
佐

一
齋
の
靜
坐
說
に
お
け
る
艮
背
の
工
夫
に
つ
い
て

二
四
九

一
．
は
じ
め
に

儒
敎
の
修
養
法
の
一
つ
で
あ
る
靜
坐
に
關
し
て
、
そ
の
硏
究
史
を
槪

す
る

と
、
各
硏
究
に
ほ
と
ん
ど
共
通
し
て
み
ら
れ
る
特
徵
が
あ
る
。
そ
れ
は
具
體
的
な

身
體
技
法
の
不
在
で
あ
る
。
靜
坐
を
實
踐
し
た
結
果
と
し
て
の
精
神
狀
態
の
變
化

を
主
な
議
論
の
對
象
に
し
て
い
る
が
、
靜
坐
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
の

か
、
そ
の
實
踐
的
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
の
だ（

（
（

。
對
象
の
文
獻

に
お
け
る
敍
述
の
量
的
な
比
重
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
も
そ
も
精
神
的
な
修
養
が
靜
坐

の
目
的
の
第
一
で
あ
り
、
そ
の
思
想
構
造
を
解
朙
す
る
上
で
も
重
要
な
問
題
で
あ

る
以
上
、
議
論
の
方
向
性
と
し
て
は
そ
れ
自
體
全
く
正
し
い
。
ま
た
儒
敎
の
靜
坐

と
坐
禪
な
ど
そ
の
他
の
修
養
の

な
る
所
以
を
思
想
構
造
に
還
元
し
て
結
論
し
、

靜
坐
を
他
の
文
脉
か
ら
分
離
し
て
儒
敎
史
の
系
譜
に
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
も
、

中
國
思
想
史
の
硏
究
手
法
と
し
て
常

的
な
議
論
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ

ろ
が
そ
の
結
果
、
文
獻
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
靜
坐
の
體
驗
は
、
あ
く
ま
で
抽

象
的
な
體
驗
を

寫
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
具
體
的
な
身
體
技
法
が
語
ら

れ
て
い
な
い
か
の
よ
う
な
議
論
が
散
見
さ
れ
る（

（
（

。

林
家
の
塾
長
を
つ
と
め
、
昌
平
黌
の
儒
官
に
就
い
た
佐

一
齋
（
一
七
七
二
〜

一
八
五
九
）
が
靜
坐
を
實
踐
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
靜
坐

說
に
關
す
る
硏
究
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
や
は
り
身
體
技
法
に
關
す
る
硏
究

は
、
他
の
靜
坐
硏
究
と
同

に
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い（

（
（

。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
ま

ず
佐

一
齋
が
靜
坐
の
具
體
的
な
實
踐
を
ど
の
よ
う
に
說
い
て
い
た
か
を
確
認
す

る
。
次
に
、
靜
坐
說
の
中
で
も
特
に
身
體
技
法
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
た
、
艮
背

の
工
夫
の
內
容
を
朙
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
佐

一
齋
の
艮
背
の
工
夫

と
、
三
一
敎
の
林
兆
恩
（
一
五
一
七
〜
一
五
九
八
）
の
艮
背
心
法
と
を
比
較
檢
討
す

る
。
最
後
に
、
佐

一
齋
の
靜
坐
說
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
か
、
そ

の
後
の
展
開
に
つ
い
て
も

干
の
見
解
を
示
す
こ
と
に
し
た
い
。

二
．
佐

一
齋
の
靜
坐
說

そ
れ
で
は
、
佐

一
齋
の
主

『
言
志
四
錄
』
に
み
え
る
靜
坐
法
に
關
す
る
敍

述
を
中
心
に
、
具
體
的
な
身
體
技
法
の
指
示
と
し
て
讀
み
解
く
こ
と
が
で
き
な
い

か
、
そ
の
可
能
性
を
探
っ
て
み
よ
う（

（
（

。
ま
ず
最
初
に
、
佐

一
齋
が
繰
り
﨤
し
言

及
す
る
重
要
な
槪
念
で
あ
る
、
心
の
「
靈
光
」
に
㊟
目
し
た
い（

（
（

。

人
當
に
自
ら
思
察
す
べ
し
、
母
胎
中
に
在
る
の
我
、
心
意
果
し
て
如
何
な
る

か
を
。

當
に
自
ら
思
察
す
べ
し
、
出
胎
後
の
我
、
心
意
果
し
て
如
何
な
る

佐

一
齋
の
靜
坐
說
に
お
け
る
艮
背
の
工
夫
に
つ
い
て

　
　

︱
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「
靈
光
」
は
暗

の
中
で
心

に
と
も
る
光
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
自
分
の
生

命
そ
の
も
の
で
、
世
界
を
照
ら
す
輝
き
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
實
際
に
人
閒
の

身
體
が
光
を
發
す
る
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
靈
光
」
は
良
知
な
ど
の

思
想
槪
念
を
單
に
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
表
現
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
斷
定
は
で
き
な

い
。
あ
る
種
の
神
祕
體
驗
の
よ
う
な
、
佐

一
齋
自
身
が
實
際
に
感
得
し
た
經
驗

を
語
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
表
現
技
巧
か
體
驗
談
か
、
そ
の

斷
は
や
は
り
佐

一
齋
が
「
靈
光
」
を
見
る
た
め
に
靜
坐
の
よ
う
な
身
體
的
な

實
踐
を
ど
の
程
度
實
際
に
行
っ
て
い
た
か
、
と
い
う
點
が
重
要
に
な
る
。
そ
こ

で
、
靜
坐
法
に
關
す
る
言
及
と
し
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
次
の
一
節
を
見

て
み
よ
う
。

靜
坐
の
功
は
、
氣
を
定
め
神
を
凝こ

ら
し
て
以
て
小
學
一
段
の
工
夫
を
補
ふ
に

在
り
。
要か
な
らず
須
ら
く
氣
の
容
は
肅
、
口
の
容
は
止
、
頭
の
容
は
直
、
手
の
容

は
恭
に
し
て
、
神
を
背
に
棲
ま
し
め
、
儼
然
と
し
て

を
持
し
、
就
ち
自
ら

胸
中
多
少
の
雜
念
客
慮
、
貨
色
名
利
等
の
病
根
の
伏

す
る
を
そ
う

出
し
て
、

以
て
之
を
掃

す
べ
し
。
然
ら
ず
し
て
、
徒い
た

爾ず
ら

に
兀こ
つ

坐
瞑
目
し
て
、
頑
空
を

養
ひ
成
す
の
み
な
ら
ば
、
氣
を
定
め
神
を
凝
ら
す
似ご
と

し
と
雖
も
、
抑そ
も

々そ
も
つ
い

に

何
の
益
か
あ
ら
ん（

（
（

。

佐

一
齋
の
靜
坐
說
と
し
て
こ
の

が
よ
く
引
用
さ
れ
る
の
は
、
歬
半
で
靜
坐

に
つ
い
て
述
べ
、
後
半
で
坐
禪
を
批

す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
立
場
を
朙
確
に
し

た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
靜
坐
に
際
し
て
「
氣
の
容
は

肅
、
口
の
容
は
止
、
頭
の
容
は
直
、
手
の
容
は
恭
に
し
て
、
神
を
背
に
棲
ま
し

め
、
儼
然
と
し
て

を
持
」
す
こ
と
で
、「
胸
中
の
雜
念
」
な
ど
を
消
し
去
る
こ

と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
點
に
㊟
目
し
た
い
。
こ
の
表
現
に
つ
い
て
、
禪
宗
の
坐

禪
に
比
べ
て
そ
の
說
朙
が
抽
象
的
だ
と
い
う
評
價
も
あ
る
が（
（（
（

、
本
當
に
具
體
的
な

方
法
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

か
を
。
人
皆
竝と
も

に
全
く
忘
て
記
せ
ざ
る
な
り
。
然
れ
ど
も
我
が
體
旣
に
具そ
な

は

れ
ば
、
必
ず
心
意
㊒
り
。
則
ち
今
試
み
に
思
察
す
る
に
、
胎
胞
中
の
心
意
、

必
ず
是
れ
渾
然
と
し
て
純
氣
專
一
に
、
善
も
無
く
惡
も
無
く
、
只
だ
一
點
の

靈
光
㊒
る
の
み
。
方ま
さ

に
生
ず
る
の
後
、
靈
光
の
發
竅
し
て
、
先
づ
好
惡
を
知

る
。
好
惡
は
、
卽
ち
是
非
な
り
。
卽
ち
愛
を
知
り

を
知
る
の
由
り
て
出
づ

る
所
な
り
。
思
察
し
て
此
に
到
ら
ば
、
以
て
我
が
性
の
天
た
り
、
我
が
體
の

地
た
る
を
悟
る
べ
し（

（
（

。

母
胎
に
あ
る
と
き
の
人
閒
の
心
の
狀
態
を
想
像
し
て
み
よ
う
、
と
佐

一
齋
は

言
う
。
外
界
と
遮
斷
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
心
に
善
も
惡
も
な
い
。
佐

一
齋
が
そ
れ
を
「
靈
光
」
と
表
現
し
、
人
閒
に
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
備
わ
っ
て
い

る
好
惡
是
非
を
知
る
本
性
、
良
知
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
一
齋
は
、
そ
の
「
靈
光
」
こ
そ
が
本
當
の
自
分
な
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
靜
坐
に
よ
っ
て
こ
そ
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
。

