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『
封
神
演
義
』

｜
｜
長
耳
定
光
仙
と
燃
灯
道
人
を
中
心
に
｜
｜

作
者
に
よ
る
神
仙
像
の
改
変
に
つ
い
て

山
下

一
夫

は
じ
め
に

-39-

『
封
神
演
義
』
は
、
武
王
伐
材
故
事
を
背
景
と
し
て
、
神
仙
の
二
大
勢
力
「
闇
教
」
と
「
載
教
」
の
抗
争
が
関
わ
り
、
最
後
に
太
公
望
に

よ
る
戦
没
者
の
「
封
神
」
に
よ
っ
て
終
わ
る
、
明
代
の
長
編
小
説
で
あ
る
。
作
中
に
は
多
数
の
神
仙
が
登
場
し
、
き
な
が
ら
中
国
に
お
け
る

神
仙
説
話
の
集
大
成
の
感
が
あ
る
。
た
だ
そ
の
中
に
は
、
主
に
文
献
上
に
現
れ
る
神
仙
と
、
民
間
信
仰
的
な
神
仙
と
が
混
在
し
て
い
る
ほ

か
、
作
者
の
創
設
に
な
る
と
思
わ
れ
る
神
仙
も
登
場
し
、

さ
ら
に
仏
教
の
神
仏
な
ど
も
、
も
と
も
と
中
国
の
神
仙
だ
っ
た
も
の
が
、
の
ち
に

帰
依
し
た
も
の
だ
と
さ
れ
る
等
、

そ
の
神
仙
像
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
非
常
に
雑
駁
な
印
象
を
受
け
る
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
神
仙
に
一
定
の

検
討
を
加
え
る
こ
と
で
、
あ
る
程
度
整
理
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
、
考
え
て
み
た
い
。

ま
た
、
『
封
神
演
義
』
の
作
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
許
仲
琳
・
陸
西
星
・
李
雲
朔
な
ど
の
説
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、

と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
検
討
す
べ
き
点
は
少
な
く
な
い
。
無
論
、
『
封
神
演
義
』
に
限
ら
ず
、

い
ず
れ
も
定
説

一
般
に
中
国
に
お
い
て
小
説
作
者
の
伝
記
資



料
は
乏
し
く
、
作
者
像
を
考
え
る
こ
と
は
困
難
な
の
だ
が
、

そ
れ
も
『
封
神
演
義
』
に
つ
い
て
は
、
作
品
中
の
神
仙
像
の
偏
向
を
検
討
す
る

こ
と
で
、
あ
る
程
度
方
向
性
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、

と
思
わ
れ
る
。

き
て
、
『
封
神
演
義
』
に
登
場
す
る
神
仙
に
つ
い
て
の
論
考
と
し
て
は
、

が
あ
る
。
こ
こ
で
は
『
封
神
演
義
』
作
者
が
神
仙
説
話
を
作
中
に
採
用
し
た
際
に
、

一
九
六
二
年
に
柳
存
仁
氏
が
発
表
し
た
『
悌
道
教
影
響
中
園
考
』

元
の
も
の
に
対
し
て
様
々
な
改
変
を
加
え
た
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
本
論
は

こ
の
研
究
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
作
中
登
場
す
る
「
長
耳
定
光
仙
」
と
、

そ
れ
か
ら
「
燃
灯
道
人
」
に
つ
い
て
、

『
封
神
演
義
』
作
者
が
作
中
に
採
用
し
た
典
拠
に
つ
い
て
検
討
し
、さ
ら
に
そ
れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
操
作
を
加
え
た
か
に
つ
い
て
、
考

え
て
み
た
い
と
思
う
。

一
、

定
光
に
つ
い
て
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『
封
神
演
義
』
に
は
「
長
耳
定
光
仙
」
と
い
う
神
仙
が
登
場
す
る
。
初
出
は
第
七
十
七
回
で
あ
る
。
裁
教
側
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
通
天
教

主
が
、
多
数
の
門
弟
を
従
え
、
闇
教
側
の
神
仙
た
ち
に
戦
陣
を
仕
掛
け
る
た
め
、
碧
遊
宮
か
ら
降
り
て
く
る
と
こ
ろ
で
、
裁
教
側
の
神
仙
の

一
人
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
以
下
に
そ
の
場
面
を
引
用
す
る
。

次
の
日
、
碧
遊
宮
の
通
天
教
主
が
や
っ
て
き
た
。
空
中
に
は
仙
楽
が
鳴
り
響
き
、
美
香
が
立
ち
こ
め
、
沢
山
の
裁
教
の
神
仙
が
付
き
従

っ
て
い
る
。
：
・
（
中
略
）
：
・
さ
て
多
宝
道
人
は
空
中
に
仙
楽
が
鳴
り
響
く
の
を
聞
き
、
師
匠
た
ち
が
や
っ
て
き
た
の
を
知
っ
て
、
慌
て

て
陣
外
へ
迎
え
に
出
た
。
そ
し
て
案
内
し
て
共
に
陣
に
入
り
、

八
卦
台
に
坐
っ
て
も
ら
っ
た
。
門
人
た
ち
は
台
の
下
に
侍
立
す
る
。
そ

こ
に
は
上
四
代
弟
子
、
す
な
わ
ち
多
宝
道
人
、
金
霊
聖
母
、
無
当
聖
母
、
亀
霊
聖
母
が
並
ん
だ
。
ま
た
金
光
仙
、
烏
雲
仙
、
毘
重
仙
、

霊
牙
仙
、
札
首
仙
、
金
鑑
仙
、
長
耳
定
光
仙
が
相
従
っ
て
い
た
。
通
天
教
主
は
裁
教
の
鼻
祖
で
あ
り
、
修
煉
成
っ
て
五
気
朝
元
、二
一
古
川



緊
頂
し
、
万
劫
と
い
え
ど
も
滅
ぴ
ぬ
体
を
有
し
て
い
た
。
子
の
刻
に
な
っ
て
、

(3
) 

や
っ
て
き
た
こ
と
を
知
っ
た
。
（
第
七
十
七
回
、
老
子
一
気
化
三
清
）

五
気
が
天
に
立
ち
上
る
。
燃
灯
は
載
教
の
師
尊
た
ち
が

次
に
登
場
す
る
の
は
第
八
十
三
回
か
ら
第
八
十
四
回
に
か
け
て
で
、
通
天
教
、
王
が
長
耳
定
光
仙
に
「
六
魂
播
」
と
い
う
秘
密
兵
器
を
使
わ

せ
、
闇
教
を
攻
撃
し
よ
う
と
す
る
が
、
長
耳
定
光
仙
は
裁
教
を
裏
切
っ
て
闇
教
に
下
り
、
西
方
教
の
教
主
で
あ
る
接
引
道
人
と
準
提
道
人
に

帰
依
す
る
。
こ
れ
は
作
中
で
は
多
く
仏
教
に
出
自
を
持
つ
神
仙
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

き
て
元
始
天
尊
は
次
の
日
、
蓬
よ
り
下
り
て
、
門
人
た
ち
に
金
鐘
玉
磐
を
鳴
ら
す
よ
う
命
じ
た
。
三
教
の
聖
人
た
ち
は
門
人
た
ち
を
率

い
て
共
に
万
仙
陣
を
破
ろ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
通
天
教
主
は
長
耳
定
光
仙
に
言
っ
た
。
「
わ
た
し
は
兄
弟
子
た
ち
と
西
方
教
の
二
人
の

道
人
と
戦
う
。

わ
た
し
が
六
魂
躍
を
動
か
せ
、
と
言
っ
た
ら
、

お
ま
え
は
間
違
い
な
く
六
魂
揺
を
動
か
す
の
だ
ぞ
。
良
い
な
！
」
長
耳
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定
光
仙
は
言
っ
た
。
「
し
か
と
心
得
ま
し
た
。
」
そ
こ
で
通
天
教
主
は
戦
闘
に
赴
く
。
し
か
し
長
耳
定
光
仙
は
心
中
思
っ
た
。
「
わ
た
し

が
今
ま
で
聞
い
て
い
る
の
と
違
っ
て
、
前
日
目
に
し
た
十
二
代
弟
子
は
み
な
道
徳
の
士
の
よ
う
だ
。
昨
日
目
に
し
た
西
方
教
主
も
、

(4
) 

つ
の
舎
利
が
頂
上
に
輝
き
、
ま
こ
と
に
道
法
限
り
な
い
と
い
っ
た
様
子
で
あ
っ
た
。
」
（
第
八
十
三
回
、
三
大
師
牧
獅
象
机
）

一一

通
天
教
主
は
神
仙
た
ち
が
沢
山
殺
き
れ
る
の
を
見
て
、
心
中
大
い
に
怒
り
、
急
ぎ
叫
ん
だ
。
「
長
耳
定
光
仙
、
は
や
く
六
魂
猪
を
持
つ

て
く
る
の
だ
！
」
し
か
し
定
光
仙
は
接
引
道
人
の
、

白
蓮
で
身
を
包
み
、
舎
利
が
輝
く
姿
を
見
て
、
ま
た
十
二
代
弟
子
や
玄
都
の
門
人

た
ち
が
み
な
理
瑠
や
金
灯
を
持
ち
、
光
が
身
を
包
む
の
を
見
て
、

か
れ
ら
は
み
な
出
自
が
清
く
、

そ
れ
に
引
き
替
え
裁
教
は
畢
寛
劣
っ

て
い
る
と
思
っ
た
。

か
れ
は
六
魂
猪
を
し
ま
い

こ
っ
そ
り
万
仙
陣
を
抜
け
出
し
て
、
査
蓬
の
下
へ
行
っ
て
身
を
潜
め
た
。
・
：
（
中

略
）
・
：
老
子
と
元
始
天
尊
は
定
光
仙
を
見
て
尋
ね
た
。
「
お
前
は
裁
教
の
門
人
定
光
仙
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
身

を
潜
め
て
お
っ
た
。
」
定
光
仙
は
地
に
ひ
れ
伏
し
て
言
っ
た
。
「
お
師
匠
様
に
申
し
上
げ
ま
す
。
わ
が
師
は
修
煉
に
よ
り
六
魂
膳
を
作
り



上
げ
、
お
師
匠
様
二
方
お
よ
び
西
方
教
主
、
武
王
、
萎
子
牙
に
危
害
を
加
え
る
べ
く
、

わ
た
し
に
命
じ
て
使
わ
せ
よ
う
と
し
ま
し
た
。

し
か
し
わ
た
し
は
お
師
匠
様
が
道
理
に
正
し
く
、

わ
が
師
は
誤
っ
た
言
説
を
鵜
呑
み
に
し
、
か
よ
う
な
罪
業
を
な
そ
う
と
し
て
い
る
の

が
解
り
、
使
う
に
忍
び
ず
、
」
こ
に
身
を
隠
し
て
い
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

