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山
　
路
　
　
　
裕

は
じ
め
に

本
稿
は
、
王
畿
思
想
に
お
け
る
天
泉
橋
問
答
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
王
畿
思
想
中
の
工
夫
論
の
確
立
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
を
試
み
る
。

ま
ず
、
本
稿
で
主
と
し
て
取
り
上
げ
る
、
天
泉
橋
問
答
の
あ
ら
ま
し
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
嘉
靖
六
（
一
五
二
七
）
年
に
、
王
守
仁
の
い
わ

ゆ
る
四
句
教
、
す
な
わ
ち
「
無
善
無
惡
是
心
之
體
、
有
善
有
惡
是
意
之
動
、
知
善
知
惡
是
良
知
、
爲
善
去
惡
是
格
物
」
の
教
え
を
め
ぐ
っ
て
、

守
仁
の
弟
子
で
あ
る
王
畿
（
一
四
九
七
〜
一
五
八
二
）
と
銭
徳
洪
（
一
四
九
六
〜
一
五
七
四
）
と
の
間
で
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。
こ
の
議
論
の
中
で

王
畿
は
、
守
仁
の
四
句
教
を
究
極
の
言
い
方
で
は
な
い
と
し
て
、「
心
」
が
「
無
善
無
惡
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
承
け
た
う
え
で
、

「
意
」「
知
」「
物
」
ま
で
も
が
「
無
善
無
惡
」
で
あ
る
と
理
解
し
た
（
四
無
説
）。
一
方
の
銭
徳
洪
は
守
仁
の
四
句
教
を
踏
襲
し
、
王
畿
の
四
句

教
理
解
は
工
夫
を
不
要
視
す
る
も
の
だ
と
し
て
そ
の
理
解
を
批
判
し
（
四
有
説
）、
守
仁
も
こ
れ
に
暗
に
同
調
し
た

（
１
）

。

銭
徳
洪
は
、「
心
體
」
に
つ
い
て
は
王
畿
と
同
じ
く
「
無
善
無
悪
」
で
あ
る
と
考
え
る
が
、「
意
念
上
」
に
つ
い
て
は
王
畿
と
異
な
り
、
日
々

王
畿
思
想
に
お
け
る
「
天
泉
橋
問
答
」
の
位
置
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蓄
積
さ
れ
る
「
習
心
」
に
よ
っ
て
「
善
悪
」
が
結
果
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
て
い
る
。「
意
念
」
に
は
「
善
悪
」
が
あ
る
と
考
え
る
銭
徳
洪

か
ら
す
れ
ば
、「
心
體
」
の
「
無
善
無
悪
」
を
「
意
」
に
ま
で
及
ぼ
す
王
畿
の
四
句
教
理
解
は
、
保
持
す
べ
き
善
も
除
去
す
べ
き
悪
も
な
く
な

る
こ
と
、
つ
ま
り
工
夫
修
養
の
必
要
性
を
否
定
す
る
も
の
と
映
っ
た
。

自
説
を
互
い
に
譲
ら
な
い
二
人
は
結
局
守
仁
に
教
え
を
仰
ぐ
こ
と
に
す
る
が
、
そ
こ
で
守
仁
は
、
王
畿
の
見
解
は
「
即
本
体
是
工
夫
」（
本

体
／
本
来
性
に
依
拠
す
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
工
夫
で
あ
る
あ
り
か
た
）
で
あ
っ
て
上
根
向
け
、
銭
徳
洪
の
見
解
は
「
用
工
夫
復
本
体
」（
本
体
／
本
来
性

を
缺
い
て
い
る
た
め
、
そ
れ
を
回
復
す
べ
く
工
夫
を
行
う
）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
下
の
根
器
向
け
で
あ
る
と
裁
定
し
た
う
え
で
、
一
見
別
々
の
説
に

見
え
る
王
畿
と
銭
徳
洪
の
両
説
は
、
相
ま
っ
て
こ
そ
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
。

天
泉
橋
問
答
の
時
点
で
は
銭
徳
洪
か
ら
工
夫
を
不
要
視
し
て
い
る
と
批
判
さ
れ
た
王
畿
で
あ
る
が
、
と
こ
ろ
が
彼
の
資
料
を
広
く
見
て
み
る

と
、
王
畿
が
工
夫
を
説
く
資
料
は
一
定
数
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
王
畿
思
想
に
お
け
る
工
夫
論
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
優
れ
た
先
行
研
究

が
す
で
に
あ
る
。
中
純
夫
氏
は
、
本
体
と
工
夫
が
相
即
す
べ
き
こ
と
を
王
畿
が
五
十
歳
前
後
の
中
年
以
降
に
説
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
両

説
を
対
立
的
に
見
て
四
無
説
だ
け
で
王
畿
の
思
想
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
四
無
説
は
、
四
有
説
と
抱
き
合
わ
せ
て
重
層
的
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
本
体
を
重
視
す
る
こ
と
に
偏
る
よ
う
に
見
え
る
天
泉
橋
問
答
（
王
畿
三
十
一
歳
）
に
お
け

る
王
畿
の
思
想
を
、
そ
の
「
初
期
思
想
を
示
す
も
の
」
と
し
て
位
置
づ
け
た

（
２
）

。
ま
た
伊
香
賀
隆
氏
は
、
王
畿
が
天
泉
橋
問
答
で
四
無
説
を
説
い

て
以
降
、
次
第
に
漸
修
的
発
言
が
増
え
て
い
っ
た
こ
と
を
辿
り
、
そ
の
要
因
を
当
時
の
工
夫
軽
視
の
風
潮
に
求
め
て
い
る

（
３
）

。

本
稿
で
は
、
王
畿
思
想
に
お
け
る
天
泉
橋
問
答
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
王
畿
思
想
中
の
工
夫
論
の
確
立
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
を
加
え
て

み
た
い
。
王
畿
の
思
想
は
、
研
究
史
上
「
良
知
現
成
説
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
良
知
自
体
は
修
養
を
必
要
と
せ
ず
に
「
現
成
」
し
て
い
る
と

考
え
る
点
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
と
さ
れ
る

（
４
）
。
王
畿
思
想
の
こ
の
特
徴
は
、
修
養
・
工
夫
を
不
要
視
す
る
も
の
だ
と
当
時
か
ら
批
判
さ
れ
た
。
し
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か
し
、
王
畿
の
資
料
を
読
む
限
り
、
王
畿
が
工
夫
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
こ
と
は
な
い
。
荒
木
見
悟
氏
は
、
良
知
説
で
は
一
定
の
時
間
の
幅
を

持
つ
工
夫
が
機
根
に
応
じ
て
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
う
え
で
、
さ
ら
に
「
然
し
良
知
論
に
於
て
は
此
の
時
間

0

0

も
、
良
知
へ
の

0

0

時
間
で
は
な

く
し
て
良
知
の0

時
間
で
あ
り
、
良
知
へ
の

0

0

工
夫
で
な
く
し
て
、
良
知
の0

工
夫
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
時
間
も
工
夫
も
、
良
知
の

自
己
展
開
・
自
己
認
知
と
し
て
存
立
し
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
」（
0

は
荒
木
氏
原
文
マ
マ
）
と
も
述
べ
る

（
５
）
。
こ
の
こ
と
は
、
良
知
が
工
夫
の
対

象
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
良
知
の
自
己
展
開
に
よ
っ
て
工
夫
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
言
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
思
想
構
造
は
王

畿
に
も
認
め
ら
れ
る

（
６
）

。
た
だ
し
工
夫
を
説
く
王
畿
の
資
料
は
、
そ
の
『
全
集
』
に
即
す
る
限
り
、
王
畿
中
年
以
降
に
見
ら
れ
る
。
王
畿
三
十
歳

頃
の
「
天
泉
橋
問
答
」
に
お
い
て
、
王
畿
は
銭
徳
洪
か
ら
工
夫
を
不
要
視
す
る
も
の
と
批
判
さ
れ
て
い
る
が
、「
天
泉
橋
問
答
」
の
時
点
に
お

い
て
、
王
畿
が
工
夫
の
要
不
要
を
説
い
て
い
た
か
を
資
料
上
た
ど
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
王
畿
中
年
以
降
の
資
料
上
に
見
ら
れ

る
工
夫
論
を
跡
づ
け
、「
天
泉
橋
問
答
」
の
意
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

一　

王
畿
思
想
に
お
け
る
工
夫

王
畿
の
思
想
を
窺
う
に
あ
た
り
最
も
基
本
的
な
資
料
は
、『
龍
溪
王
先
生
會
語
』
六
巻
と
『
龍
谿
王
先
生
全
集
』
二
十
巻
で
あ
る
が
、
こ
れ

ら
に
収
め
ら
れ
る
資
料
は
、
王
畿
が
致
仕
し
て
講
学
活
動
を
本
格
的
に
は
じ
め
た
五
十
代
以
降
の
も
の
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
以
前
の

王
畿
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
資
料
上
の
制
約
が
あ
り
確
実
な
こ
と
が
言
え
な
い
。
右
に
挙
げ
た
資
料
中
に
見
ら
れ
る
王
畿
の
工
夫
論
の
位
置
づ

