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従
容
録
に
学
ぶ

公８
）

第
叱

‐
九
列
　
長
沙
進
歩

〔暉い　　ュ容〕　　　　　　　　　きんしゃだんとう
　　ば
ろう
かヽ　　　　　　　こ

衆
に

る示

‐，し
箕

‐，云
く
げ
詮
沙

つ灘
頭
の
馬
榔
婦
だ
別
に
堤
れ

精
神
。
瑠
璃
瓶
裏
肛
鉱
端
を
持
く
を
、

確
か
敏
え
て
転

あ動

す
ｒ
人
を
驚
秒
け
囃
に
入
ら
ず
そん
曜
Ｆ
意
に
称
う
魚
に
逢

い
難
し
。
寛
行
大
歩
の

一
句
、
作
慶
生
。

〔本
　
則
〕

挙
す
が
長
沙
、
僧
を
叱
て
会
和
尚

リーこ一調
め
し
む
。
未
だ

嫡
泉
に
見
え
ざ
る
時
は
如
何
ん
。
会
、

浪
畝
す
。
僧
云
く
、

見
え
簗
後
は
如
何

こん
ピ
会
云
く
、
別
に
拓
％
体
抄
ら
ザ
。

僧
Ｆ
廻

っ
て
秒
〓
挙
似
け
い
沙
鐸
く
だ
百
尺

な竿
頭
に
坐
す

る
底
の
人
Ｆ
得
入
け
と
然
雖
も
未
だ
真
と
は
為
さ

こず
。
百

尺
竿
頭
、
須
ら
く
歩
を
進
む
べ
し
。
十
方
世
界
、
是
れ
全

身
な
り
。

箱
転
く
ぃ
百
沢
諄
破
、
如
何
ん
が
歩
姥
篭

め
ん
。

沙
云
く
、

し朗
酬

０

こ山
、

鎧
酬
の
球
。
僧
云
く
、
会
せ
ず
。

沙
云
く
、
四
海
五
湖
、
王
化

の
暴
。

「長
足
の
進
歩
」
と
い
う
表
現
が
あ
り
ま
す
が
、
今
回
は
ま

っ
た

く
似
て
非
な
る

「長
砂
進
歩
」
と
い
う
公
案
。
長
沙
和
尚
は
こ
こ
で

は
初
登
場
で
、
長
沙
景
琴

（
＊
～
八
六
八
）
さ
ん
の
こ
と
で
す
。
こ

の
方
は
禅
法
を
南
岳
―
馬
祖
―
南
泉
―
景
琴
と
承
け
、
湖
南
省
の
省

都
で
あ
る
長
沙
市
の
岳
麓
山
で
道
場
を
開
い
た
英
傑
で
す
。　
一
匹
オ

オ
カ
ミ
の
英
傑
た
ち
は
、
み
な
地
名
や
山
名

・
寺
名
な
ど
で
呼
ば
れ

る
の
が
中
国
の
伝
統
。

こ
の
人
も
、
現
在
は
人
口
六
百
万
の
大
都
市
で
あ
る

「長
沙
」
の

名
で
呼
ば
れ
る
の
で
す
か
ら
、
推
し
て
し
る
べ
し
。
道
元
禅
師
も
著

作
中
で
、
長
沙
の
こ
と
ば
を
た
び
た
び
引
い
て
描
提
さ
れ
て
い
る
ほ

ど
で
す
。
し
か
し
、
『従
容
録
』
で
は
長
沙
を
テ
ー
マ
と
す
る
の
は

こ
の

一
則
だ
け
。
そ
れ
だ
け
に
貴
重
な
公
案
と
い
え
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
今
回
の
本
則
は
か
な
り
長
い
の
で
、
ス
ペ
ー
ス
の
都

合
か
ら
万
松
さ
ん
の
コ
メ
ン
ト

〔著
語
〕
の
部
分
は
省
略
し
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
巻
頭
に
あ
る
万
松
の

〔示
衆
〕
は
そ
の
ま
ま
で
す
。
ま

ず
こ
れ
を
、
例
に
よ
わ
て
意
訳
し
て
み
ま
し
ょ
う
プ
λ

「馬
氏
の
も
と
に
嫁
い
で
教
化
を
ほ
ど
こ
し
た
魚
藍
観
音
は
、
な

ん
と
す
ば
ら
し
い
精
魂
な
た
と
。
だ
い
た
ぃ
、
ガ
ラ
ス
の
器
で
餅
を

つ
こ
う
と
し
て
も
、
誰
も
杵
は
動
か
せ
ぬ
。
怒
涛
の
浪
に
身
を
投
じ

て
こ
そ
、
ね
ら
っ
た
魚
は
じ
と
め
ら
れ
る
と
い
う
も
の
。
こ
ん
な
縦

横
自
在
な
は
た
ら
き
を
示
す

一
句
は
、
果
し
て
何
じ
ゃ
ろ
う
な
。」

を
才
亀
タ
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お
お
む
ね
こ
ん
な
と
こ
ろ
。
「金
沙
灘

頭
の
馬
郎
婦
」
と
は
、
仏
教
が
未
開
で

あ

っ
た
辺
境
の
馬
氏
の
も
と
に
、
美
女

に
変
じ
た
魚
笙
観
音
が
嫁

い
で
教
化
し

た
と
い
う
故
事
。
こ
の
故
事
の
よ
う
に

立
派
な
教
化
の
活
動
を
示
す
の
が
、
ほ

か
な
ら
ぬ

「長
沙
進
歩
」
の
公
案
だ
と

い
っ
て
い
る
の
で
す
。
な
お
、
「鉱
鎌
」

と
は
栗
餅
の
こ
と
で
す
。

そ
こ
で

〔本
則
〕
を
み
ま
し
ょ
う
。

長
沙
和
尚
が
多
和
尚
の
と
こ
ろ
に
僧

を

つ
か
わ
し
て
、
た
ず
ね
さ
せ
た
。
僧

「あ
な
た
が
南
泉
さ
ま
に
参
じ
な
か

っ

た
以
前
の
境
地
は
？
」
会
は
黙

っ
た
ま

ま
。
僧

「参
じ
た
後
は
？
」
「
別
に
変
わ

っ
た
こ
と
は
な
い
さ
。
」
僧
は
帰

っ
て
長

沙
に
告
げ
た
。
長
沙
の
詩

「
百
尺
の
竿

上
に
座

っ
た
ま
ま
、
悟

っ
ち

ゃ
い
る
け

ど
本
物
じ
ゃ
な
い
。
竿
の
上
か
ら

一
歩

を
進
め
て
こ
そ
、
全
世
界
と

一
つ
に
な

れ
る
も
の
を
。」
僧

「ど
う
し
た
ら

一
歩

を
進
め
ら
れ
ま
す
？
」
「山
は
た
だ
山
、

水
は
た
だ
水
。
」
僧

「わ
か
り
ま
せ
ん
。
」

「
い
い
か
な
、
世
界
中
が
お
の
れ
の
全

身
な
ん
だ
。
」

お
お
む
ね
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
す
。

こ
こ
で
長
沙
が
僧
を

つ
か
わ
し
た

「会

和
尚
」
と
は
、
同
じ
長
沙
市
の
東
寺
に

住
し
た
著
名
な
如
会
和
尚
と
も
み
ら
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
如
会
は
法
系
譜