い
ま
お
師
匠
様
が
お
た
ず
ね
に
な
っ
た
の
で

わ
た
し
は

あ
り
の
ま
ま
を
報
告
し
た
次
第
で
す
。
」
元
始
天
尊
は
言
っ
た
、
「
何
と
！
お
ま
え
は
身
は
裁
教
に
あ
り
な
が
ら
、
心
は
正
し
い
方
向
を

む
い
て
い
る
。
も
と
も
と
器
が
あ
っ
た
の
だ
な
。
」
そ
こ
で
重
蓬
に
上
る
よ
う
命
じ
た
。
四
人
の
教
主
は
坐
っ
て
、
今
日
正
と
邪
と
が

ま
さ
に
分
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
話
し
合
っ
た
。
老
子
は
定
光
仙
に
言
っ
た
。
「
六
魂
揺
を
持
っ
て
き
て
く
れ
る
か
。
」
定
光
仙

が
差
し
上
げ
る
と
、
西
方
教
主
が
言
っ
た
。
「
こ
の
耀
か
ら
周
の
武
王
や
萎
子
牙
の
名
を
取
り
去
り
、
聞
い
て
み
て
、わ
れ
ら
の
修
煉

の
程
は
果
た
し
て
い
か
ほ
ど
か
、
試
し
て
み
よ
う
で
は
な
い
か
。
」
そ
こ
で
準
提
道
人
は
耀
か
ら
周
の
武
王
や
美
子
牙
の
名
を
取
り
去
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り
、
定
光
仙
に
命
じ
て
施
を
広
げ
き
せ
た
。
そ
こ
で
四
人
の
教
主
は
頭
の
上
に
そ
れ
ぞ
れ
珍
宝
を
出
現
き
せ
｜
元
始
天
尊
は
慶
雲
を
、

老
子
は
玲
聴
塔
を
、
西
方
教
主
の
二
人
は
舎
利
子
を
｜
自
分
の
身
を
保
護
し
た
。
定
光
仙
は
こ
れ
を
見
て
、
揺
を
す
て
て
平
伏
し
、
言

っ
た
。
「
今
回
は
全
く
わ
が
師
が
邪
念
を
起
こ
し
て
、
無
量
の
生
霊
を
滅
ぼ
そ
う
と
し
た
だ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
」
：
・
（
中
略
）
・
：
西

方
教
主
は
言
っ
た
。
「
定
光
仙
は
わ
が
教
に
縁
あ
り
。
」
元
始
天
尊
は
言
っ
た
。
「
か
れ
が
今
日
こ
こ
に
至
っ
た
の
も
、
邪
を
棄
て
正
に

帰
せ
ん
と
す
る
思
い
に
よ
る
も
の
だ
。
道
兄
に
帰
依
す
る
の
も
道
理
だ
。
」
定
光
仙
は
遂
に
接
引
・
準
提
の
二
人
の
教
主
を
師
と
拝

(5
) 

し
た
。

（
第
八
十
四
回

子
牙
兵
取
臨
温
関
）

『
封
神
演
義
」の
長
耳
定
光
仙
は
、
登
場
す
る
の
は
こ
れ
だ
け
で
、
ほ
と
ん
ど
端
役
で
あ
る
。
ま
た
、
老
子
だ
と
か
、
元
始
天
尊
だ
と
か
、

嚇
陀
だ
と
か
に
比
べ
て
、
特
に
馴
染
み
の
あ
る
神
仙
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、

(6
) 

義
』
研
究
で
も
、
特
に
注
目
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

こ
れ
ま
で
の
「
封
神
演

こ
の
長
耳
定
光
仙
も
作
者
の
依
拠
し
た
と
思
わ
れ
る
資
料
が
あ



る
。
以
下
に
ま
ず

そ
れ
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。

(7
) 

ま
ず
漢
訳
仏
典
中
に
は
、
前
世
の
釈
尊
に
授
記
を
行
っ
た
定
光
仏
と
い
う
過
去
仏
が
登
場
す
る
。
た
だ
し
中
国
で
は
、
例
え
ば
布
袋
和
尚

は
弥
勅
菩
薩
の
化
身
だ
と
い
う
こ
と
で
、
布
袋
弥
勅
に
な
っ
た
り
、
後
に
も
触
れ
る
が
、
毘
沙
門
天
は
唐
代
の
李
靖
と
い
う
人
物
と
習
合
し

た
り
と
い
う
よ
う
に
、
仏
教
の
神
仏
が
誰
か
特
定
の
人
物
と
結
び
つ
く
、
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
そ
し
て
、

」
の
定
光
仏
も
例
外
で
は
な

く
、
や
は
り
一
定
の
人
物
と
結
び
付
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

そ
の
一
人
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
五
代
の
耳
相
行
修
と
い
う
僧
で
あ
る
。

(8
) 

ま
ず
『
宋
高
僧
伝
』
「
漢
杭
州
耳
相
院
行
情
伝
」
に
載
せ
る
そ
の
伝
を
見
て
み
よ
う
。

釈
行
筒
、
俗
姓
は
陳
、
泉
州
の
人
で
あ
る
。
わ
か
く
し
て
北
巌
院
に
身
を
投
じ
て
出
家
し
、
つ
つ
し
ん
で
課
を
受
け
、
読
経
し
よ
く
つ
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と
め
た
。
十
三
歳
で
剃
髪
し
、
長
楽
府
（
福
州
）

の
戒
壇
に
ゆ
き
、
上
品
律
儀
を
受
け
た
。
十
八
歳
に
し
て
雪
峯
山
義
存
禅
師
の
も
と

に
参
じ
、
皆
と
と
も
に
教
え
を
乞
い
問
答
を
し
た
が
、
未
だ
詮
旨
を
解
さ
な
か
っ
た
。
行
備
は
義
存
に
暇
乞
い
を
し
、
「
斯
江
に
行
こ

う
と
思
い
ま
す
。
」
と
言
っ
た
。
義
存
が
言
う
に
、
「
お
前
の
す
が
た
か
た
ち
を
整
え
、か
の
二
人
に
様
相
を
目
賭
さ
せ
、
発
心
さ
せ
な

さ
い
。
」
そ
こ
で
そ
の
耳
を
指
し
て
言
っ
た
。
「
輪
郭
は
幸
い
に
長
く
な
っ
て
い
る
が
、
耳
乃
木
は
短
い
よ
う
だ
。
わ
た
し
は
お
前
の
た
め

に
伸
ば
し
て
や
ろ
う
。
」
両
手
で
均
一
に
引
っ
張
る
と
、
長
さ
は
た
だ
ち
に
肩
に
ま
で
及
ん
だ
。
こ
れ
を
三
度
行
い
、

情
の
耳
は
長
く
垂
れ
て
し
ま
い
、
見
る
者
は
目
を
見
張
る
よ
う
に
な
っ
た
。
後
唐
の
天
成
二
年
（
九
二
七
）
に
斯
中
に
入
っ
た
。
街
中

の
者
が
行
情
を
仰
ぎ
見
、
集
ま
っ
た
布
施
は
は
な
は
だ
多
か
っ
た
。
そ
こ
で
庵
を
西
関
の
高
峯
に
構
え
、
静
か
に
閑
居
し
た
。
こ
こ
は

」
の
時
か
ら
行

後
に
盛
ん
に
な
り
、
大
き
な
寺
院
と
な
っ
た
。
行
備
は
別
に
何
か
唱
え
る
で
も
な
く
、

黙
黙
と
し
て
坐
し
、
人
に
訊
ね
ら
れ
て
も
た
だ

笑
う
の
み
で
あ
っ
た
。
人
々
は
そ
の
耳
を
引
っ
張
っ
て
、

願
の
下
で
結
ぶ
な
ど
し
た
。
杭
州
の
人
は
長
耳
和
尚
と
号
し
た
。
後
漢
の
乾



祐
三
年
（
九
五
O
）
十
一
月
、
病
気
に
な
っ
た
が
、

越
弟
子
は
そ
こ
で
行
情
の
遺
骸
に
漆
布
し
て
保
存
し
た
。
こ
れ
は
今
も
ま
だ
あ
る
。
後
、
陸
州
の
刺
史
陳
栄
の
夢
枕
に
立
っ
て
、
「
わ

い
つ
も
と
変
わ
ら
ぬ
よ
う
に
日
常
を
送
っ
て
い
た
。
三
月
の
夜
に
坐
化
し
た
。
檀

た
し
の
坐
化
は
い
ま
だ
完
全
で
は
な
い
」
と
言
う
の
で
、
調
べ
て
み
る
と
、
も
と
も
と
漆
布
し
て
い
な
い
所
が
解
っ
た
の
で
、
更
に
手

(9
) 

を
加
え
て
完
成
さ
せ
た
。

耳
相
行
修
は
前
半
生
を
福
建
で
過
ご
し
た
。
雪
峯
義
存
は
後
梁
の
開
平
二
年
（
九
O
八
）

坐
化
し
て

る
か（
ら~

少
な

と
も
そ
れ
ま

で
に
は
十
八
歳
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

の
ち
福
建
を
離
れ
て
斯
江
に
移
り
、
杭
州
に
居
を
構
え
た
。
な
お
、
当
時
こ
こ
を
支
配

し
て
い
た
呉
越
は
仏
教
を
保
護
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
後
唐
の
天
成
二
年
（
九
二
七
）
と
い
う
の
は
、
呉
越
で
い
え
ば
宝
正
二
年
に
あ
た

り
、
銭
銀
が
位
に
あ
っ
た
頃
で
あ
る
。
そ
の
長
く
伸
び
た
耳
に
よ
り
、
長
耳
和
尚
と
よ
ば
れ
た
。

（
日
）

の
ち
に
定
光
仏
の
化
身
と
さ
れ
て
ゆ
く
。
次
に
『
武
林
西
湖
高
僧
事
略
』
に
載
せ
る
伝
を
見
て
み
よ
う
。

師
、
名
は
行
修
、
号
は
法
真
、
泉
南
の
陳
氏
の
出
で
あ
る
。
家
は
裕
福
で
、
儒
学
を
好
ん
だ
。
し
か
し
師
は
清
静
に
専
心
し
、
俗
世
間
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こ
の
長
耳
和
尚
行
修
が

に
い
る
こ
と
を
好
ま
な
か
っ
た
。
十
三
歳
で
出
家
し
、
諸
国
を
遍
く
ま
わ
り
、
雪
峯
山
義
存
縄
師
の
も
と
に
参
じ
た
。
師
は
生
ま
れ
つ