け
に
つ
い
て
は
、
中
氏
に
詳
細
な
研
究
が
あ
る
の
で
そ
れ
に
譲
る
こ
と
と
し
て

（
７
）
、
こ
こ
で
は
、
王
畿
自
身
に
よ
る
資
料
で
は
な
く
同
門
他
者
か

ら
見
た
王
畿
の
「
工
夫
」
像
に
つ
い
て
ま
ず
窺
い
、
彼
ら
が
王
畿
の
思
想
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
を
確
認
し
、
次
い
で
王
畿
自
身
の
資
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料
を
見
る
こ
と
と
し
た
い
。

王
畿
の
師
で
あ
る
王
守
仁
は
、
天
泉
橋
問
答
の
翌
年
の
嘉
靖
七
（
一
五
二
八
）
年
、
す
な
わ
ち
守
仁
の
没
年
に
、
銭
徳
洪
と
王
畿
に
書
簡
を

送
っ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

德
洪
・
汝
中
の
書
來
た
り
、
近
日
の
工
夫
の 

進
む
こ
と
有
る
を
見
る
に
、
喜
慰
と
爲
す
に
足
る
。

德
洪
・
汝
中
書
來
、
見
近
日
工
夫
之
有
進
、
足
爲
喜
慰
。

「
與
錢
徳
洪
王
汝
中
」
第
三
書
（『
王
文
成
公
全
書
』
巻
六
）

こ
の
書
簡
か
ら
は
、「
工
夫
」
が
指
す
内
容
が
具
体
的
に
い
か
な
る
も
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
守
仁
の
こ
の
言
葉
は
、
あ
る
い
は
学
問
の
進
捗

を
尋
ね
る
挨
拶
程
度
の
軽
い
意
味
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
王
畿
の
四
句
教
理
解
に
工
夫
を
軽
視
す
る
傾
向
を
看
取
し
た
守
仁
が
、

そ
の
翌
年
に
王
畿
と
銭
徳
洪
と
を
並
べ
て
、「
工
夫
」
が
進
ん
だ
こ
と
に
王
畿
の
学
問
の
進
歩
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
は
、
一
応
留
意
し
て
お

き
た
い
。

次
の
資
料
は
、
銭
徳
洪
が
同
じ
く
天
泉
橋
問
答
に
同
席
し
た
張
叔
謙
に
宛
て
た
書
簡
（
嘉
靖
四
十
三
年
頃
）
で
あ
る
。
銭
は
書
簡
の
中
で
次
の

よ
う
に
記
し
て
い
る
。

龍
溪
の
學
は
日
に
平
實
に
し
て
、
毎
に
毀
譽
紛
冗
の
中
に
於
い
て
、
益
ま
す
奮
惕
す
る
を
見
ゆ
。
弟 

向
に
與
に
意
見
同
じ
か
ら
ず
、
老

師
の
遺
命
を
承
け
、
相
ひ
取
り
て
益
を
爲
さ
ん
と
す
と
雖
も
、
終
に
與
に
入
る
處 
路
を
異
に
し
、
未
だ
能
く
渾
接
一
體
な
る
を
見
ず
。
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歸
り
來
り
て
よ
り 

屡
し
ば
多
く
の
故
を
經
て
、
不
肖
始
め
て
能
く
純
ら
本
心
を
信
じ
、
龍
溪
も
亦
た
事
上
に
於
い
て
肯
へ
て
自
ら
磨
滌
し
、

此
れ
よ
り
正
に
相
ひ
當
た
る
。
能
く
頭
面
を
出
露
せ
ず
、
道
を
以
て
自
ら
任
ず
る
も
、
而
も
毀
譽
の
言
も
、
亦
た
此
れ
よ
り
入
る
。

龍
溪
學
日
平
實
、
毎
於
毀
譽
紛
冗
中
、
益
見
奮
惕
。
弟
向
與
意
見
不
同
、
雖
承
老
師
遺
命
、
相
取
爲
益
、
終
與
入
處
異
路
、
未
見
能
渾
接

一
體
。
歸
來
屡
經
多
故
、
不
肖
始
能
純
信
本
心
、
龍
溪
亦
於
事
上
肯
自
磨
滌
、
自
此
正
相
當
。
能
不
出
露
頭
面
、
以
道
自
任
、
而
毀
譽
之

言
、
亦
從
此
入
。

こ
こ
で
銭
徳
洪
は
、「
相
ひ
取
り
て
と
益
と
爲
」
せ
と
守
仁
か
ら
教
え
を
受
け
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
時
点
で
は
結
局
二
人
は
四
句
教
理
解

を
異
に
し
、
本
体
と
工
夫
と
が
一
体
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
記
す
。
そ
の
一
方
で
銭
は
、
武
定
公
・
郭
勛
を

弾
劾
し
た
罪
に
よ
る
投
獄
か
ら
釈
放
さ
れ
て
以
後
、
多
く
の
で
き
ご
と
を
経
験
し
て
か
ら
は
本
心
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
ま

た
一
方
で
、
王
畿
の
ほ
う
は
「
事
上
に
於
い
て
磨
滌
」
す
な
わ
ち
具
体
的
な
事
柄
に
即
し
て
工
夫
に
努
め
て
い
た
と
記
し
て
い
る
。
銭
と
王
と

の
こ
う
し
た
変
化
は
、
両
者
が
「
正
に
相
ひ
當
た
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
天
泉
橋
問
答
に
よ
っ
て
顕
在
化
し
た
、
本
体
と
工
夫
に
対
す
る
銭
・

王
両
者
の
見
解
の
違
い
が
近
づ
い
た
こ
と
と
銭
に
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。
該
書
簡
は
、
天
泉
橋
問
答
か
ら
三
十
年
近
い
年
月
が
経
過
し
て
書
か

れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
王
畿
自
身
が
工
夫
に
務
め
て
い
た
こ
と
を
、
そ
の
思
想
に
工
夫
の
軽
視
を
看
取
し
た
銭
徳
洪
が
記
し
て
い
る
点
で
重

要
で
あ
る

（
８
）
。

以
上
の
資
料
か
ら
、
王
畿
が
工
夫
そ
の
も
の
を
決
し
て
否
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
で
は
、
王
畿
自
身
は
工
夫
に
つ
い
て

い
か
に
述
べ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
次
の
資
料
は
、
嘉
靖
二
十
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
陽
明
先
生
文
録
』
附
録
の
重
刻
『
伝
習
録
』
に
載
る
王

畿
の
序
文
で
あ
る
。
な
お
こ
の
序
文
は
、『
龍
谿
王
先
生
全
集
』
の
う
ち
序
類
を
収
め
る
巻
十
三
・
十
四
に
は
見
え
な
い

（
９
）

。
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良
知
の 

人
に
在
る
こ
と
、
愚
夫
愚
婦
と
聖
人
と
は
同
じ
。
身
に
反
り
て
求
む
れ
ば
、
具
足
せ
ざ
る
無
く
、
乃
ち
聖
に
入
る
の
顯
宗
な
り
。

顧
り
み
て
惟

お
も
ん

み
る
に
聖
は
遠
く
教
へ
は
衰
へ
、
學
者
は
外
求
に
馳
せ
れ
ば
、
已
む
を
得
ず
畧
ぼ
與た

め

に
開
示
し
、
之
れ
を
し
て
反
求
し
て

之
れ
を
自
得
せ
し
む
る
は
、
夢
み
る
者
の
醒
む
る
が
如
く
、
初
め
よ
り
外
に
假
る
こ
と
有
る
に
非
ざ
る
な
り
。
是
の
説
の
流
傳
す
る
こ
と

既
に
久
し
く
、
寖
く
玩
屑
を
成
す
。
世
の
學
ぶ
者
、
未
だ
必
ず
し
も
聖
人
と
爲
る
の
志
有
ら
ず
、
實
に
其
の
知
を
致
し
て
以
て
心
悟
を
求

む
る
を
務
め
ず
、
漫
然
と
し
て
人
に
號
し
て
良
知
良
知
と
曰
ふ
は
、
是
れ
豈
に
師
教
の
然
ら
し
む
る
こ
と
な
ら
ん
や
。

良
知
在
人
、
愚
夫
愚
婦
與
聖
人
同
。
反
身
而
求
、
無
不
具
足
、
乃
入
聖
之
顯
宗
也
。
顧
惟
聖
遠
教
衰
、
學
者
馳
於
外
求
、
不
得
已
畧
與
開

示
、
使
之
反
求
而
自
得
之
、
如
夢
者
之
醒
、
初
非
有
假
於
外
也
。
是
説
流
傳
既
久
、
寖
成
玩
屑
。
世
之
學
者
、
未
有
必
爲
聖
人
之
志
、
不

務
實
致
其
知
以
求
心
悟
、
漫
然
號
於
人
曰
良
知
良
知
、
是
豈
師
教
之
使
然
哉
。

「
重
刻
傳
習
錄
序
」（
嘉
靖
二
十
九
（
一
五
五
〇
）
年
）

右
引
用
文
中
に
お
い
て
、
王
畿
は
前
半
で
守
仁
に
よ
る
良
知
説
提
唱
の
意
義
を
述
べ
つ
つ
、
後
半
で
は
、
学
ぶ
者
が
そ
の
良
知
を
安
易
に
口
に