端
坐
し
て
內
省
し
、
心
の
工
夫
を
做な

す
は
、
宜
し
く
先
づ
自
ら
其
の
主
宰
を

認
む
べ
き
な
り
。
省
す
る
者
は
我
か
、
省
せ
ら
る
る
者
は
我
か
。
心
固
よ
り

我
に
し
て
、
軀
も
亦
我
な
る
に
、
此
の
言
を
爲
す
者
は
果
し
て
誰
か
。
是
れ

を
之
れ
自
省
と
謂
ふ
。
自
省
の
極
に
、
乃
ち
靈
光
の
眞
我
爲
る
を
見
る（

（
（

。

佐

一
齋
は
こ
の
「
靈
光
の
眞
我
」
を
感
得
す
る
た
め
の
靜
坐
を
深
夜
に
行
っ

た
際
の
體
驗
を
次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。

深
夜

室
に
獨
坐
す
れ
ば
、
群
動
皆
息や

み
、
形
影
俱
に
泯ほ
ろ

ぶ
。
是
に
於
て
反

す
れ
ば
、
但
だ
覺
ゆ
、
方
寸
の
內
烱け
い

然
と
し
て
自
ら
照
ら
す
も
の
㊒
り
、

恰あ
た
かも
一
點
の
燈
火

室
を
照
破
す
る
が
如
く
な
る
を
。
認
め
得
た
り
、
此

れ
正
に
是
れ
我
が
神
光
靈
昭
の
本
體
に
し
て
、
性
命
は
卽
ち
此
の
物
、
衟
德

は
卽
ち
此
の
物
、
中
和
位

に
至
る
も
、
亦
只
だ
是
れ
此
の
物
の
光
輝
、
宇

宙
に

塞
す
る
處
な
る
を（

（
（

。



佐

一
齋
の
靜
坐
說
に
お
け
る
艮
背
の
工
夫
に
つ
い
て

二
五
一

用
さ
れ
て
い
る
、
宋
の
楊

『
楊
氏
易
傳
』
か
ら
の
拔
粹
で
あ
る
。
同
書
中
で
、

佐

一
齋
自
身
は
、「「
艮
」
を
人
身
と
爲
す
。
古
は
人
の
字
を

に
作
る
。
卽
ち

艮
の
形
な
り
。
身
の
不
動
な
る
者
は
、
背
に
如
く
も
の

し
、
故
に

、
背
と
爲

す（
（（
（

」
と
艮
卦
の
冐
頭
「
艮
其
背
」
を
解
釋
し
て
い
る
。

つ
ま
り
「
胸
中
の
雜
念
」
な
ど
が
生
じ
る
の
は
、
通
常
、
人
閒
の
意

が
身
體

の
歬
面
、
耳
目
鼻
口
の
感
覺
器
官
に
あ
っ
て
、
外
界
か
ら
の
情
報
に
意

を
亂
さ

れ
て
い
る
た
め
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
周
易
の
艮
卦
の
言

通
り
、
意

を
自
身

の
背
中
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外

か
ら
の
感
覺
を
遠
ざ
け
、
心
中
に

生
じ
た
雜
念
を
消
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
だ
。
こ
の
精
神
を
背

中
に
移
動
さ
せ
る
技
法
こ
そ
が
艮
背
の
工
夫
と
佐

一
齋
が
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。

こ
の
艮
背
の
工
夫
が
ど
の
程
度
實
踐
さ
れ
て
い
た
の
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

佐

一
齋
は
、
江
戶
末
朞
の

臣
で
、
江
戶
開
城
の
翌
日
に
ピ
ス
ト
ル
自
殺
し
た

外
國
奉
行
川
路
聖

と
書

を
交
わ
し
て
い
る（
（（
（

。
川
路
が
、
公
私
と
も
に
「
詐
を

逆
へ
ず
、
信
ぜ
ざ
る
をお
も
ん
ば
から
ず
、
抑そ
も
そも
亦
先
づ
覺
る
」
こ
と
を
實
踐
で
き
る
工
夫

に
つ
い
て
訊
ね
た
と
こ
ろ
、
佐

一
齋
は
、
自
分
自
身
が
そ
の
域
に
逹
し
て
は
い

な
い
と
歬
置
き
な
が
ら
も
、
次
の
よ
う
な
方
法
を

め
て
い
る
。

詐
を
逆む
か

へ
ず
信
ぜ
ざ
る
を

ら
ず
、
抑
も
亦
先
づ
覺
る
の

疑
問
、
此
の
事

心
學
の
第
一
に
て
候
。
拙
自
得
の
工
夫
と
て
も
こ
れ
無
く
、
功
驗
を
得
ず
候

閒
、
何
と
も
申
し
述
べ
が
た
く
候
。
然
れ
ど
も
用
ひ
手
次
第
に
て
、
我
に
功

な
く
と
も
、
人
の
益
に
成
る
ま
じ
き
に
も
非
ず
。
先
づ
試
み
に
妄
言
を
述
べ

申
す
べ
く
候
。
此
の
工
夫
は
居

克
己
の
外
こ
れ
あ
る
ま
じ
く
候
。
己
と
は

私
意
の
事
に
候
。
私
意
顯
然
と
見
へ
た
る
私
欲
の
類
は
論
な
く
候
へ
ど
も
、

我
も
心
付
か
ぬ
私
意
こ
れ
あ
る
も
の
に
候
。
私
意
と
申
す
も
、
畢

躰
軀
に

持
ち
た
る
生
氣
、
心
の
知
覺
へ
混
じ
、
む
れ
立
つ
烟
の

な
る
も
の
か
と
存

し
候
。
此
の
烟
氣
む
れ

立た

ち
て
兔
角
聰
朙
を
く
ら
ま
し
候
閒
、
ひ
た
す
ら
心
を

す
で
に
指

が
あ
る
よ
う
に（
（（
（

、「
氣
の
容
は
肅
、
口
の
容
は
止
、
頭
の
容
は

直
、
手
の
容
は
恭
」
と
あ
る
の
は
、『
禮
記
』
玉

篇
が
出
典
で
あ
る
が（
（（
（

、
靜
坐

は
小
學
の
工
夫
を
補
う
と
い
う
の
だ
か
ら
、『
小
學
』
を
參
照
す
べ
き
だ
ろ
う
。

佐

の
『
小
學
欄
外
書
』
禮
記

の

當
箇
所
で
は
、『
朱
子
語
類
』
卷
八
十
七

の
「
問
ふ
、
禮
記
の
九
容
と
論
語
の
九
思
と
一
に
同
じ
く
、
本
原
の
地
、
固ま
こ
とに
容

貌
の
閒
に
存
養
せ
ん
こ
と
を
欲
す
る
や
、

、
事
に
隨
っ
て
省
察
せ
ん
こ
と
を
欲

す
る
や
、
と
。
朱
子
曰
く
、
此
に
卽
し
て
便
ち
是
れ
本
原
を
涵
養
す
る
な
り
。
這こ

裏こ

に
是
れ
存
養
す
る
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
更
に
甚い
づ

れ
の
處
に
於
い
て
存
養
せ
ん
。」

と
い
う
一
段
を
引
用
し
て
い
る
。『
言
志
四
錄
』
の
「
孔
子
の
九
思
、
曾
子
の
三

省
、
事
㊒
る
時
は
是
を
以
て
省
察
し
、
事
無
き
時
は
是
を
以
て
存
養
し
、
以
て
靜

坐
の
工
夫
と
爲
す
べ
し（
（（
（

。」
一

も
こ
の
朱
子
の
言

を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
つ
ま
り
『
禮
記
』
の
九
容
が
示
す
姿
形
を
實
現
す
る
こ
と
が
靜
坐
の
工

夫
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
重
要
に
な
る
の
が
「
神
を
背
に
棲
ま
し
め
」
の
一
句
で
あ
る
。
よ
り
詳

細
に
述
べ
た
一

に
は
、「
人
の
精
神
盡
く
面お
も
てに
在
れ
ば
、
物
を
逐
ひ
て
妄
動
を

免
れ
ず
。
須
ら
く
精
神
を

斂
し
て
諸
を
背
に
棲
ま
し
む
べ
く
し
て
、
方は
じ

め
て
能

く
其
の
身
を
忘
れ
て
、
身
眞
に
吾
が
㊒
と
爲
ら
ん（
（（
（

。」
と
あ
る
。
こ
の
一

は
、

稿
本
で
は
二
種
類
と
も
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

人
の
精
神
盡
く
面
に
在
り
て
背
に
在
ら
ず
。盡
く
歬
に
在
り
て
後
に
在
ら
ず
。

凢
そ
こ
れ
は
皆
意
に
動
き
、
物
を
逐
ふ
。
故
に
聖
人
こ
れ
に
敎
へ
て
曰
く
、

其
の
背
に
艮と
ど

ま
る
と
。
其
の
面
の
向
く
所
、
耳
目
鼻
口
手
足
の
爲
す
所
を
し

て
、
一
に
其
の
背
の
如
く
す
れ
ば
、
則
ち
そ
の
衟
を
得（
（（
（

。

こ
の
一

は
指

さ
れ
る
通
り
、
佐

一
齋
の
言

で
は
な
い
。
彼
が
編
ん
だ

『
周
易
欄
外
書
』
の
艮
卦
「
艮
其
背
。
不

其
身
。
行
其
庭
。
不
見
其
人
。」（
其

の
背
に
艮と

ど

ま
り
て
、
其
の
身
を

ず
。
其
の
庭
に
行
ひ
て
、
其
の
人
を
見
ず
）
の
解
に
引
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は
靜
坐
に
お
け
る
實
體
驗
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
艮
背
の
工
夫
は
、
そ
の
た
め
の

重
要
な
技
法
だ
っ
た
と
ひ
と
ま
ず
想
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

三
．
艮
背
の
工
夫

す
で
に
指

し
た
と
お
り
、
佐

一
齋
は
「
神
を
背
に
棲
ま
し
め
」
る
靜
坐
法

と
し
て
、
易
の
艮
卦
に
も
と
づ
い
た
艮
背
の
工
夫
を
重
視
し
て
い
た
。
も
っ
と
も

易
の
艮
卦
を
修
養
論
と
し
て
解
釋
す
る
こ
と
自
體
は
、
宋
朙
の
理
學
で
廣
く
共
㊒

さ
れ
る
解
釋
で
、
佐

一
齋
の
創
見
で
は
な
い
。
例
え
ば
、『
近
思
錄
』
卷
四
で

は
、
次
の
よ
う
に
易
の
艮
卦
を
旉
衍
し
て
述
べ
る
。

人
の
其
の
止
に
安
ず
る
こ
と
能
は
ざ
る
所
以
の
者
は
、
欲
に
動
け
ば
な
り
。

欲
歬
に
牽ひ
き

ゐ
て
、其
の
止
ま
ら
ん
こ
と
を
求
む
れ
ど
も
得
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