で
は
長
沙
の
叔
父
に
当
る
の
に
、
こ
の

公
案
で
は
長
沙
が
僧
を
使

っ
て
テ
ス
ト

し
た
り
、
そ
の
結
果
を
非
難
す
る
な
ど

い
か
に
も
不
自
然
。
そ
の
上
、
如
会
が

南
泉
に
参
じ
た
と
す
る
伝
記
史
料
は
皆

無
。

つ
ま
り
、
〈
ム
と
如
会
は
別
人
で
す
。

ま
た
、
南
泉
は
い
う
ま
で
も
な
く
南

泉
普
願
。
並

い
る
馬
祖
門
下
で
は
百
丈

と
共
に
大
禅
匠
で
す
。
長
沙
は
こ
の
人

に
参
じ
て
鉗
館
を
受
け
、
法
を
嗣
い
だ
。

つ
ま
り
会
和
尚
と
は
修
行
仲
間
だ

っ
た

の
で
す
。
で
す
か
ら
僧
に
聞
か
せ
た
こ

と
は
、
南
泉
の
も
と
で
の
悟
境
。
と
こ

ろ
が
、
参
学
の
前
後
で
は
何
の
変
り
も

な
い
と
い
う
返
事
で
し
た
。

た
し
か
に
、
悟
り
と
は
大
宇
宙
の
真

理

（法
）
を
悟
る
こ
と
で
、
万
法
そ
の

も
の
を
す
な
お
に
見
間
で
き
る
よ
う
に

な
る
わ
け
で
、
特
殊
な
通
力
を
も

つ
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
悲
し

い
か
な
、
人
間
が
始
末
に
負
え
な
い
の

は
執
着
。
そ
れ
を
悟

っ
た
ら
悟
り
の
世

界
に
安
住
し
て
し
ま

っ
た
。
そ
こ
で
長

沙
が

「
百
尺
竿
頭
進

一
歩
」
と
い
う
有

名
な

一
句
を
吐

い
た
の
で
す
。
こ
れ
が

で
き
れ
ば
、
山
も
川
も
自
分
と

一
体
に

な
れ
る
、
と

い
う
の
で
す
。

し
た
が

つ
て
、
「
百
尺
竿
頭
進

一
歩
」

が
こ
の
公
案
の
眼
目
。
あ
り
が
た
い
こ

と
に
、
道
元
禅
師
は
こ
の
言
葉
を
何
度

も
引

い
て
説
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
り

わ
け

『
正
法
眼
蔵
随
聞
記
』
で
は
、
何

度
も
こ
の
語
を
と
り
あ
げ
て
策
励
さ
れ

ま
す
。
そ
の
要
旨
は
、
出
家
で
も
在
家

で
も
名
誉
や
地
位
や
利
益
に
と
ら
わ
れ
、

我
見
で
自
分
に
都
合
の
良
い
仏
を

つ
く

り
出
し
て
い
て
は
、
い
く
ら
修
行
を
し

て
も
道
は
得
ら
れ
ぬ
。
こ
ん
な
我
見
を

離
れ
て
百
尺
竿
頭
か
ら

一
歩
を
進
め
て

修
行
し
、
は
じ
め
て
道
と
親
し
く
な
れ

る
の
だ
、
と
い
う
説
示
で
す
。

た
し
か
に
人
は
、
金
が
た
ま
る
と

エ

リ
ー
ト
意
識
が
生
ま
れ
、
人
間
の
価
値

を
金
銭
で
は
か
る
よ
う
に
な
り
、
名
誉

や
地
位
や
職
位
が
高
く
な
る
と
、
と
た

ん
に
エ
ラ
く
な

っ
て
し
ま
う
。
大
学
の

先
生
な
ど
は
、　
一
般
に
口
先
だ
け
で
心

は
キ
タ
ナ
イ
人
が
案
外
と
多
い
の
で
す
。

教
員
職
は
幼
稚
園
の
先
生
が
い
ち
ば
ん

狩
野
元
信
の
虎
図
衝
立

（定
林
寺
）

立
派
で
、
上
に
ゆ
く
ほ
ど
人
格
は
ダ
メ
。

高
学
歴
・机
上
労
働
と
人
格
の
関
係
は
、

ど
う
や
ら
反
比
例
な
の
で
す
ね
。
む
し

ろ
、
身
体
を
張

っ
て
生
業
に
励
ん
で
い

る
人
ほ
ど
、
誠
実
で
寡
黙
、
そ
し
て
あ

た
た
か
い
。
だ
か
ら
、
身
に
つ
い
て
し

ま

っ
た
も
の
を

「放
下
著
」
し
な
い
と
、

仏
道
は
本
物
に
な
ら
な
い
。

わ
た
く
し
は
以
前
、
宗
門
の
文
化
財

調
査
で
岡
山
県
高
梁
市
の
定
林
寺
で
見

た
、
狩
野
元
信
の
描
く
衝
立
の
虎
図
を

忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
甘
え
る

子
を
口
で
く
わ
え
た
親
虎
の
な
ぜ
か
悲

し
げ
な
顔
。
と
こ
ろ
が
裏
側
を
見
て
驚

き
ま
し
た
。
竹
林
と
千
匁
の
谷
―
元
信

は
ま
さ
に
最
愛
の
子
を
崖
か
ら
投
げ
落

す
情
景
を
描

い
た
の
で
す
。
そ
の
迫
力

た
る
や
、
四
百
余
年
の
歳
月
を
経
て
今

な
お
鮮
明
。
さ
す
が
は
日
本
三
傑
の

一

人
、
元
信
の
名
作
で
す
。

虎
で
さ
え
、
こ
ん
な
生
死
の
試
練
を

経
て

一
匹
前
？
に
な
る
の
で
す
。
そ
れ

は
虎
の
本
能
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

猛
獣
な
が
ら
み
ご
と
な
試
練
。
人
間
は

身
を
危
険
に
さ
ら
す
必
要
は
な
く
、
ま

た
本
能
的
な
煩
悩
を
断

つ
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
で
す
が
、
い
つ
も
自
分
を
支

配
し
て
い
る
と
ら
わ
れ
の
心
は
、
サ
ラ

リ
と
捨
て
さ
る
こ
と
が
可
能
。
す
る
と

い
つ
し
か
仏
道
は
身
に
つ
き
ま
す
。
そ

れ
に
は
常
に
道
心
を
費
す
こ
と
で
あ
り

ま
す
。
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―
特
集

倶
毅
東
漸
翁
鮫

玄
失
三
蔵
は
七
世
紀
初
め
イ
ン
ド

ヘ
求
法
の
旅
に
お
も
む
き
、
各
地
の
大
徳

を
訪
ね
て
仏
教
の
蘊
奥
を
き
わ
め
、
多
く
の
経
典
を
携
え
て
帰
国
し
ま
し
た
。

こ
の
玄
突
三
蔵
の
足
跡
を
す
こ
し
た
ど
ろ
う
と

い
う
仏
教
東
漸
の
八
日
間
の
旅

が
、
参
禅
会
有
志
に
よ

っ
て
企
画
さ
れ
ま
し
た
。

敦
達
莫
高
窟
、
安
西
楡
林
窟
、
玄
失
三
蔵
が
大
衆
に
講
義
を
し
た
高
昌
故
城
、

西
遊
記
で
お
馴
染
み
の
火
焔
山
の
あ
る
ト
ル
フ
ア
ン
、
新
彊
地
域
最
大
の
石
窟

で
あ
る
キ
ジ
ル
千
仏
洞
や
ベ
ゼ
ク
リ
ク
千
仏
洞
な
ど
、
仏
教
の
東
遷
を
物
語
る

遺
跡
を
見
な
が
ら
ク
チ
ャ
ま
で
の
辺
境
の
旅
で
あ
る
。

龍
泉
院
椎
名
老
師
を
は
じ
め
総
勢

一
四
名
。
今
年
は
参
禅
会
が
始
ま

っ
て
三

〇
年
と
い
う
記
念
の
年
で
す
。
記
念
行
事
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
の
で
非
公
式
行
事