き
異
相
の
持
ち
主
で
、
耳
が
肩
ま
で
垂
れ
、
上
は
頭
の
て
っ
ぺ
ん
を
越
え
て
い
て
、

下
は
下
顎
で
結
べ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
時
に
長
耳

和
尚
と
号
し
た
。
後
唐
の
天
成
二
年
（
九
二
七
）
、
天
台
山
国
清
寺
の
寒
巌
よ
り
銭
塘
（
杭
州
）

に
遊
ん
だ
。
呉
越
国
王
は
賓
礼
の
待

遇
を
も
っ
て
迎
え
、
法
相
院
に
居
せ
し
め
た
。
：
・
（
中
略
）
：
・
乾
祐
四
年
（
九
五
二
十
一
月
二
日
、

呉
越
王
の
）
銭
氏
は
誕
生
日

で
あ
っ
た
た
め
、
僧
に
供
養
を
施
し
た
際
、
永
明
に
「
こ
こ
に
聖
僧
は
い
る
か
？
」
と
問
う
た
。
永
明
は
そ
こ
で
、
「
長
耳
和
尚
は
定

光
知
来
の
化
身
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
答
え
た
。
永
明
は
戒
め
を
侍
者
に
与
え
て
言
っ
た
。
「
長
耳
が
も
し
来
た
ら
、わた
し
は
も
う
寝

て
し
ま
っ
た
と
だ
け
言
い
な
さ
い
。
」
師
が
永
明
の
も
と
へ
参
上
す
る
と
、
侍
者
は
永
明
の
戒
め
の
と
お
り
師
に
告
げ
た
。
す
る
と
師



は
永
明
の
履
き
物
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
。
翌
日
坐
化
し
た
。
門
人
が
遺
骸
を
漆
塗
り
し
て
保
存
し
た
。
こ
れ
は
今
で
も
残
っ
て
い
る
。

（
ロ
）

北
宋
の
崇
寧
二
年
（
一
一

O
三
）
、
崇
慧
大
師
の
議
を
賜
る
。

僧
へ
の
供
養
を
行
っ
た
呉
越
王
と
は
乾
祐
四
年
（
九
五
二
だ
か
ら
銭
弘
倣
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
永
明
と
は
銭
弘
仮
に
重
ん
じ
ら

（
日
）

れ
た
銭
塘
の
永
明
延
寿
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
宋
高
僧
伝
』
と
は
幾
つ
か
の
点
で
相
違
が
あ
る
が
、
何
と
言
っ
て
も
こ
こ
で
定
光
仏
と
結
び

付
い
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
以
後
、
行
修
は
定
光
仏
の
化
身
で
あ
る
と
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

な
ぜ
定
光
仏
と
結
び
付
い
て
し
ま
う
の
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
が
、

『
武
林
西
湖
高
僧
事
略
』
で
の
付
加
部
分
が
、
あ
る
い
は
こ
れ

を
理
解
す
る
手
が
か
り
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
法
真
と
い
う
号
と
、
天
台
山
国
清
寺
寒
巌
と
い
う
地
名
で
あ
る
。

や
は
り
法
真
と
呼
ば
れ
た
僧
が
同
時
代
に
も
う
一
人
い
る
の
で
あ
る
。
大

(H
) 

随
神
照
が
そ
の
人
で
あ
る
。
『
古
尊
宿
語
録
』
巻
三
十
五
「
大
随
開
山
神
照
禅
師
行
状
」
に
よ
れ
ば
、
神
照
は
剣
南
梓
州
塩
亭
県
（
い
ま
の

ま
ず
法
真
と
い
う
号
に
つ
い
て
は
、
定
光
仏
で
あ
る
と
き
れ
、

四
川
省
塩
亭
県
）
の
人
で

天
彰
（
い
ま
の
四
川
省
彰
県
）
の
大
随
山
に
居
し
、
時
の
萄
王

（
五
代
十
国
の
後
局

に
慕
わ
れ
て
三
度
招
か
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れ
た
が
応
ぜ
ず
、
乾
徳
元
年
（
九
六
三
）
に
八
十
六
歳
で
坐
化
し
た

（
従
っ
て
生
年
は
乾
符
五
年
（
八
七
八
）
と
な
る
）
。そ
し
て

議
は
法
真
、
容
貌
は
古
朴
で
威
厳
が
あ
り
、
眉
は
垂
れ
て
暖
毛
を
覆
い
、
老
宿
輩
が
み
な
定
光
仏
の
示
蹟
で
あ
る
と
言
っ
て
い
た
の
を

（
日
）

か
つ
て
聞
い
て
い
る
。

と
い
う
記
述
が
あ
る
。

ま
た
も
う
一
つ
、
後
唐
の
天
成
二
年
に
天
台
山
国
清
寺
の
寒
巌
か
ら
杭
州
に
入
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
こ
の
天
台
山
に
も
や
は
り

（
日
）
（
口
）

耳
の
長
い
定
光
と
い
う
名
の
僧
が
い
る
の
で
あ
る
。
や
や
時
代
は
遡
る
が
、
南
朝
・
陳
の
定
光
で
あ
る
。
『
続
高
僧
伝
』
の
智
鋲
伝
に
よ
れ

ば
、
定
光
は
智
顕
を
夢
で
天
台
山
に
来
る
よ
う
手
を
振
っ
て
招
き

の
ち
智
鋲
が
天
台
山
に
登
る
と
、
「
む
か
し
手
を
振
っ
て
招
い
た
こ
と



（
日
）

を
覚
え
て
い
る
か
」
と
言
っ
た
と
い
う
。
こ
の
話
は
「
定
光
招
手
」
と
し
て
『
祖
庭
事
苑
』
巻
五
に
も
引
か
れ
て
い
る
が
、
『
宋
高
僧
伝
』

の
志
通
伝
に
引
く
と
こ
ろ
で
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

昔
智
鋲
は
そ
の
石
の
上
で
僧
が
海
に
臨
ん
で
手
を
挙
げ
自
分
を
招
い
て
い
る
様
子
を
夢
に
見
た
。
智
頴
は
天
台
山
に
入
っ
て
そ
の
僧
に

つ会
た翌つ
。た

名
目リ
は
定
光
と

耳
は
準
え
た
つ
よ
う
に
上
に
伸
ぴ
て
い
て
頭
の
頂
を
越
え
て
お
り
、
ま
た
計
り
知
れ
な
い
神
僧
で
あ

こ
う
し
た
大
随
神
照
や
定
光
の
こ
と
が
耳
相
行
修
の
伝
承
に
混
入
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
逆
な
の
か
、
あ
る
い
は
と
も
に
同
一
の
由
来
を

持
っ
て
い
る
の
か
、
よ
く
解
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
何
ら
か
の
形
で
関
連
が
あ
っ
た
こ
と
は
充
分
予
想
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、

（
却
）

さ
ら
に
南
安
自
厳
と
い
う
人
物
も
定
光
仏
の
化
身
と
さ
れ
る
。
伝
と
し
て
は
比
較
的
早
い
と
思
わ
れ
る
「
禅
林
僧
宝
伝
』
を
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見
て
み
よ
う
。

禅
師
の
詳
は
自
厳
、
鄭
氏
に
生
ま
れ
、
泉
州
同
安
の
人
で
あ
る
。
十
一
歳
で
家
を
棄
て
、
建
興
の
臥
像
寺
の
沙
門
で
あ
っ
た
契
縁
の
童

子
と
な
っ
た
。
十
七
歳
の
時
に
大
僧
と
な
り
、
行
脚
し
て
瞳
陵
（
江
西
省
吉
水
付
近
）
に
至
り
、
西
峯
雲
諮
に
謁
し
た
。
西
峯
雲
諮

（
幻
）

は
、
清
涼
智
明
の
高
弟
で
、
雲
門
文
僅
の
嫡
孫
で
あ
る
。
：
・
（
中
略
）
：
・
淳
化
乙
卯
の
年
の
正
月
六
日
、
衆
を
集
め
て
言
っ
た
、
「
わ

た
し
は
こ
の
日
に
生
ま
れ
た
、

そ
し
て
今
が
正
に
そ
の
時
で
あ
る
。
」
遂
に
右
脇
に
臥
し
て
坐
化
し
た
。
享
年
八
十
二
、
僧
籍
に
あ
る

（
詑
）

こ
と
六
十
五
年
。
夏
、
定
光
円
応
禅
師
と
議
し
た
。

南
安
自
厳
は
雲
門
文
僅
の
三
代
後
だ
か
ら
南
巌
下
十
世
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
定
光
と
い
う
誼
は
や
は
り
定
光
仏
の
化
身
と
き
れ
る
か
ら

の
よ
う
で
あ
る
。
「
定
光
円
応
普
慈
通
聖
大
師
事
状
」
に
は
以
下
の
よ
う
な
話
が
見
え
る
。

（
大
師
は
）
盤
古
山
に
至
り
、
井
戸
の
水
が
掴
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
杖
で
こ
れ
を
叩
い
て
「
出
て
こ
い
出
て
こ
い
」
と
言
っ
た
。
す
る



と
夜
中
に
水
の
ポ
タ
ポ
タ
と
い
う
音
が
聞
こ
え
、
朝
に
は
溢
れ
出
て
い
た
。
こ
れ
を
知
っ
た
人
々
は
言
っ
た
、
「
盤
古
山
に
定
光
仏
が

(M
) 

現
れ
た
」
。

（
お
）

福
建
省
武
平
や
台
湾
省
淡
水
な
ど
に
あ
る
「
定
光
廟
」
は
み
な
自
厳
を
肥
る
も
の
で
、
特
に
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
自
厳
日
定
光
仏
と
い
う

結
び
つ
き
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。（

部
）

ほ
か
に
も
『
曲
消
旧
聞
』
巻
一
に
は
、
宋
の
太
祖
越
匡
胤
が
定
光
仏
の
化
身
で
あ
る
と
い
う
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。

五
代
の
世
、
群
雄
が
割
拠
し
、
戦
乱
が
続
い
た
。
あ
る
僧
が
い
て
、
癒
癒
を
装
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
言
葉
は
思
い
も
よ
ら
ず
当

た
る
の
で
あ
っ
た
。

か
つ
て
あ
る
人
に
言
っ
た
、
「
も
し
太
平
を
欲
す
る
の
な
ら
、
定
光
仏
の
世
に
出
る
の
を
待
つ
が
よ
い
。
」
太
祖
が

（
幻
）

み
な
定
光
仏
の
化
身
だ
と
し
た
の
は
、
思
う
に
こ
の
僧
の
言
葉
に
依
る
の
で
あ
ろ
う
。

天
下
を
統
一
す
る
に
至
っ
て
、

袋
和
尚
も
ま
た
こ
の
頃
（
貞
明
二
年
（
九
二
ハ
）
卒
）

の
人
で
あ
り
、

」
の
時
代
は
そ
う
し
た
傾
向
の
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
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以
上
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
五
代
北
宋
初
の
こ
ろ
は
定
光
仏
化
身
の
説
が
多
数
行
わ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
弥
勅
と
結
び
付
く
布

て
何
人
か
の
人
物
が
定
光
仏
と
結
び
付
き
、そ
れ
ら
は
あ
る
い
は
お
互
い
に
影
響
関
係
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
中
で
、
最
終
的
に
耳