す
る
だ
け
で
、
実
践
に
務
め
て
真
に
良
知
を
悟
ろ
う
と
し
て
い
な
い
弊
害
を
述
べ
る
。
後
半
部
に
お
け
る
王
畿
の
主
意
が
、
良
知
を
た
だ
口
に

す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
実
際
に
良
知
を
致
し
て
悟
る
必
要
性
を
説
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
読
み
取
れ
る
。「
心
悟
」
と
い
う
仏
教

ま
が
い
の
言
葉
を
用
い
て
は
い
る
も
の
の
、「
實
致
其
知
」
と
い
う
工
夫
が
あ
わ
せ
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。

以
上
に
示
し
た
資
料
は
、
守
仁
か
ら
の
書
簡
を
除
け
ば
い
ず
れ
も
や
は
り
王
畿
中
年
の
思
想
を
示
す
資
料
で
あ
る
。
し
か
し
、
工
夫
の
必
要

性
を
認
め
る
こ
う
し
た
認
識
が
、
王
畿
に
急
に
生
ま
れ
る
と
は
考
え
づ
ら
い
。
四
句
教
を
め
ぐ
っ
て
は
、
守
仁
の
弟
子
で
あ
る
鄒
守
益
も
「
青

原
贈
處
」
中
に
記
録
を
残
し
て
い
る
。
当
該
資
料
は
、『
伝
習
録
』
な
ど
で
は
「
無
善
無
惡
」
と
記
さ
れ
る
心
の
本
体
が
、「
至
善
無
惡
者
心
」
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と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
る
。
鄒
は
こ
の
後
に
守
仁
の
言
葉
と
し
て
、「
洪
甫
須
識
汝
中
本
體
、
汝
中
須
識
洪
甫
工
夫
」
と
記

し
た
う
え
で
、「
逾
年
、
先
師 

南
安
に
薨
ず
れ
ば
、
二
子
の
成
る
を
稽く

ら

ぶ
る
に
及
ば
ざ
る
な
り
。
而
る
に
二
子 

交
も
砥
き
互
ひ
に
礪
き
、
以

て
遺
緒
を
落
と
さ
ざ
ら
ん
こ
と
を
求
め
…
…
（
逾
年
、
先
師
薨
於
南
安
、
不
及
稽
二
子
之
成
也
。
而
二
子
交
砥
互
礪
、
以
求
不
落
遺
緒
…
…
）」
と
述
べ
て
、

王
畿
と
銭
徳
洪
の
両
者
が
、
天
泉
橋
問
答
以
後
に
守
仁
の
言
葉
を
受
け
て
互
い
に
研
鑽
し
て
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

ま
た
、
前
引
「
重
刻
傳
習
錄
序
」
で
は
、
学
ぶ
者
が
漫
然
と
良
知
を
口
に
す
る
こ
と
を
批
判
す
る
文
脈
で
工
夫
の
必
要
性
に
言
及
さ
れ
て
い

た
が
、
こ
の
こ
と
は
中
年
以
降
に
漸
修
発
言
が
増
え
る
要
因
を
、
工
夫
軽
視
の
風
潮
が
顕
在
化
し
た
点
に
求
め
る
前
出
伊
香
賀
氏
の
認
識
を
裏

打
ち
す
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
王
門
内
に
お
い
て
工
夫
を
軽
視
す
る
風
潮
は
守
仁
在
世
中
か
ら
問
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る）

（1
（

。
そ
う

し
た
王
門
内
に
お
け
る
工
夫
軽
視
の
風
潮
に
よ
っ
て
、
王
畿
が
工
夫
を
積
極
的
に
説
く
こ
と
に
な
っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ

の
要
因
を
そ
の
こ
と
だ
け
に
求
め
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。

王
門
の
薛
侃
（
一
四
八
六
〜
一
五
四
五
）
は
、
王
畿
と
と
も
に
『
傳
習
則
言
』（
一
五
三
八
年
）
を
刊
行
し
て
い
る
が
、
彼
は
そ
の
序
文
の
中
で

該
書
刊
行
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

虚
明
は
、
良
知
の
謂
ひ
な
り
。
致
す
と
は
、
其
の
蔽
を
去
り
、
其
の
本
體
を
全
く
す
る
の
謂
ひ
な
り
。
其
の
蔽
を
去
る
と
は
減
ら
す
こ
と

有
る
を
謂
ふ
に
非
ざ
る
な
り
。
蔽 

去
れ
ば
則
ち
知
行
は
一
、
人
己
は
一
に
し
て
、
本
體 

復
る
。
本
體 

復
た
増
や
す
こ
と
有
る
に
非
ざ
る

な
り
。
吾
の
性
は
本
と
方
體
無
く
、
窮
盡
無
き
者
な
り
。
能
く
其
の
性
に
復
れ
ば
、
則
ち
以
て
世
を
撫
す
可
く
、
以
て
物
に
酬
す
可
く
、

夫
れ
是
れ
を
之
れ
學
と
謂
ふ
。
然
れ
ど
も
胡
爲
れ
ぞ
其
の
至
る
を
證
せ
ん
や
。
之
れ
を
書
に
考
ふ
る
の
み
、
諸
れ
を
聖
に
質
す
の
み
、
諸

れ
を
師
友
に
資
る
の
み
、
夫
れ
是
れ
を
之
れ
問
學
と
謂
ふ
。
問
學
の
道
は
他
無
し
、
其
の
良
知
を
致
す
の
み
。
此
れ
『
則
言
』
の
意
な
り
。
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虚
明
者
、
良
知
之
謂
也
。
致
也
者
、
去
其
蔽
、
全
其
本
體
之
謂
也
。
去
其
蔽
者
非
謂
有
減
也
。
蔽
去
則
知
行
一
、
人
己
一
、
本
體
復
矣
。

本
體
復
非
有
増
也
。
吾
之
性
本
無
方
體
、
無
窮
盡
者
也
。
能
復
其
性
、
則
可
以
撫
世
、
可
以
酬
物
矣
、
夫
是
之
謂
學
。
然
胡
爲
而
證
其
至

也
。
考
之
書
焉
已
矣
、
質
諸
聖
焉
已
矣
、
資
諸
師
友
焉
已
矣
、
夫
是
之
謂
問
學
。
問
學
之
道
無
他
、
致
其
良
知
而
已
矣
。
此
『
則
言
』
之

意
也
。

薛
侃
の
右
引
用
文
で
は
、「
虚
明
」
が
「
良
知
」
の
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
た
後
に
、
そ
の
良
知
を
蔽
う
欲
を
と
り
除
き
、
本
体
と
し
て
の
良
知

を
充
足
す
る
工
夫
と
し
て
の
「
致
」
が
言
わ
れ
て
い
る）

（（
（

。
そ
の
後
に
言
わ
れ
て
い
る
「
性
」
と
は
、前
で
述
べ
て
い
る
実
践
主
体
と
し
て
の
「
良

知
」
を
本
性
論
の
枠
組
み
で
言
い
換
え
た
も
の
と
理
解
し
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
薛
侃
は
そ
う
し
た
本
性
と
し
て
の
「
性
」
の
窮
ま
る

こ
と
の
な
い
は
た
ら
き
を
「
學
」
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
「
學
」
が
究
極
ま
で
尽
く
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
、
経
書
や
聖
人
の
言
葉
、
あ
る
い
は

師
友
に
尋
ね
る
こ
と
で
裏
付
け
ら
れ
る
と
述
べ
（
問
学
）、
こ
の
問
学
の
方
法
は
「
致
良
知
」
を
お
い
て
他
に
な
い
と
記
す
。
薛
侃
は
、
こ
の

よ
う
な
致
良
知
と
問
学
が
円
環
す
る
実
践
過
程
の
う
ち
、
と
く
に
問
学
に
資
す
る
点
に
『
則
言
』
刊
行
の
意
図
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

薛
侃
の
序
文
中
注
目
し
た
い
の
は
、
工
夫
と
し
て
の
「
致
良
知
」
が
言
及
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
薛
侃
の
右
序
文
が
書
か
れ
た
の
は
嘉
靖

十
六
年
、
す
な
わ
ち
天
泉
橋
問
答
か
ら
十
年
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
薛
侃
と
王
畿
が
共
同
し
て
『
則
言
』
を
編
纂
し
た
こ
と
と
、
薛
侃
の
序
文

中
に
「
致
良
知
」
が
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
す
な
ら
ば
、
こ
の
時
点
で
王
畿
が
薛
侃
と
共
同
し
て
『
則
言
』
を
編
纂
で
き
た
の
は
、
当

時
の
王
畿
が
本
体
に
軸
足
を
置
き
つ
つ
、
工
夫
論
を
一
定
程
度
そ
の
思
想
に
包
含
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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二　

根
器
に
よ
る
教
法
の
使
い
分
け

天
泉
橋
問
答
に
お
い
て
守
仁
は
、
王
畿
の
説
を
「
利
根
之
人
」
向
け
、
銭
徳
洪
の
説
を
「
其
次
」、
す
な
わ
ち
中
下
根
向
け
で
あ
る
と
裁
定