と
い
う
こ
と
で
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

玄
失

三
蔵

は

『大
唐
西
域
記
』
に

「大
流
沙
に
入
る
と
、
砂
は
風
に
し
た

が

っ
て
、
流
れ
た
り
、
留
ま

っ
た
り
、

あ
る
い
は
集
ま

っ
た
り
、
散

っ
た
り
す

る
の
で
通

っ
た
人
の
足
跡
も
消
え
、

つ

い
に
路
に
迷
う
こ
と
が
多

い
。
四
方
は

る
か
に
茫
々
と
し
て
、
方
向
が
分
か
ら

な
く
な
る
。
そ
こ
で
旅
行
に
は
そ
の
辺

に
残
さ
れ
た
遺
骸
を
集
め
て
目
印
に
す

る
。
水
も
草
も
な
く
、
し
ば
し
ば
熱
風

が
吹
く
。
風
が
起
こ
る
と
、
人
も
動
物

も
眼
が
く
ら
み
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
気
味
と

な
る
。
ふ
と
歌
声
が
聞
ン」
え
た
り
、
泣

き
声
が
聞
こ
え
た
り
す
る
。
こ
れ
に
惑

わ
さ
れ
て
、
自
分
の
い
る
場
所
が
分
か

ら
な
く
な
り
、行
方
不
明
に
な

っ
た
り
、

そ
の
た
め
し
ば
し
ば
生
命
を
失
う
。
思

う
に
こ
れ
は
妖
霊
の
し
わ
ざ
で
あ
ろ
つヽ
。
」

と
書

い
て
い
る
。

我
々
は
こ
の
よ
う
な
地
を
飛
行
機
と

汽
車
と
バ
ス
で
訪
れ
た
。
玄
失
三
蔵
は

広
漠
た
る
熱
砂
の
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠

を
越
え
、
万
古
白
雪
を
頂
く
パ
ミ
ー
ル

高
原
、
白
氷
の
カ
ラ
コ
ル
ム
山
脈
を
徒

歩
で
横
断
し
た
。
今
日
の
装
備
を
し
て

も
容
易
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も

帰
国
し
て
か
ら
多
く
の
経
典
の
翻
訳
に

あ
た

っ
た
。

仏
教
が
中
国
に
渡
来
し
て
き
た
の
は

後
漢
の
章
帝

・
和
帝

（七
六
～

一
〇
五

年
）
以
後
、
班
超
が
西
域
を
定
め
て
、

東
西
の
交
通
が
大

い
に
お
こ
っ
た
頃
で

あ
る
。
仏
教
が
多
く
の
僧
侶
や
経
典
の

安
西
楡
林
窟
は
荒
地
の
谷
間
に
あ
る

伝
来
に
よ

っ
て
、
本
格
的
に
中
国
に
広

ま
り
始
め
た
の
は
、
後
漢
末
か
ら
三
国

以
後
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
敦
建
や
西
域

が
仏
教
の
受
容
に
重
要
な
役
割
を
し
め

た
の
で
あ
ろ
う
。

今
回
我
々
は
安
西
の
楡
林
窟
、
敦
燈

の
莫
高
窟
、
吐
魯
番

（ト
ル
フ
ア
ン
）

の
ベ
ゼ
ク
リ
ク
千
仏
洞
、
そ
し
て
庫
車

（ク
チ
ャ
）
の
ク
ズ
ル
ガ

ハ
千
仏
洞
と

キ
ジ
ル
千
仏
洞
の
仏
教
遺
跡
を
訪
れ
た
。

仏
教
東
漸
の
旅
は
我
々
の
今
回
の
目
的

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
仏
像
や
壁
画
は
何
百
年
に

も
渡

っ
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
強

い
信
仰
に
支
え
ら
れ
て
造
ら
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
過
酷
な
砂
漠
の
な
か

で
生
活
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
強
烈
な

信
仰
が
あ

っ
た
。

し
か
し
、
我
々
が
見
た
の
は
金
を
取

っ
て
見
せ
ら
れ
た
過
去
の
も
の
で
あ

っ

た
。
現
代
に
生
き
て
い
る
も
の
で
は
な

い
。
た
し
か
に
ウ
イ
グ
ル
地
区
は
イ
ス

ラ
ム
教
圏
で
あ
る
。
仏
像
は
眼
を
く
り

ぬ
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
今
住
ん
で
い

る
人
達
に
は
何
の
意
味
も
無

い
も
の
で

あ
ろ
う
。
旅
に
出
る
前
に
報
道
さ
れ
た

イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
タ
リ
バ
ン
が
バ
ー

ミ
ア
ン
の
仏
像
を
破
壊
し
た
。

し
か
し
攻
撃
的
な
自
己
主
張
を
す
る

宗
教
は
、
二

一
世
紀
を
導
く
宗
教
た
り

え
る
の
か
。

ニ
ー
チ

ェ
は

「神
は
死
ん

だ
」
と
言

っ
た
。
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
仏

仏
教
東
漸
の
旅

沼
南
町
　
添
田
　
日
日
弘

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
私
は
と
う
と
う
や

っ
て
来
た
。
長
い
間
の
夢
で
あ

っ
た
。

法
顕
が
、
玄
英
三
蔵
が
求
法
の
旅
に
出

掛
け
た
。
砂
漠
を
通
り
、
山
々
を
越
え
、

死
都
の
廃
墟
を
抜
け
、
世
界
最
高
の
峠

の
氷
雪
を
越
え

て
行

っ
た
。
法
顕
は

『仏
国
記
』
で

「沙
河
中
に
多
く
の
悪

鬼

・
熱
風
あ
り
。
逢
え
ば
即
ち
皆
死
し

て
、　
一
と
し
て
生
き
物
無
し
。
上
に
飛

鳥
な
く
、
下
に
走
獣
な
し
。
遍
望
極
目
、

度
る
処
を
求
め
ん
と
欲
す
れ
ば
、
即
ち

擬
す
る
処
を
知
ら
ず
。
唯
、
死
人
の
枯

骨
を
以

っ
て
、
標
識
と
為
す
の
み
」
と
。

③



像
も
遺
跡
と
し
て
存
在
し
て
い
る
だ
け

で
、
生
き
た
仏
像
で
は
な
い
。
そ
こ
に

は
こ
れ
ら
仏
像
を
何
年
も
か
け
て
造

っ

た
信
仰
が
な
い
。
そ
れ
は
日
本
の
京
都

な
ど
に
あ
る
観
光
寺
院
と
ま
た
全
く
同

じ
で
あ
る
。
信
仰
の
対
象
で
は
な
く
金

を
集
め
る
彫
刻
物
で
あ
り
、
絵
画
に
過

ぎ
な
い
。
昔
の
人
達
の
強
い
信
仰
心
か

ら
生
ま
れ
た
も
の
が
観
光
の
材
料
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
悲
し
い
思
い
を
し
た
。

