五
一

－

九
四
頁
。

（
17
） 『
世
界
宗
教
文
化
』
二
〇
一
九
年
第
三
期
、
中
国
社
会
科
学
院
世
界
宗
教
研
究
所
、
一
六
一

－

一
六
七
頁
。

（
18
） 『
人
文
論
叢
』
二
〇
二
〇
年
第
一
期
、
江
西
師
範
大
学
文
学
院
、
一
六
一

－

一
七
一
頁
。

（
19
） 

吉
川
幸
次
郎
『
吉
川
幸
次
郎
全
集
』
一
六
、「
居
士
と
し
て
の
銭
謙
益
」、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
年
、
四
一

－

四
二
頁
。
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（
20
） 

銭
謙
益
撰
集
、
許
逸
民
、
林
淑
敏
点
校
『
列
朝
詩
集
』
閏
集
第
三
、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
四
年
、
第
一
二
冊
、
六
三
六
七

－

六
三
七
六
頁
。
な
お
、

雪
浪
洪
恩
の
著
作
中
で
は
、「
過
安
茂
卿
秦
淮
寓
館
」
は
『
雪
浪
集
』
巻
上
、八
丁
右
（『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
集
一
九
〇
、斉
魯
書
社
、一
九
九
七
年
、

六
七
八
頁
）、「
過
呉
仲
穆
所
」
は
『
雪
浪
続
集
』
三
八
丁
左
（
明
復
法
師
主
編
『
禅
門
逸
書
』
続
編
第
二
冊
、
漢
声
出
版
社
、
一
九
八
七
年
、
二
一
頁
）

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
21
） 『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
集
部
一
九
〇
、
斉
魯
書
社
、
一
九
九
七
年
、
七
三
一
頁
。

（
22
） 

錢
謙
益
著
、
銭
仲
聯
標
校
『
牧
齋
初
学
集
』
巻
八
六
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
、
冊
下
、
一
八
〇
〇
頁
。

（
23
） 

錢
謙
益
著
、
銭
仲
聯
標
校
『
牧
齋
初
学
集
』
巻
六
九
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
、
冊
下
、
一
五
七
三
頁
。

（
24
） 

沈
徳
符
『
万
暦
野
獲
編
』
巻
二
七
、
中
華
書
局
、
一
九
五
九
年
、
冊
下
、
六
九
二
頁
。

（
25
） 

馮
夢
禎
『
快
雪
堂
集
』
巻
二
九
、『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
集
部
一
六
四
冊
、
斉
魯
書
社
、
一
九
九
七
年
、
四
三
〇
頁
。

（
26
） 

廖
肇
亨
『
中
辺
・
詩
禅
・
夢
戯:
明
末
清
初
仏
教
文
化
論
述
的
呈
現
与
開
展
』、
允
晨
文
化
実
業
股
份
有
限
公
司
、
二
〇
〇
八
年
、
二
一
〇

－

二
一
一
頁
。

（
27
） 『
宝
華
山
志
』
巻
七
、『
中
国
仏
寺
史
志
彙
刊
』
第
一
輯
第
四
一
冊
、
明
文
書
局
、
一
九
八
〇
年
。

（
28
） 

銭
謙
益
著
、
銭
曽
箋
注
、
銭
仲
聯
標
校
『
牧
斎
初
学
集
』
巻
六
九
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
、
冊
下
、
一
五
七
一
頁
。

（
29
） 

銭
謙
益
撰
集
、
許
逸
民
、
林
淑
敏
点
校
『
列
朝
詩
集
』
閏
集
第
三
、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
七
年
、
第
一
二
冊
、
六
三
六
七
頁
。

（
30
） 

同
注
二
八
。

（
31
） 『
宝
華
山
誌
』
巻
七
、『
中
国
仏
寺
史
志
彙
刊
』
第
一
輯
第
四
一
冊
、
明
文
書
局
、
一
九
八
〇
年
、
二
五
八
頁
。

（
32
） 

雪
浪
の
著
作
中
に
利
瑪
竇
と
の
議
論
が
記
録
さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
想
定
さ
れ
る
理
由
は
、
利
瑪
竇
が
雪
浪
洪
恩
と
の
論
争
に
勝
利
し
た
と
述

べ
ら
れ
る
（
川
名
公
平
訳
、
マ
ッ
テ
ー
オ
・
リ
ッ
チ
『
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史
』
一
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
、
四
三
三
頁
）
こ
と
で
、
雪

浪
側
が
そ
の
「
恥
辱
」
を
敢
え
て
記
さ
な
か
っ
た
た
め
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
筆
者
が
そ
の
論
争
の
内
容
を
見
る
に
利
瑪
竇
が
勝
っ
た
と
い
う

よ
り
、
議
論
の
内
容
が
か
み
合
っ
て
い
な
い
だ
け
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
雪
浪
が
利
瑪
竇
と
の
こ
と
を
記
さ
な
か
っ
た
原
因
は
や
は
り
不
明
と
せ

ざ
る
を
得
な
い
。

（
33
） 

李
舜
臣
、
張
子
川
上
掲
論
文
、
一
六
四
頁
。

（
34
） 『
憨
山
老
人
夢
遊
集
』
巻
三
〇
、『
卍
続
蔵
』
第
七
三
冊
六
七
七
頁
下
段
。

（
35
） 

福
善
記
録
、
福
徴
述
疏
『
憨
山
大
師
年
譜
疏
』
巻
上
、
新
文
豊
出
版
公
司
、
一
九
八
七
年
、
三
〇
頁
。



雪
浪
洪
恩
の
行
状
と
そ
の
評
価
に
つ
い
て
（
大
澤
）

一
〇
八

（
36
） 

憨
山
徳
清
「
雪
浪
法
師
恩
公
中
興
法
道
伝
」、『
憨
山
老
人
夢
遊
集
』
巻
三
〇
、『
卍
続
蔵
』
第
七
三
冊
六
七
八
頁
下
段
。

（
37
） 
同
右
。

（
38
） 
銭
謙
益
『
列
朝
詩
集
』
丁
集
第
十
六
「
鄒
提
学
迪
光
」、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
四
年
、
第
一
一
冊
、
五
九
七
七
頁
。

（
39
） 

孫
敏
「
鄒
迪
光
及
其
詩
歌
研
究
」、
南
京
師
範
大
学
碩
士
論
文
、
二
〇
一
四
年
。

（
40
） 『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
集
部
一
五
九
冊
、
一
六
〇
冊
所
収
、
斉
魯
書
社
、
一
九
九
七
年
。

（
41
） 『
宝
華
山
誌
』
巻
七
、『
中
国
仏
寺
史
志
彙
刊
』
第
一
輯
第
四
一
冊
、
明
文
書
局
、
一
九
八
〇
年
、
二
五
七
頁
。

（
42
） 

同
右
、
二
五
七

－

二
五
八
頁
。

（
43
） 

同
右
、
二
五
九

－

二
六
〇
頁
。

（
44
） 

屠
隆
『
仏
法
金
湯
』
下
、
駒
澤
大
学
図
書
館
蔵
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
刊
本
、
冊
三
、四
七
丁
裏
。

（
45
） 

沈
徳
符
『
万
暦
野
獲
編
』
巻
二
七
、
中
華
書
局
、
一
九
五
九
年
、
冊
下
、
六
九
三
頁
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
雪
浪
洪
恩
、
明
末
仏
教
、『
万
暦
野
獲
編
』、
憨
山
徳
清
、
銭
謙
益


