
「
妙
本
」

の
位
置i

i
唐
玄
宗

，伺崎、

一、、_，.

は
じ
め
に

注
釈
の
股
史
に
お
い
て
、
の
第
六
代
長
帯
玄
宗
の

竿十
J

注
い
で
あ
る
吋
道
徳
真
経
注
い
、
お
よ
び
そ
の
疏
解

ω
真
経
疏
い
に
お
い
て
目
立
つ
の
は
、
そ
れ
以
前
に
あ
ま

り
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
妙
本
」
と
い
う
哲
学
的
概
念
が

登
場
し
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。

吋
い
任
い
と
吋
判
明
」
と
に
は
、
と
も
に
す
A

宗
の
名
前
が
懸
け
ら
れ
て

い
る
が
、
ウ
注
い
は
玄
宗
が
集
賢
院
学
士
陳
希
烈
等
の
侍
講
に
よ
り

著
し
た
も
の
で
あ
り
、
玄
京
自
身
の
吋
卓
也
子
」
解
釈
の
意
図
を
直
接

に
反
映
す
る
、
ほ
ぽ
自
著
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
「
道
徳
真

経
疏
い
は
、
玄
宗
の
意
を
受
け
た
集
資
院
学
士
や
道
士
た
ち
が
、

吋
道
徳
経
注
い
の
解
釈
を
よ
り
発
明
せ
ん
と
し
て
著
し
た
も
の
で
あ

り
、
奉
勅
撰
と
い
っ
た
た
ぐ
い
の
も
の
で
あ
る
。
両
者
に
は
方
法
的

あ
り
、
た
と
え
ば
典
放
の
あ
の
場
合
、

の
一
特
質
l
l

堀

信

池

夫

は
ほ
と
ん
ど
そ
の
出
典
を
明
示
し
な
い
し
、
そ
も
そ
も
典
故
そ
の
も

の
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
一
方
吋
疏
」
の
方
は
、
吋
注
」
に
比

べ
る
と
典
故
を
利
用
す
る
場
合
が
多
く
、
し
か
も
多
く
の
場
合
そ
の

出
典
を
明
示
し
て
い
る
。
の
方
が
学
問
的
に
は
丁
寧
な
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
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こ
う
し
た
吋
道
徳
真
経
詑
い
と
吋
道
徳
真
経
疏
」
と
に
お
い
て
、

と
も
に
「
妙
本
」
と
い
う
概
念
が
現
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る

D

こ

の
こ
と
は
つ
ま
り
、
玄
宗
に
関
わ
る
「
老
子
」
解
釈
に
お
い
て
は
、

「
妙
本
」
の
概
念
が
中
心
的
な
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
予
想

を
生
む
。
従
来
、
…
般
に
、
「
老
子
』
の
中
核
的
思
想
と
し
て
指
摘

さ
れ
る
の
は
、
「
鉦
に
や
「
道
」
、
あ
る
い
は
「
無
為
」
「
無
名
」
「
自

然
」
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
比
べ
る
と
、
「
妙
本
」
と
い
う
語

は
呂
新
し
く
、
開
き
慣
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
こ
の

「
妙
本
一
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
興
味
が
湧
く

で
あ
ろ
う

G



，由‘、
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玄
宗
の
吋
卓
也
子
』
解
釈
の
核
心

叶

妙

本

」

が

の

お

よ

び

「

道

徳

真

経

疏

い

に
お
い
て
目
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
ま
た
玄
宗
吋
注
い
吋
疏

の
一
一
特
色
を
示
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ

が
特
色
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
玄
宗
の
吋
老
子
い
解
釈

に
お
い
て
、
も
っ
と
も
重
要
、
中
核
的
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

示
唆
す
る
だ
ろ
う
口

こ
の
予
測
は
、
笑
際
正
し
い
の
で
あ
っ
て
、
玄
宗
自
身
が

年
(
七
回
二
)
の
つ
道
徳
(
経
)
を
分
か
ち
て
上
下
と
為
す
の
詔
」

府
元
亀
い
巻
五
十
四
)
に
お
い
て
、

我
が
烈
祖
玄
元
自
一
点
帝
〔
老
子
)
は
、
乃
ち
妙
本
を
発
明
し
、

生
濯
を
汲
引
し
、
遂
に
玄
絞
五
千
一
一
一
一
口
を
著
し
、
用
て
時
弊
を
救

トつ。

と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
玄
宗
自
身
に
よ
っ
て
「
妙
本
い
が

子
い
の
中
核
的
概
念
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も

う
少
し
説
明
す
る
な
ら
ば
、
唐
朝
廷
室
の
祖
先
と
さ
れ
て
い
た
老
子

の
名
の
下
に
、
そ
の
老
子
が
「
妙
本
」
を
発
明
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
霊
魂
と
社
会
の
救
済
が
可
能
に
な
っ
た
と