海
か
ら

一
番
遠
い
と
こ
ろ
に
沙
の
海

が
あ

っ
た
。
そ
の
ス
ケ
ー
ル
と
雄
大
な

景
観
に
圧
倒
さ
れ
た
。
砂
漠
と
い
っ
て

も
、
そ
の
灰
色
の
広
が
り
は
山
あ
り
谷

あ
り
、
地
形
も
複
雑
で
、
様
相
は
千
変

万
化
、
息
を
呑
む
感
じ
で
あ
る
。
ゴ
ビ

砂
漠
は
モ
ン
ゴ
ル
語
で

「人
の
定
住
し

な
い
土
地
」
を
意
味
し
、
沙
で
は
な
く

砂
利
の
原
で
あ
る
。
そ
こ
に
ラ
ク

ダ
草
が
生
え
、
紅
柳
の
草
叢
が
あ

る
。
は
て
し
な
い
原
野
の
中
に
オ

ア
シ
ス
が
あ
る
。
中
国
語
で
緑
州

と
い
う
。
鳴
沙
山
に
行

っ
た
。
こ

こ
が
ま
さ
し
く
我
々
の
イ
メ
ー
ジ

し
て
い
た
砂
漠
で
あ
る
。
細
か
い

沙
の
山
で
、
砂
に
水
分
が
な
く
サ

ラ
サ
ラ
と
し
て
踏
ん
張
り
が
き
か

な
い
。
敦
煙
は
昔
、
沙
州
と
言

っ

た
。
天
気
も
良
く
、
ラ
ク
ダ
に
初

め
て
乗

っ
た
。
穏
や
か
な
砂
の
原

で
あ
る
。

私
が
今
回
の
旅
で

一
番
感
激
し

た
の
は
、
目
的
と
し
た
莫
高
窟
で

は
な
く
砂
漠
で
あ

っ
た
。

せ

っ
か
く
昔
の
人
が
残
し
て
く

れ
た
素
晴
ら
し
い
遺
産
の
前
を
我

々
は
通
り
過
ぎ
て
来
た
。
法
外
な

お
金
を
払

っ
て
我
々
に
残

っ
た
も

の
は
何
か
。
現
代
に
生
き
て
い
な

い
像
で
あ
る
。
何
か
空
し
い
思
い

が
残

っ
た
。

莫
高
窟
第
二
七
五
窟
の
交
脚
弥
勒
像

は
敦
慢
の
顔
で
あ
る
と
、
井
上
靖
氏
は

書
い
て
い
る
。
我
々
に
い
ま
何
を
語
り

か
け
て
い
る
の
か
。

高
昌
故
城

柏
市
　
安
本
小
太
郎

枯
れ
た
ラ
ク
ダ
草
が
点
々
と
在
る
以

外
、
何
も
無

い
砂
漠
を
走
る
バ
ス
。
右

前
方

へ
入
道
雲
に
似
た
塊
が
遠
く
見
え

て
き
た
。
一局
昌
故
城
だ
。

玄
美
は
七
世
紀
前
半
、
建
国
間
も
な

い
唐
の
国
禁
を
犯
し
、
イ
ン
ド
に
向
う
。

身
丈
七
尺
、
二
人
才
、
喩
伽
師
地
論
の

原
典
を
求
め
て
の
旅
で
あ

っ
た
。

玉
門
関
で
痩
せ
た
赤
馬

一
頭
を
買

っ

て
共
に
歩
ん
だ
。
空
に
飛
ぶ
鳥
な
く
、

地
に
は
走
る
獣
も
な
し
と
表
現
さ
れ
た

ゴ
ビ
砂
漠
。
旅
に
倒
れ
た
人
の
白
骨
等

を
目
印
と
し
た
。
途
中
、
水
を
入
れ
た

革
袋
を
落
し
二
時
間
程
引
き
返
し
た
が
、

思
い
止
ま
り
、
以
後
は
再
び
東
に
は
向

わ
な
い
と
決
意
す
る
。
玄
失
の
旅
は
高

昌
国
ま
で
が

一
番
大
変
で
あ

っ
た
よ
う

だ
。
我
々
は
、
飛
行
機
と
バ
ス
で
も
楽

で
は
な
か

っ
た
。

近
づ
い
て
み
る
と
、
高
昌
故
城
は
日

干
し
レ
ン
ガ
を
積
み
上
げ
、
同
じ
赤
土

で
そ
の
上
を
塗
り
、
物
見
台
、
住
居
等

と
し
て
い
る
。
今
は
外
の
塗
土
が
剥
れ

た
り
、
全
体
が
崩
れ
た
り
で
三
割
方
し

か
残

っ
て
い
な
い
。
年
間
雨
量
二
〇
ミ

リ
と
い
う
降
水
量
な
の
で
千
三
百
年
を

持
ち
こ
た
え
て
い
る
が
、
日
本
の
様
な

降
雨
量
で
は
十
年
と
持

つ
ま

い
。

高
昌
国
王
、
麹
文
泰
は
玄
突
の
類
い

ま
れ
な
仏
教
の
素
養
に
惚
れ
込
み
、
何

と
か
し
て
、
こ
の
国
に
留
ま
ら
せ
よ
う

と
す
る
が
、
玄
美
の
決
意
は
堅
く
、
つ

い
に
半
年
後
、
馬
、
銀
貨
、
絹
布
、
通

過
国

へ
の
紹
介
状
、
三
〇
余
名
の
伴
者

等
を
与
え
て
送
り
出
す
。
イ
ン
ド
の
帰

り
に
三
年
間
高
昌
国
に
留
ま

っ
て
、
仏

教
を
講
じ
て
く
れ
る
事
を
条
件
と
し
、

玄
失
も
約
束
す
る
。

イ
ン
ド
に
着
い
て
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧

院
で
五
年
間
学
ん
だ
玄
突
は
、
帰
路
は

楽
で
、
経
典
も
多
く
持
ち
帰
れ
る
海
路

を
推
め
ら
れ
る
も
、
麹
文
泰
と
の
約
束

を
果
す
べ
く
陸
路
を
と
り
、
途
中
天
山

山
脈
近
く
ま
で
北
上
す
る
が
、
高
昌
国
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は
唐
に
減
ぼ
さ
れ
た
と
知
り
、
天
山
南

路
に
戻
り
、
西
安
に
帰

っ
た
。

五
月
に
入

っ
た
ば
か
り
の
高
昌
故
城

は
堅
固
な
残
骸
を
残
し
、
気
温
三
〇
度

と

い
う
の
に
、
乾
燥
の
た
め
暑
さ
を
感

じ
ず
、
う

っ
す
ら
と
曇

つ
た
空
気
が
ど

こ
ま
で
も
続
く
砂
漠
の
高
台
に
存
在
し

た
。千

三
百
年
以
上
前
に
こ
こ
を
通

っ
て

イ
ン
ド
に
赴
き
、
持
ち
帰

っ
た
論
書
を

元
に
翻
訳
さ
れ
た
、
成
唯
識
論
を
学
ん

で
い
る
者
と
し
て
、
あ
の
乾

い
た
風
の

中
に
、
三
蔵
法
師
玄
美
を
よ
り
身
近
に

感
じ
る
よ
う
に
な

っ
た
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

の
旅
で
あ

っ
た
。

沙
中
に
仏
と
出
会
う

柏
市
　
五
十
嵐
嗣
郎

今
回
の
参
禅
会
有
志
に
よ
る
仏
教
東

漸
の
旅
で
は
、
敦
慢
莫
高
窟
や
ト
ル
フ

ア
ン
の
火
焔
山
や
高
昌
故
城
な
ど
、
い

く

つ
も
の
有
名
な
仏
蹟
が
含
ま
れ
て
お

り
、
紀
元
二
世
紀
か
ら
清
代
ま
で
の
中

国
に
お
け
る
仏
教
伝
来
の
軌
跡
を
辿
る

に
は
、
ま
た
と
無

い
機
会
で
し
た
。

こ
の
中
で
も
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の

真
中
に
位
置
し
、
海
か
ら
最
も
遠
く
離

れ
て
い
る
庫
車
（ク
チ
ャ
）
は
、
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
を
代
表
す
る
都
市
の