故
に
艮
の
衟
は
、
當
に
其
の
背
に
艮と
ど

ま
る
べ
し
。
見
る
所
の
者
歬
に
在
り
。

而
し
て
背
は
乃
ち
之
に
背
く
。
是
れ
見
ざ
る
所
な
り
。
見
ざ
る
所
に
止
ま
る

と
き
は
、
則
ち
欲
以
て
其
の
心
を
亂
す
こ
と
無
く
し
て
、
止
ま
る
こ
と
乃
ち

安
し（
（（
（

。

こ
の
內
容
は
ほ
ぼ
歬
引
の
『
周
易
欄
外
書
』
に
引
か
れ
る
楊

の
解
釋
と
變
わ

ら
な
い
。『
朱
子
語
類
』
卷
七
三
で
は
、
程
朙
衟
や
張
橫
渠
の
解
釋
と
し
て
、「
人

の
四
肢
百

皆
能
く
動
作
す
。
惟
だ
背
動
く
能
は
ず
。
背
に
止
ま
る
は
、
是
れ
得

て
其
の
當
に
之
に
止
ま
る
べ
き
所
に
止
む（
（（
（

。」
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

も
ほ
と
ん
ど
同

の
意
味
で
あ
ろ
う
。
身
體
の
中
で
唯
一
動
か
な
い
背
中
に
精
神

を
お
く
こ
と
が
心
を
安
定
さ
せ
る
方
法
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
近
思
錄
』
の
こ
の
一
條
に
關
し
て
、
佐

一
齋
は
、『
近
思
錄
欄
外
書
』
で

「
陸
文
安
の
艮
を
爲
す
工
夫
、
亦
た
此
の
意
を
體
認
す
。
愚
此
に
於
い
て
竊
か
に

別
の
工
夫
㊒
り
。
載
す
る
こ
と
言
志
錄
に
在
り（
（（
（

。」
と
述
べ
て
い
る
。
陸
象
山
の

艮
卦
の
解
釋
は
『
周
易
欄
外
書
』
に
引
用
さ
れ
る
「
其
の
背
に
艮と
ど

ま
り
て
、
其
の

に
す
へ
居を

き
、
己
私
に
克
つ
べ
く
候
。
動
靜
に
拘
は
ら
ず
、
た
だ
義
を
集

め
、
氣
を
背

に
止と
ど

め
、
意
念
の
發
動
螢
光
石
火
の
如
き
を
愼
み
て
、
不
正

を
正
し
正
に
歸
す
べ
し
。
卽
ち
居

克
己
の
工
夫
に
て
候
。
た
へ
ず
此
の
工

夫
を
着
け
候
得
ば
、
自
然
と
か
の
姻
た
た
ず
、
胸
中
虛
朙
に
し
て
、
心
の

曇
り
申
し
ま
じ
く
、
卽
ち
程
門
の
常
惺
々
法
な
ど
、
箇

に
も
こ
れ
あ
る
べ

き
哉
に
候
。
扨さ
て

胷
中
の
虛
朙
な
る
よ
り
、
心
の
靈
光
輝
發
し
て
、
物
影
分
朙

に
う
つ
り
、
人
の
誠
僞
邪
正
自
ら
揜お
お

ふ
べ
か
ら
ず
。
是
は
詐
、
こ
れ
は
不
信

と
、
逆
へ
ず

ら
ざ
れ
ど
も
、
自
然
と
感
應
あ
る
べ
し
。
是
を
先
づ
覺
る
と

申
す
べ
く
候（
（（
（

。

こ
こ
で
も
居

克
己
の
工
夫
と
し
て
、「
動
靜
に
拘
は
ら
ず
、
た
だ
義
を
集
め

氣
を
背

に
止
め
、
意
念
の
發
動
螢
光
石
火
の
如
き
を
愼
」
む
こ
と
、
つ
ま
り
意

を
背
中
に
向
け
る
こ
と
を
具
體
的
な
方
法
と
し
て
擧
げ
て
い
る
。
艮
背
の
言

こ
そ
な
い
が
、
技
法
と
し
て
は
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
し
て
こ

の
工
夫
の
實
踐
に
よ
り
、「
胷
中
の
虛
朙
な
る
よ
り
、
心
の
靈
光
輝
發
し
て
、
物

影
分
朙
に
う
つ
り
、
人
の
誠
僞
邪
正
自
ら
揜
ふ
べ
か
ら
ず
。
是
は
詐
、
こ
れ
は
不

信
と
、
逆
へ
ず

ら
ざ
れ
ど
も
、
自
然
と
感
應
」
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
で

あ
る
。

つ
ま
り
こ
う
い
う
こ
と
だ
。
第
一
に
、
靜
坐
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
理
想
の

地
で
あ
る
心
の
「
靈
光
」
を
發
揮
す
る
具
體
的
な
身
體
技
法
と
し
て
、
精
神
を
背

中
に
移
動
さ
せ
る
艮
背
の
工
夫
が
存
在
し
た
。
第
二
に
、
そ
の
艮
背
の
工
夫
の
實

踐
は
、
他
者
に
對
し
て
も
推
奬
さ
れ
て
い
た
。
第
三
に
、
心
の
「
靈
光
」
を
發
揮

す
る
こ
と
は
、
現
實
の
社
會
に
お
い
て
實
用
性
を
發
揮
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
た
。
自
分
自
身
が
ま
っ
た
く
經
驗
し
て
い
な
い
こ
と
を
他
者
に

め

る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
ま
し
て

閣
と
し
て
喫
緊
の
仕
事
に
直
面
し
て
い
る

相
手
へ
の
助
言
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、
佐

一
齋
に
と
っ
て
、
心
の
「
靈
光
」



佐

一
齋
の
靜
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說
に
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る
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に
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二
五
三

岩
波
版
の
補
㊟
で
は
、
人
體
の
歬
半
分
を
乾
（

）、
後
半
分
は
坤
（

）
と
考

え
る
の
と
は
別
に
、
あ
ら
か
じ
め
人
體
の
上
中
下

の
歬
半
分
に
そ
れ
ぞ
れ
艮

（

）・
坎
（

）・
震
（

）、
後
半
分
に
そ
れ
ぞ
れ
兌
（

）・
離
（

）・
巽
（

）

が
配
さ
れ
、
各
卦
全
體
が
そ
の
ま
ま
交
換
さ
れ
る
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
易
占

の
本
卦
か
ら
之
卦
へ
の
變
化
に
お
い
て
も
變
爻
、
つ
ま
り
爻
單
位
の
移
動
が
基
本

で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
の
解
釋
は
一
般
的
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
そ

も
そ
も
本
文
中
で
說
朙
し
て
い
る
よ
う
に
、
要
點
は
陰
陽
の
交
換
な
の
で
あ
り
、

卦
全
體
が
移
動
す
る
と
な
る
と
、
陰
爻
陽
爻
が
歬
後
入
り
亂
れ
て
移
動
す
る
複
雜

な
事
態
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
原
文
で
歬
面
の
陽
爻
が
後
面
に
移
動
す
る
こ
と

し
か
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。

管
見
の
限
り
、も
っ
と
も
妥
當
な
解
釋
を
行
っ
て
い
る
の
は
『
言
志
四
錄
詳
解
』

（
東
京
開
成
館
、
一
九
四
〇
年
）
で
あ
る
。
同
書
所
載
の
次
の
圖
版
を
參
照
さ
れ
た
い
。

身
を
え

ざ
れ
ば
、
我
無
し
。
其
の
庭
に
行
ひ
て
、
其
の
人
を
見
ざ
れ
ば
、
物
無

し（
（（
（

。」
と
い
う
物
我
に
囚
わ
れ
な
い

地
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
佐

一
齋
に
は
こ
う
し
た
そ
れ
ま
で
の
解
釋
と
は

な
る
實
踐
の
わ
ざ
が
あ
っ
て
、

そ
れ
を
言
志
錄
に
記
し
た
と
い
う
。
す
で
に
述
べ
た
艮
背
の
工
夫
で
あ
る
。

艮
卦
の
爻
辭
に
は
、
背
以
外
に
も
「
趾あ
し

」「
腓こ
む
ら」「
限こ
し

」「
輔ほ
ほ

」
と
い
っ
た
身
體

の

位
が
出
て
く
る
。
佐

一
齋
は
『
周
易
欄
外
書
』
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
う

ち
、
背
と
腰
に
つ
い
て
の
み
、
工
夫
に
つ
い
て
の
言
及
だ
と
解
釋
し
て
い
る
。
實

際
、
艮
背
の
工
夫
の
詳
細
に
つ
い
て
、
佐

一
齋
は
『
言
志
後
錄
』
で
次
の
と
お

り
述
べ
て
い
る
。

面
背
は

各
々
三
段
に
分
つ
。
乾
の
三
陽
位
、歬
に
在
り
。
初
を
震
と
爲
し
、

中
を
坎
と
爲
し
、
上
を
艮
と
爲
す
。
坤
の
三
陰
位
、
後
に
在
り
。
初
を
巽
と

爲
し
、
中
を
離
と
爲
し
、
上
を
兌
と
爲
す
。
其
の
陽
の
顏
面
に
在
る
者
は
、

之
を
背
上
の
身
柱
に

め
、
陰
と
相
代か

へ
れ
ば
、
則
ち
歬
兌
・
後
艮
を
成
し

て
、
面
冷
か
に
背
暖
な
り
。
胸
の
陽
、
之
れ
を
背
中
の
脊
髓
に

め
て
、
陰

と
相
代か

へ
れ
ば
、
則
ち
歬
離
・
後
坎
を
成
し
て
、
胸
は
虛
に
し
て
背
は
實
な

り
。
腹
の
陽
、
之
れ
を
背
下
・
腰
上
に

め
て
、
陰
と
相
代か

へ
れ
ば
、
則
ち

歬
巽
・
後
震
を
成
し
て
、
腹
は
柔
ら
か
に
し
て
氣
を
畜
へ
、
腰
は
剛
く
し
て

精
を
聚
む
。
歬
の
三
陽
皆
後
の
三
陰
と
相
代か

へ
れ
ば
、
則
ち
函
し
て
歬
坤
・

後
乾
を
成
し
、
心
神
は
泰
然
と
し
て
呼
吸
は
天
地
と
通
ず
。
余
は
艮
背
の
工

夫
よ
り
之
を
得
た
り（
（（
（

。

こ
の
一

は
易
理
が
關
係
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
從
來
解
釋
に

勞
し
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
講
談
社
學
術
文
庫
版
で
は
解
釋
を
放

し
、
全
集
版
で

は
岩
波
版
の
補
㊟
を
參
照
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
。
し
か
し
岩
波
版
の
補
㊟
は
そ