す
る
の
で
あ
る
。
「
騎
朝
の
元
祖
」
た
る
老
子
と
、
そ
れ
を
背
に
負

っ
て
王
朝
統
治
を
行
う
玄
宗
と
の
、
の
勢
威
を
背
景
に
、
「
妙

本
」
の
威
力
は
、
ま
こ
と
に
、
世
界
を
貫
き
覆
う
、
絶
大
な
る
も
の

と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
玄
宗
は
、
関
元
二
十
一
年
(
七
三
一
ニ
)
年
に
、
士
庶
各
家

に
「
老
工
一
本
を
架
蔵
せ
し
め
よ
と
の
制
信
を
下
し
た
の
を
皮
切

り
に
、
そ
の
後
さ
ら
に
「
老
子
い
注
疏
の
架
蔵
な
ど
を
数
度
に
わ
た

っ
て
認
し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
玄
宗
は
、
円
玄
宗
注
い
「
玄
宗
疏
」

を
吋
老
子
い
解
釈
の
模
範
テ
キ
ス
ト
と
し
て
全
国
に
採
用
さ
せ
る
方

策
を
も
と
っ
て
い
た
。
か
く
し
て
玄
宗
の
吋
道
徳
真
経
注
」
『
道
徳

真
経
疏
い
は
、
駿
一
代
に
わ
た
り
、
も
っ
と
も
標
準
的
な
テ
キ
ス
ト

と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

お
の
ず
か
ら
こ
の
時
代
の
「
老
子
い
解
釈
の
方
向
性
を
決
定
づ
け
る

も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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「
道
」
と
「
妙
本
」

そ
れ
で
は
ま
ず
、
ぺ
妙
本
」
が
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
か
の
一
端
を
窺
っ
て
ゆ
く
こ
と
か
ら
は
じ

め
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
「
妙
本
ん
は
吋
注
い
「
疏
い
の
両
者
に
わ
た
り
、

中
心
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
て
く
る
も
の
で
、
吋
注
い
口
怖
い
い
ず
れ

に
と
っ
て
も
重
要
な
概
念
で
あ
る
ο

た
だ
し
、
今
は
、
両
者
に
わ
た

っ
て
プ
ラ
ッ
ト
に
そ
れ
を
検
討
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
玄
宗
自
身

の
著
述
と
し
て
よ
り
誌
接
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
、
し
か
も
形
式
的



に

は

解

釈

と

し

て

に

優

先

す

べ

き

に

、

焦

点

を

絞

る

こ
と
と
し
た
い
ロ
そ
し
て
玄
宗
自
身
が
示
そ
う
と
し
た
「
妙
本
」
の

様
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
昌
指
し
た
い
。

吋
道
徳
真
経
注
い
問
問
巻
間
関
頭
第
二
阜
の
玄
宗
の
注
は
、
い
わ
ゆ
る

吋
老
子
い
の
「
道
」
「
無
名
」
に
関
わ
り
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

道
と
は
鹿
概
の
妙
用
な
り
。
(
第
一
章
注
)

道
は
常
に
無
名
な
り
。
無
名
と
は
妙
本
な
り
。
(
第
一
章
一
校
)

ま
ず
第
一
の
文
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
立
也
子
い
の
「
道
」
と

は
、
ま
ず
「
虚
機
」
な
る
も
の
の
「
妙
府
」
で
あ
る
と
い
う
。
「
虚

極
」
と
は
、
吋
卓
也
子
い
第
十
六
章
の
玄
宗
注
に
、

虚
極
と
は
妙
本
な
り
。
(
第
十
六
章
注
)

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
ぞ
れ
は
「
妙
本
」
の
こ
と
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
そ
こ
で
こ
の
こ
と
を
第
一
の
文
に
代
入
す
る
な
ら
、
「
道
と
は

妙
本
の
妙
用
な
り
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
妙
用
」
広
つ
い
て
は