一
つ
で
す
。

玄
奨
三
蔵
も
二
ヶ
月
余
り
滞
在
し
た

こ
の
街
は
、
『大
唐
西
域
記
』
に
は
亀

姦
国
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
ｃ
昔

か
ら
音
楽
と
舞
踏
が
盛
ん
な
所
で
、
庫

車
で
生
ま
れ
た
音
楽
は
四
世
紀
に
は
長

安
に
伝
わ
―，
、
一返
く
我
国
に
も

「
雅
楽
」

と
し
て
伝
わ

っ
て
い
ま
す
ｃ
正
倉
院
に

も
、
章
車
で
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
楽

器
が
保
存
さ
れ
て
お
り
、
日
本
と
の
つ

な
が
り
は
深
い
も
の
が
あ
る
。

さ
ら
に
庫
車
は
、
翻
訳
僧
と
し
て
有

名
な
鳩
摩
羅
什
の
生
ま
れ
た
所
で
も
あ

り
ま
す
。

私
は
今
回
の
旅
で
、
こ
の
庫
車
の
街

を
訪
れ
る
の
を
楽
し
み
の

一
つ
に
し
て

い
ま
し
た
。
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
も
庫
車
ま

で
来
る
と
、
ウ
イ
グ
ル
族
の
人
が
多
く

な
り
、
西
域
の
雰
囲
気
は

一
気
に
高
ま

る
も
の
と
期
待
し
て
い
た
の
で
す
。

庫
車
周
辺
に
は
ク
ム
ト
ラ
千
仏
洞
、

キ
ジ
ル
千
仏
洞
、
ク
ズ
ル
ガ
ハ
千
仏
――１１
、

玄
美
三
蔵
が
大
衆
に
説
法
し
た
ス
バ
シ

故
城
な
ど
、
仏
教
遺
跡
の
非
常
に
多

い

所
で
あ
り
、
古
代
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
真

珠
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で

も
キ
ジ
ル
千
仏
洞
を
訪
れ
た
時
の
思
い

出
は
今
で
も
強
く
残

っ
て
い
ま
す
。

庫
車
の
西
北
約
七
〇
キ
ロ
の
所
に
あ

る
キ
ジ
ル
千
仏
洞
ま
で
の
道
の
り
は
、

地
平
線
が
ど
こ
ま
で
も
続
く
砂
漠
の
中

を
ひ
た
す
ら
進
ん
だ
後
、
『
西
遊
記
』
の

妖
怪
が
出
て
き
そ
う
な
奇
異
な
渓
谷
に

入

っ
て
行
く
。
渓
谷
の
岩
は
全
て
同
じ

方
向
に
傾
い
て
お
り
、
そ
の
間
を
縫
う

よ
う
に
白

い
河
が
流
れ
て
い
る
。
河
の

水
分
が
蒸
発
し
、
塩
の
結
晶
だ
け
が
残

っ
て
白
く
な

っ
た
の
で
、
塩
水
渓
谷
と

呼
ば
れ
て
い
る
と
、
ガ
イ
ド
の
趙
さ
ん

が
教
え
て
く
れ
た
。

キ
ジ
ル
千
仏
洞
の

「
キ
ジ
ル
」
と
は

「赤
い
色
」
の
意
味
で
、
ム
ザ
ル
ト
河

北
岸
の
断
崖
ニ
キ
ロ
に
わ
た

っ
て
、
現

在
判
明
し
て
い
る
だ
け
で
も
、
二
三
六

窟
が
穿
た
れ
た
新
彊
地
区
最
大
の
石
窟

で
す
。

石
窟
保
存
に
は
莫
大
な
お
金
が
掛
る

と
思
わ
れ
る
が
、
ク
ズ
ル
ガ
ハ
千
仏
洞

か
ら
我
々
の
車
に
同
乗
し
た
若

い
仏
教

研
究
者
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
世
界
的
遺

産
に
も
拘
わ
ら
ず
中
国
政
府
か
ら
の
援

助
は
無
く
、
観
光
収
入
と
省
政
府
か
ら

の
援
助
に
頼

っ
て
い
る
と
の
事
で
し
た
。

キ
ジ
ル
千
仏
洞
に
着
く
と
鳩
摩
羅
什

の
像
が
迎
え
て
く
れ
る
。
鳩
摩
羅
什
の

像
の
前
で
全
員
の
記
念
写
真
を
撮

つ
て

か
ら
受
付
の
ほ
う
に
同
か
う
。

笑
窪
が
か
わ
い
い
宋
さ
ん
と
言
う
若

い
女
性
ガ
イ
ド
に
従

っ
て
、
断
崖
に
取

り
付
け
ら
れ
た
急
な
木
の
階
段
を

い
く

つ
も
登

っ
て
行
く
。
こ
こ
で
は

一
五
く

ら
い
の
石
窟
を
見
学
し
ま
し
た
が
、
こ

の
内
、
第
二
八
窟
は
、
通
常
の
見
学

コ

ー
ス
に
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
、
別
途

百
元
の
料
金
が
必
要
と
な
る
の
で
す
。

第
三
八
窟
は
楽
天
窟
と
名
付
け
ら
れ
、

四
世
紀
ご
ろ
に
造
ら
れ
た
も
の
で
、
横

笛
な
ど
の
楽
器
を
持

っ
た
飛
天
が
描
か

れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
ひ
と
き
わ
艶

め
か
し
い
飛
天
が
、
入
り
回
の
右
上
に

見
ら
れ
た
。
宋
さ
ん
に
よ
れ
ば

「
ク
チ

ャ
の
ビ
ー
ナ
ス
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
そ

う
で
、
当
時
の
ク
チ
ャ
に
は
こ
の
よ
う

な
美
人
が
多
数
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

ガ
イ
ド
の
宋
さ
ん
に

「あ
な
た
は
現

代
の
ク
チ
ャ
の
ビ
ー
ナ
ス
だ
よ
」
と
言

う
と
、
顔
が
真

っ
赤
に
な
り
、
か
わ
い

い
笑
窪
が
さ
ら
に
大
き
く
な

っ
た
。

坐
禅
窟
と
呼
ば
れ
て
い
る
第
四
九
窟

の
中
に
は
、
一昌
さ
が
三
〇
セ
ン
チ
く
ら

い
で
、　
一
〇
人
ぐ
ら
い
坐
れ
る
長
さ
の

単
が
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
四
世
紀
ご

ろ
の
僧
が
こ
こ
で
坐

っ
て
い
た
か
と
思

う
と
、
ま
さ
に
沙
中
に
仏
を
見
る
思
い
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が
し
ま
し
た
。

一
〇
世
紀
頃
に
起
こ

っ
た
イ
ス
ラ
ム

教
徒
と
仏
教
徒
の
戦
い
に
よ
り
、
ほ
と

ん
ど
の
洞
窟
は
破
壊
さ
れ
、
安
置
さ
れ

て
い
た
仏
像
は
今
は
無
く
、
飛
天
の
多

く
は
顔
を
削
ら
れ
た
り
、
目
が
つ
ぶ
さ

れ
た
り
し
て
、
痛
々
し
い
限
り
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
わ
ず
か
に
残
さ
れ
た
飛
天

た
ち
を
、
な
お
さ
ら
美
し
い
と
感
ず
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