し
て
い
た
。
こ
の
裁
定
を
承
け
た
こ
と
で
王
畿
は
反
省
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
根
器
の
違
い
に
よ
る
教
法
の
使
い
分
け
と
い
う
視
点
に
つ
い
て

も
、
王
畿
は
み
ず
か
ら
の
思
想
の
う
ち
に
取
り
込
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た
想
定
に
立
っ
た
う
え
で
、
王
畿
の
資
料
を
見
て
い
き
た
い
。

王
畿
は
、
天
泉
橋
問
答
の
「
大
意
」
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

天
泉
証
道
の
大
意
は
、
原
と
是
れ
先
師 

教
へ
を
立
つ
る
の
本
旨
、
人
の
根
器
の
上
下
に
隨
ひ
て
、
悟
有
り
修
有
り
。
良
知
は
是
れ
上
下

を
徹
す
る
真
種
子
、
智
は
頓
悟
す
と
雖
も
、
行
ひ
は
則
ち
漸
修
す
。

天
泉
証
道
大
意
、
原
是
先
師
立
教
本
旨
、
隨
人
根
器
上
下
、
有
悟
有
修
。
良
知
是
徹
上
下
真
種
子
、
智
雖
頓
悟
、
行
則
漸
修
。

「
答
程
方
峰
」（『
龍
谿
王
先
生
全
集
』
巻
十
二
）

右
引
用
文
に
お
い
て
王
畿
は
、
人
の
根
器
に
上
下
の
違
い
は
あ
れ
、
良
知
は
そ
の
上
下
を
貫
徹
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
良
知
を
基
底
に
据
え

て
頓
悟
し
漸
修
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
、
こ
の
点
に
「
天
泉
証
道
」
の
「
大
意
」
を
見
て
取
っ
て
い
る
。
王
畿
が
人
の
根
器
の
上
下
に
応
じ
た

修
学
を
考
え
て
い
る
と
と
も
に
、「
智
雖
頓
悟
、
行
則
漸
修
」
と
述
べ
て
、
良
知
に
対
す
る
頓
悟
と
と
も
に
、
そ
れ
を
根
本
に
据
え
た
う
え
で

の
工
夫
に
は
「
漸
修
」
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

右
引
用
文
に
見
た
よ
う
な
、
学
ぶ
者
の
資
質
に
応
じ
て
学
問
す
べ
き
こ
と
を
王
畿
が
説
く
資
料
は
多
く
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
「
撫
州
擬
峴
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臺
會
語
」
に
は
、

學
を
爲
す
は
專
一
な
る
を
貴
ぶ
。
人
の
根
器
は
同
じ
か
ら
ず
、
聖
賢
の 

教
へ
を
立
つ
る
こ
と
、
淺
深
輕
重
な
れ
ば
、
豈
に
能
く
一
律
に

齊
し
く
し
得
ん
。

爲
學
貴
於
專
一
。
人
之
根
器
不
同
、
聖
賢
立
教
、
淺
深
輕
重
、
豈
能
一
律
齊
得
。

と
あ
る
。
ま
た
、
天
泉
橋
問
答
の
王
畿
側
の
記
録
で
あ
る
「
天
泉
証
道
紀
」
の
原
典
と
な
っ
た
『
龍
溪
會
語
』「
東
遊
問
答
」
に
は
次
の
よ
う

に
あ
る
。

龍
溪
曰
は
く
、「
人
の
根
器
は
同
じ
か
ら
ず
、
原
と
此
の
兩
種
有
り
。
上
根
の
人
は
無
善
無
惡
は
心
の
體
な
る
を
悟
得
す
る
に
て
、
使
し

無
の
處
よ
り
根
基
を
立
つ
れ
ば
、
意
と
知
物
と
は
皆
な
無
よ
り
生
じ
て
、
無
意
の
意
は
是
れ
誠
意
爲
り
、
無
知
の
知
は
是
れ
致
知
爲
り
、

無
物
の
物
は
是
れ
格
物
爲
り
て
、
本
體
に
即
す
る
は
便
ち
是
れ
功
夫
な
り
。
只
だ
無
の
處
よ
り
一
了
百
當
せ
ば
、
易
簡
直
截
、
更
に
剩
欠

無
く
、
頓
悟
の
學
な
り
。
下
根
の
人
は
未
だ
曾
て
心
體
を
悟
得
せ
ず
、
未
だ
有
善
有
惡
の
上
に
在
り
て
根
基
を
立
つ
る
を
免
れ
ざ
れ
ば
、

心
と
知
物
と
は
皆
な
有
よ
り
生
じ
、
一
切 

是
れ
有
、
未
だ
處
に
隨
ひ
て
對
治
す
る
を
免
れ
ず
、
須
ら
く
善
を
爲
し
惡
を
去
る
の
工
夫
を

用
ふ
べ
し
。
之
れ
を
し
て
漸
漸
に
悟
入
し
、
有
よ
り
以
て
無
に
歸
し
、
以
て
本
體
に
復
ら
ん
こ
と
を
求
め
し
む
れ
ば
、
其
の 

功
を
成
す

に
及
び
て
は
一
な
り
。
上
根
の
人
は
絶
え
て
少
な
く
、
此
れ
等
の
悟
る
處
は
、
顔
子
・
明
道
も
敢
へ
て
言
は
ざ
る
所
な
れ
ば
、
先
師
も
亦

た
未
だ
嘗
て
輕
し
く
は
以
て
人
に
語
ら
ず
。
…
…
只
だ
吾
人
の
凡
心
未
だ
了
せ
ざ
る
に
緣
り
て
、
時
時
に
漸
修
の
工
夫
を
用
ふ
る
を
妨
げ
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ず
、
此
く
の
如
く
せ
ず
ん
ば
以
て
凡
を
超
え
聖
に
入
に
足
ら
ず
。
所
謂
る
上
乘
は
中
下
を
兼
修
す
る
な
り
。
其
の 

人
を
接
引
す
る
も
亦

た
須
ら
く
人
の
根
器
を
量
り
て
、
此
の
二
法
有
る
べ
く
、
心
體
上
よ
り
悟
入
せ
し
め
ず
ん
ば
、
則
ち
上
根
は
從
り
て
接
す
る
こ
と
無
く
、

意
念
上
よ
り
修
省
せ
し
め
ず
ん
ば
、
則
ち
下
根
は
從
り
て
接
す
る
こ
と
無
し
。
…
…
」。

龍
溪
曰
、「
人
之
根
器
不
同
、
原
有
此
兩
種
。
上
根
之
人
悟
得
無
善
無
惡
心
體
、
使
從
無
處
立
根
基
、
意
與
知
物
皆
從
無
生
、
無
意
之
意

是
爲
誠
意
、
無
知
之
知
是
爲
致
知
、
無
物
之
物
是
爲
格
物
、
即
本
體
便
是
功
夫
。
只
從
無
處
一
了
百
當
、
易
簡
直
截
、
更
無
剩
欠
、
頓
悟

之
學
也
。
下
根
之
人
未
曾
悟
得
心
體
、
未
免
在
有
善
有
惡
上
立
根
基
、
心
與
知
物
皆
從
有
生
、
一
切
是
有
、
未
免
隨
處
對
治
、
須
用
爲
善

去
惡
的
工
夫
。
使
之
漸
漸
入
悟
、
從
有
以
歸
於
無
、
以
求
復
本
體
、
及
其
成
功
一
也
。
上
根
之
人
絶
少
、
此
等
悟
處
、
顔
子
・
明
道
所
不

敢
言
、
先
師
亦
未
嘗
輕
以
語
人
。
…
…
只
緣
吾
人
凡
心
未
了
、
不
妨
時
時
用
漸
修
工
夫
、
不
如
此
不
足
以
超
凡
入
聖
。
所
謂
上
乘
兼
修
中

下
也
。
其
接
引
人
亦
須
量
人
根
器
、
有
此
二
法
、
不
使
從
心
體
上
悟
入
、
則
上
根
無
從
而
接
、
不
使
從
意
念
上
修
省
、
則
下
根
無
從
而
接
。

…
…
」。

と
あ
っ
て
、「
無
善
無
惡
」
を
上
根
の
人
に
当
て
、「
有
善
有
惡
」
を
中
下
根
の
人
に
当
て
る
な
ど
、
全
体
的
に
天
泉
橋
問
答
で
守
仁
が
裁
定
し

た
内
容
が
そ
の
ま
ま
王
畿
の
言
葉
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。

こ
の
ほ
か
、
前
節
で
も
引
用
し
た
「
重
刻
傳
習
錄
序
」
に
も
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

夫
れ
師
の
學
、
憂
患
よ
り
啓
悟
す
る
は
、
自
得
に
本
づ
き
、
易
簡
を
以
て
宗
と
爲
す
。
故
に
其
の 

教
へ
を
爲
す
や
、
機
に
隨
ひ
て
法
を

立
て
、
知
り
易
く
從
ひ
易
く
し
て
、
強
ふ
る
所
有
る
に
非
ざ
る
な
り
。
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夫
師
之
學
、
從
憂
患
啓
悟
、
本
於
自
得
、
以
易
簡
爲
宗
。
故
其
爲
教
、
隨
機
立
法
、
易
知
易
從
、
非
有
所
強
也
。