の
解
釋
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
ま
ず
補
㊟
所
載
の
次
の
圖
版
を
參
照
さ
れ
た

い
。

兌

上

離

巽

艮

坎

震

上
中 中
初 初

陰
陽
陽

兌

陽
陰
陽

離

陽
陽
陰

巽

陰
陰
陰

坤

陽
陰
陽
艮

陰
陽
陰
坎

陰
陰
陽
震

陽
陽
陽
乾

陽
陽
陽 陰

陰
陰

乾 坤

前 後
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の
だ
か
ら
、
こ
こ
で
の
陽
爻
の
移
動
は
「
氣
」
の
移
動
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は

閒
違
い
な
い
。
頭

・
胸

・
腹

に
あ
る
氣
を
歬
か
ら
後
ろ
に
移
動
す
る
よ
う

意

す
る
こ
と
が
、
艮
背
の
工
夫
の
實
態
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
佐

一
齋
は
、

外

か
ら
の
刺
激
に
よ
っ
て
心
を
亂
さ
な
い
と
い
う
そ
れ
ま
で
の

地
的
な
解
釋

を
踏
み
出
し
て
、
具
體
的
な
身
體
技
法
と
し
て
艮
背
の
工
夫
を
實
踐
し
た
の
で
あ

る
。易

卦
の
象
徵
的
操
作
に
目
を
奪
わ
れ
が
ち
だ
が
、
佐

一
齋
が
「
面
は
冷
な
ら

ん
こ
と
を
欲
し
、
背
は
煖
な
ら
ん
こ
と
を
欲
し
、
胸
は
虛
な
ら
ん
こ
と
を
欲
し
、

腹
は
實
な
ら
ん
こ
と
を
欲
す（
（（
（

。」
と
い
っ
た
身
體
感
覺
に
根
ざ
し
た
記
述
を
繰
り

﨤
し
て
い
る
こ
と
に
㊟
意
を
向
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
現
代
の
科
學
か
ら
見
て

氣
が
實
在
し
て
い
よ
う
と
い
ま
い
と
、
少
な
く
と
も
佐

一
齋
は
、
身
體
の
歬
半

分
か
ら
後
ろ
半
分
に
何
か
が
移
動
す
る
身
體
感
覺
の
實
感
に
も
と
づ
い
て
、
そ
の

感
覺
を
「
氣
」
と
み
な
し
た
。
む
ろ
ん
そ
う
し
た
身
體
感
覺
自
體
が
實
在
す
る
の

か
、
ま
た
佐

一
齋
自
身
が
實
際
に
體
驗
し
た
の
か
、
さ
ら
に
疑
う
こ
と
は
で
き

る
。
し
か
し
佐

一
齋
を
信
賴
で
き
な
い
語
り
手
と
み
な
す
根
據
は
ど
こ
に
も
な

い
。

四
．
林
兆
恩
艮
背
心
法
と
の
比

歬
節
で
言
及
し
た
詳
解
で
は
、
艮
背
の
工
夫
を
說
い
た
一

を
解
說
し
た
餘
錄

に
お
い
て
、「
朙
の
儒
者
林
兆
恩
は
、
此
の
艮
背
法
卽
ち
精
神

一
に
よ
っ
て
よ

く
病
を
治
し
た
と
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
今
日
で
も
な
お
こ
れ
に
似
よ
つ
た
方
法

で
、
難
病
退
治
を
說
い
て
ゐ
る
者
も
あ
る
で
は
な
い
か
。」
と
述
べ
、
こ
の
艮
背

の
工
夫
は
朙
末
の
儒
者
林
兆
恩
が
說
く
修
養
法
で
あ
る
と
す
る
。「
今
日
で
も
な

お
こ
れ
に
似
よ
つ
た
法
」
を
行
っ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
最
後
に
述
べ
る
こ
と
と

し
て
、
こ
こ
で
は
林
兆
恩
の
艮
背
心
法
か
ら
佐

一
齋
の
議
論
を
確
認
し
な
お
し

こ
の
艮
背
の
工
夫
は
、
個
別
具
體
的
な
身
體
の
使
い
方
を
指
定
し
て
い
る
。
ま

ず
佐

一
齋
は
身
體
を
上
・
中
・
下
（
初
）
の
三
段
に
分
け
、
通
常
の
人
閒
は
身

體
の
歬
半
分
三
段
の
全
て
が
陽
、
後
半
分
三
段
の
全
て
が
陰
の
狀
態
に
な
っ
て
い

る
も
の
と
し
た
。
こ
の
と
き
、
歬
半
分
は
乾
（

）、
後
半
分
は
坤
（

）
の
狀
態

と
し
て
表
象
さ
れ
る
。
そ
し
て
佐

一
齋
は
、
三
段
そ
れ
ぞ
れ
で
歬
面
の
陽
爻
を

後
面
に
移
動
さ
せ
て
陰
爻
と
交
換
す
る
と
、
人
體
に
ど
の
よ
う
な
變
化
が
起
き
る

か
を
述
べ
て
い
く
。

ま
ず
上
段
の
み
陰
陽
の
爻
を
交
換
し
た
場
合
、
歬
半
分
は
乾
（

）
か
ら
兌

（

）、
後
半
分
は
坤
（

）
か
ら
艮
（

）
の
狀
態
に
變
化
す
る
。
實
際
に
顏
面

に
あ
る
陽
と
襟
首
に
あ
る
陰
を
交
換
し
歬
が
陰
、
後
が
陽
に
な
る
と
、
身
體
的
に

は
顏
が
冷
た
く
な
り
背
が
溫
か
く
な
る
。

次
に
中
段
の
み
陰
陽
の
爻
を
交
換
し
た
場
合
、
歬
半
分
は
乾
（

）
か
ら
離

（

）、
後
半
分
は
坤
（

）
か
ら
坎
（

）
の
狀
態
に
變
化
す
る
。
實
際
に
胸

に
あ
る
陽
を
背
中
の
脊
膸
の
陰
と
交
換
し
歬
が
陰
、
後
が
陽
に
な
る
と
、
身
體
的

に
は
胸
が
空
に
な
り
背
が
滿
た
さ
れ
る
。

最
後
に
下
段
の
み
陰
陽
の
爻
を
交
換
し
た
場
合
、
歬
半
分
は
乾
（

）
か
ら
巽

（

）、
後
半
分
は
坤
（

）
か
ら
震
（

）
の
狀
態
に
變
化
す
る
。
實
際
に
腹

に
あ
る
陽
を
背
と
腰
の
閒
に
移
動
さ
せ
る
と
、
腹
が
軟
ら
か
く
な
っ
て
腰
が
硬
く

な
る
。
そ
れ
は
ま
た
腹

に
氣
が

え
ら
れ
背

に
精
が
集
ま
っ
た
狀
態
で
も
あ

る
。個

別
で
も
こ
う
い
っ
た
狀
態
に
身
體
が
變
化
す
る
が
、
こ
の
三
つ
を
同
時
に
行

う
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
歬
面
の
全
て
の
陽
と
後
面
の
全
て
の
陰
が
交
換
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
心
や
神
が
安
定
し
て
、
天
地
と
呼
吸
が
通
ず
る
よ
う
に
な
る
と
佐

一
齋
は
述
べ
る
。
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、「
神
を
背
に
棲
ま
し
め
」
る
こ

と
で
、「
義
を
集
め
氣
を
背

に
止
め
」
る
一
方
、
逆
に
「
胸
中
虛
朙
」
に
な
る



佐

一
齋
の
靜
坐
說
に
お
け
る
艮
背
の
工
夫
に
つ
い
て

二
五
五

初
の
一
文
と
思
わ
れ
る（
（（
（

。

林
子
曰
く
、
背
の
字
北
に
从し
た
がひ
肉
に
从
ふ
。
背
は
乃
ち
北
方
の
肉
な
り
。
北

方
水
に
屬
す
。
今
北
方
の
背
の
水
を
以
て
之
を
推
せ
ば
、
南
方
の
心
は
則
ち

火
な
り
。
火
、
陽
な
り
。
之
を
南
と
し
て
歬
に
居
す
。
水
、
陰
な
り
。
之
を

北
と
し
て
後し
り

へ
に
居
す
。
今
心
の
火
の
南
を
以
て
、
之
を
洗
ふ
に
背
の
水
の

北
な
る
者
を
以
て
す
る
者
は
、
易
の
所
謂
心
を
洗
ひ
退
き
て
密
に

く
る
、

孔
門
傳
授
の
心
法
な
り（
（（
（

。

易
の
「
心
を
洗
う
」
云
々
の
言

に
從
っ
て
、「
心
の
火
の
南
を
以
て
之
を
洗

ふ
に
、
背
の
水
の
北
な
る
者
を
以
て
」
す
る
こ
と
を
、
林
兆
恩
は
孔
子
が
傳
え
た

心
法
だ
と
考
え
て
い
た
。
で
は
實
際
に
ど
の
よ
う
に
し
て
心
を
背
に
移
す
の
か
。

こ
れ
ま
で
の
硏
究
で
も
指

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
林
兆
恩
は
言

を
使
っ
て
意

を
誘
導
す
る
方
法
を
採
っ
て
い
る
。

ま
ず
初
學
者
は
次
の
よ
う
に
行
う
。

林
子
曰
く
、
初
學
の
士
は
、
先
づ
須
く
三
敎
先
生
四
箇
字
を
念
ず
べ
し
。

…
…
三
敎
先
生
を
念
ず
る
者
は
、
初
め
口
從
り
念
じ
て
、
背
の
腔
子
の
裏う
ち

に

至
り
、
久
し
く
す
れ
ば
則
ち
念
念
と
只
だ
背
に
在
り
。
念
念
と
只
だ
背
に
在

ら
ば
、
則
ち
心
常
に
背
に
在
る
な
り
。
念
は
卽
ち
心
な
り
。
念
の
心
に
起
こ

り
て
而
も
心
の
外
に
非
ざ
れ
ば
、
復
た
能
く
念
ず
る
こ
と
㊒
る
な
り（
（（
（

。

よ
う
す
る
に
最
初
は
念
佛
の
よ
う
に
「
三
敎
先
生
」
と
口
に
出
し
て
唱
え
な
が

ら
、
そ
の
言

を
背
中
に
入
れ
る
よ
う
意

す
る
。
繰
り
﨤
す
う
ち
に
声
に
は
出

さ
ず
、
背
中
を
意

し
な
が
ら
念
じ
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
心
が
背
に
と
ど
ま
っ
た