相
行
修
（
と
南
安
自
厳
）
が
優
勢
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

き
て
長
耳
定
光
仏
行
修
の
話
は
明
清
の
筆
記
な
ど
に
も
現
れ
、
宋
以
後
も
引
き
続
い
て
こ
れ
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
解
る
。
例
え
ば
、

明
・
朱
国
禎
撰
『
湧
櫨
小
口
巴
巻
二
十
八
「
長
耳
和
尚
」
の
項
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

定
光
仏
は
、
は
じ
め
和
尚
で
あ
っ
た
と
き
、
法
真
と
号
し
た
。
耳
の
長
さ
は
九
す
も
あ
り
、
上
は
頭
の
て
っ
ぺ
ん
を
越
え
、

下
は
願
で

結
べ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
呉
越
王
は
こ
れ
を
賓
礼
を
も
っ
て
迎
え
、
定
光
院
に
居
せ
し
め
た
。
坐
化
し
て
の
ち
、
な
き
が
ら
は
漆
塗
り

き
れ
た
が
、
目
は
閉
じ
口
は
い
さ
さ
か
開
い
て
い
る
と
い
う
様
子
で
あ
っ
た
。
院
は
寺
に
拡
張
さ
れ
、
正
殿
は
真
ん
中
に
置
か
れ
、
な



つ（き
たきが
。ら

は
左

置
か
れ
て

こ
れ
を
覆
う
楼
が
建
て
ら
れ
た
。
正
殿
は
し
ば
し
ば
火
事
に
な
っ
た
が
、

火
は
楼
に
は
及
ば
な
い
の
だ

ま
た
清
・
陸
次
雲
撰
『
湖
嬬
雑
記
』
「
法
相
寺
」の
条
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

武
林
（
杭
州
）
に
は
仙
仏
の
ミ
イ
ラ
が
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
丁
野
鶴
で
、
も
う
一
つ
は
長
耳
和
尚
で
あ
る
。
和
尚
の
名
は
行
修
で
、

耳
の
長
き
が
何
寸
も
あ
り
、
上
は
頭
の
て
っ
ぺ
ん
を
越
え
て
い
て
、
下
は
下
顎
で
結
べ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
呉
越
王
が
僧
に
供
養
を
施

そ
う
と
し
た
際
、
行
修
は
ひ
き
ご
を
引
っ
提
げ
て
や
っ
て
き
た
。
永
明
禅
師
が
呉
越
王
に
言
う
の
に
、
「
こ
の
長
耳
和
尚
は
定
光
古
仏

の
応
身
で
ご
ざ
い
ま
す
」
。
そ
こ
で
王
は
駕
を
う
な
が
し
て
こ
れ
に
礼
し
た
。
長
耳
和
尚
は
笑
っ
て
、
「
永
明
は
鏡
舌
だ
」
と
、
言
い
終

わ
る
や
、
結
蜘
扶
坐
し
て
坐
化
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
そ
の
体
は
漆
塗
り
に
さ
れ
、
法
相
寺
の
中
に
保
存
さ
れ
た
。
毎
年
正
月
六
日

に
開
帳
し

た
く
さ
ん
の
人
に
公
開
す
る
。

こ
の
日
参
持
に
来
る
者
は
、
争
っ
て
爆
竹
を
放
ち
、
そ
の
音
は
山
谷
に
響
き
わ
た
り
、
紙
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銭
が
堆
く
積
ま
れ
る
。
後
継
ぎ
を
求
め
る
者
は
、
仏
前
で
競
っ
て
紅
い
蝋
燭
を
抜
く
。
婦
人
が
潜
っ
て
来
、
仏
の
下
半
身
を
撫
で
、
子

宝
を
祈
る
。
こ
の
習
俗
の
最
も
笑
う
べ
き
も
の
だ
が
、
数
年
来
改
ま
っ
て
い
な
い
。

（
却
）

は
、
豊
干
が
拾
得
を
知
っ
て
い
た
こ
と
と
ど
こ
も
異
な
る
所
が
な
い
。

（
根
峯
の
評
）
永
明
が
行
修
を
知
っ
て
い
た
こ
と

こ
こ
で
一
月
六
日
と
い
う
日
付
が
登
場
し
て
い
る
の
に
注
意
し
た
い
。

」
れ
は
南
安
自
厳
が
坐
化
し
た
と
さ
れ
る
日
で
あ
る
。
耳
相
行
修

と
南
安
自
厳
と
は
、
ほ
ぼ
同
時
代
の
人
で
、
同
じ
く
泉
州
の
人
で
あ
り
、
か
つ
同
じ
定
光
仏
の
化
身
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
混
同
は
起

き
や
す
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
恐
ら
く
こ
こ
に
も
何
ら
か
の
影
響
関
係
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
福
建
省
武
平
に

（
初
）

は
、
両
者
を
同
一
人
物
と
し
て
合
流
き
せ
る
伝
承
も
存
在
す
る
。

き
て
、
以
上
「
長
耳
定
光
仏
」
の
伝
承
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
。
『
封
神
演
義
』
に
お
け
る
「
長
耳
定
光
仙
」の
題
材
は
、
お
そ
ら
く



こ
れ
に
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

燃
灯
に
つ
い
て

き
て
、
『
封
神
演
義
』
に
は
燃
灯
道
人
と
い
う
神
仙
が
登
場
す
る
。
こ
れ
は
長
耳
定
光
仙
な
ど
と
は
違
っ
て
、
『
封
神
演
義
」の
主
要
登
場

人
物
の
一
人
で
あ
る
。
初
出
は
第
十
四
回
で
、
息
子
の
嚇
托
に
追
わ
れ
る
李
靖
を
助
け
、
玲
犠
塔
を
授
け
る
。
こ
こ
は
李
靖
が
托
塔
天
王
と

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
因
縁
語
と
な
っ
て
い
る
。

李
靖
は
脆
い
て
言
っ
た
。
「
危
な
い
と
こ
ろ
を
助
け
て
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
先
生
の
お
名
前
は
？
い
ず
こ

の
名
山

い
ず
こ
の
仙
府
に
お
住
ま
い
か
？
」
道
人
は
言
っ
た
、
「
貧
道
は
霊
鷲
山
元
覚
洞
の
燃
灯
道
人
で
あ
る
。
な
ん
じ
は
修
道
成

辞
し
、
山
谷
に
こ
も
っ
て
、
名
利
を
忘
れ
よ
。
そ
し
て
周
の
武
王
が
兵
を
興
す
の
を
待
ち
、

（
幻
）

そ
の
後
隠
遁
し
た
。

」
れ
を
助
け
て
再
ぴ
功
を
な
せ
。
」
李
靖
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ら
ず

人
間
界
の
富
貴
を
享
受
し
て
い
る
が

い
ま
、
商
の
約
王
は
徳
を
失
い
、
天
下
は
大
い
に
乱
れ
て
い
る
。
な
ん
じ
は
暫
し
官
を

は
叩
頭
し
て
、
陳
塘
関
に
戻
り
、

（
第
十
四
回

嚇
叱
現
蓮
花
化
身
）

そ
の
後
、
第
四
十
五
回
に
再
び
登
場
し
、
作
中
で
は
闇
教
の
リ
ー
ダ
ー
格
の
神
仙
と
し
て
非
常
に
活
躍
す
る
。
以
下
に
そ
の
登
場
場
面
を

引
用
す
る
。

き
て
皆
で
誰
が
中
心
に
な
っ
て
陣
を
破
る
か
を
議
論
し
、
お
互
い
に
譲
り
合
っ
て
い
る
と
き
に
、
空
中
よ
り
一
人
の
道
人
が
や
っ
て
き

た
。
鹿
に
跨
っ
て
雲
に
乗
り
、
香
風
が
立
ち
こ
め
る
。
そ
の
容
貌
は
奇
怪
で
古
朴
で
あ
り
、
ま
こ
と
に
仙
人
の
領
袖
、
仏
祖
の
源
流
で

あ
る
。
：
・
（
中
略
）
・
：
神
仙
た
ち
は
霊
鷲
山
円
覚
洞
の
燃
灯
道
人
が
や
っ
て
来
た
こ
と
を
知
っ
て
、
み
な
蓬
よ
り
下
り
て
出
迎
え
、

礼
を
し
て
坐
し
た
。
燃
灯
は
言
っ
た
。
「
道
友
の
方
々
は
先
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
と
い
う
の
に
、
貧
道
は
遅
れ
ま
し
て
、
ま
こ
と



に
申
し
訳
な
い
。
き
て
か
く
も
凶
悪
な
十
絶
障
を
攻
め
る
に
当
た
っ
て
、

体
ど
な
fこ
カf

中
,L 、

な
ら
れ
る
グ〉

か（
な~
フ

Lーー

第
四
十
五

回
、
燃
灯
議
破
十
絶
陣
）

こ
の
燃
灯
道
人
と
い
う
の
は
漢
訳
仏
典
中
に
見
え
る
燃
灯
仏
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
燃
灯
仏
と
は
実
は
先
に
見
た
定
光
仏
の
別
名

（
お
）

で
あ
る
。

つ
ま
り
定
光
仏
と
燃
灯
仏
と
は
同
じ
も
の
を
指
し
て
お
り
、
長
耳
定
光
仙
と
燃
灯
道
人
と
は
同
一
の
過
去
仏
に
由
来
を
も
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

に
出
て
い
る
。
ま
た
霊
鷲
山
円
覚
洞
（
元
覚
洞
と
も
書
か
れ
る
）

た
だ
し
、
作
中
で
燃
灯
道
人
は
、
長
耳
定
光
仙
と
は
違
い
、
「
仏
祖
源
流
」
と
称
さ
れ
る
な
ど
、
過
去
仏
と
し
て
の
本
来
の
性
格
が
前
面

と
い
う
居
所
は
恐
ら
く
釈
尊
の
謂
で
あ
り
、
托
塔
天
王
に
玲
聴
塔
を
授
け

る
役
目
も
『
西
遊
記
』
で
は
釈
尊
が
担
う
も
の
で
、
作
中
で
は
明
ら
か
に
釈
尊
に
か
わ
る
位
置
を
占
め
て
い
る
が
、
こ
れ
も
燃
灯
道
人
が
過
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去
仏
と
し
て
本
来
的
に
釈
尊
と
並
ぶ
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
中
国
で
は
定
光
仏
と
燃
灯
仏
が
別
々
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
神
仏
の
誕
生
日
や
吉
凶
・
占
い
な
ど
を
記
し
た

一
月
に
定
光
仏
の
聖
誕
が
、
八
月
に
燃
燈
仏
の
聖
誕
が
記
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に