右
資
料
に
あ
っ
て
も
、
守
仁
の
教
え
が
人
の
機
根
に
応
じ
て
立
て
ら
れ
た
も
の
で
、
一
定
の
あ
り
か
た
を
無
理
に
押
し
付
け
る
べ
き
も
の
で
は

な
い
と
王
畿
が
考
え
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
単
に
守
仁
の
教
え
方
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
く
、
王
畿
自
身
の

考
え
で
も
あ
っ
た
。

三　

王
畿
の
弟
子
お
よ
び
王
畿
周
辺
の
人
士
に
よ
る
天
泉
橋
問
答
受
用

本
節
で
は
、
王
畿
と
交
友
を
持
っ
た
周
汝
登
お
よ
び
王
畿
の
弟
子
で
あ
る
査
鐸
と
丁
賓
に
よ
る
天
泉
橋
問
答
に
対
す
る
言
及
を
見
る
こ
と
で
、

王
畿
周
辺
の
人
々
が
そ
れ
を
い
か
に
受
容
し
て
い
た
か
を
検
討
し
た
い
。

王
畿
の
最
期
を
看
取
っ
た
査
鐸
（
一
五
一
六
〜
一
五
八
九
）
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

天
泉
の
一
證
は
龍
溪
公 

此
の
意
を
發
出
し
て
よ
り
、
文
成
公
も
亦
た
自
ら
時
節
因
緣
の 

宜
し
く
發
す
べ
き
時
と
謂
ひ
て
、
此
の
意 

徧
く

海
内
に
傳
は
る
。
然
れ
ど
も
學
者
、
未
だ
嘗
て
親
し
み
て
相
ひ
指
授
せ
ざ
れ
ば
、
其
の 

良
知
の
眞
體
に
於
い
て
、
尚
ほ
未
だ
心
悟
せ
ず
、

未
だ
情
識
上
よ
り
良
知
を
認
了
す
る
を
免
れ
ず
。
故
に
力
を
得
ざ
る
こ
と
多
く
、
雙
江
・
念
菴
、
遂
に
歸
寂
の
説
を
提
出
す
。
性
の
體
は

本
と
寂
、
又
た
何
ぞ
歸
す
る
を
事
と
せ
ん
、
又
た
未
だ
頭
上
に
頭
を
安
ん
ず
る
を
免
れ
ず
。
此
れ
「
致
知
議
略
」
の 

詞
を
費
や
す
所
以

な
り
。
然
れ
ど
も
龍
溪
の
説
に
於
い
て
は
、
終
に
未
だ
相
ひ
契
ら
ず
。
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自
天
泉
一
證
龍
溪
公
發
出
此
意
、
文
成
公
亦
自
謂
時
節
因
緣
宜
發
時
、
此
意
徧
傳
於
海
内
。
然
學
者
、
未
嘗
親
相
指
授
、
其
於
良
知
眞
體
、

尚
未
心
悟
、
未
免
從
情
識
上
認
了
良
知
。
故
多
不
得
力
、
雙
江
・
念
菴
、
遂
提
出
歸
寂
之
説
。
性
體
本
寂
、
又
何
事
歸
、
又
未
免
頭
上
安

頭
矣
。
此
「
致
知
議
略
」
所
以
費
詞
也
。
然
於
龍
溪
之
説
、
終
未
相
契
。

『
毅
齋
査
先
生
闡
道
集
』
巻
五
「
易
有
太
極
」

右
引
用
文
中
の
「
龍
溪
公
發
出
此
意
」
の
「
此
意
」
と
は
、
心
の
本
体
で
あ
り
虚
寂
で
あ
る
良
知
が
、
具
体
的
事
物
と
感
応
し
て
多
様
に
顕
現

し
な
が
ら
、
そ
れ
で
い
て
感
応
の
場
で
動
揺
し
な
い
こ
と
を
守
仁
が
略
説
し
た
こ
と
を
指
す）

（1
（

。
査
は
、
こ
の
意
が
王
畿
に
よ
っ
て
四
無
説
と
し

て
全
面
的
に
説
か
れ
た
と
考
え
る
。
そ
の
う
え
で
、
本
体
と
工
夫
の
相
即
を
説
く
王
畿
の
良
知
説
に
反
対
し
た
羅
洪
先
と
聶
豹
を
引
き
合
い
に

出
し
、
彼
ら
が
良
知
を
「
情
識
」
の
面
か
ら
理
解
し
て
い
る
と
批
判
す
る
。
そ
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
措
く
と
し
て
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ

た
り
右
引
用
文
か
ら
、
王
畿
の
四
無
説
表
出
を
必
然
的
展
開
で
あ
っ
た
と
す
る
守
仁
の
言
葉
を
査
が
承
け
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
天
泉
橋

問
答
に
お
け
る
王
畿
四
無
説
を
是
と
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

た
だ
し
こ
の
こ
と
は
、
や
や
も
す
れ
ば
本
体
論
に
傾
き
が
ち
な
王
畿
四
無
説
を
査
が
こ
れ
単
独
で
是
認
し
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
な
ぜ
な

ら
ば
査
は
、「
吾
人
の
入
る
所
、
各
お
の
分
限
有
り
。
工
夫
即
ち
本
體
な
る
者
有
り
、
又
た
工
夫
を
以
て
本
體
に
合
す
る
者
有
り
（
吾
人
所
入
、

各
有
分
限
。
有
工
夫
即
本
體
者
、
又
有
以
工
夫
合
本
體
者
）」（『
闡
道
集
』
巻
二
「
再
答
孟
我
疆
書
」）、「
愼
獨
の
功
夫
は
、
人
の
根
器
に
隨
ひ
て
、
強
ひ

て
同
じ
く
す
可
か
ら
ず
（
愼
獨
功
夫
、
隨
人
根
器
、
不
可
強
同
）」（
同
、
巻
三
「
與
蕭
思
學
書
」
第
十
四
書
）
と
い
う
よ
う
に
、
人
の
資
質
に
応
じ
て

工
夫
は
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
前
に
見
た
よ
う
に
王
畿
の
思
想
に
も
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
査
に
次
の
言
葉
が
あ
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
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四
無
の
説
は
、
蓋
し
既
に
本
體
を
見
る
に
因
れ
ば
、
則
ち
名
と
言
と
倶
に
忘
る
。
初
學
の
士
の
若
き
、
安
ぞ
四
無
の
説
に
執
し
て
、
茫
と

し
て
頭
を
入
る
る
こ
と
無
き
に
至
る
を
得
ん
や
。

四
無
之
説
、
蓋
因
既
見
本
體
、
則
名
言
倶
忘
。
若
初
學
之
士
、
安
得
執
四
無
之
説
、
至
茫
無
入
頭
也
。

『
闡
道
集
』
巻
四
「
會
語
」

査
に
と
っ
て
四
無
説
は
、
す
で
に
本
体
を
洞
見
し
た
境
地
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
た
教
法
で
あ
っ
て
、
そ
の
言
語
表
現
に
執
わ
れ
る
べ
き
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
つ
ま
り
、
初
学
者
が
四
無
説
に
固
執
し
て
ど
こ
か
ら
手
を
着
け
た
ら
よ
い
か
が
分
ら
な
く
な
る
の
は
、
本
末
転
倒

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

王
畿
没
後
に
、「
今
龍
渓
」
と
称
さ
れ
た
周
汝
登）

（1
（

（
一
五
四
七
〜
一
六
二
九
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

或
る
ひ
と
本
體
・
工
夫
を
問
ふ
。
先
生
曰
は
く
、「
龍
溪
先
師
云
ふ
、『
上
根
の
人
は
即
ち
工
夫
は
是
れ
本
體
、
中
下
根
の
人
は
、
須
ら
く

工
夫
を
用
ひ
て
本
體
に
合
す
べ
し
』
と
。
蓋
し
功
夫
は
本
體
を
離
れ
ず
、
本
體
は
工
夫
を
離
れ
ず
、
此
れ
不
易
の
論
な
り
。
近
ご
ろ
妄
り

に
工
夫
を
用
ひ
て
、
本
體
を
戕
賊
す
る
者
有
る
は
、
是
れ
工
夫
は
本
體
を
離
れ
ざ
る
を
知
ら
ず
し
て
、
固
よ
り
甚
だ
道
を
害
す
。
然
れ
ど

も
亦
た
本
體
の
影
響
を
窺
見
し
て
は
、
便
ち
情
に
任
せ
て
憚
る
こ
と
無
く
、
工
夫
は
有
る
こ
と
無
し
と
謂
ふ
も
の
有
る
は
、
是
れ
本
體
は

即
ち
工
夫
な
る
を
知
ら
ず
し
て
、
道
を
害
す
る
こ
と
尤
も
甚
し
」
と
。

或
問
本
體
・
工
夫
。
先
生
曰
、「
龍
溪
先
師
云
、『
上
根
人
即
工
夫
是
本
體
、
中
下
根
人
、
須
用
工
夫
合
本
體
』。
蓋
功
夫
不
離
本
體
、
本

體
不
離
工
夫
、
此
不
易
之
論
也
。
近
有
妄
用
工
夫
、
戕
賊
本
體
者
、
是
不
知
工
夫
不
離
本
體
、
固
甚
害
道
。
然
亦
有
窺
見
本
體
影
響
、
便
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任
情
無
憚
、
謂
工
夫
無
有
、
是
不
知
本
體
即
工
夫
、
害
道
尤
甚
」。