後
ほ
ど
詳
述
す
る
こ
と
に
す
る
が
、
今
こ
こ
で
は
「
用
」
に
注
思
し

て
、
取
り
あ
え
ず
そ
れ
を
「
働
き
」
の
意
味
に
解
し
て
お
く
。
と
す

る
と
、
要
す
る
に
第
一
の
文
は
「
道
」
と
は
「
妙
本
」
の
「
働
き
」

を
一
一
一
一
問
う
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

続
い
て
第
一
の
第
二
の
文
で
あ
る
。
そ
の
後
半
か
ら
い
う

と
、
「
無
名
」
と
は
「
妙
本
」
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
前
半
に
一
民
る
と
、
そ
の
「
無
名
」
と
は
「
道
」
の
常
な
る
あ
り

方
を
示
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
「
道
」
は
、
「
妙
本
」
の

あ
る
種
の
状
態
・
あ
り
方
と
し
て
顕
現
し
て
い
る
も
の
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
道
」
と
は
「
妙
本
」
の
あ
る
績
の
〔
す
な
わ

ち
無
名
的
な
)
有
り
ょ
う
を
表
し
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は
「
道
」

は
「
妙
本
」
の
あ
る
一
側
面
を
示
す
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
次
の
第
三
十
九
意
注
の
文
が
、
こ
の
こ
と
の
補
強
的

役
割
を
果
た
す
だ
ろ
う
。

物
、
道
の
用
を
得
れ
ば
、
用
に
図
り
て
名
を
立
つ
。
用
失
わ

れ
れ
ば
而
し
て
実
喪
ぷ
。
(
第
三
十
九
章
注
)

か
く
し
て
、
第
一
章
注
の
二
つ
の
文
の
分
析
か
ら
、
「
道
」
と
は

「
妙
本
」
の
全
体
か
ら
す
る
と
、
そ
の
あ
る
種
の
限
定
的
一
側
面
を

示
す
の
み
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
妙
本
」
は
ど

う
や
ら
「
道
」
に
上
位
す
る
も
の
で
あ
る
ら
し
い
、
と
い
う
こ
と
が

見
え
て
く
る
。
つ
ま
り
「
妙
本
」
と
「
道
」
と
の
関
係
性
が
、
こ
こ

で
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
見
通
し
始
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
だ

か
ら
と
い
っ
て
、
第
一
議
注
の
こ
つ
の
文
の
み
の
分
析
で
、
そ
の
こ

と
が
完
全
に
論
証
さ
れ
た
と
は
と
て
も
い
え
な
い

D

さ
ら
に
そ
の
点

を
は
っ
き
り
と
詰
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
先
に
一
部
を
引
用

し
た
所
だ
が
、
一
一
埠
徳
真
経
』
第
十
六
意
注
の
文
を
こ
こ
で
全
体
的

に
引
用
す
る
。

(27 ) 

虚
極
と
は
妙
本
な
り
0

4

一
一
向
う
こ
こ
ろ
は
、
入
、
生
を
受
く
る



に
、
虚
板
妙
本
よ
り
嘆
く
る
も
、
形
、
受
納
有
る
に
及
べ

ば
、
す
な
わ
ち
妙
本
、
離
散
す
D

(

第
十
六
章
注
)

こ
の
文
の
間
関
磁
の
、
「
虚
極
」
と
は
「
妙
本
」
で
あ
る
、
と
い
う

に
つ
い
て
は
す
で
に
見
た
。
こ
こ
で
は
す
ぐ
に
続
け
て
「
虚
極
妙

)
と
、
一
一
語
を
重
ね
て
一
語
と
し
て
取
り
扱
う
例
が
示
さ
れ
て
い

点
に
注
目
す
る
。
「
虚
極
」
は
「
妙
本
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま

た
「
虚
栂
妙
本
」
と
一
一
語
で
表
さ
れ
る
概
念
で
も
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
口
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
「
虚
筏
妙
本
」
と
は
、
人
間
に

そ
の
生
を
付
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
人
間
に

生
を
付
与
す
る
と
い
う
、
人
間
に
限
定
さ
れ
た
特
殊
な
場
合
が
示
さ

れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
一
般
的
に
敷
約
す
る
の
な
ら
、
そ
れ
は

存
在
者
の
根
源
と
し
て
の
性
質
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
お
い
て
も
ま
た
、
「
妙
木
」
の
位
置

の
見
通
し
が
さ
ら
に
も
う
少
し
明
る
く
な
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
は
第
…
章
一
任
の
ぺ
道
と
は
い
腕
極
の
妙
用
な
り
」