（
お
）

そ
の
比
較
的
早
い
も
の
と
さ
れ
る
万
暦
続
道
蔵
本
『
諸
神
聖
誕
日
玉
匝
記
等
集
」
を
見
て
み
よ
う
。

『
玉
匝
記
』
と
い
う
道
書
が
あ
る
が

こ
れ
を
み
る
と
、

初正
八月
日初
疋・一

光・日
併・天
聖職
誕之

辰

嫡
勅
悌
聖
誕

江
東
聖
誕

初
九
日
玉
皇
上
帝
聖
誕

十
三
日
劉
猛
特
聖
誕

十
五
日
上
元
天
官
聖
誕



中
略

初
八
日
至
十
五
日
、
頼
大
神
通
降
魔
、
此
日
戒
粛
、
比
常
日
有
千
寓
功
徳
。

八
月
初
三
日
竃
君
聖
誕

十
五
日
太
陰
朝
元
之
辰
宜
守
夜
焼
香

二
十
二
日
燃
燈
併
聖
誕

一
月
八
日
が
定
光
仏
の
、

初
三
日
二
十
七
日
北
斗
下
降
（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
、
以
下
同
じ
）

八
月
二
十
二
日
が
燃
燈
仏
の
聖
誕
日
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
両
者
が
同
一
で
は
な
く
、
別
々
の
も
の
と
し
て

扱
わ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
、
定
光
仏
と
い
う
語
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
一
定
の
人
物
と
結
び
付
い
た
こ
と
か
ら
、
燃
燈
仏
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と
い
う
語
と
分
化
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
こ
こ
で
は
定
光
仏
聖
誕
を
一
月
八
日
に
つ
く
る
が
、
こ
の
続
道
蔵
本
は
通
行
本
の
系
統
と
は
か
な
り
そ
の
記
述
に
出
入
り
が
あ

（
お
）

る
。
い
ま
そ
れ
に
属
す
る
清
・
光
緒
刊
本
の
当
該
箇
所
を
以
下
に
示
す
。

正
月
初
一
日
天
臓
之
辰

初初

日日
定・孫
光・異
イ弗・聖
聖誕
誕

初
九
日
玉
皇
上
帝
聖
誕

十
五
日
上
元
天
官
聖
誕

正
一
靖
磨
異
君
聖
誕

浦
勅
悌
聖
誕

座
異
人
聖
誕

初
八
日
江
東
紳
聖
誕

十
三
日
劉
猛
将
軍
聖
誕

門
紳
戸
尉
聖
誕

佑
聖
異
君
聖
誕

混
元
皇
帝
西
子
帝
君
聖
誕



初
八
日
至
十
五
日
、
穎
大
紳
通
降
魔
、
此
八
日
持
薦
、

比
常
日
有
十
干
高
功
徳
。

中
略

八
月
初
一
日
紳
功
妙
済
異
君
聖
誕
即
許
異
君

初
三
日
竃
君
聖
誕

初
三
日
廿
七
日
北
斗
下
降

初
五
日
雷
撃
大
帝
聖
誕

初
十
日
北
巌
大
帝
聖
誕

十
二
日
西
方
五
道
聖
誕

十
八
日
酒
仙
聖
誕

十
五
日
太
陰
朝
元
之
辰
宜
守
夜
焚
香

廿
二
日
燃
燈
悌
聖
誕

廿
三
日
伏
魔
福
特
張
穎
王
聖
誕
即
漢
桓
侯
翼
徳

こ
ち
ら
で
見
る
と
、
定
光
仏
聖
誕
は
一
月
八
日
で
は
な
く

一
月
六
日
に
な
っ
て
い
る
。

」
の
日
付
は
、
先
に
『
禅
林
僧
宝
伝
』
『
湖
嬬
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雑
記
』
な
ど
で
見
た
行
修
や
自
厳
の
坐
化
し
た
日
と
一
致
し
て
い
る
。

き
て
、
以
上
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
『
封
神
演
義
』
は
、
少
な
く
と
も
明
代
ま
で
に
は
起
こ
っ
て
い
た
定
光
と
燃
灯
の
分
化
を
反
映
し
て
、

一
方
を
長
耳
定
光
仙
、

一
方
を
燃
灯
道
人
と
し
た

と
推
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

『
封
神
演
義
』
に
お
け
る
重
出
の
構
造

こ
こ
で
柳
存
仁
氏
が
『
悌
道
教
影
響
中
園
考
』
で
指
摘
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
い
。

『
封
神
演
義
』
に
は
毘
沙
門
天
に
由
来
す
る
神
仙
が
二
人
登
場
す
る
。

一
人
は
托
塔
天
王
李
靖
、
も
う
一
人
は
多
文
天
王
で
あ
る
。
も
と

も
と
の
毘
沙
門
天
が
、
中
国
に
入
っ
て
唐
代
の
将
軍
、
李
靖
と
結
び
付
い
た
の
が
前
者
で
あ
り
、

四
天
王
の
一
と
し
て
い
わ
れ
る
の
が
後
者



（
幻
）

で
あ
る
。
両
者
は
比
較
的
早
い
段
階
で
分
化
し
て
し
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
『
封
神
演
義
」
作
者
は
両
者
は
も
と
も
と
同
一

の
も
の
だ
と
気
づ
い
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

「
封
神
演
義
』
に
登
場
す
る
商
の
太
師
、
聞
仲
は
、
そ
の
他
の
武
王
伐
材
故
事
も
の
に
は
見
え
ず
、
作
者
の
創
出
に
な
る
と
思
わ
れ
る
人

物
で
あ
る
が
、
柳
存
仁
氏
は
世
宗
嘉
靖
帝
の
時
の
道
士
で
皇
帝
の
信
任
の
厚
か
っ
た
陶
仲
文
が
モ
デ
ル
で
あ
り
、
仲
文
の
字
を
転
倒
き
せ
き

ら
に
字
を
故
意
に
「
文
」
か
ら
「
聞
」
に
か
え
た
も
の
だ
と
し
た
。
第
六
十
九
回
及
び
第
八
十
六
回
で
現
れ
る
「
文
鴨
」
も
、
第
九
十
九
回

（
お
）

こ
れ
も
決
し
て
誤
記
で
は
な
く
、
す
べ
て
作
者
の
意
図
が
働
い
て
い
る
も
の
だ
と
す
る
。

で
は
「
聞
聴
」
に
な
っ
て
い
る
が

そ
う
す
る
と

『
封
神
演
義
』
第
九
十
九
回
で
多
聞
天
王
が
多
文
天
王
に
な
っ
て
い
る
の
も
、

や
は
り
誤
記
で
は
な
く
、
同
様
に
作
者
の
意
図
が
反
映
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

開
仲
が
陶
伸
文
を
指
す
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
思
う
が
、
こ
こ
で
柳
存
仁
氏
が
言
っ
て
い
る
『
封
神
演
義
』
作
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者
の
意
図
に
つ
い
て
は
考
慮
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
『
封
神
演
義
』
作
者
が
神
仙
の
出
自
に
こ
だ
わ
っ
て
名
称
に
操
作
を
加
え
る
と

い
う
こ
と
は
、
他
に
も
「
西
遊
記
』
に
も
登
場
す
る
楊
二
郎
が
楊
裁
に
な
っ
て
い
た
り
、

ふ
つ
う
太
上
老
君
と
い
う
と
こ
ろ
が
老
子
に
な
っ

て
い
た
り
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
容
易
に
見
出
し
う
る
。
上
述
の
毘
沙
門
天
の
場
合
も
、
同
様
に
来
源
へ
の
自
覚
に
よ
る
改
変
で
あ
ろ
う
。
毘

沙
門
天
と
言
わ
ず
、
托
塔
天
王
李
靖
と
い
う
呼
称
を
採
用
し
た
の
も
、
ま
た
多
聞
天
王
の
「
開
」
の
字
を
「
文
」
に
か
え
た
の
も
、
両
者
が

本
来
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
出
自
を
自
覚
し
て
い
た
た
め
、

少
し
ず
つ
字
を
ず
ら
し
近
接
を
避
け
た
の
だ
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
同
一
の
神
格
が
重
出
し
て
あ
ら
わ
れ
る
際
の
改
変
に
つ
い
て
は
、

こ
の
他
に
も
三
清
の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
こ
で
三
清
に
つ
い
て
も
若
干
考
察
を
加
え
て
み
よ
う
。
道
教
で
は
周
知
の
よ
う
に
、
い
わ
ば
最
高
神
格
と
し
て
玉
清
元
始
天
尊
、
上
清

霊
宝
天
尊
、
太
清
太
上
老
君
の
「
三
清
」
が
あ
る
。
し
か
し
、
『
封
神
演
義
』で
は
こ
の
三
清
に
当
た
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
二
つ
登
場
す



る
の
で
あ
る
。

一
つ
は
神
仙
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
頂
点
に
立
つ
老
子
、
元
始
天
尊
、
通
天
教
主
の
「
三
教
主
」
で
あ
る
。
「
上
清
霊
宝
天
尊
」
の
か
わ
り

に
通
天
教
主
と
な
っ
て
い
る
の
が
少
し
違
う
が
、
最
高
神
格
と
し
て
元
始
天
尊
と
老
子
と
あ
と
一
人
が
出
て
く
る
と
言
う
の
は
明
ら
か
に
三

清
を
意
識
し
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

も
う
一
つ
は
、
第
七
十
七
回
で
老
子
の
使
う
幻
術
と
し
て
出
現
す
る
、
上
清
道
人
、
玉
清
道
人
、
太
清
道
人
の
「
三
清
」
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
通
天
教
主
と
戦
う
こ
と
に
な
っ
た
老
子
が
、
頭
の
上
に
「
三
道
の
気
」
を
出
現
さ
せ
る
と
、
こ
れ
が
化
し
て
「
三
清
」
と
な
り
、
東

か
ら
上
清
道
人
が
、
南
か
ら
玉
清
道
人
が
、
北
か
ら
太
清
道
人
が
現
れ
、
通
天
教
主
を
取
り
囲
ん
で
攻
撃
す
る
が
、
通
天
教
主
は
か
れ
ら
の

素
性
が
解
ら
ず
、
苦
戦
を
す
る
け
れ
ど
も
、
結
局
「
三
清
」
は
実
体
の
な
い
「
気
」
で
、
老
子
の
幻
術
で
し
か
な
い
の
で
、
忽
然
と
消
滅
す

（
却
）

『
封
神
演
義
』
作
者
は
何
故
こ
の
よ
う
に
二
つ
も
「
三
清
」
を
登
場
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
柳
存
仁
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

『
封
神
演
義
』
作
者
は
玉
清
元
始
天
尊
、
上
清
霊
宝
天
尊
、
太
清
太
上
老
君
の
三
清
が
神
仙
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
頂
点
に
立
つ
と
い
う

伝
統
的
通
念
を
無
視
し
、
老
子
と
元
始
天
尊
、

そ
れ
に
載
教
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
通
天
教
主
と
い
う
独
自
の
「
三
位
」
を
作
り
上
げ
、