『
周
海
門
先
生
文
録
』
巻
二
「
越
中
會
語
」

本
体
と
工
夫
の
関
係
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
た
周
が
、
上
根
の
人
に
は
工
夫
が
そ
の
ま
ま
本
体
の
現
れ
で
あ
る
よ
う
な
境
位
を
配
し
、
中
下
根
の

人
に
は
工
夫
に
よ
っ
て
本
体
へ
と
立
ち
返
る
境
位
を
配
す
る
王
畿
の
言
葉
を
引
き
、
工
夫
に
む
や
み
に
励
む
者
と
、
そ
の
逆
に
工
夫
の
必
要
性

を
認
め
な
い
者
を
、
と
も
に
本
体
と
工
夫
と
の
相
即
性
を
理
解
し
て
い
な
い
と
批
判
し
た
う
え
で
、
後
者
の
ほ
う
が
と
り
わ
け
道
を
害
す
る
と

考
え
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。
こ
こ
で
周
は
、
本
体
と
工
夫
の
一
方
だ
け
に
偏
る
あ
り
か
た
を
批
判
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に

王
畿
の
言
葉
を
根
拠
に
し
て
述
べ
る
。
つ
ま
り
周
か
ら
見
た
と
き
、
王
畿
の
思
想
は
本
体
だ
け
に
傾
く
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
工
夫
と
相
即

し
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
、
王
畿
と
羅
汝
芳
（
号
は
近
渓
。
王
畿
と
並
び
「
二
渓
」
と
称
さ
れ
る
）
（1
（

）
の
語
録
の
違
い
に
つ
い
て
問
わ
れ
た
周
は
、
次
の
よ
う
に
答
え
て

い
る
。問

ふ
、「
龍
溪
子
と
近
溪
子
と
の
語
録
は
如
何
」
と
。
先
生
曰
は
く
、「
龍
溪
子
の
語
は
、
上
・
中
・
下
根 

倶
に
接
し
得
着
す
。
近
溪
子

の
語
は
、
上
根
を
須
ち
て
方
め
て
能
く
領
略
す
。
中
・
下
根
の
人
は
、
輳ち

か

泊づ
く

し
易
か
ら
ず
」
と
。

問
、「
龍
溪
子
與
近
溪
子
語
録
如
何
」。
先
生
曰
、「
龍
溪
子
之
語
、
上
・
中
・
下
根
倶
接
得
着
。
近
溪
子
之
語
、
須
上
根
方
能
領
略
。
中
・

下
根
人
、
輳
泊
不
易
」。

「
南
都
會
語
」
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こ
こ
で
周
は
、
羅
汝
芳
と
比
べ
て
王
畿
の
言
葉
の
方
が
、
上
中
下
根
全
て
の
人
に
接
受
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
王
畿
に
対
す
る
周
の
こ

の
評
価
は
、
天
泉
橋
問
答
に
お
い
て
利
根
（
上
根
）
向
き
の
教
説
で
あ
る
と
忠
告
を
受
け
た
王
畿
の
思
想
と
は
印
象
を
異
に
し
よ
う
。

丁
賓
（
？
〜
？
）
は
、
師
の
た
め
に
祭
文
を
撰
し
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

唯
だ
我
が
先
師
の
み
、
四
無
・
四
有
の
秘
を
天
泉
に
證
悟
し
て
、
致
良
知
の
學
、
益
ま
す
以
て
丕
い
に
闡
緬
た
り
。

唯
我
先
師
、
證
悟
四
無
四
有
之
秘
于
天
泉
、
而
致
良
知
之
學
、
益
以
丕
闡
緬
。

『
丁
清
恵
公
遺
集
』
巻
六
「
祭
王
龍
谿
先
師
」

右
引
用
文
中
注
目
し
た
い
の
は
、
王
畿
が
「
四
無
・
四
有
」
の
両
説
を
天
泉
橋
問
答
で
証
悟
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
丁
賓
の
こ

の
認
識
が
、
王
畿
に
と
っ
て
も
事
実
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
し
か
し
、
右
資
料
が
丁
賓
自
身
の
師
の
祭
文
で
あ
る
と
い
う
資
料
上
の
特
質

を
勘
案
し
て
も
、
王
畿
が
天
泉
橋
で
「
証
悟
」
し
た
内
容
を
、
丁
賓
が
「
四
無
四
有
」
と
並
べ
て
い
る
こ
と
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い

だ
ろ
う
。

四　

王
畿
に
と
っ
て
の
天
泉
橋
問
答
の
意
義

以
上
、
王
畿
思
想
に
見
ら
れ
る
工
夫
の
位
置
づ
け
と
、
根
器
に
よ
る
教
法
の
使
い
分
け
を
見
て
き
た
。
こ
こ
で
、
王
畿
の
筆
に
な
る
「
銭
君

行
状
」
中
に
見
ら
れ
る
天
泉
橋
問
答
の
回
顧
を
見
た
い
。
そ
の
内
容
は
『
伝
習
録
』
と
違
い
は
あ
る
も
の
の
大
要
に
お
い
て
は
類
似
す
る
。
煩
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瑣
を
避
け
る
た
め
解
説
は
簡
略
に
と
ど
め
る
。

夫
子
の
學
は
良
知
を
以
て
宗
と
爲
す
。
門
人
と
學
を
論
じ
る
毎
に
、「
善
無
く
惡
無
き
は
心
の
體
、
善
有
り
惡
有
る
は
意
の
動
、
善
を
知

り
惡
を
知
る
は
是
れ
良
知
、
善
を
爲
し
惡
を
去
る
は
是
れ
格
物
」
と
い
ひ
、
此
の
四
句
を
以
て
教
法
と
爲
す
。

君
は
謂
へ
ら
く
、「
此
れ
は
是
れ
師
門
の 

人
を
教
ふ
る
底
本
に
し
て
、
一
毫
も
更
易
す
可
か
ら
ず
」
と
。
予
は
謂
へ
ら
く
、「
夫
子
の 

教

へ
を
立
つ
る
は
時
に
隨
へ
ば
、
未
だ
執
定
す
可
か
ら
ず
。
體
用
顯
微
、
只
だ
一
路
有
る
の
み
。
若
し
心
は
是
れ
無
善
無
惡
の
心
な
る
を
悟

得
す
れ
ば
、
意
は
即
ち
是
れ
無
善
無
惡
の
意
、
知
は
即
ち
是
れ
無
善
無
惡
の
知
、
物
は
即
ち
是
れ
無
善
無
惡
の
物
な
り
。
若
し
是
れ
有
善

有
惡
の
意
な
れ
ば
、
則
ち
知
と
物
と
は
一
齊
に
皆
な
有
に
し
て
、
心
も
亦
た
之
れ
を
無
と
謂
ふ
可
か
ら
ず
」
と
。
君
は
謂
へ
ら
く
、「
是

く
の
若
き
は
、
是
れ
師
門
の
教
法
を
壊
せ
ば
、
善
學
に
非
ざ
る
な
り
」
と
。
予
は
謂
へ
ら
く
、「
學
は
須
ら
く
自
ら
證
し
自
ら
悟
る
べ
く

し
て
、
人
の
脚
跟
に
よ
り
て
轉
ぜ
ず
。
若
し
師
門
の
教
法
に
執
定
せ
ば
、
未
だ
言
詮
に
滯
る
を
免
れ
ず
、
亦
た
善
學
に
非
ざ
る
な
り
」
と
。

夫
子
之
學
以
良
知
爲
宗
。
毎
與
門
人
論
學
、「
無
善
無
惡
心
之
體
、
有
善
有
惡
意
之
動
、
知
善
知
惡
是
良
知
、
爲
善
去
惡
是
格
物
」、
以
此

四
句
爲
教
法
。

君
謂
、「
此
是
師
門
教
人
底
本
、
一
毫
不
可
更
易
」。
予
謂
、「
夫
子
立
教
隨
時
、
未
可
執
定
。
體
用
顯
微
、
只
有
一
路
。
若
悟
得
心
是
無

善
無
惡
之
心
、
意
即
是
無
善
無
惡
的
意
、
知
即
是
無
善
無
惡
的
知
、
物
即
是
無
善
無
惡
的
物
。
若
是
有
善
有
惡
之
意
、
則
知
與
物
一
齊
皆

有
、
而
心
亦
不
可
謂
之
無
矣
」。
君
謂
、「
若
是
、
是
壊
師
門
教
法
、
非
善
學
也
」。
予
謂
、「
學
須
自
證
自
悟
、
不
從
人
脚
跟
轉
。
若
執
定

師
門
教
法
、
未
免
滯
於
言
詮
、
亦
非
善
學
也
」。
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右
引
用
文
か
ら
、
四
句
教
を
め
ぐ
る
王
畿
と
銭
徳
洪
両
者
の
見
解
に
相
違
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