は
、
十
六
章
注
の
文
を
代
入
す
る
と
「
道
と
は
妙
本
の
妙
用
な
り
」

と
な
る
乙
と
を
見
た
。
ま
た
同
じ
く
第
一
議
注
「
無
名
と
は
妙
本
な

り
い
と
い
う
文
は
、
「
妙
本
の
無
名
的
働
き
・
有
り
ょ
う
い
を
示
す

も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
こ
こ
に
お
い
て
、
先
に
…
応
「
妙
本
」

の
「
働
き
い
と
解
し
て
お
い
た
「
妙
用
」
に
つ
い
て
、
少
し
細
か
く

検
討
す
る
。

ま
ず
、
「
妙
用
」
の
「
用
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
あ
ま

り
複
雑
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
単

に
「
機
能
」
「
働
き
」
と
い
う
意
味
で
捉
え
て
お
い
て
大
過
な
い
と

思
う
。
む
し
ろ
こ
の
場
合
、
「
妙
用
」
の
「
妙
」
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
「
妙
」
の
意
味
は
、
引
用
文
の
流
れ
か
ら
し
て
当
然
な
が

ら
、
「
妙
本
」
の
「
妙
」
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
。
そ

れ
は
ま
た
、
当
然
な
が
ら
吋
老
子
」
第
一
章
「
常
無
欲
に
し
て
以
て

そ
の
妙
を
観
」
「
衆
妙
の
門
」
の
「
妙
」
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
見

る
の
が
、
、
注
釈
と
い
う
性
格
か
ら
し
で
も
妥
当
と
い
え
る
口
そ
こ

で
、
こ
の
吋
老
子
い
の
「
妙
」
は
何
か
と
い
う
と
、
そ
の
解
釈
は
歴

史
的
に
は
実
は
さ
ま
ざ
ま
・
多
様
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
今
こ
こ
で

一
々
検
討
す
る
の
に
は
煩
鳴
す
ぎ
る
も
の
で
あ
る
。
最
大
公
約
数
的

に
絞
っ
て
そ
の
意
味
を
規
定
し
て
お
く
し
か
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は

結
局
の
所
、
「
優
れ
た
」
「
不
思
議
な
」
「
微
妙
」
「
玄
妙
」
で
「
奥
深

い
」
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
帰
結
す
る
他
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
先
の
引
用
文
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
え
を
進
め
る
。

「
道
と
は
虚
植
の
妙
用
な
り
」
を
単
純
に
置
換
す
る
と
「
道
と
は

妙
本
の
妙
用
な
り
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
先
に
導
出
し
た

見
方
を
単
純
化
し
た
も
の
と
し
て
受
け
取
れ
る
。
そ
し
て
「
妙
」
を

う
に
形
容
詞
的
な
も
の
と
し
て
、
さ
ら
に
こ
こ
に
代
入

の
意
味
は
、
い
わ
ゆ
る
「
道
」
と
は
「
妙

(28 ) 

し
て
み
る
と
、
こ
の



本
」
の
奥
深
く
微
妙
な
働
き
・
機
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
D

つ
ま
り
こ
の
場
合
、
「
道
」
は
「
機
能
」
的
な
意
味
に
お
い
て

用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
何
ら
の
呉
体
的
実
体
を
伴
う
も
の

で
は
な
い
の
で
あ
る
口
し
か
も
そ
れ
が
「
妙
本
」
に
対
し
て
は
下
属

す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
こ
に
明
白
に
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
つ
ま
り
「
妙
本
」
は
「
道
」
に
儀
越
す
る
位
憧
づ
け
が
与
え

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
う

も
の
の
、
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
ま
で
の
論
証
は
、
ま
っ
た
く
推
理
的

論
証
に
よ
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
だ
け
で
全
て
を
論
証
し
終
え
た

な
ど
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
こ
で
さ
ら
に
、
「
妙
本
」
の
位
霞
に
つ
い
て
は
、
よ
り
直
接
的

に
文
面
に
表
出
さ
れ
て
い
る
用
例
を
見
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
口