更
に
そ
の
上
位
に
紫
香
宮
に
住
む
鴻
鈎
道
人
な
る
神
仙
を
創
出
し
、
万
仙
陣
の
戦
闘
の
後
、
か
れ
の
三
人
の
弟
子
た
ち
を
調
停
す
る
役

割
を
与
え
た
。
そ
し
て
霊
宝
天
尊
は
こ
の
新
し
い
「
三
位
」
か
ら
は
除
外
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
：
・
（
中
略
）
：
・
し
か
し
霊
宝
天
尊
は
伝

統
的
信
仰
に
お
い
て
は
重
要
な
存
在
で
あ
り
、
そ
の
た
め
「
封
神
演
義
』
作
者
は
別
に
霊
宝
大
法
師
と
い
う
新
た
な
人
物
を
創
出
し

て
、
昆
荷
山
玉
虚
宮
の
元
始
天
尊
十
二
代
弟
子
の
一
人
に
加
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

そ
し
て
仏
教
に
は
法
身
、
報
身
、
応
身
の
三
身
説
が
あ
り
、
道
教
の
三
清
説
は
こ
れ
を
真
似
て
、
老
子
を
元
始
天
尊
、
太
上
道
君
、
太
上



老
君
と
し
た
の
だ
、

と
す
る
「
朱
子
語
類
』
巻
百
二
十
五
に
見
え
る
記
事
を
紹
介
し
、

南
宋
の
朱
宣
凧
の
意
見
は
「
封
神
演
義
』
作
者
の
考
え
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
で
あ
っ
た
。
作
中
創
出
し
た
「
三
位
」
は
二
つ
の
対
立
す

る
セ
ク
ト
の
敵
対
者
か
ら
な
り
、
か
つ
同
一
小
説
中
で
、
老
子
に
三
清
を
放
た
せ
、
朱
室
開
’
の
言
葉
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
一
般
の
「
誤
っ

た
」
通
念
を
正
そ
う
と
し
た
の
だ
。

と
述
べ
て
い
る
。

柳
存
仁
氏
の
説
を
補
足
す
る
と
、
玉
清
元
始
天
尊
、
上
清
霊
宝
天
尊
、
太
清
太
上
老
君
の
「
三
清
」
と
い
う
通
説
を
、
『
封
神
演
義
』
作

者
は
無
視
し
、
位
階
も
か
え
て
老
子
、
元
始
天
尊
、
通
天
教
主
と
し
た
。
通
説
で
は
元
始
天
尊
が
上
位
な
訳
だ
が
、
『
朱
子
語
類
」
に
い
う

老
子
中
心
説
に
よ
り
、
「
三
清
」
を
老
子
に
帰
属
き
せ
、
あ
わ
せ
て
老
子
を
最
上
位
と
す
る
「
三
教
主
」
の
枠
組
み
も
再
構
成
し
た
。
結
果

る
。
そ
う
す
る
と
こ
こ
に
も
、

さ
き
に
毘
沙
門
天
の
と
こ
ろ
で
見
た
の
と
同
じ
神
仙
の
出
自
に
こ
だ
わ
ろ
う
と
す
る
操
作
が
見
出
さ
れ
る
と
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内
川
4
」
＋
品
、

f
l
l
 三
清
に
由
来
を
持
つ
枠
組
み
が
二
つ
出
来
上
が
っ
た
。
そ
れ
は
、
三
清
説
の
来
源
に
配
慮
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来

日
っ
て
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
長
耳
定
光
仙
と
燃
灯
道
人
に
戻
る
と

こ
れ
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
操
作
が
見
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。イ〉

ま
り
『
封
神
演
義
』
作
者
は
、
定
光
仏
は
、
過
去
仏
的
な
燃
灯
と
、
中
固
化
し
た
長
耳
和
尚
と
に
分
化
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
意
識

し
て
い
た
た
め
、

ま
ず
、
定
光
仏
は
単
に
定
光
仏
で
も
良
い
は
ず
だ
が
、
こ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
長
耳
定
光
仏
と
い
う
言
い
方
を
持
っ
て
き
て
名

称
の
上
で
の
近
接
を
避
け
て
、
さ
ら
に
中
固
化
し
た
長
耳
和
尚
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
、
裁
教
側
の
神
仙
に
配
す
る
。
ま
た
、
対
す
る
一
方

の
閤
教
側
に
燃
灯
道
人
を
配
し
て
、
両
者
を
対
照
さ
せ
る
。
と
、
そ
う
い
う
作
者
の
操
作
が
う
か
が
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ

る



お
わ
り
に

『
封
神
演
義
』

一
見
し
た
と
こ
ろ
様
々
な
神
仙
が
登
場
し
、
非
常
に
雑
駁
な
印
象
が
強
く
、

そ
の
記
述
は
「
荒
唐
無
稽
」
で
あ
る
と

lま

そ
れ
ら
を
細
か
く
見
て
行
き
、
整
理
し
て
考
え
る
と
、
そ
の
背
後
に
は
当
時
の
民
間
信
仰
な
ど
を
反
映
さ
せ
っ

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

『
封
神
演
義
』
作
者
の
様
々
な
配
慮
が
見
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

し
？こ
つ
、
神
仙
の
来
源
を
意
識
し
て
改
変
を
加
え
よ
う
と
す
る
、

そ
そ
、
っ

『
封
神
演
義
』
の
記
述
の
独
自
性
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
周
辺
の
小
説
な
ど
と
の
比
較
も
問
題
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
が
、

の
辺
に
つ
い
て
の
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

、
迂

(1 
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2 

許
仲
琳
説
は
、
明
本
で
あ
る
内
閣
文
庫
蔵
『
封
神
演
義
』
許
載
陽
刊
本
の
巻
二
に
「
鍾
山
逸
史
許
仲
琳
編
輯
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
魯
迅
な

ど
が
唱
え
た
が
、
署
名
か
ら
し
て
南
京
の
人
ら
し
い
と
い
う
ほ
か
は
未
詳
で
、
ま
た
巻
二
の
み
に
見
え
る
と
い
う
不
明
な
点
を
残
す
。
陸
西

星
説
は
、
『
曲
海
総
目
提
要
』
（
ま
た
は
『
伝
奇
葉
考
』
）
巻
七
「
順
天
時
」
の
、
「
『
封
神
演
義
』
は
元
の
道
士
陸
長
庚
の
作
っ
た
も
の
と
い

う
が
、
当
否
は
解
ら
な
い
（
封
神
侍
係
元
時
道
士
陸
長
庚
所
作
、
未
知
的
否
）
」
と
い
う
記
事
に
よ
り
、
「
元
」
は
「
明
」
の
誤
り
、
陸
長
庚

は
す
な
わ
ち
後
世
に
内
丹
東
派
の
祖
と
仰
が
れ
た
明
代
の
道
士
陸
西
星
の
字
と
し
、
孫
棺
第
・
柳
存
仁
両
氏
ら
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
。
最

近
き
ら
に
章
培
恒
氏
が
こ
れ
を
全
面
的
に
否
定
し
て
、
計
載
陽
刊
本
の
序
に
よ
っ
て
「
は
じ
め
の
若
干
部
分
を
許
仲
林
が
、
こ
れ
に
手
を
入

れ
つ
つ
残
り
の
大
部
分
を
李
雲
朔
が
」
作
っ
た
と
す
る
説
を
出
し
て
い
る
が
、
李
雲
朔
に
し
て
も
署
名
か
ら
字
が
為
霧
、
郎
江
の
人
だ
と
す

る
ほ
か
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
作
者
」
と
は
、
『
武
王
伐
材
平
話
』
「
列
国
志
伝
』
な
ど
先
行
す
る
商
周
革
命
故
事
も
の
を

下
敷
き
に
『
封
神
演
義
』
を
完
成
き
せ
た
、
い
わ
ば
「
改
作
者
」
の
こ
と
で
あ
る
。
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3 

次
日
、
果
見
碧
遊
宮
通
天
教
主
来
了
。
半
空
中
仙
音
響
亮
、
異
香
襲
襲
、
随
侍
有
大
小
衆
仙
、
来
的
是
裁
教
門
中
師
尊
。
：
・
（
中
略
）
・
：
話

説
多
賓
道
人
見
半
空
中
仙
集
響
亮
、
知
是
他
師
尊
来
至
、
忙
出
陣
奔
迎
、
進
了
陣
、
上
了
八
卦
牽
坐
下
、
衆
門
人
侍
立
牽
下
、
有
上
四
代
弟

子
、
乃
多
賓
道
人
・
金
霊
聖
母
・
吾
首
聖
母
・
亀
霊
聖
母
。
又
有
金
光
仙
・
烏
雲
仙
・
毘
草
仙
・
霊
牙
仙
・
札
首
仙
、
有
金
植
仙
・
長
耳
定

光
仙
相
従
在
此
。
通
天
教
主
乃
是
掌
載
教
之
鼻
祖
、
修
成
五
気
朝
元
、
三
花
束
頂
、
也
是
高
劫
不
壊
之
身
。
至
子
時
、
五
気
沖
空
。
燃
燈
巳

知
載
教
師
尊
来
至
。
（
な
お
『
封
神
演
義
』
の
引
用
は
以
下
計
載
陽
刊
本
に
依
り
、
句
読
点
な
ど
は
四
雪
堂
本
を
底
本
と
す
る
作
家
出
版
社

排
印
本
（
一
九
五
五
、
北
京
）
を
参
考
に
し
た
。
）

且
説
元
始
天
尊
次
日
下
蓬
、
分
付
衆
門
人
、
鳴
動
金
鐘
玉
磐
。
三
教
聖
人
率
諸
門
人
共
破
寓
仙
陣
。
只
見
通
天
教
主
分
付
長
耳
定
光
仙
日
、

「
但
吾
輿
体
師
伯
共
西
方
二
位
道
人
曾
戦
、
五
口
叫
仲
特
六
魂
磨
動
、
体
可
特
播
磨
動
、
不
得
有
快
！
」
長
耳
定
光
仙
日
、
「
弟
子
知
道
。
」
通

天
教
主
打
黙
曾
戦
。
且
説
長
耳
定
光
仙
自
思
、
「
我
前
只
見
師
伯
左
右
門
人
、
線
共
十
二
代
弟
子
、
但
是
道
徳
之
士
。
昨
日
又
見
西
方
教
主
、

三
頼
舎
利
子
頂
上
光
華
、
真
是
道
法
無
漣
。
」

通
天
教
主
見
高
仙
受
此
屠
裁
、
心
中
大
怒
、
急
呼
日
、
「
長
耳
定
光
仙
快
取
六
魂
措
来
！
」
定
光
仙
因
見
接
引
道
人
白
蓮
衰
龍
、
舎
利
現
光
、

又
見
十
二
代
弟
子
玄
都
門
人
倶
有
理
培
、
金
燈
、
光
華
軍
体
、
知
道
他
例
出
身
清
正
、
載
教
畢
寛
差
説
、
他
特
六
魂
施
牧
起
、
軽
軽
的
走
出