仏
蹟
破
壊
は
残
念
な
が
ら
現
在
で
も

世
界
各
地
で
行
わ
れ
て
い
る
。
最
近
で

鳩
摩
羅
什
の
像
の
前
で

も
狂
信
的
な
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
よ
り
、

バ
ー
ミ
ヤ
ン
に
あ
る
大
石
仏
が
破
壊
さ

れ
た
が
、
他
宗
教
の
文
化
を
認
め
る
寛

容
な
心
を
何
故
彼
等
は
持
て
な
い
の
か

と
、
怒
り
さ
え
も
覚
え
て
き
ま
す

（
こ

の
原
稿
を
書

い
て
い
る
時
に
、
彼
等
に

よ
る
Ｎ
Ｙ
市
の
高
層
ビ
ル
破
壊
テ
ロ
活

動
が
報
道
さ
れ
た
。
彼
等
は
仏
教
遺
跡

だ
け
で
は
な
く
、
世
界
経
済
の
破
壊
ま

で
も
引
き
起
こ
す
テ
ロ
集
団
に
エ
ス
カ

レ
ー
ト
し
て
い
る
）
。

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
に
点
在
す
る
石
窟
の

壁
画
の
内
容
は
、
仏
陀
の
生
涯
を
描

い

た
本
生
諄
や
須
弥
山
の
模
様
や
説
法
図
、

そ
れ
に
石
窟
が
作
ら
れ
た
当
時
の
時
代

風
景
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
こ
れ
ら
の

壁
画
を
見
て
い
る
と
、
イ
ン
ド
か
ら
天

山
山
脈
を
越
え
、
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠

を
通
り
、
中
国

へ
確
か
に
仏
教
が
伝
わ

っ
て
い
っ
た
こ
と
が
実
感
で
き
ま
す
。

我
々
は
、
達
磨
大
師
が
中
国
に
来
ら

れ
て
、
初
め
て
真
の
仏
教
が
伝
え
ら
れ

た
と
信
じ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ

ま
で
に
中
国
で
は
、
仏
を
信
仰
す
る
土

壌
が
営
々
と
造
ら
れ
て
来
た
か
ら
こ
そ
、

達
磨
禅
が
普
及
し
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
は
る
か
昔
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

の
オ
ア
シ
ス
に
生
ま
れ
た
人
々
の
仏
を

求
め
る
熱
い
思
い
を
、
沙
中
に
感
じ
る

こ
と
の
出
来
た
旅
で
あ
り
ま
し
た
。

仏
教
伝
来
を
辿
る

（三
）

沼
南
町
　
松
井
　
隆

今
回
の

「仏
教
東
漸
の
旅
」
に
再
度

参
加
で
き
た
の
も
、
偏
に
龍
泉
院
参
禅

会
の
ご
縁
で
あ
る
と
感
謝

一
杯
で
ご
ざ

い
ま
す
。

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
は
、
前
回
の
西
安
以

西
に
連
な
る
古
代
の
交
易
路
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
熱
砂
の
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠

の
仏
教
伝
来
を
辿
る
ロ
マ
ン
溢
れ
る
路

で
あ
り
ま
す
。
そ
の
旅
の
感
動
の
幾

つ

か
を
記
し
ま
す
。

ト
ル
フ
ァ
ン
と
カ
レ
ー
ズ

ト
ル
フ
ア
ン
は
、
ウ
ル
ム
チ
か
ら
高

速
道
路
を
南
下
す
る
こ
と
約
二
時
間
の

ト
ル
フ
ア
ン
盆
地
に
位
置
す
る
町
。
シ

ル
ク
ロ
ー
ド
の
要
衝
地
で
も
あ
り
、
タ

ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠
に
位
置
し
て
い
る
が
、

ポ
プ
ラ
の
防
風
林
で
覆
わ
れ
た
緑
の
オ

ア
シ
ス
都
市
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
町

で
は
葡
萄

・
ハ
ミ
瓜

・
綿
花
な
ど
が
多

く
栽
培
さ
れ
、
土
産
店
で
は
干
し
葡
萄

を
山
に
積
ん
で
販
売
し
て
い
ま
す
。
こ

の
町
が
こ
ん
な
に
緑
豊
か
で
、
農
産
品

が
多
く
栽
培
で
き
る
の
は
、
カ
レ
ー
ズ

（地
下
ト
ン
ネ
ル
水
路
）
に
よ
る
豊
富

な
水
が
あ
る
か
ら
で
す
。

カ
レ
ー
ズ
は
、
世
界
の
土
木
施
設
と

し
て
注
目
さ
れ
、
遥
か
天
山
山
脈
の
麓

の
地
下
水
を
約
四
～
五
〇

ｍ
間
隔
に
縦

坑
を
堀
リ
ト
ン
ネ
ル
で
結
ん
で
人
力
建

設
し
た
も
の
で
す
。
何
と
こ
の
ト
ン
ネ

ル
は
古
来
か
ら
百
本
以
上
も
地
下
に
張

り
巡
ら
さ
れ
て
い
た
。
厳
し
い
砂
漠
環

境
を
克
服
し
、
人
々
が
強
く
生
き
る
智

慧
を
こ
の
町
で
確
認
し
た
次
第
で
す
。

千
仏
洞

（石
窟
寺
院
）

こ
の
旅
で
は
数
多
く
の
千
仏
洞
を
観

た
。
そ
の
代
表
が
敦
性
の
莫
高
窟

（北

涼
期
～
元
代
、
４
９
２
窟
）
と
安
西
の

楡
林
窟

（唐
代
～
清
代
、
４
３
窟
）
で

あ
り
、
こ
れ
ら
の
窟
建
設
、
壁
画
、
塑

像
等
に
各
時
代
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
窟
ご
と
に
テ
ー
マ
が
表
現
さ
れ
仏

教
美
術
全
体
を
構
成
し
て
い
る
。
壁
画

の
テ
ー
マ
は
、
制
作
年
代
が
古

い
前
期

の
も
の
に
は
釈
迦
の
生
涯
伝
記
を
表
し

た
仏
伝
図
や
本
生
図

（釈
迦
の
生
前
に

お
け
る
善
行
物
語
を
表
し
た
図
）
が
多

く
、
ま
た
樹
下
説
法
図
、
飛
天
、
供
養

図
な
ど
が
描
か
れ
、
天
丼
に
は
千
仏
が

と
こ
ろ
狭
し
と
埋
め
ら
れ
て
い
る
。

仏
堂
に
は
塑
像
と
と
も
に
劇
画
が
描

か
れ
、
日
本
の
寺
院
で
は
見
ら
れ
な
い

壮
大

・
素
朴
な
描
写
が
強
く
印
象
に
残

っ
た
。
唐
代
以
降
に
な
る
と
壁
画
の
テ
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右
か
ら
椎
名
老
師
、
添
田
氏
、
松
井
氏