「
布
物
混
成
」

へ
の
玄
宗
注
に
次
の
よ
う

こ
レ
わ
ず
h
u
o

t
i
;
 物

有
り
。
混
然
と
し
て
成
り
、
一
切
を
含
み
お
J

む
。
そ
の
生

化
を
一
帯
ぬ
れ
ば
、
乃
ち
天
地
の
先
に
在
り
。
有
物
の
体
は
、
援

琴
虚
静
た
り
。
妙
本
は
湛
然
と
し
て
常
寂
た
る
が
故
に
、
独
立

し
て
改
め
ず
。
応
用
は
群
有
に
備
さ
が
故
に
舟
行
し
て
危
殆
せ

ず
。
部
も
万
物
は
資
り
て
以
て
生
成
し
、
そ
の
茂
養
の
徳
を
被

る
が
故
に
、
以
て
天
下
の
母
と
為
す
べ
し
。

「
妙
本
ん
は
、
は
る
の
成
立
以
前
か
ら
、
存
在
者
の
根
源

に
お
い
て
、
湛
然
と
し
て
有
り
続
け
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
働
き
は

あ
ら
ゆ
る
存
夜
者
に
行
き
渡
っ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
は
そ
れ

に
よ
っ
て
(
依
拠
し
て
)
生
ま
れ
、
し
か
も
そ
の
働
き
に
よ
っ
て
成

長
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
右
の
文
の
要
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
「
妙
本
」
の
位
援
づ
け
は
、
そ
れ
が
「
道
」
を
含
め
た
あ
り
と
あ

ら
ゆ
る
物
の
以
前
に
あ
る
も
の
、
あ
る
い
は
越
え
て
い
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

加
え
て
、
玄
宗
が
「
妙
本
」
を
宇
宙
生
成
に
先
立
つ
も
の
で
あ

り
、
し
か
も
そ
の
宇
宙
を
存
在
せ
し
め
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
と
捉

え
て
い
た
こ
と
は
、
ま
た
次
の
よ
う
な
注
釈
に
よ
っ
て
も
了
解
で
き

7
Q
O
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妙
本
、
気
を
見
わ
し
て
、
天
地
を
権
輿
す
。
天
地
、
資
り
て

始
ま
る
が
故
に
、
蕪
名
と
い
う
。
(
第
一
章
詑
)

妙
本
、
動
期
し
て
和
気
を
捺
す
。
物
、
得
て
以
て
生
じ
、
万

類
を
養
う
。
乾
、
知
〔
お
さ
)
め
て
、
坤
、
作
〔
お
こ
〕
り
、

形
位
、
兆
〔
あ
ら
〕
わ
れ
、
の
勢
い
お
の
お
の
成
り
遂

ぐ
。
(
第
五
十
一

(
四
)

「
妙
本
」
の
超
越
性

以
上
に
よ
れ
ば
、
玄
宗
注
に
お
け
る
「
妙
本
」
の
概
念
的
位
置

は
、
「
道
」
を
含
め
て
従
来
吋
老
子
』
解
釈
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い



た
哲
学
的
な
種
々
の
概
念
を
、
す
べ
て
越
え
る
も
の
と
し
て
設
定
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
明
白
で
あ
っ
た
と
い
え
る

の
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
で
は
さ
ら
に
し
つ
こ
く
、
「
妙
本
」
が
「
道
」

を
越
え
て
そ
の
上
位
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
、
玄
宗
の
吋
老
子
同

へ
の
具
体
的
注
釈
作
業
の
中
に
見
て
、
以
上
の
こ
と
を
決
定
的
・
確

定
的
に
押
さ
え
た
い
と
思
う
。
そ
の
併
と
し
て
、
第
四
章
の
本
文
と

注
釈
を
取
り
上
げ
る
。

本
文
一
道
は
沖
に
し
て
之
を
用
い
、
或
い
は
盈
た
ず
。

淵
と
し
て
万
物
の
宗
に
似
た
り
。

二
墳
は
常
に
物
を
生
じ
て
盈
満
せ
ず
。
妙
本
は
淵
と
し

て
深
静
な
る
が
故
に
万
物
の
宗
主
た
る
に
似
た
り
。

通
常
、
こ
の
本
文
は
、
「
道
」
が
文
全
体
の
守
一
語
で
あ
り
、
「
或
い

は
説
」
た
ざ
る
も
の
も
「
万
物
の
宗
に
似
」
る
も
の
も
、
と
も
に

「
道
」
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
玄
宗
は
、
こ
の
本
文

を
二
つ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
主
…
諮
問
は
違
う
も
の
と
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
「
或
い
は
盈
」
た
ざ
る
も
の
は
「
道
」
で
あ
る
が
、
っ
h
物