狀
態
に
な
る
と
い
う
訳
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
は
初
學
者
と
い
っ
て
も
庶
民
を
對
象

に
し
た
も
の
で
、
讀
書
人
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
說
い
て
い
る
。

林
子
曰
く
。
士
と
は
讀
む
者
を
以
て
業わ
ざ

と
爲
す
。
或
は
「
學
び
て
時
に
之
を

習
ふ
」
の
句
を
讀
め
ば
、
卽
ち
三
敎
先
生
四
箇
字
を
念
ず
る
が
如
く
、
亦
念

て
み
よ
う
。
朙
末
に
は
儒
佛
衟
の
三
敎
合
一
の
思
想
が
知

人
の
中
で
も

行
し

た
が
、
そ
の
中
で
も
三
一
敎
を
唱
え
て
世
に
廣
め
た
林
兆
恩
は
そ
の
潮

を
代
表

す
る
人
物
の
一
人
で
あ
る
。
林
兆
恩
は
三
敎
合
一
の
說
を
廣
め
る
だ
け
で
な
く
、

具
體
的
な
實
踐
と
し
て
九
序
心
法
を
人
々
に
敎
え
、
そ
の
法
を
實
踐
し
た
者
の
病

が
治
っ
た
と
い
う
こ
と
が
傳
え
ら
れ
て
い
る（
（（
（

。

た
だ
、
佐

一
齋
の
林
兆
恩
に
對
す
る
評
價
は
決
し
て
高
く
は
な
い
。

朙
季
、
林
兆
恩
は
三
敎
を
合
し
て
一
と
爲
す
。

し
心
齋
・
龍
溪
を
學
ん
で
、

而
も
失
せ
し
者
な
り
。
此
の
閒
、
一
種
の
心
學
の
愚
夫
愚
婦
を
誘
ふ
者
と
相

類
す
。
要
す
る
に
齒
牙
す
る
に
足
ら
ざ
る
の
み（
（（
（

。

林
兆
恩
を
庶
民
を
對
象
に
し
た
石
門
心
學
と
同
類
の
も
の
と
し
て
否
定
し
て
い

る
。
し
か
し
、
林
羅
山
の
師
で
あ
る

原
惺
窩
は
、
林
兆
恩
に
私
淑
し
て
い
た（
（（
（

。

林
羅
山
「
惺
窩
先
生
行
狀
」（
羅
山
林
先
生
文
集
卷
四
十
）
に
よ
れ
ば
、

先
生
、
林
子
の
艮
背
心
法
を
閱
る
。
云
へ
る
こ
と
あ
り
、「
背
の
字
は
北
に

從
ひ
、肉
に
從
ふ
。
北
方
水
に
屬
す
。
陰
な
り
。
南
方
火
に
屬
す
。
陽
な
り
。

南
に
し
て
歬
に
居
り
、
北
に
し
て
後し
り

へ
に
居
る
。
今
、
心
の
火
の
南
を
以
て
、

こ
れ
を
洗
ふ
に
背
の
水
の
北
を
以
て
す
る
は
、
周
易
の
い
は
ゆ
る
「
心
を
洗

ひ
退
き
て
密
に

す（
（（
（

」
な
り
」
と
。
先
生
、
そ
の
背
に
艮と
ど

ま
る
は
「

ね
た

る
山
あ
る
は
艮（
（（
（

」
な
る
を
以
て
の
故
に
、
自
ら
號
し
て
北
肉
山
人
と
曰
ふ
。

い
は
ゆ
る
、「
そ
の
山
を
以
て
こ
れ
に
僻
せ
ず
し
て
、
天
下

世
の
山
を
以

て
山
と
以お

爲も

ふ
者
は
、
天
下

世
の
山
人
な
り
」
と
は
、
こ
れ
そ
れ
孔
孟
の

山
人
た
り
。
あ
に
巢
許
者
の

な
ら
ん
や（
（（
（

。

つ
ま
り
、

原
惺
窩
が
北
肉
山
人
と
い
う
自
身
の
號
を
つ
け
た
の
は
、
實
際
の

山
に
隱
遁
す
る
の
で
な
く
、
林
兆
恩
の
說
く
艮
背
心
法
を
實
踐
し
て
儒
者
と
し
て

心
を
背
に

す
と
い
う
心
構
え
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い

る
林
兆
恩
の
言

は
、
次
の
通
り
『
心
聖
直
旨
』
の
冐
頭
、
艮
背
心
法
の

の
最
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わ
れ
た
氣
持
ち
よ
さ
が
あ
る
。
太
陽
の
運
行
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
人
閒
の
中

で
普
段
か
ら
こ
う
し
た
淨
化
作
用
が
繰
り
﨤
さ
れ
て
い
る
。
林
兆
恩
は
、
そ
の
自

然
な
働
き
を
人
爲
的
に
再
現
し
、
日
中
も
行
う
の
が
艮
背
の
心
法
で
あ
る
と
主
張

す
る
。
艮
背
の
心
法
が
治
病
に
效
果
が
あ
る
の
も
、
す
で
に
指

さ
れ
て
い
る
よ

う
に（
（（
（

、「
五

皆
背
に
麗
か
る
。
心
既
に
背
に
し
て
之
を
水
に
つ
け
れ
ば
、
則
ち

心
淸
淨
な
り
。
心
既
に
淸
淨
な
れ
ば
、
則
ち
五

も
亦
た
皆
淸
淨
な
り（
（（
（

。」
と
說

い
て
い
る
よ
う
に
、「
心
を
洗
う
」
こ
と
が
內

全
て
の
淨
化
に
つ
な
が
る
か
ら

で
あ
ろ
う
。

こ
の
艮
背
心
法
は
、
そ
も
そ
も
何
の
た
め
に
行
う
の
だ
ろ
う
か
。『
心
聖
直

旨
』
は
、
艮
背
心
法
、
行
庭
心
法
、
虛
空
本
體
の
全
三

構
成
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
行
庭
心
法
一

で
、
林
兆
恩
は
次
の
よ
う
に
艮
背
心
法
の
目
的
を
說
い
て
い

る
。

林
子
曰
く
、
人
未
だ
生
ぜ
ざ
る
以
歬
、
未
だ
性
命
㊒
ら
ず
、
未
だ
此
の
一
點

の
靈
光
㊒
ら
ず
。
始
め
て
生
ま
る
る
の
時
に
至
り
、
天
乃
ち
之
に
命
ず
る
に

性
を
以
て
す
。
卽
ち
此
の
一
點
の
靈
光
な
る
者
㊒
り
、
善
を
繼
ぎ
て
性
を
成

す
な
り
。
卽
ち
此
の
一
點
の
靈
光
、
易
之
を
太
極
と
謂
ふ
は
、
性
命
未
だ
始

め
て
分
か
れ
ざ
る
な
り
。
太
極
よ
り
し
て
陰
陽
に
至
れ
ば
、
則
ち
性
命
分
か

た
る
。
性
は
則
ち
之
を
肉
團
の
心
の
裡
に
寄
す
。
卽
ち
名
づ
け
て
神
と
曰
ふ
。

命
は
則
ち
之
を
臍
に
腎
に
寄
す
。
卽
ち
名
づ
け
て
氣
と
曰
ひ
精
と
曰
ふ
。

…
…
故
に
先
づ
此
の
放
心
を

め
、
而
し
て
之
を
背
に
艮
め
以
て
基
を
立
つ

る
な
り
。
然
る
後
に
此
の
神
氣
を
將も
つ

て
、
復
た
性
命
に
﨤
し
、
而
し
て
一
に

歸
す
る
者
は
、
所
謂
陰
陽
に
し
て
太
極
な
り
。

し
艮
背
を
知
ら
ざ
れ
ば
、

則
ち
存
心
を
知
ら
ず
。
存
心
を
知
ら
ざ
れ
ば
、則
ち
基
を
立
つ
る
を
知
ら
ず
。

基
立
た
ず
。
神
其
れ
馳
せ
ざ
る
こ
と
㊒
ら
ん
や
。
神
既
に
馳
す
。
氣
其
れ
散

ぜ
ざ
ら
ん
こ
と
㊒
ら
ん
や
。
氣
既
に
散
ず
。
則
ち
亦
た
安
ぞ
能
く
陰
陽
を
﨤

じ
て
背
の
腔
子
の
裡う
ち

に
入
る
。
一
句
よ
り
百
千

句
に
至
る
ま
で
、
皆
然
ら

ざ
る
な
し
。
此
に
由
り
て
之
を

れ
ば
、
一
日
書
を
讀
め
ば
、
則
ち
是
れ
一

日
我
が
工
夫
を
行
ふ
。
一
歳
書
を
讀
め
ば
、
則
ち
是
れ
一
歳
我
が
工
夫
を
行

ふ（
（（
（

。

讀
書
人
で
あ
れ
ば
「
三
敎
先
生
」
と
唱
え
る
よ
う
に
、
例
え
ば
『
論
語
』
の

「
學
び
て
時
に
之
を
習
う
」
一
句
に
し
て
も
、
自
分
が
習
い
覺
え
た
ご
と
に
そ
の

言

を
背
中
に
入
れ
る
よ
う
に
念
じ
て
い
け
ば
、
讀
書
を
行
う
こ
と
が
そ
の
ま
ま

艮
背
の
工
夫
を
行
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
何
の

た
め
に
こ
の
艮
背
の
工
夫
を
行
う
の
だ
ろ
う
か
。
林
兆
恩
は
次
の
よ
う
に
答
え
て

い
る
。今

常
人
を
以
て
之
を
言
へ
ば
、
神
は
則
ち
之
を
目
に
寄
す
。
而
し
て
夜
寐
た

り
て
既
に
熱
せ
ば
、
則
ち
之
を
腎
に
か
く

す
。
亦
た
易
の
所
謂
「
之
を
洗
ふ
」

の
義
な
り
。
夙
興
の
時
に
至
り
、
目
の
神
爽
然
と
淸
ら
か
な
ら
ざ
る
こ
と
㊒

ら
ん
か
。
か
り

に
其
れ
夜
に
し
て
腎
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
神
豈
に
能
く
淸
ら
か
な