―
マ
は
経
変
（経
典
の
内
容
を
絵
画
化
）

が
増
え
た
。
各
壁
画
の
内
容
は

「砂
漠

の
画
廊
」
と
し
て
今
日
最
大
の
仏
教
美

術
遺
産
で
あ
ろ
う
。

こ
の
他
、
ト
ル
フ
ア
ン
地
区
最
大
石

窟
の
高
昌
故
城
か
ら
二
〇
キ
ロ
に
位
置

す
る
ベ
ゼ
ク
リ
ク
千
仏
洞

（現
存
六
四

窟
）
、
ク
チ
ャ
周
辺
の
キ
ジ
ル
千
仏
洞

（七
四
窟
）
、
ク
ズ
ル
ガ

ハ
千
仏
洞

（四

六
窟
）
の
石
窟
な
ど
、
貴
重
な
仏
教
文

化
を
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠
の
東
西
約

一

二
〇
〇
ｋ

ｍ
に
わ
た

っ
て
探
索
し
た
。

か
の
鳩
摩
羅
什
や
玄
美
の
足
跡
を

い
く

ら
か
で
も
辿
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
千

数
百
年
に
及
ぶ
仏
教
美
術
史
を
学
習
し

記
憶
に
刻
み
込
む
ほ
ど
十
分
堪
能
し
ま

し
た
。
私
は
、
こ
の

「仏
教
東
漸
の
旅
」

に
よ
り
益
々
仏
教

へ
の
帰
依
を
強
め
る

決
意
を
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す

）^
こ
の

旅
を
企
画
し
支
援
を
頂
い
た
惟
名
老
師

は
じ
め
幹
事

の
皆
様
に
あ
ら
た
め
て
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
＾

「仏
教
東
漸
の
旅
」印
象
記

さ
い
た
ま
市
　
美
川
　
武
弘

今
回
も
参
禅
会
の
有
志
の
皆
さ
ん
と

ご

一
緒
に

一
仏
教
東
漸
の
旅
」

へ
参
加

で
き
た
こ
と
を
心
か
ら
喜
ん
で
お
り
、

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
機
会
を
与
え
て
く

だ
さ

っ
た
こ
と
を
感
謝
し
て
い
ま
す
。

こ
の

「仏
教
東
漸
の
旅
」
は
、
中
国

本
土
西
北
部
に
位
置
す
る
甘
粛
省
の
西

端
の
敦
建
か
ら
、
西
域
の
新
彊
ウ
イ
グ

ル
自
治
区
の
ト
ル
フ
ア
ン
、
ク
チ
ャ
ま

で
、
各
地
に
残
さ
れ
た
貴
重
な
仏
教
遺

跡
を
巡
る
旅
で
し
た
。

往
昔
の
敦
慢
は
東
西
の
交
易
の
拠
点

で
あ

っ
た
だ
け
で
な
く
、
仏
教
東
漸
の

中
継
点
で
あ
り
、
西
か
ら
の
鳩
摩
羅
什
、

東
か
ら
の
玄
美
な
ど
歴
史
的
な
高
僧
も
、

皆
こ
の
地
に
足
を
停
め
た
と

い
わ
れ
て

い
る
。
そ
の
後
、
敦
建
は
莫
高
石
窟
寺

院
の
造
営
に
よ

っ
て
仏
教
文
化
が
集
約

さ
れ
、
仏
教
聖
地
と
し
て
、
そ
の
名
を

馳
せ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
す
。

敦
違
で
は
、
郊
外
の
楡
林
石
窟
巡
り

か
ら
こ
の
旅
は
始
ま

っ
た
。
楡
林
窟
は

敦
慢
に
隣
接
す
る
甘
粛
省
安
西
県
の
両

南
に
あ
る
楡
林
河
両
岸
の
絶
壁
に
造
ら

れ
た
石
窟
群
で
、
万
仏
峡
と
も
呼
ば
れ

て
い
る
。
こ
の
石
窟
群
の
最
初
の
建
造

年
代
は
不
詳
で
あ
る
が
、
隋
代
あ
る
い

は
初
唐
の
頃
の
開
削
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
楡
林
窟
は
莫
高
窟
に
比
較
し
て
、

洞
窟
の
数
お
よ
び
そ
の
規
模
に
お
い
て

及
ぶ
べ
く
も
な
い
が
、
石
窟
の
建
造
様

式
や
壁
画
の
内
容
、
そ
し
て
そ
の
芸
術

性
に
お
い
て
、
多
く
の
独
自
性
を
有
し

て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
芸
術
的
な
特
徴

が
同
時
期
の
莫
高
窟
の
作
品
と
類
似
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
楡
林
窟
は
敦
慢
石

窟
芸
術
に
と

っ
て
重
要
な

一
部
を
な
す

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
窟

内
壁
画
は
損
傷
も
少
な
く
、
比
較
的
良

好
な
状
態
で
残

っ
て
い
た
。

次
の
目
的
地
ト
ル
フ
ア
ン
で
は
、
久

し
振
り
に
晴
天
に
恵
ま
れ
た
。
こ
の
地

で
は
、
崩
れ
残

っ
た
城
壁
と
街
跡
の
み

が
残
る
高
昌
国
の
城
跡
と
同
時
代
の
貴

族
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
ア
ス
タ
ー
ナ
古

墳
、
そ
し
て
二
つ
の
河
に
挟
ま
れ
た
高

台
に
残
さ
れ
た
交
河
故
城
の
遺
跡
を
参

観
し
た
。

高
昌
故
城
は
漢
族
の
麹
嘉
が
、
五
世

紀
末
に
建
て
た
高
昌
国
の
城
跡
で
、
の

ち
に
玄
実
三
蔵
も
こ
の
地
に
立
ち
寄

っ

て
講
義
を
し
た
と

い
わ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
の
直
後
に
は
唐
に
よ

っ
て
減

亡
の
途
を
た
ど

っ
た
．

交
河
故
城
は
前
漢
の
時
代
、
車
師
前

国
の
国
都
と
し
て
栄
え
た
都
市
で
、
玄

美
三
蔵

一
行
も
こ
こ
を
訪
れ
、　
一
夜
を

過
ご
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
元
代
に
は

さ
び
れ
、
今
で
は
そ
の
面
影
も
な
く
、

赤
褐
色
の
大
地
の
中
に
住
居
跡
だ
け
が

残

っ
て
い
る
。
両
遺
跡
と
も
、
え
も

い

わ
れ
ぬ
寂
莫
感
を
漂
わ
せ
て
い
る
。
そ

の
他
、
一受
難
の
遺
跡
と
い
わ
れ
る
ベ
ゼ

ク
リ
ク
千
仏
洞
石
窟
寺
院
、
そ
の
谷
間

の
緑
の
オ
ア
シ
ス
。
赤

い
山
肌
の
灼
熱

の
山
、
『
西
遊
記
』
の
舞
台
で
有
名
な
火

焔
山
な
ど
の
風
景
は
、
今
で
も
鮮
明
に

脳
裏
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。

ト
ル
フ
ア
ン
の
代
表
的
な
産
物
の

一

つ
が
葡
萄
で
あ
る
こ
と
を
知

っ
た
。
葡

萄
畑
を
潤
し
て
い
る
の
は
天
山
山
脈
の

雪
解
け
水
で
、
耕
作
は
カ
レ
ー
ズ
と
呼

ば
れ
る
灌
漑
設
備

（地
下
水
路
）
を
頼

り
に
し
て
い
る
。
葡
萄
は
東
西
の
文
化

交
流
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

西
域
か
ら
中
国
に
伝
え
ら
れ
た
葡
萄

は
、
生
の
果
物
と
し
て
は
遣
唐
使
船
で

運
ば
れ
て
く
る
こ
と
は
な
か

っ
た
が
、
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奈
良
時
代
の
正
倉
院
宝
物
の
美
術
、
工