高
仙
陣
、
運
往
芦
蓬
下
隠
匿
。
・
：
（
中
略
）
：
・
老
子
輿
元
始
見
長
耳
定
光
仙
、
問
日
、
「
体
是
載
教
長
耳
定
光
仙
、
未
何
媒
在
此
慮
？
」
定

光
仙
奔
伏
在
地
目
、
「
師
伯
在
上
、
弟
子
有
罪
、
敢
菓
鳴
師
伯
。
吾
師
煉
有
六
魂
旗
、
欲
害
二
位
師
伯
並
西
方
教
主
・
武
王
・
子
牙
、
使
弟

子
執
定
聴
用
。
弟
子
因
見
師
伯
道
正
理
明
、
五
口
師
未
免
偏
聴
逆
理
、
造
此
業
障
、
弟
子
不
忍
使
用
、
故
牧
匿
蔵
身
子
此
慮
。
今
師
伯
下
問
、

弟
子
不
得
不
以
賓
告
。
」
元
始
目
、
「
奇
哉
！
体
身
居
載
教
、
心
向
正
宗
、
白
是
有
根
器
之
人
。
」
随
命
眼
上
葺
達
。
四
位
教
主
坐
下
、
共
論

今
日
邪
正
方
分
。
老
子
問
定
光
仙
日
、
「
体
可
取
六
魂
旗
来
。
」
定
光
仙
膳
呈
上
。
西
方
教
主
日
、
「
此
播
可
摘
去
周
武
・
萎
尚
名
語
、
特
措

展
開
、
以
見
我
等
根
行
如
何
。
」
準
提
随
特
六
魂
施
摘
去
「
武
王
」
・
「
萎
尚
」
名
詩
、
命
定
光
仙
展
布
。
定
光
仙
依
命
、
特
措
連
展
数
展
。

只
見
四
位
教
主
頂
上
各
現
奇
珍
。
元
始
現
慶
雲
、
老
子
現
塔
、
西
方
二
位
教
主
現
舎
利
子
、
保
護
其
身
。
定
光
仙
見
了
、
棄
播
倒
身
下
拝
、

言
日
、
「
似
此
吾
師
妄
動
曝
念
、
陥
無
高
生
霊
也
！
」
：
・
（
中
略
）
・
：
西
方
教
主
日
、
「
定
光
仙
輿
吾
教
有
縁
。
」
元
始
日
、
「
他
今
日
至
此
、

也
是
棄
邪
帰
正
念
頭
、
理
骨
田
版
依
道
兄
。
」
定
光
仙
遂
奔
了
接
引
・
準
提
二
位
教
主
。

柳
存
仁
前
掲
論
文
一
八
四
頁
l
一
八
五
頁
に
若
干
触
れ
る
所
が
あ
る
が
、
別
の
登
場
人
物
で
あ
る
毘
慮
仙
と
混
同
し
て
お
り
、
誤
り
が
目
立

つ
。

4 r::: 
J 6 
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(7
) 

(8
) 

(9
) 

仏
典
中
の
定
光
仏
に
つ
い
て
は
注
（
お
）
を
参
照
の
こ
と
。

大
正
蔵
恥
二
O
六
一
。
宋
・
賛
寧
撰
。

糟
行
情
、
俗
姓
陳
、
泉
州
人
也
。
少
投
北
巌
院
出
家
、
小
心
受
課
念
克
勤
。
十
三
削
髪
、
往
長
梁
府
戒
壇
受
上
品
律
儀
。
年
始
十
八
参
雪
峯

山
存
禅
師
。
随
衆
請
問
、
未
知
詮
旨
。
僻
存
師
言
入
斯
去
。
存
日
、
「
輿
汝
理
定
容
儀
、
令
彼
二
人
賭
相
稜
心
。
」
遂
指
其
耳
目
、
「
輪
郭
幸

長
垂
瑞
猶
短
、
五
口
局
汝
伸
之
。
」
隻
手
平
曳
登
即
及
肩
。
如
是
者
三
。
自
此
長
垂
見
者
奉
目
。
後
唐
天
成
二
年
丁
亥
歳
入
断
中
。
傾
城
塘
望

檀
施
紛
紛
。
遂
構
室
子
西
開
高
峯
、
震
其
宴
息
。
後
欝
成
大
院
。
情
別
無
奉
唱
黙
黙
而
坐
。
人
間
唯
笑
而
止
。
子
女
牽
其
耳
交
結
於
願
下
。

杭
人
披
長
耳
和
尚
。
以
乾
祐
三
年
庚
成
歳
十
一
月
示
疾
、
動
用
如
平
時
。
以
三
月
中
夜
坐
終
。
檀
越
弟
子
以
漆
布
、
今
亦
存
駕
。
後
寄
夢
睦

州
刺
史
陳
祭
日
、
「
五
口
坐
下
未
完
。
」
検
之
元
不
漆
布
。
重
加
工
薦
。
（
巻
三
十
「
漢
杭
州
耳
相
院
行
情
侍
」
）

没
年
は
「
唐
福
州
雪
峯
慶
福
院
義
存
侍
」
（
『
宋
高
僧
伝
』
巻
十
二
）
、
及
び
黄
泊
「
福
州
雪
峯
山
故
真
覚
大
師
碑
銘
」
（
『
黄
御
史
集
』
巻
五
）

に
依
っ
た
。
南
巌
下
六
世
に
あ
た
り
、
門
下
か
ら
雲
門
宗
を
ひ
ら
い
た
雲
門
文
値
が
出
て
い
る
。
な
お
雪
峯
山
は
福
州
に
あ
る
。

出
続
蔵
二
乙
・
七
・
三
。
宋
・
元
敬
元
復
同
述
。

師
名
行
修
、
競
法
異
、
泉
南
陳
氏
。
家
本
豪
右
、
尚
儒
撃
。
師
濁
存
心
清
津
、
不
柴
慮
俗
。
十
三
出
家
、
遍
参
諸
方
、
得
法
於
雪
峯
縄
師
存

公
。
師
生
有
異
相
、
耳
垂
至
肩
、
上
過
於
頂
、
下
可
結
願
。
時
競
長
耳
和
尚
。
後
唐
天
成
二
年
、
自
天
台
園
清
寒
巌
遊
銭
塘
。
呉
越
園
王
待

以
賓
曜
、
居
南
山
法
相
院
。
：
・
（
中
略
）
・
：
乾
祐
四
年
仲
冬
二
日
、
銭
氏
以
誕
辰
飯
僧
。
問
永
明
、
「
此
曾
有
聖
僧
否
。
」
永
明
日
、
「
長
耳

和
尚
乃
定
光
知
来
化
身
也
。
」
既
而
永
明
預
戒
侍
者
日
、
「
長
耳
或
来
、
但
云
我
寝
失
。
」
師
詣
永
明
、
侍
者
依
戒
告
之
。
師
取
永
明
革
履
覆

之
而
返
。
翌
日
坐
逝
。
門
人
漆
其
全
身
、
至
今
存
罵
。
崇
寧
二
年
賜
誼
崇
慧
大
師
。
（
「
五
代
長
耳
相
和
尚
」
項
）

『
宋
高
僧
伝
』
巻
二
十
八
「
宋
銭
塘
永
明
寺
延
書
侍
」
に
よ
れ
ば
、
生
没
年
は
唐
・
天
祐
元
年
（
九O
四
）
か
ら
北
宋
・
開
宝
八
年
（
九
七

五
）
で
、
法
眼
宗
を
ひ
ら
い
た
南
巌
下
九
世
法
眼
の
孫
弟
子
に
あ
た
る
。
一
般
に
「
宗
鏡
録
』
の
著
者
と
し
て
し
ら
れ
る
。

出
続
蔵
二
・
二
三
・
二
j

四
。
宋
・
滑
蹟
編
。

師
語
法
真
。
貌
古
有
威
、
眉
垂
覆
暁
。
嘗
聞
老
宿
輩
、
皆
橋
震
定
光
悌
示
蹟
。

生
年
は
不
明
。
没
年
は
『
嘉
定
赤
城
志
』
（
宋
・
陳
香
卿
撰
。
四
十
巻
。
嘉
定
十
六
年
修
。
清
・
嘉
慶
二
十
三
年
刻
「
台
州
叢
書
・
乙
集
」

本
）
巻
三
十
五
「
定
光
」
伝
に
よ
れ
ば
陳
の
大
建
十
三
年
（
五
八
二
で
あ
る
。

大
正
蔵
尚
二
O
六
O
。
唐
・
道
宣
撰
。
巻
十
七
「
陪
園
師
智
者
天
台
山
園
清
寺
稗
智
顎
侍
」
。
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出
続
蔵
二
・
一
八
・
一
。
宋
・
善
卿
編
正
。

昔
智
額
夢
其
石
上
有
僧
臨
海
上
奉
手
相
召
之
状
。
韻
入
天
台
見
其
僧
名
定
光
。
耳
輪
盤
上
過
頂
。
亦
不
測
之
神
僧
也
。
（
巻
二
十
三
「
晋
鳳

捌
府
法
門
寺
志
通
博
」
）

記
続
蔵
二
乙
・
一
0

・
三
。
宋
・
慧
洪
撰
。

淳
化
年
間
（
九
九
O
i

九
九
四
）
に
乙
卯
の
年
は
な
い
。
周
必
大
「
汀
州
定
光
庵
記
」
（
「
平
園
績
棄
』
巻
四
十
）
・
劉
特
孫
「
定
光
国
臆
普

慈
通
聖
大
師
事
状
」
（
『
養
吾
粛
集
』
巻
二
十
八
）
は
南
安
自
厳
の
没
年
を
大
中
祥
符
八
年
（
一O
一
五
）
と
す
る
。

禅
師
詳
自
巌
、
生
鄭
氏
、
泉
州
同
安
人
也
。
年
十
一
棄
家
、
依
建
輿
臥
像
寺
沙
門
契
縁
矯
童
子
。
十
七
局
大
僧
、
瀞
方
至
瞳
陵
、
謁
西
峯
香

宿
雲
諮
。
諮
者
、
清
涼
智
明
蹄
師
高
弟
雲
門
嫡
孫
也
。
・
：
（
中
略
）
・
：
淳
化
乙
卯
正
月
六
日
、
集
衆
目
、
「
吾
此
日
生
、
今
正
是
時
。
」
遂
右

脇
臥
而
化
。
閲
世
八
十
有
二
、
坐
六
十
有
五
。
夏
議
日
定
光
固
謄
縄
師
。
（
巻
八
「
南
安
巌
巌
尊
者
」
）

注
（
幻
）
参
照
。

（
大
師
）
及
至
山
。
見
井
泉
掲
。
以
杖
立
叩
云
、
「
快
出
快
出
。
」
中
夜
間
落
泉
減
崖
之
撃
。
旦
市
湧
溢
。
有
識
者
云
、
「
盤
古
定
光
併
出
。
」