の
宗
」
は
「
妙
本
」
で
あ
る
、
と
。
「
道
」
に
は
あ
る
種
の
運
動
性

な
い
し
機
能
的
要
素
を
見
、
こ
れ
に
対
し
て
叶
妙
本
」
に
は
静
寂
不

動
を
見
ょ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
口
玄
宗
は
、
は
っ
き
り
と

ー
道
」
と
「
妙
本
」
と
を
院
別
し
、
ぺ
道
」
は
動
、
ぺ
妙
本
」
は
静
と

し
、
「
妙
本
一
に
よ
り
高
次
の
位
践
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
た
と
い

え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
「
道
」
と
「
妙
本
」
の
概
念
的
先

後
関
係
に
つ
い
て
は
、
玄
宗
は
第
四
章
の
続
く
本
文
へ
の
注
に
お
い

て
、
明
確
に
示
し
て
い
る

G

吋
老
子
}
本
文
ぃ
其
の
光
に
和
し
、
其
の
鹿
に
閉
じ
く
す
。

玄
宗
注
一
道
は
在
ら
ざ
る
所
な
し
。
在
る
所
は
常
に
元
な
り
。

光
に
在
り
て
、
塵
に
在
り
て
、
皆
と
も
に
一
と
な

る
。
一
な
る
も
の
は
光
麗
の
み
。
而
る
に
妙
本
は
光

鹿
に
非
ざ
る
な
り
口

吋
老
子
」
本
文
一
湛
と
し
て
存
す
る
に
似
た
り
口

玄
宗
注
一
和
光
開
塵
す
る
も
、
而
る
に
妙
本
は
雑
ら
ず
。
故
に

湛
と
し
て
存
す
る
所
有
る
に
似
た
り
。

玄
宗
に
よ
る
と
、
「
道
」
の
あ
り
方
は
常
に
「
充
〔
無
〕
」
で
あ
る

と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
「
元
〔
無
ご
と
は
、
「
道
」
自
体
が
何
も

「
無
」
い
と
い
う
表
象
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
、
と
い
う
の
で
は
な

い
。
「
道
」
が
常
に
何
も
の
か
と
「
こ
な
る
も
の
に
な
り
あ
っ
て

い
る
も
の
、
と
し
て
現
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
光
や
騒
が
そ
の
尚
も
の
か
で
あ
っ
て
、
「
こ
と
し
て

現
に
認
識
し
う
る
も
の
は
光
や
塵
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
光
と
鹿

に
は
実
は
吋
道
」
が
棺
即
し
て
〔
「
こ
に
な
り
あ
っ
て
〕
い
る
の

で
あ
っ
て
、
「
道
」
は
そ
う
い
う
何
も
の
か
と
一
体
化
し
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
自
体
は

(30 ) 



だ
と
表
現
さ
れ
る
、
と
五
宗
は
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ

れ
は
あ
く
ま
で
も
光
践
と
一
体
と
な
っ
て
そ
こ
に
有
る
も
の
で
あ

る
。
あ
る
い
は
、
光
躍
に
は
が
併
在
し
て
い
る
と
い
っ
て
も

よ
い
だ
ろ
う
。

「
妙
本
ん
に
つ
い
て
は
、
玄
宗
は
「
光
鹿
に
一
非
」
ざ
る
も
の

と
断
一
一
一
一
閃
し
て
、
「
道
」
の
ご
と
く
光
躍
に
相
即
し
て
(
「
こ
に
な
り

あ
っ
て
)
い
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
続
く
注
釈
に
お
い

て
は
、
「
妙
本
」
は
「
選
」
の
ご
と
く
何
も
の
か
と
雑
り
あ
う
こ
と

の
な
い
、
い
っ
て
み
れ
ば
純
正
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
こ
に
は
「
雑
」
な
る
「
道
」
に
比
し
て
、
「
妙
本
」
の

「
不
雑
」
性
な
い
し
「
純
粋
」
性
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。

(
五
)

む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
の
玄
宗
注
に
お
い
て
ひ
と
き
わ
自
に
付
く
概
念

で
あ
る
「
妙
本
」
に
つ
い
て
、
主
に
そ
の
超
越
的
側
面
を
中
心
に
分

析
を
進
め
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
玄
宗
は
「
妙
本
」
の
概
念
に
、
従

来
の
「
道
」
概
念
を
越
え
る
高
次
の
位
置
づ
け
を
与
え
よ
う
と
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
は
疑
う
こ
と
が
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
確