芸
の
装
飾
文
様
の
中
に
葡
萄
唐
草
文
が

見
ら
れ
、
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
は
早
く
か

ら
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
よ
う
だ
。

最
終
の
目
的
地
ク
チ
ャ
ヘ
は
南
彊
鉄

道
の
夜
行
列
車
を
利
用
し
た
。
早
朝
に

到
着
し
た
ク
チ
ャ
で
は
、
朝
食
も
そ
こ

そ
こ
に
、
直
ち
に
郊
外
の
渓
谷
に
開
削

さ
れ
た
唐
代
の
石
窟
群
、
ク
ズ
ル
ガ
ハ

千
仏
洞
、
そ
し
て
亀
蒐
国
の
貴
重
な
仏

教
文
化
遺
跡
が
残
る
キ
ジ
ル
千
仏
洞
の

参
観

へ
と
出
か
け
た
。
キ
ジ
ル
千
仏
洞

で
は
、
亀
姦
の
高
僧
、
鳩
摩
羅
什
の
座

像
が
我
々
を
出
迎
え
て
く
れ
た
。
乾
き

き

っ
た
大
地
に
た
た
ず
む
最
大
規
模
の

亀
姦
国
有
名
仏
教
寺
院

・
ス
バ
シ
故
城

の
遺
跡
も
印
象
深
い
も
の
が
あ

っ
た
。

宿
舎
の
庫
車
賓
館
で
は
、
仏
教
心
理

学

〈
唯
識
〉
に
詳
し
い
安
本
氏
の
講
義

を
拝
聴
し
た
。
「す
べ
て
の
物
事
は
、
そ

れ
自
体
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ

を
認
識
す
る
人
の
心
の
働
き
に
よ
る
も

の
で
あ
る
」
と
す
る
考
え
方
が
唯
識
論

の
基
本
だ
そ
う
だ
が
、
正
直
な
と
こ
ろ

私
に
は
大
変
難
解
で
し
た
。

わ
ず
か
数
日
間
の
乾
燥
ア
ジ
ア
地
帯

の
旅
で
し
た
が
、
緑
の
山
々
に
囲
ま
れ
、

野
に
は
田
園
が
青
々
と
広
が
る
日
本
、

そ
の
美
し
い
自
然
と
穏
や
か
な
気
候
に

育
ま
れ
て
い
る
我
々
は
、
日
常
の
生
活

で
は
容
易
に
自
然
の
厳
し
さ
に
は
気
づ

か
な
い
も
の
で
す
。
し
か
し
、　
一
歩
、

乾
燥
の
世
界
に
踏
み
入
れ
て
み
る
と
、

そ
こ
に
は
想
像
を
絶
す
る
砂
と
人
と
の

戦
い
が
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
ま

し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
現
在
で
も

続
い
て
い
る
。
目
の
当
た
り
に
そ
れ
に

接
し
て
み
る
と
、
我
々
は
ど
れ
ほ
ど
恵

ま
れ
た
生
活
を
楽
し
ん
で
い
る
か
を
、

し
み
じ
み
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
旅
で
も

あ
り
ま
し
た
。

―

沼

南

雑

記

―

参
禅
会
記
録
（　
）
内
は
座
談
の
司
会
者

平
成

一
三
年

●
四
月
二
二
日
　
　
　
一二
一
名

（添
田
　
日日
弘
氏
）

坐
禅

・
禅
講
後
、
筍
掘
り

●
五
月
二
七
日
　
　
　
一
一七
名

（寺
田
　
哲
朗
氏
）

●
六
月
二
四
日
　
　
　
一二
一
名

（美
川
　
武
弘
氏
）

●
六
月
二
九
日
～
七
月

一
日
　
一
一九
名

北
陸
祖
蹟
参
拝
研
修

幹
事
　
安
本
小
太
郎
氏

五
十
嵐
嗣
郎
氏

●
七
月
二
二
日
　
　
　
一
〓
ハ
名

（大
坂
　
昌
宏
氏
）

●
八
月
二
六
日
　
　
　
一
一七
名

（杉
浦
　
上
太
郎
氏
）

●
九
月
三
〇
日
　
　
　
一壬
二
名

（久
光
　
守
之
氏
）

▼
ア
メ
リ
カ
で
世
界
を
震
撼
さ
せ
る
大

事
件
が
起
き
た
。
テ
ロ
撲
減
の
戦
い
が

始
ま
り
戦
禍
は
拡
大
し
て
い
る
。
ア
ラ

ー
を
唯

一
神
と
す
る
イ
ス
ラ
ム
過
激
分

子
が
殉
教
者
と
な
る
時
、
罪
な
き
人
々

が
殺
さ
れ
、
そ
の
報
復
に
よ
っ
て
難
民

の
大
量
発
生
、
飢
餓
、
疫
病
と
い
っ
た

悲
惨
な
図
式
が
現
実
と
な
っ
た
。
信
仰

は
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

▼
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
は
仏
教
の
来
た
路
。

玄
失
三
蔵
が
徒
歩
で
何
年
も
か
け
て
往

復
し
た
路
を
、
参
禅
会
の
メ
ン
バ
ー
が

飛
行
機
と
バ
ス
で
た
ど

っ
た
。
思
考
を

変
え
て
し
ま
う
ほ
ど
の
荒
涼
と
し
た
岩

山
と
乾
き
き

っ
た
砂
漠
。
脚
下
照
顧
と

は
自
ら
視
点
を
変
え
よ
と
い
う
こ
と
だ

が
、
い
い
旅
は
身
を
包
む
空
気
が
自
分

と
い
う
も
の
を
教
え
て
く
れ
る
。

▼
龍
泉
院
最
大
の
行
事
、
施
食
会
が
八

月

一
六
日
実
施
さ
れ
、
道
友

一
一
名
に

準
備
、
交
通
整
理
な
ど
お
手
伝
い
た
だ

き
ま
し
た
。有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

▼
今
年
は
参
禅
会
発
足
三
〇
周
年
の
記

念
の
年
。
今
年
の

一
泊
参
禅
会
は
六
月

に
二
泊
の
北
陸
の
古
刹
を
巡
る
研
修
の

旅
と
な
り
、　
一
一
月
三
日
に
は
在
家
得

度
式
を
控
え

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め

『明
珠
』
の
内
容
を
変
更
し
、
年
末
に

特
別
記
念
ニタ
τ
出
す
予
定
で
す
。
（件
泉
）
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）
３

１

３

１

龍
泉
院
参
禅
会
簡
介

日
　
時
　
　
毎
月
第
四
日
曜
九
時
よ
り

（初
参
加
の
方
は
八
時
半
ま
で

に
来
山
の
こ
と
）
四
月
は
八
時
半
よ
り
坐
禅
作
法
指
導

坐
　
禅
　
　
第

一
住
　
口
宣
、
坐
禅
三
〇
分

経
　
行

　
一
〇
分

第
二
住
　
坐
禅
三
〇
分

講
　
義
　
　
本
版
三
通
、
開
経
掲
を
唱
え
、
椎
名
宏
雄
老
師
よ
り

『正
法
眼
蔵
』
の
提
唱
を
聞
く
。　
一
月
よ
り
「行
持
」
上
巻

座
　
談
　
　
自
己
紹
介
の
後
、
茶
を
喫
し
座
談
。
正
午
解
散

参
加
資
格
　
年
齢
、
性
別
を
問
わ
ず
、
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す

〈〓
　
　
曇真

成
道
会
坐
禅
　
月
例
参
禅
会
の
外
に
、
毎
年

一
二
月
の
第

一
あ
る
い
は

第
二
日
曜

（本
年
は

一
二
月
九
日
）
釈
尊
成
道
を
讃
え
坐

禅
、
成
道
会
法
要
後
、
法
話
を
聴
聞
、
点
心
を
共
に
す
る

一
泊
参
禅
会
　
エハ
月
上
旬
、
七
住
の
坐
禅
を
し
、
ご
提
唱
を
聞
く
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