な
お
福
建
省
汀
州
の
定
光
廟
に
つ
い
て
は
王
増
能
「
談
定
光
古
悌
｜
兼
談
何
仙
姑
」
（
『
武
平
文
史
資
料
』
総
第
八
輯
、
中
国
人
民
政
治
協
商

会
議
・
福
建
省
武
平
県
委
員
会
文
史
資
料
工
作
組
編
、
一
九
八
七
）
に
、
台
湾
省
淡
水
の
定
光
廟
に
つ
い
て
は
尾
崎
保
子
「
定
光
古
仏
廟

（
一
）
つ
己
（
三
）
」
（
『
学
苑
（
昭
和
女
子
大
学
）
』
六
五
0

・
六
五
一
・
六
五
六
、
一
九
九
四
）
に
そ
れ
ぞ
れ
詳
し
い
報
告
が
あ
る
。

宋
・
朱
弁
撰
。
な
お
ま
た
巻
八
に
は
南
宋
の
高
宗
も
太
祖
越
匡
胤
に
続
く
定
光
仏
の
再
出
世
で
あ
る
と
い
う
話
を
載
せ
る
。

五
代
割
拠
、
干
文
相
侵
。
有
一
僧
、
難
伴
狂
而
言
奇
中
。
嘗
謂
人
目
、
「
若
要
太
平
、
須
待
定
光
悌
出
世
。
」
至
太
祖
一
天
下
、
皆
以
局
定
光

併
後
身
者
、
蓋
用
此
僧
之
語
也
。
（
『
四
庫
全
書
』
子
部
雑
家
類
所
収
十
巻
本
に
よ
る
）

定
光
併
、
初
為
和
尚
、
競
法
真
。
耳
長
九
す
、
上
過
子
頂
、
下
可
結
願
。
呉
越
王
賓
種
之
、
居
定
光
院
。
既
寂
、
漆
遺
晩
、
目
翁
口
微
張
。

以
院
為
寺
、
正
殿
居
中
、
翁
院
居
左
、
覆
以
棲
。
殿
屡
般
、
不
及
棲
。
（
『
筆
記
小
説
大
観
』
第
二
輯
所
収
本
に
よ
る
）

武
林
仙
悌
之
肉
身
有
二
、
一
丁
野
鶴
、
一
長
耳
和
尚
也
。
和
尚
名
行
修
、
耳
長
数
す
、
上
過
於
頂
、
下
可
結
願
。
呉
越
王
方
飯
僧
、
行
修
掲

瓢
適
至
。
永
明
禅
師
告
之
日
、
「
此
長
耳
和
尚
、
定
光
古
悌
麿
身
也
。
」
王
趣
駕
耀
之
。
和
尚
笑
日
、
「
永
明
鏡
舌
。
」
語
畢
、
蜘
扶
而
化
。
遂

漆
其
身
、
戴
於
法
相
寺
中
。
毎
正
月
六
日
、
請
出
馬
郡
人
曙
暗
。
人
至
是
日
、
於
寺
前
賭
放
爆
竹
、
聾
博
空
谷
、
衆
響
宇
流
、
積
紙
盈
寸
。

求
嗣
者
、
於
併
前
競
抜
紅
燭
。
婦
人
潜
来
、
摸
悌
下
程
、
以
矯
宜
男
。
此
俗
之
最
可
笑
者
、
歴
年
不
改
。
／
永
明
之
識
行
修
、
何
異
豊
干
之
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知
拾
得
。
槻
峯
（
清
・
丁
丙
輯
『
武
林
掌
故
叢
編
』
清
光
緒
中
銭
塘
丁
氏
嘉
恵
堂
刊
本
第
八
集
所
収
本
に
よ
る
）

王
増
能
前
掲
論
文
に
よ
れ
ば
、
一
克
の
至
治
元
年
に
景
環
と
い
う
僧
が
自
厳
ゆ
か
り
の
南
巌
の
前
に
建
立
し
た
『
元
至
治
自
厳
尊
者
碑
』
に
、

耳
相
行
修
と
南
安
自
厳
の
合
流
し
た
伝
承
を
載
せ
る
と
い
う
。
こ
の
碑
そ
の
も
の
は
光
緒
二
十
七
年
（
一
九O
こ
に
盗
難
に
遭
い
、
行
方

不
明
と
な
っ
た
が
、
丘
復
纂
・
民
国
三
十
年
修
『
武
平
牒
志
』
中
に
残
る
碑
文
の
概
要
、
及
び
宣
統
元
年
（
一
九O
九
）
に
前
碑
文
を
受
け

て
新
し
く
立
て
直
し
た
『
定
光
大
師
来
巌
事
跡
』
（
王
増
能
前
掲
論
文
に
写
真
と
そ
の
全
文
を
録
す
る
）
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
容
を
知
る
こ

と
が
出
来
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
南
安
白
厳
は
行
修
と
も
号
し
、
杭
州
か
ら
汀
州
南
巌
に
や
っ
て
き
て
居
を
構
え
た
が
、
そ
の
後
杭
州
に

戻
り
、
そ
の
ま
ま
そ
こ
で
寂
し
た
が
、
そ
の
像
は
南
巌
に
安
置
さ
れ
た
、
ま
た
（
宋
の
）
真
宗
朝
に
お
い
て
も
活
躍
し
た
」
、
と
い
う
も
の

で
あ
る
ら
し
い
。

李
靖
脆
而
言
日
、
「
老
爺
虞
施
道
徳
、
解
弟
子
之
危
厄
、
請
問
老
爺
、
高
姓
大
名
？
那
座
名
山
？
何
慮
仙
府
？
」
道
人
目
、
「
貧
道
乃
霊
鷲
山

元
賢
洞
燃
燈
道
人
是
也
。
体
修
道
未
成
、
合
享
人
間
富
貴
。
今
商
材
失
徳
、
天
下
大
乱
、
体
且
不
必
倣
官
、
隠
於
山
谷
之
中
、
暫
忘
名
利
。

待
武
周
興
兵
、
仲
再
出
来
立
功
立
業
。
」
李
靖
叩
首
在
地
、
団
関
隠
跡
去
了
。

話
説
衆
人
正
議
破
陣
主
将
、
彼
此
推
譲
、
只
見
空
中
来
了
一
位
道
人
、
跨
鹿
乗
雲
、
香
風
襲
襲
。
見
得
他
相
貌
稀
奇
、
形
容
古
怪
？
異
是
仙

人
班
首
、
悌
祖
源
流
。
・
：
（
中
略
）
・
：
衆
仙
知
是
霊
鷲
山
国
費
洞
燃
燈
道
人
、
膏
下
蓬
来
、
迎
接
上
達
、
行
鵡
坐
下
。
燃
燈
日
、
「
衆
道
友

先
至
、
貧
道
来
遅
、
幸
勿
以
此
介
意
。
方
今
十
絶
陣
甚
此
凶
悪
、
不
知
以
何
人
馬
主
？
」

燃
灯
仏
と
定
光
仏
は
同
一
語
岳
富
岳
｝S
E

の
別
訳
語
で
あ
る
。
漢
訳
仏
典
中
の
燃
灯
仏
授
記
物
語
に
つ
い
て
は
、
赤
沼
智
善
「
燃
燈
併
の

研
究
」
（
『
併
教
研
究
』
第
六
巻
三
号
、
一
九
二
四
。
今
収
「
原
始
悌
教
之
研
究
』
法
蔵
館
、
一
九
八
こ
・
田
賀
龍
彦
「
燃
燈
仏
授
記
に
つ

い
て
」
（
「
金
倉
博
士
古
稀
記
念
印
度
学
仏
教
学
論
集
』
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
六
）
に
詳
し
い
論
考
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
『
増
一

阿
含
』
「
四
分
律
』
「
六
度
集
経
』
『
太
子
瑞
応
経
』
で
は
定
光
、
「
悌
本
行
集
経
』
で
は
然
燈
の
訳
語
を
あ
て
、
『
小
品
般
若
波
羅
蜜
経
』
は

燃
燈
と
す
る
と
い
う
。
な
お
柳
存
仁
前
掲
論
文
一
四
四
頁
で
は
、
『
妙
法
蓮
華
経
』
が
燃
燈
と
す
る
の
で
、
こ
れ
に
依
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
す
る
。

霊
鷲
山
は
釈
尊
説
法
の
場
と
し
て
仏
典
中
に
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
。
柳
存
仁
前
掲
論
文
一
四
五1

一
四
六
頁
で
は
、
「
妙
法
蓮
華
経
』
の

説
法
の
舞
台
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
燃
灯
仏
も
同
書
中
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
『
封
神
演
義
』
作
者
と
『
妙
法
蓮
華
経
』
の
特
殊
な

結
び
つ
き
を
示
唆
す
る
。
ま
た
円
覚
洞
は
『
円
覚
経
』
に
由
来
す
る
と
す
る
。
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『
諸
神
聖
誕
日
玉
匝
記
等
集
』
万
暦
続
道
蔵
・
冠
四
、S
N

一
四
八
O

。

東
京
大
学
図
書
館
蔵
、
『
檎
園
増
虞
玉
匝
記
』
戚
豊
三
年
序
・
光
緒
六
年
刊
。
引
用
は
巻
一
「
三
元
五
蝋
聖
誕
日
期
」
か
ら
。
な
お
、
「
玉
匝

記
』
通
行
本
に
つ
い
て
は
、
吉
岡
義
豊
（
『
吉
岡
義
豊
著
作
集
』
第
一
巻
二
五
一
頁
、
初
出
は
一
九
五
二
）
・
石
井
昌
子
（
「
道
教
』
第
一
巻

一
七
九
頁
、
平
河
出
版
社
、
一
九
八
三
）
・
劉
枝
高
（
『
台
湾
の
道
教
と
民
間
信
仰
』
三
五
八
頁
、
風
響
社
、
一
九
九
五
）
の
諸
氏
に
よ
る
校

本
が
あ
る
。

（
幻
）
柳
存
仁
前
掲
論
文
二
一
七
j

二
二
三
頁
E

斗
宮

ω
ぢ
ミ
え
〈
巳
ω
E
〈
m
g
m
m
E
己
Z
m
Zペ
。

（
お
）
柳
存
仁
前
掲
論
文
二
四
九
1

二
五
二
頁
E

者

g
n
F
g
m
（F
O
B
－q

当
g

寸
巴
l
ω
宮
町
）
自
己
寸
g
h
F
5
m
lヨ
2
3
0

（
ぬ
）
柳
存
仁
前
掲
論
文
一
三
0
1

一
三
四
頁
E

寸
宵
2

司
Z
5
0
ロ
2

（ω
州5
h
F
u
E
m
）
＝
。

（
本
稿
は
日
本
中
国
学
会
第
四
十
八
回
大
会
に
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
に
基
づ
い
て
い
る
）

36 35 

-61-