と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
上
の
こ
と
に
反
す
る
よ
う
な
事
実

で
あ
る
が
、
玄
宗
誌
の
「
妙
本
」
に
は
、
従
来
の
「
道
」
を
越
え
る

も
の
で
は
な
い
、
従
来
の
「
道
」
と
ほ
ぼ
等
間
の
内
容
し
か
与
え
ら

れ
て
い
な
い
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
部
分
も
、
笑
は
存
在

し
て
い
る
。
以
下
の
ご
つ
の
文
を
見
比
べ
る
。

妙
本
、
動
泊
し
て
和
気
を
砕
す
口
(
第
五
十
二
章
一
任
)

道
、
動
き
て
沖
和
の
妙
気
を
出
す
。
(
第
四
十
二
車
注
)

つ
ま
り
こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
「
妙
本
」
と
「
道
」
と
に
は
差
異
は

な
い
と
見
、
ざ
る
を
え
な
い
所
が
玄
宗
注
に
は
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
こ
と
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
「
道
」
と
等
悶
な
る
「
妙

本
」
と
い
う
概
念
に
関
し
て
よ
り
詳
細
な
る
分
析
を
必
要
と
す
る
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
併
存
は
い
か
な
る
論
還
に
お
い
て
な
さ
れ
て

い
る
の
か
の
分
析
も
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
加
え
て
、
そ
の
事
態
は

い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
の
論
証
も

必
要
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
今
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
論
ず
る
準
備
は
整
っ
て

い
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
を
論
ず
る
た
め
の
紙
数
も
な
く
な
っ
た
。
よ

っ
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
ま
た
稿
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
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に
し
た
い
。

、法(
1
)
皇
帝
代
数
か
ら
は
、
別
天
武
后
と
蕩
習
を
除
い
た
。

(2)
集
緊
院
学
士
た
ち
が
玄
宗
の
の
作
成
に
関
わ
っ
て
い
た

こ

と

に

つ

い

て

は

、

尚

黄

老

、

関

一

見

十

八

年

・



関
空

(3)
日
に
関
す
る
先
行
研
究
に
つ
い
て
鳥
敵
し
て
み
る
と
、
現
在
の

所
、
そ
の
解
釈
は
大
き
く
二
つ
の
立
場
に
分
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。
ま
ず
「
妙
本
」
の
超
越
性
を
重
視
す
る
立
場
で
あ
る
ο

「
玄
宗
注
疏

に
あ
っ
て
は
、
「
道
」
は
「
虚
極
の
妙
用
」
で
あ
り
、
「
虚
極
妙
本
の
強

名
」
で
あ
っ
て
、
「
妙
本
〕
こ
そ
が
世
界
の
椴
源
に
あ
る
究
極
的
な
存
在

を
表
象
し
う
る
崎
一
の
概
念
で
あ
る
と
い
う
明
確
な
意
識
が
寄
在
す
る
。

:
:
玄
京
佐
統
に
お
い
て
は
、
「
妙
本
」
が
現
象
世
界
の
線
源
的
実
夜
と

え
」
れ
て
い
る
い
(
饗
谷
邦
夫
「
騎
・
玄
宗
門
道
徳
真
経
い
注
疏
に
お
砂
る

「
妙
本
」
に
つ
い
て
い
(
秋
月
観
腕
編
吋
中
国
の
宗
教
と
文
化
」
平
河
出
版

社
、
…
九
八
七
〉
〉
と
い
う
饗
谷
説
が
、
そ
の
代
表
で
あ
る
。
も
う
一
方

は
「
妙
本
」
と
「
道
」
と
を
等
問
、
な
い
し
「
妙
本
」
を
「
道
」
の
形
容

的
な
も
の
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
「
妙
物
も
し
く
は
妙
本
と
で
も
言
う
し

か
名
づ
け
よ
う
の
な
い
そ
れ
は
、
一
切
万
物
の
そ
れ
ぞ
れ
を
表
象
す
る
日

常
的
な
一
言
語
に
よ
っ
て
は
決
し
て
表
象
し
え
な
い
が
放
に
、
本
来
無
名
で

あ
る
が
、
す
べ
て
の
得
在
に
通
じ
か
か
わ
る
と
い
う
点
か
ら
、
強
い
て
名

づ
け
れ
ば
、
道
と
で
も
呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
:
:
:
探
求
の
果
て