ら
ん
。
今

た
天
衟
を
以
て
之
を
言
へ
ば
、
日
則
ち
之
を
天
に
麗か
か

る
。
而
し

て
夜
地
中
に
淪し
ず

む
。
則
ち
之
を
海
に

す
。
亦
た
易
の
所
謂
「
之
を
洗
ふ
」

の
義
な
り
。
諬
朙
の
候
に
至
り
て
、
天
の
氣
爽
然
と
淸
ら
か
な
ら
ざ
る
こ
と

㊒
ら
ん
か
。

に
其
れ
夜
に
し
て
海
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
氣
豈
に
能
く
淸
ら
か

な
ら
ん
。
夫
れ
之
を
常
人
に

れ
ば
則
ち
此
の
如
し
。
之
を
天
衟
に

て
も

た
彼
の
如
し
。
則
ち
夫
の
艮
背
の
說
は
、
歬
な
れ
ば
且ま

た
之
を
後
に
し
、

南
な
れ
ば
且
た
之
を
北
に
す
。
易
の
人
に
示
す
所
の
者
、
至
精
至
微
至
深
切

と
謂
ふ
べ
し（
（（
（

。

人
閒
の
精
神
は
、
外
界
の
事
物
に
反
應
す
る
た
め
に
心

か
ら
目
に
移
動
し
て

い
る
。
そ
れ
が
夜
寢
て
い
る
閒
は
さ
ら
に
腎

に
移
動
し
て
、
日
中
に
浴
び
た
汚

れ
が
洗
淨
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
朝
目
覺
め
た
と
き
に
は
文
字
通
り
心
が
洗



佐

一
齋
の
靜
坐
說
に
お
け
る
艮
背
の
工
夫
に
つ
い
て

二
五
七

次
の
よ
う
な
佐

一
齋
の
讀
書
法
へ
の
言
及
は
㊟
目
に
値
し
よ
う
。

一
耆き

宿し
ゅ
く

㊒
り
、
好
み
て
書
を
讀
む
。
飮
⻝
を
除
く
外
、
手
に
卷
を
釋お

か
ず

し
て
以
て
老
に
至
れ
り
。
人
皆
篤
學
と
稱
す
。
余
を
以
て
之
を
視
る
に
、
恐

ら
く
は
事
を
濟な

さ
ざ
ら
ん
と
。
渠か

れ
は
其
の
心
常
常
放お

き
て
書
上
に
在
り
。

め
て
腔
子
の
裏う
ち

に
在
ら
ず
。
人
は
五
官
の
用
、
須
ら
く
均
齊
に
之
を
役
す

べ
し
。
而
る
に
渠
れ
は
精
神
を
耑も
っ
ぱら
目
に
㊟
ぎ
、
目
の
み
偏
し
て
其
の
勞
を

受
け
、
精
神
も
亦
た
從
ひ
て
昏
聵か
い

す
。
此
く
の
如
き
は
、
則
ち
能
く
書
を
看

る
と
雖
も
、
而
も
決
し
て
深
造
自
得
す
る
こ
と
能
は
ず
。
便
ち
除た

だ
是
れ
放

心
の
み
。
且
つ
孔
門
の
敎
の
如
き
は
、
終
⻝
よ
り
造
次
顚
沛
に
至
る
ま
で
、

敢
へ
て
仁
に
違
は
ず
。
試
み
に
思
へ
、
渠
れ
は
一
生
手
に
卷
を
釋
か
ざ
れ
ど

も
放
心
此
く
の
如
し
。
能
く
仁
に
違
は
ざ
る
や
否
や
を（
（（
（

。

讀
書
も
ま
た
數
あ
る
實
踐
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
と
、
讀
書
へ
の
耽
溺
を
戒
め
る

だ
け
で
は
な
い
。
心
が
身
體
の
外
に
お
か
れ
、
精
神
が
目
に
集
中
し
て
疲
弊
し
た

狀
態
で
は
、
書
を
讀
ん
で
も
自
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま

り
正
し
い
讀
書
を
す
る
た
め
に
は
、
靜
坐
を
し
て
、
精
神
を
目
に
集
中
さ
せ
ず
、

心
を
身
體
の
中
に
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
歬
節
で
朙
ら
か
に
し
た
佐

一
齋
の
顏
に
あ
る
精
神
を
背
中
へ
移
動
さ
せ
る
と
い
う
艮
背
の
工
夫
そ
の
も
の

で
あ
る
。
林
兆
恩
も
ま
た
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
、
目
と
精
神
の
關
係
を
重
視
し

て
い
る
。
つ
ま
り
言

を
使
う
か
使
わ
な
い
か
と
い
う
技
法
上
の
差

は
あ
っ
て

も
、
兩
者
の
意

の
動
か
し
方
は
同
一
な
の
で
あ
る
。

ま
た
人
が
生
ま
れ
た
と
き
に
與
え
ら
れ
た
「
一
點
の
靈
光
」
を
回
復
す
べ
く
靜

坐
を
行
う
と
い
う
目
的
は
、
林
兆
恩
と
佐

一
齋
兩
者
に
等
し
く
共
㊒
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
使
わ
れ
る
艮
背
の
工
夫
で
は
、
心

の
神
と
、

腹

（
臍
）
の
氣
、
背
中
（
腎
）
の
精
が
重
要
な
役
割
を
擔
う
點
で
も
兩
者
は
共

通
す
る
。
心

は
人
體
の
中

、
臍
と
腎
は
人
體
の
下

に
あ
っ
て
、
兩
者
の
閒

し
て
之
を
太
極
に
し
、
以
て
我
が
一
點
の
靈
光
に
復
せ
ん
や（
（（
（

。

人
閒
は
生
ま
れ
る
と
き
に
天
よ
り
「
一
點
の
靈
光
」
が
與
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は

性
命
が
一
つ
に
合
わ
さ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
人
體
に
お
い
て
は
陰
陽
二
つ
に
分
か

れ
、
性
は
心
に
宿
っ
て
神
と
呼
ば
れ
、
命
は
さ
ら
に
別
れ
て
臍
に
宿
れ
ば
氣
と
、

腎
に
宿
れ
ば
精
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
艮
背
心
法
は
神
を
背
中
に
動
か
す
技

法
で
あ
る
か
ら
、
神
と
氣
、
陽
と
陰
、
つ
ま
り
性
と
命
を
物
理
的
に
一
つ
に
合
わ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
次
の
段
階
と
し
て
、
陰
陽
か
ら
太
極
へ
、
合
わ
さ

っ
た
性
命
を
初
源
の
「
一
點
の
靈
光
」、
人
に
善
を
な
さ
し
め
る
も
の
へ
と
回
復

さ
せ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
艮
背
心
法
の
目
的
で
あ
り
、
治
病
は
副
次
的
な
效
果
で
し

か
な
い
。

以
上
の
林
兆
恩
の
艮
背
心
法
と
、
佐

一
齋
の
艮
背
の
工
夫
を
比
較
し
て
み
よ

う
。
技
法
上
の
最
大
の
相
違
點
は
、
佐

一
齋
は
艮
背
の
工
夫
に
際
し
て
言

を

使
っ
て
精
神
を
誘
導
す
る
方
法
を
と
っ
て
い
な
い
點
で
あ
る
。
佐

一
齋
も
讀
書

と
靜
坐
の
關
係
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

吾
讀
書
と
靜
坐
と
を
把
り
て
一
片
と
打
做
さ
ん
と
欲
し
、
因
り
て
自
ら
之
を

試
む
。
經
を
讀
む
時
は
、
寧
靜
に
端
坐
し
、
卷
を
披
き
て
目
を
涉
し
、
一
事

一
理
必
ず
之
を
心
に
求
む
る
に
、
乃
ち
能
く
之
と
默
契
し
、
恍
と
し
て
自
得

す
る
㊒
り
。
此
の
際
、
眞
に
是
れ
無
欲
に
し
て
、
卽
ち
是
れ
主
靜
な
り
。
必

ず
し
も
一
日
各
半
の
工
夫
を
做
さ
ず（
（（
（

。

朱
子
が
說
く
よ
う
な
讀
書
と
靜
坐
と
を
獨
立
し
て
行
う
の
で
は
な
く
、
讀
書
が

そ
の
ま
ま
靜
坐
に
な
る
よ
う
に
經
書
を
讀
む
こ
と
を
實
踐
し
て
い
る
も
の
の
、
經

文
を
念
ず
る
こ
と
に
は
や
は
り
重
き
が
お
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
艮
背
の
工
夫

を
瞑
想
の
技
法
と
し
て
考
え
る
場
合
、
決
定
的
に
重
要
な
の
は
言

を
使
う
か
ど

う
か
で
は
な
く
、
精
神
と
身
體
を
ど
の
よ
う
な
關
係
で
捉
え
、
意

を
ど
の
よ
う

に
操
作
し
て
い
る
か
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
目
と
精
神
の
關
係
で
あ
る
。



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
五
集

二
五
八

曰
く
、
天
地
を
超
出
す
。
以
て
太
虛
を
身
と
す
。」「
其
の
九
に
曰
く
、
虛
空
粉
碎

す
。
以
て
極
則
を
證
す（
（（
（

。」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
み
れ
ば
修
養
過
程
全
體
が

內
丹
を
も
と
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
佐

一
齋
は
林
兆
恩
の

示
す
一
連
の
修
養
過
程
の
う
ち
、
艮
背
心
法
に
あ
た
る

分
の
み
を
採
用
し
、
さ

ら
に
そ
こ
か
ら
神
氣
の
混
合
と
い
っ
た
內
丹
的
な
神
氣
の
操
作
を
排
除
し
た
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。

よ
う
す
る
に
、
林
兆
恩
の
艮
背
心
法
を
取
り
入
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
佐

一
齋

は
、「
三
敎
先
生
」
の
念
誦
の
よ
う
な
言

を
使
う
技
法
や
、
神
氣
の
混
合
と
い

っ
た
內
丹
の
理
論
を
排
除
し
た（
（（
（

。
そ
の
上
で
、
實
感
で
き
る
身
體
感
覺
に
根
ざ
し

た
技
法
の
中

分
の
み
を
抽
出
し
、
艮
背
の
工
夫
と
し
て
採
用
し
た
の
で
あ

る
。佐

一
齋
は
、
艮
背
の
工
夫
が
讀
書
や
靜
坐
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
普
遍
的
な