丁
亥
の
秋
、
夫
子 

將
に
兩
廣
の
行
有
ら
ん
と
す
。
君 

予
に
謂
ひ
て
曰
は
く
、「
吾
れ
ら
二
人
の
見
る
所 

同
じ
か
ら
ざ
れ
ば
、
何
を
以
て

か
同
人
な
ら
ん
。
盍
ぞ
相
ひ
與
に
夫
子
に
就
正
せ
ざ
る
」
と
。
晩
に
天
泉
橋
の
上
に
坐
し
、
因
り
て
各
お
の
見
る
所
を
以
て
質
さ
ん
こ
と

を
請
ふ
。
夫
子
曰
は
く
、「
正
に
二
君
に
此
の
一
問
有
ら
ん
こ
と
を
要
す
。
吾
が
教
法
は
原
と
此
の
兩
端
有
り
。
四
無
の
説
は
、
上
根
の

爲
に
教
へ
を
立
つ
、
四
有
の
説
は
、
中
根
以
下
の
爲
に
此
の
一
路
を
通
ず
。
汝
中
の
見
る
所
は
、
我 

久
し
く
發
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
人

の 

信
じ
及
ば
ず
、
徒
ら
に
等
を
躐
ゆ
る
の
病
を
起
こ
さ
ん
こ
と
を
恐
れ
て
、
故
に
含
蓄
し
て
今
に
到
る
。
今
ま
既
に
已
に
説
破
せ
ら
る

れ
ば
、
豈
に
復
た
秘
す
容
け
ん
や
。
然
れ
ど
も
此
の
中
に
執
著
す
可
か
ら
ず
。
若
し
四
無
の
見
に
執
せ
ば
、
中
根
以
下
の
人
は
從
り
て
接

受
す
る
こ
と
無
く
、
若
し
四
有
の
見
に
執
せ
ば
、
上
根
の
人
も
亦
た
從
り
て
接
受
す
る
こ
と
無
し
。
德
洪
は
資
性
沈
毅
、
汝
中
は
資
性
明

朗
な
り
、
故
に
其
の
悟
入
も
亦
た
其
の
近
き
所
に
因
る
。
若
し
能
く
各
お
の
見
る
所
を
舍お

き
て
、
互た

相が

ひ
に
益
を
取
り
、
吾
が
教
法
を
し

て
上
下 

皆
な
通
ぜ
し
む
れ
ば
、
始
め
て
善
學
と
爲
す
の
み
」
と
。

丁
亥
秋
、
夫
子
將
有
兩
廣
之
行
。
君
謂
予
曰
、「
吾
二
人
所
見
不
同
、
何
以
同
人
。
盍
相
與
就
正
夫
子
」。
晩
坐
天
泉
橋
上
、
因
各
以
所
見

請
質
。
夫
子
曰
、「
正
要
二
君
有
此
一
問
、
吾
教
法
原
有
此
兩
端
。
四
無
之
説
、
爲
上
根
立
教
、
四
有
之
説
、
爲
中
根
以
下
通
此
一
路
。

汝
中
所
見
、
我
久
欲
發
、
恐
人
信
不
及
、
徒
起
躐
等
之
病
、
故
含
蓄
到
今
。
今
既
已
説
破
、
豈
容
復
秘
。
然
此
中
不
可
執
著
、
若
執
四
無

之
見
、
中
根
以
下
人
無
從
接
受
、
若
執
四
有
之
見
、
上
根
人
亦
無
從
接
受
。
德
洪
資
性
沈
毅
、
汝
中
資
性
明
朗
、
故
其
悟
入
亦
因
其
所
近
。

若
能
各
舍
所
見
、
互
相
取
益
、
使
吾
教
法
上
下
皆
通
、
始
爲
善
學
耳
」。
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さ
き
に
見
た
王
畿
と
銭
徳
洪
両
者
の
異
な
る
見
解
に
つ
い
て
、
前
者
の
四
無
説
を
上
根
向
け
、
後
者
の
四
有
説
を
中
下
根
向
け
で
あ
る
と
王

守
仁
は
配
す
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
天
泉
橋
問
答
に
お
け
る
王
畿
と
銭
徳
洪
の
四
句
教
理
解
は
、
相
容
れ
な
い
も
の
と
し
て
一
見
映
る
。
し

か
し
王
畿
か
ら
す
れ
ば
、
天
泉
橋
問
答
の
意
義
は
、
両
者
の
見
解
が
分
か
れ
た
と
い
う
こ
と
に
で
は
な
く
、
王
守
仁
の
裁
定
に
よ
っ
て
「
帰
一
」

し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
王
畿
は
こ
の
一
段
を
次
の
よ
う
に
結
ぶ
。

此
れ
よ
り
海
内
の 

天
泉
辨
正
の
論
を
傳
へ
て
、
始
め
て
一
に
歸
す
。

自
此
海
内
傳
天
泉
辨
正
之
論
、
始
歸
於
一
。

（『
龍
谿
王
先
生
全
集
』
巻
二
十
）

　

右
の
こ
の
一
文
は
、『
龍
谿
王
先
生
全
集
』
の
編
集
者
に
よ
っ
て
「
天
泉
証
道
紀
」
に
も
採
ら
れ
て
広
く
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
王
畿

が
工
夫
の
必
要
性
を
認
め
て
い
な
い
と
後
世
批
判
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
海
内
」
が
「
帰
一
」
し
た
と
い
う
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
事

実
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
王
畿
の
主
観
に
あ
っ
て
は
、
天
泉
橋
問
答
の
意
義
は
、
四
無
説
と
四
有
説
が
学
ぶ
者

の
資
質
に
応
じ
て
説
か
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
「
一
」
点
に
帰
着
し
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
王
畿
に
と
っ
て
天
泉
橋
問

答
が
、
本
体
と
工
夫
の
一
方
に
偏
ら
な
い
視
座
の
必
要
性
を
意
識
し
た
転
換
点
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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お
わ
り
に

王
畿
の
思
想
は
、
本
体
と
工
夫
で
言
え
ば
、
本
体
を
重
視
す
る
傾
向
が
強
い
。
し
か
し
先
行
研
究
が
示
す
よ
う
に
、
王
畿
中
年
以
降
の
資
料

に
は
、
工
夫
あ
る
い
は
漸
修
を
積
極
的
に
説
く
発
言
が
散
見
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
王
畿
思
想
に
お
け
る
工
夫
と
、
本
体
と
工
夫
の

あ
り
か
た
を
め
ぐ
っ
て
提
起
さ
れ
た
天
泉
橋
問
答
を
、
王
畿
の
思
想
に
お
い
て
い
か
に
整
合
的
に
位
置
づ
け
る
か
を
問
題
意
識
と
し
て
、
先
行

研
究
を
承
け
つ
つ
よ
り
踏
み
込
ん
で
論
じ
た
。

以
上
の
検
討
か
ら
、
本
稿
で
は
王
畿
思
想
に
お
け
る
天
泉
橋
問
答
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
本
体
と
工
夫
と
い
う
問
題
の
枠
組
み
と

し
て
提
起
さ
れ
た
天
泉
橋
問
答
は
、
そ
れ
が
交
わ
さ
れ
た
王
畿
三
十
歳
頃
の
思
想
を
示
す
表
現
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
中
年
以
降
に
見
ら

れ
る
、
工
夫
に
対
す
る
積
極
的
な
言
及
の
き
っ
か
け
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
天
泉
橋
問
答
の
意
義
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
で
、
王
畿
中

年
以
降
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
工
夫
の
重
視
を
整
合
的
に
跡
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
王
畿
思
想
に
お
け
る
天
泉
橋
問
答
の
意
義
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
こ
の
こ
と
は
、
王
畿
の
思
想
が
本
体
の
重
視
か
ら
工
夫
の
重
視
へ
推
移
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
王
畿
か

ら
す
れ
ば
あ
く
ま
で
本
体
へ
の
覚
知
を
軸
と
し
つ
つ
、
こ
れ
を
基
底
に
据
え
た
工
夫
の
必
要
性
を
説
く
も
の
で
あ
っ
た
。

【
附
記
】
本
稿
は
、
二
〇
二
一
年
十
二
月
四
日
に
二
松
学
舎
大
学
東
ア
ジ
ア
学
術
総
合
研
究
所
陽
明
学
研
究
セ
ン
タ
ー
主
催
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
陽
明
後
学
の

現
在
」
で
発
表
し
た
同
題
の
口
頭
発
表
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
二
松
学
舎
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
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（
１
）
工
夫
を
軽
視
す
る
傾
向
を
王
畿
の
四
句
教
理
解
に
認
め
た
銭
徳
洪
に
守
仁
が
同
調
し
た
こ
と
は
、「
我
這
裏
接
人
、
原
有
此
二
種
。
利
根
之
人
直
從
本
源
上

悟
入
。
人
心
本
體
原
是
明
瑩
無
滯
的
、
原
是
個
未
發
之
中
。
利
根
之
人
一
悟
本
體
、
即
是
功
夫
、
人
己
内
外
、
一
齊
倶
透
了
。
其
次
不
免
有
習
心
在
、
本

體
受
蔽
、
故
且
教
在
意
念
上
實
落
爲
善
去
惡
。
…
…
」
と
述
べ
て
、
王
畿
の
理
解
を
利
根
向
け
、
銭
徳
洪
の
理
解
を
中
下
根
向
け
だ
と
し
た
う
え
で
、「
已