に
、
唯
…
者
、
妙
本
と
し
て
の
道
に
た
ど
り
つ
く
こ
と
が
で
き
た
と
す
る

な
ら
、
こ
の
道
は
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
ま
さ
し
く
万
物
の
始
糠
で
あ
る

と
活
問
え
る
で
あ
ろ
う
」
(
中
嶋
経
蔵
ヱ
ハ
朝
思
想
の
研
究
い
平
楽
守
護
活
、

…
九
八
五
、
七

O
ニ一民

i
七
0
…
一
一
一
良
)
と
の
中
嶋
説
に
代
表
さ
れ
る
。
つ

ま
り
「
妙
本
」
を
超
越
的
な
も
の
と
捉
え
る
立
場
か
、
超
越
的
な
も
の
は

「
道
い
で
あ
り
、
ぺ
妙
本
い
は
「
道
」
と
等
間
な
い
し
た
ん
に
「
道
」
の
形

容
灼
な
も
の
に
す
ぎ
設
い
と
捉
え
る
立
場
か
の
、
一
つ
の
対
立
的
解
釈
が

現
在
に
お
け
る
主
要
な
説
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
砂

山
稔
詩
情
唐
道
教
思
想
史
研
究
」
平
河
出
版
社
、
一
九
九

O
、
三
三
二
一
良

f
)

一
一
一
一
ニ
三
頁
)
は
、
「
「
道
」
を
「
鹿
極
」
「
抄
本
」
が
万
物
を
生
成
す
る

作
用
と
捉
え
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
「
妙
本
」
を
超
越
的
な
も
の
と
す
る

立
場
に
立
つ
。
一
方
、
島
一
「
玄
宗
の
「
道
徳
真
経
い
注
疏
に
つ
い
て

i

理
閣
と
理
身
;
(
上
)
」
(
町
立
命
館
文
学
」
第
五
二
三
号
、
一
九
九
二
、

八
一
一
良
)
、
問
「
玄
宗
の
吋
道
徳
真
経
い
注
疏
に
つ
い
て
l

理
国
と
理
身

i
(下
)
」
(
町
立
命
館
文
学
い
第
五
二
六
号
、
一
九
九
二
、
五
五
頁
)
の

「
妙
木
」
の
解
釈
は
、
明
ら
か
に
中
嶋
説
を
前
提
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

(
4
)
老
子
が
騎
朝
の
担
先
で
あ
る
と
い
う
説
は
、
唐
の
延
室
の
姓
が
芸
ご

で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
癒
代
に
な
っ
て
か
ら
叫
び
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
が
厳
密
に
い
つ
ご
ろ
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
不
明

と
い
う
し
か
な
い
が
、
唐
太
宗
の
貞
観
十
一
年
(
六
一
一
一
二
)
、
帝
が
「
朕

の
本
系
は
柱
史
(
老
子
)
よ
り
出
ず
」
(
宗
主
唐
文
い
六
)
と
述
べ
て
い
る

所
か
ら
す
る
と
、
太
宗
の
持
期
に
は
相
当
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
広
な
っ
て

い
た
説
で
あ
ろ
う
。

(
5
)
吋
悶
唐
寄
い
「
玄
宗
本
紀
」

(
6
)
「
妙
本
」
の
概
念
の
主
な
先
行
用
例
は
成
玄
英
に
あ
る
。
玄
宗
宗
は

に
お
け
る
成
玄
英
の
承
授
の
問
題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
述
べ
た
い
と

思
う
が
、
た
だ
…
点
、
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
「
妙
本
」
の
こ
う
し

た
性
格
は
ま
っ
た
く
玄
宗
注
に
独
自
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

ヲ
心
。

(
7
)
 

(32 ) 

3
)
に
示
し
た
よ
う
に
、
先
行
研
究
の
「
妙
本
」
の
解
釈



は
、
こ
れ
ら
の
ど
ち
ら
か
の
立
場
に
立
ち
つ
つ
、
そ
れ
を
強
調
す
る
と
い

う
性
格
の
濃
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
こ
つ
の
立
場
の
併
存
を
、
い
わ

ば
前
提
と
し
た
上
で
、
考
察
を
進
め
よ
う
と
の
方
向
性
を
も
っ
論
考
は
、

現
在
の
所
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

(8)
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
現
在
の
所
、
玄
宗
自
身
の
政
治
理
念
の
あ
り

方
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
の
予
測
を
立
て
て
い
る

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
一
層
明
断
な
論
誌
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

(
筑
波
大
学
)

(33 ) 