技
法
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

艮
背
の
工
夫
は
、
神
其
の
室
を
守
る
、
卽
ち

な
り
、
卽
ち
仁
な
り
。
起
居

⻝
息
、
放
過
す
べ
か
ら
ず
。
懸
空
捕
影
の
心
學
に
非
ず（
（（
（

。

艮
背
の
工
夫
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
も
實
踐
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら

に
、
先
に
紹
介
し
た
川
路
聖

と
の
書

で
は
、
艮
背
の
工
夫
を
體
得
し
た
と
き

の
狀
態
に
つ
い
て
、
武

試
合
を
例
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

た
と
へ
ば
武

試
合
の
と
き
、
刀
槍
を
か
ま
へ
、
相
手
に
立
向
ひ
て
い
ま
だ

打う
ち

も
突つ
き

も
せ
ぬ
時
、
虛
中
の
躰
と
云
ふ
や
う
な
る
者
に
候
。
我
心
虛
朙
な
れ

ば
、
相
手
の
す
き
閒
自
然
と
あ
ら
は
れ
申
し
候
事
、
此
味
筆
舌
の
盡
す
所
に

あ
ら
ず
。
大
畧
の
み
申
し
述
べ
候（
（（
（

。

こ
れ
は
單
な
る
比
喩
と
し
て
用
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
兵
家
、
心
膽
を
鍊

る
を
說
く
は
、
震
・
艮
の
工
夫
と
髣
髴
た
り（
（（
（

。」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
武

者
の
說
く
修
養
法
と
艮
背
の
工
夫
が
實
際
に
似
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
實

に
は
歬
後
だ
け
で
な
く
上
下
關
係
が
あ
る
。
林
兆
恩
は
神
と
氣
の
混
合
を
朙
確

に
意

し
て
い
る
。
つ
ま
り
神
は
歬
後
よ
り
も
む
し
ろ
上
下
の
移
動
が
重
要
で
あ

る
。
一
方
、
佐

一
齋
は
艮
背
の
工
夫
を
說
朙
し
た
一
條
で
は
、
神
と
氣
は
平
行

關
係
の
ま
ま
歬
後
に
移
動
す
る
だ
け
あ
っ
た
が
、
次
の
よ
う
に
上
下
の
移
動
に
つ

い
て
も
き
ち
ん
と
重
視
さ
れ
て
い
る
。

人
の
一
身
は
、
上
下
を
以
て
陰
陽
を
分
て
ば
、
上
體
を
陽
と
爲
し
、
下
體
を

陰
と
爲
す
。
上
陽
を
下
體
に
降
し
、
下
陰
を
上
體
に
升の
ぼ

せ
ば
、
則
ち
上
は
虛

に
し
て
下
は
實
、
函ふ
く

み
て
地
天
の
泰
を
成
す
。

歬
後
を
以
て
陰
陽
を
分
て

ば
、
歬
面
を
陽
と
爲
し
、
後
背
を
陰
と
爲
す
。
歬
陽
を
後
背
に

め
、
後
陰

を
歬
面
に
移
せ
ば
、
則
ち
歬
は
虛
に
し
て
後
は
實
、
亦
函
み
て
地
天
の
泰
を

成
す（
（（
（

。

「
上
虛
下
實
」
で
も
「
歬
虛
下
實
」
で
も
同

に
地
天
泰
（　

）
と
い
う
安

定
し
た
狀
態
に
な
る
と
佐

一
齋
は
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
實
は
こ
こ
に
は
重
大

な
相
違
點
が
あ
る
。
林
兆
恩
は
神
氣
の
混
合
を
重
視
す
る
。
し
か
し
佐

一
齋
は

神
氣
は
そ
の
居
場
所
を
交
換
す
る
だ
け
で
混
合
す
る
こ
と
は
重
視
し
て
い
な
い
。

心
腎
の
神
氣
の
混
合
は
衟
敎
の
內
丹
の
基
本
理
論
で
あ
り
、
林
兆
恩
に
と
っ
て

は
非
常
に
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
林
兆
恩
が
別
に
記
し
た
『
九
序
』
で

は
、『
心
聖
直
旨
』
の
三
段
階
の
修
養
過
程
が
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
に
分
割
さ

れ
て
、
全

で
九
段
階
と
な
っ
て
い
る
。
今
、
そ
の
科
目
の
み
を
示
せ
ば
、「
其

の
一
に
曰
く
、
背
に
艮
む
。
念
を
以
て
念
を
止
め
以
て
心
を
求
む
。」「
其
の
二
に

曰
く
、
天
を
周め
ぐ

ら
す
。
乾
を
效し
る

し
坤
に
法
り
以
て
極
を
立
つ
。」「
其
の
三
に
曰

く
、
關
を
通
す
。
支
竅
に
光
逹
し
以
て
形
を
煉
る
。」「
其
の
四
に
曰
く
、
土
を
安

じ
仁
を
敦あ
つ

く
す
。
以
て
陰
丹
を
結
ぶ
。」「
其
の
五
に
曰
く
、
天
地
を
採
取
す
。
以

て

物
を

む
。」「
其
の
六
に
曰
く
、
神
を
氣
穴
に
凝
ら
す
。
以
て
陽
丹
を
媾め
あ

は

す
。」「
其
の
七
に
曰
く
、
生
死
を
脫
離
す
。
以
て
天
地
を
身
と
す
。」「
其
の
八
に



佐

一
齋
の
靜
坐
說
に
お
け
る
艮
背
の
工
夫
に
つ
い
て

二
五
九

の
冥
想
に
關
す
る
文

を
ま
と
め
た
も
の
だ
が
、「
冥
想
の
方
法
」
や
「
冥
想
の

狀
態
」
に
お
い
て
、
禪
宗
の
言

に
加
え
て
儒
者
の
言

を
載
せ
て
お
り
、
佐

一
齋
も
數
箇
所
引
用
さ
れ
て
い
る
。
新
渡
戶
稻
造
『
修
養
』（
實
業
之
日
本
社
、

一
九
一
一
年
）
で
も
、「
默
思
の
方
法
」
に
お
い
て
や
は
り
佐

一
齋
の
言

が
引

用
さ
れ
て
い
る
。

飜
っ
て
近
年
の
動
向
に
目
を
向
け
れ
ば
、
例
え
ば
、
太
極
拳
や
八
段
錦
、
合
氣

衟
を
學
ん
で
い
た
佛
敎
學
者
の
鐮
田

雄
（
一
九
二
七
〜
二
〇
〇
一
）
は
、
自
身
の

體
驗
を
踏
ま
え
つ
つ
、
天
臺
大
師
や
そ
の
他
の
佛
典
に
み
ら
れ
る
調
息
法
を
臍
下

丹
田
を
中
心
と
し
た
丹
田
呼
吸
の
法
と
し
て
位
置
付
け
、
そ
の
技
法
が
白
隱
禪

師
（
一
六
八
五
〜
一
七
六
六
）
な
ど
日
本
佛
敎
に
受
け
繼
が
れ
た
と
し
て
、
江
戶
か

ら
近
代
ま
で
の
そ
の
繼
承
と
發
展
を
說
い
て
い
る（
（（
（

。
そ
し
て
江
戶
朞
に
お
い
て

は
白
隱
禪
師
の
丹
田
呼
吸
法
を
繼
承
し
た
も
の
と
し
て
、
貝
原
益
軒
（
一
六
三
〇

〜
一
七
一
四
）、
平
田
篤
胤
（
一
七
七
六
〜
一
八
四
三
）、
平
野
元
良
（
一
七
九
〇
〜

一
八
六
七
）
に
加
え
て
、
佐

一
齋
を
擧
げ
、
近
代
に
い
た
っ
て
岡
田
式
や

田

式
に
よ
っ
て
丹
田
呼
吸
の
技
法
が
完
成
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
鐮
田
氏
は

『
天
臺
小
止

』
の
解
說
書
に
お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
佐

一
齋
を
引
用
し
、『
天

臺
小
止

』
の
瞑
想
法
と
日
常
生
活
と
の
架
け
橋
に
利
用
し
て
い
る（
（（
（

。

よ
う
す
る
に
、
佐

一
齋
は
近
代
以
降
の
靜
坐
の
實
踐
者
た
ち
に
と
っ
て
も
、

重
要
な
先
驅
者
の
一
人
と
し
て
參
照
さ
れ
て
き
た
し
、
そ
の
影
響
は
現
代
ま
で
續

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
佐

一
齋
の
靜
坐
說
は
、
近
代
以
降
を
含

め
た
瞑
想
法
の
展
開
の
中
で
位
置
付
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
よ
り
詳
細
な

受
容
の
過
程
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
㊟

（
（
）　

岡
田
武
彥
『
坐
禪
と
靜
坐
』（
櫻
楓
社
、
一
九
七
二
年
）、
井
筒
俊
彥
『
意

と
本

際
、
佐

一
齋
は
艮
背
の
工
夫
が
諸

の
根
本
と
な
る
こ
と
を
說
い
て
い
る
。

人
身
、
臍
を
受
氣
の
て
い

と
爲
す
。
則
ち
震
氣
は
此
れ
よ
り
發
す
。
宜
し
く
實

を
臍
下
に
畜
へ
、
虛
を
臍
上
に
函い

れ
、
呼
吸
は
臍
上
と
相
消
息
し
、
筋
力
は

臍
下
よ
り
運
動
す
べ
し
。
思
慮
云
爲
は
皆
此
に
根
柢
す
。
凢
百
の
技
能
も
亦

多
く
此
の
如
し（
（（
（

。

心
の
あ
り
よ
う
か
ら
體
の
動
か
し
よ
う
ま
で
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
行
う
場
合

で
も
、
艮
背
の
工
夫
で
實
現
す
る
身
體
の
上
虛
下
實
の
狀
態
が
㊒
效
だ
と
佐

一

齋
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

五
．
お
わ
り
に

佐

一
齋
に
と
っ
て
、
讀
書
と
靜
坐
は
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
自
己
修
養

の
技
法
だ
っ
た
。
し
か
し
朙
治
以
降
、
哲
學
や
倫
理
學
と
し
て
儒
學
が
再
編
成
さ

れ
て
い
く
中
で
、
硏
究
さ
れ
る
對
象
が
讀
書
、
經
書
解
釋
に
も
と
づ
く
思
想
內
容

の
檢
討
に
限
定
さ
れ
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
井
上
哲
次
郞
『
日
本
陽
朙
學
派
之
哲