後
與
朋
友
講
學
、
切
不
可
失
了
我
的
宗
旨
、
無
善
無
惡
是
心
之
體
、
有
善
有
惡
是
意
之
動
、
知
善
知
惡
的
是
良
知
、
爲
善
去
惡
是
格
物
、
只
依
我
這
話
頭

隨
人
指
點
、
自
沒
病
痛
」
と
さ
ら
に
述
べ
て
、
四
句
教
の
文
言
が
銭
徳
洪
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
。

（
２
）
中
氏「
王
畿
の
四
無
説
に
つ
い
て
」（『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
二
十
五
号
、
一
九
九
六
年
）
参
照
。

（
３
）「
王
龍
渓
の
漸
修
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『
九
州
中
国
学
会
報
』
第
五
十
三
巻
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
。

（
４
）
王
畿
の
思
想
を
研
究
史
上「
現
成
派
」
と
称
す
る
の
は
、
岡
田
武
彦
氏
の『
王
陽
明
と
明
末
の
儒
学
』（
明
徳
出
版
社
、
一
九
七
〇
年
）
に
は
じ
ま
る
。
岡
田

氏
は
、
陽
明
後
学
に
お
け
る
六
つ
の
良
知
異
見
を
王
畿
が
記
し
た「
撫
州
擬
峴
台
会
語
」（『
龍
谿
王
先
生
全
集
』
巻
一
）
に
拠
り
つ
つ
、
そ
れ
ら
を
大
別
し

て「
現
成
」「
帰
寂
」「
修
証
」
に
分
け
た
。
陽
明
後
学
を
三
派
に
分
け
る
こ
う
し
た
視
点
は
、
そ
の
後
中
純
夫
氏
や
馬
淵
昌
也
氏
に
よ
っ
て
修
正
の
餘
地
が

あ
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
た
が
、
本
稿
は
こ
の
こ
と
を
主
題
と
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
詳
説
し
な
い
。
詳
し
く
は
、
中
氏「「
良
知
修
証
派
」
に
つ
い
て
−

王
門
三
派
説
へ
の
疑
問
」（『
富
山
大
学
教
養
部
紀
要　

人
文
・
社
会
科
学
編
』
第
二
十
二
号
、
一
九
八
九
年
）、
馬
淵
氏「
戦
後
日
本
に
お
け
る
王
畿
と
そ
の

思
想
に
関
す
る
研
究
の
回
顧
と
展
望
」（『
陽
明
学
』
第
十
号
、
一
九
九
八
年
）
を
参
照
。

（
５
）
荒
木
見
悟「
陽
明
学
と
禅
学
−
特
に
頓
悟
の
問
題
に
つ
い
て
−
」『
斯
文
』
第
二
十
号
、
一
九
五
八
年
。

（
６
）
前
掲
荒
木
見
悟
氏
論
文
、
同
氏『
陽
明
学
の
位
相
』「
第
二
章　

心
の
哲
学
」
六
十
九
〜
七
十
頁
、
同「
第
三
章　

聖
人
と
凡
人
」
を
参
照
。

（
７
）
前
掲
中
氏
論
文
。

（
８
）
な
お
、
銭
徳
洪
に
よ
る
張
叔
謙
宛
て
書
簡
と
似
た
内
容
が
、
王
畿
の
筆
に
な
る「
銭
君
行
状
」
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。

君
既
釋
獄
、
予
亦
以
言
官
論
薦
、
致
忤
時
宰
、
罷
歸
山
中
。
聚
處
二
十
餘
年
、
心
跡
合
併
、
益
得
以
究
極
所
聞
、
會
歸
於
一
。
竊
念
吾
人
所
志
雖
同
、

資
性
稍
異
、
各
有
所
得
力
處
、
亦
各
有
受
病
處
。
…
…
君
謂「
徹
底
未
盡
透
露
、
此
正
向
來
功
行
之
未
修
耳
。
功
行
若
修
、
更
無
可
商
量
矣
。
先
師
云
、『
眼

前
利
根
之
人
不
易
得
』。
學
者
未
肯
實
用
克
己
功
夫
、
未
免
在
意
見
上
轉
、
遂
謂
本
體
可
以
徑
造
而
得
、
乃
於
隨
時
實
用
功
處
、
往
往
疏
略
而
不
精
、
流

入
於
禅
寂
而
不
自
覺
。
甚
者
恣
行
無
忌
、
猶
自
信
以
爲
本
體
自
然
。
此
吾
黨
立
言
之
過
、
不
可
以
不
察
也
」。
予
謂
、「
君
指
點
學
者
之
病
、
大
概
了
了
、

未
可
執
以
爲
定
見
。
司
馬
君
實
功
行
非
不
修
、
説
者
以
爲
未
聞
道
。
吾
人
所
學
、
貴
在
得
悟
、
若
悟
門
不
開
、
無
以
徴
學
、
一
切
修
行
、
祇
益
虚
妄
耳
。

此
非
言
思
能
及
、
姑
黙
識
之
、
以
俟
日
後
之
證
、
可
也
」。

銭
徳
洪
が
、
学
ぶ
者
が
妄
り
に
本
体
を
口
に
し
、
着
実
な
工
夫
に
務
め
な
い
こ
と
を
危
惧
し
て
い
る
の
に
対
し
、
王
畿
は
銭
徳
洪
の
憂
慮
は
明
確
で
あ
る
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と
し
つ
つ
、
そ
の
こ
と
に
固
執
し
て
は
な
ら
ず
、
本
体
へ
の「
悟
」
な
く
し
て
は「
修
行
」
し
て
も
無
意
味
だ
と
す
る
。
王
畿
が
本
体
を
重
視
し
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
工
夫
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
９
）
嘉
靖
二
十
九
年
刻
本『
重
刻
傳
習
錄
』
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
議
会
図
書
館
が
公
開
す
る
画
像
デ
ー
タ
を
主
と
し
て
用
い
、
そ
の
他
、
同
刻
本
の
王
畿
序

が
翻
刻
さ
れ
る『
王
陽
明
著
述
序
跋
輯
録
』（
連
玉
明
・
陳
紅
彦
主
編
、
学
苑
出
版
社
、
二
〇
一
九
年
）
を
も
参
照
し
た
。
な
お
、
嘉
靖
二
十
九
年
刻
本『
重

刻
傳
習
錄
』
の
文
献
学
的
研
究
と
し
て
は
、
任
文
利「
王
畿
重
刻
南
大
吉『
伝
習
録
』
与
南
本
相
関
問
題
」（『
中
山
大
学
学
報（
社
会
科
学
版
）』
第
五
十
七
巻
、

二
〇
一
七
年
）
を
参
照
。

（
10
）「
近
時
同
志
亦
已
無
不
知
有
致
良
知
之
説
、
然
能
於
此
實
用
力
者
絶
少
、
皆
縁
見
得
良
知
未
眞
、
又
將
致
字
看
太
易
了
。
是
以
多
未
有
得
力
處
」（『
王
文
成

公
全
書
』
巻
六「
與
陳
惟
濬
」）。

（
11
）
た
だ
し
、「
去
其
蔽
者
非
謂
有
減
也
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
欲
を
と
り
除
く
こ
と
は
、
本
体
で
あ
る
良
知
そ
の
も
の
が
缺
け
た
り
、
そ
の
機
能
が
減
退
し

て
い
る
か
ら
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
欲
に
蔽
わ
れ
て
い
る
ほ
か
な
ら
ぬ
良
知
自
身
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。

（
12
）
以
上
の
資
料
は
、
い
ず
れ
も
中
純
夫
氏
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
本
稿
と
同
趣
旨
で
引
用
さ
れ
る
。

（
13
）
引
用
文
の
前
文
に「
吾
人
日
用
應
感
、
雖
千
變
萬
化
、
此
心
之
明
體
、
不
爲
情
遷
、
不
爲
境
易
。
此
正
是
虚
寂
之
體
、
原
不
出
應
感
之
中
。
文
成
公
此
意
、

於
古
本
序
中
略
發
曰『
乃
若
致
知
則
存
乎
心
悟
、
致
知
焉
盡
矣
』、
引
而
不
發
、
待
人
自
悟
」
と
あ
る
。

（
14
）「
海
門
子
少
聞
道
龍
溪
之
門
、
晩
而
有
詣
焉
。
自
信
力
、
故
尊
其
師
説
也
益
堅
、
其
契
也
親
、
故
詞
不
飾
而
甚
辨
。
四
方
之
游
者
、
皆
曰『
先
生
、
今
龍
溪
也
』」

（
陶
望
齡「
海
門
先
生
文
集
序
」『
周
海
門
先
生
文
録
』）。

（
15
）「
新
建
之
道
、
傳
之
者
爲
心
齋
・
龍
溪
。
心
齋
之
徒
最
顯
盛
、
而
龍
溪
晩
出
、
尤
壽
考
、
益
闡
其
説
、
學
者
稱
爲
二
王
先
生
。
心
齋
數
傳
至
近
溪
、
一
時
並

主
講
席
於
江
左
右
、
學
者
又
稱
二
溪
焉
」（
陶
望
齡「
盱
江
要
語
序
」『
歇
菴
集
』
巻
三
）。