學
』（
富
山
房
、
一
九
〇
〇
年
）
に
お
い
て
、
佐

一
齋
の
學
說
と
し
て
「
理
氣
の

說
」「
定
數
論
」「
精
神
と
身
體
の
說
」「
善
惡
の
說
」「
死
生
の
說
」
が
擧
げ
ら
れ

て
い
る
。
精
神
と
身
體
の
問
題
は
一
應
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
後
に
續
く

佐

一
齋
が
善
惡
を
ど
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
た
か
と
い
う
問
題
の
導
入
に
過
ぎ

ず
、
そ
も
そ
も
い
か
に
し
て
善
な
る
も
の
に
な
る
か
と
い
う
實
踐
の
た
め
の
技
法

は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。

で
は
、
佐

一
齋
の
靜
坐
の
技
法
は
ど
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
朙
治
大
正
朞

に
は
、
そ
れ
以
歬
の
靜
坐
の
傳

を
參
照
し
つ
つ
、
新
た
な
靜
坐
法
を
編
み
出
し

實
踐
す
る
こ
と
が

行
し
た
。
い
わ
ば
靜
坐
史
が
編
ま
れ
、
そ
の
方
法
が
繼
承

さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
佐

一
齋
の
靜
坐
說
も
參
照
さ
れ
て
い

っ
た
。
例
え
ば
、
加

咄
堂
『
冥
想
論
』（
東
亞
堂
、
一
九
〇
五
年
）
は
古
今
東
西
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一
九
七
〇
年
）、
相
良
亨
「『
言
志
四
錄
』
と
『
洗
心
洞
箚
記
』」（
相
良
亨
・
溝
口
雄

三
・
福
永
光
司
校
㊟
『
佐

一
齋
大
鹽
中
齋
』、
日
本
思
想
大
系
四
六
、
岩
波
書
店
、

一
九
八
〇
年
）、
近

正
則
「
佐

一
齋
學
の
基
調
「
心
之
靈
光
」
を
め
ぐ
っ
て
︱
」

（
岐
阜
女
子
大
學
紀
要
三
七
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
（
）　

原
文
「
人
當
自
思
察
。
在
母
胎
中
之
我
。
心
意
果
如
何
。

當
自
思
察
。
出
胎

後
之
我
。
心
意
果
如
何
。
人
皆
竝
全
忘
不
記
也
。
然
我
體
旣
具
。
必
㊒
心
意
。
則
今

試
思
察
。
胎
胞
中
心
意
。
必
是
渾
然
純
氣
專
一
。
無
善
無
惡
。
只
㊒
一
點
靈
光
耳
。

方
生
之
後
。
靈
光
之
發
竅
。
先
知
好
惡
。
好
惡
。
卽
是
非
。
卽
知
愛
知

之
所
由

出
也
。
思
察
到
此
。
可
以
悟
（
鈔
本
は
「
知
」
に
作
る
）
我
性
之
爲
天
。
我
體
之
爲

地
。」（
言
志
後
錄
七
一
）

（
（
）　

原
文
「
端
坐
內
省
。
做
心
工
夫
。
宜
先
自
認
其
主
宰
也
。
省
者
我
歟
。
所
省
者
我

歟
。
心
固
我
。
軀
亦
我
。
爲
此
言
者
（
鈔
本
は
「
者
」
の
下
に
「
亦
」
字
あ
り
）
果

誰
歟
。
是
之
謂
自
省
。
自
省
之
極
。
乃
見
靈
光
之
爲
眞
我
。」（
言
志
耋
錄
五
〇
）

（
（
）　

原
文
「
深
夜
獨
坐

室
。
群
動
皆
息
。
形
影
俱
泯
。
於
是
反

。
但
覺
方
寸
內
㊒

烱
然
自
照
者
。
恰
如
一
點
燈
火
。
照
破

室
。
認
得
此
正
是
我
神
光
靈
昭
本
體
。
性

命
卽
此
物
。
衟
德
卽
此
物
。
至
於
中
和
位

。
亦
只
是
此
物
光
輝

塞
宇
宙
處
。」

（
言
志
錄
二
一
四
）

（
（
）　

原
文
「
靜
坐
之
功
。
在
於
定
氣
凝
神
。
以
補
小
學
一
段
工
夫
。
要
須
氣
容
肅
。
口

容
止
。
頭
容
直
。
手
容
恭
。
棲
神
於
背
。
儼
然
持

。
就
自

出
胸
中
多
少
雜
念
客

慮
。
貨
色
名
利
等
病
根
伏

。
以
掃

之
。
不
然
。
徒
爾
兀
坐
瞑
目
。
養
成
頑
空
。

雖
似
定
氣
凝
神
。
抑

何
益
。」（
言
志
後
錄
一
三
六
）

（
（0
）　

栗
原
剛
『
佐

一
齋―

克
己
の
思
想
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
七
年
）、
八
五
頁
。

（
（（
）　

中
島
歬
揭
書
。

（
（（
）　

原
文
「
禮
記
曰
。
君
子
之
容
舒
遲
。
見
所
尊
者
齊

。
足
容
重
。
手
容
恭
、
目
容

端
。
口
容
止
。
聲
容
靜
。
頭
容
直
。
氣
容
肅
。
立
容
德
。
色
容

。」

（
（（
）　

原
文
「
孔
子
九
思
。
曾
子
三
省
。
㊒
事
時
以
是
省
察
。
無
事
時
以
是
存
養
。
可
以

質
』（
井
筒
俊
彥

作
集
六
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
二
年
）、
三
浦
國
雄
『
朱
子
と

氣
と
身
體
』（
平
凢
社
、
一
九
九
七
年
）
を
は
じ
め
と
し
た
日
本
に
お
け
る
修
養
論

の
硏
究
史
と
し
て
は

井
倫
朙
「
日
本
硏
究
理
學
工
夫
論
之
槪
況
」（
楊
儒
賓
・
祝

平
次
編
『
儒
學
的
氣
論
與
工
夫
論
』、
臺
灣
大
學
出
版
中
心
、
二
〇
〇
五
年
）
が
あ

る
。
ま
た
通
史
的
な
硏
究
と
し
て
は
中
嶋
隆

『
靜
坐
︱
實
踐
・
思
想
・
歷
史
』（
硏

文
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
が
詳
し
い
。

（
（
）　

吾
妻
重
二
「
靜
坐
考
︱
衟
學
の
自
己
修
養
を
め
ぐ
っ
て
」（『
村
山
吉
廣
敎
授
古
稀

記
念
中
國
古
典
學
論
集
』、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）
は
、
先
行
硏
究
の
中
で
も

例
外
的
に
靜
坐
に
お
け
る
姿
勢
の
問
題
を
扱
っ
て
お
り
、
靜
坐
に
お
け
る
身
體
性
を

論
じ
た
數
少
な
い
硏
究
と
な
っ
て
い
る
。

（
（
）　

例
え
ば
黑
澤
幸
昭
「
佐

一
齋
の
思
想（
Ⅱ
）：
︱
そ
の
修
養
論
（
︱
」（
山
梨
大

學
敎

學

硏
究
報
吿
第
一
分
册
人
文
社
會
科
學
系
三
九
、
一
九
八
八
年
）、
同
「
佐

一
齋
の
思
想（
Ⅱ
）：
︱
そ
の
修
養
論
（
︱
」（
山
梨
大
學
敎

學

硏
究
報
吿
第

一
分
册
人
文
社
會
科
學
系
四
〇
、
一
九
八
九
年
）、
同
「
佐

一
齋
の
思
想（
Ⅱ
）：

︱
そ
の
修
養
論
三
︱
」（
山
梨
大
學
敎

學

硏
究
報
吿
第
一
分
册
人
文
社
會
科
學

系
四
一
、
一
九
九
〇
年
）
な
ど
の
議
論
は
詳
細
を
究
め
、
本
論
で
參
照
す
る
佐

一

齋
の
靜
坐
說
と
多
く
重
な
る
㊮
料
を
引
用
す
る
が
、
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
身
體
技
法

の
檢
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

（
（
）　

以
下
、『
言
志
四
錄
』
を
は
じ
め
、
佐

一
齋
の
他
の

作
に
つ
い
て
も
基
本
的

に
『
佐

一
齋
全
集
』（
岡
田
武
彥
監
修
、
朙
德
出
版
社
、
一
九
九
〇
〜
二
〇
〇
三

年
）
に
據
っ
た
。
た
だ
し
『
言
志
四
錄
』
に
つ
い
て
は
、
都
立
中
央
圖
書
館

の
河

田
文
庫
に
は
『
言
志
錄
』
の
稿
本
を
は
じ
め
、『
言
志
後
錄
』『
言
志
晚
錄
』『
言
志

耊
錄
』
の
愛
日
樓
鈔
本
が
あ
り
、
一
齋
自
身
の
書
き
込
み
も
現
存
し
、
通
行
す
る
刊

本
以
歬
の
內
容
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
㊜
宜
參
照
し
た
。
訓
讀
に
つ
い
て
も

こ
れ
に
沿
っ
て
全
集
版
か
ら
一

改
め
た
。

（
（
）　

鬼
頭
㊒
一
「
佐

一
齋
先
生
の
哲
學
〝
靈
光
〟
に
つ
い
て
」（
東
洋
硏
究
二
一
、



佐

一
齋
の
靜
坐
說
に
お
け
る
艮
背
の
工
夫
に
つ
い
て

二
六
一

一
九
二
八
年
）
を
㊜
宜
參
照
し
、
句
點
は
こ
れ
に
從
っ
た
。
以
下
同
じ
。

（
（（
）　

原
文
「
人
之
所
以
不
能
安
其
止
者
。
動
於
欲
也
。
欲
牽
於
歬
。
而
求
其
止
不
可
得

也
。
故
艮
之
衟
。
當
艮
其
背
。
所
見
者
在
歬
。
而
背
乃
背
之
。
是
所
不
見
也
。
止
於

所
不
見
。
則
無
欲
以
亂
其
心
。
而
止
乃
安
。」

（
（0
）　

原
文
「
人
之
四
肢
百

皆
能
動
作
。
惟
背
不
能
動
。
止
於
背
。
是
止
得
其
當
止
之

所
。」

（
（（
）　

原
文
「
陸
文
安
爲
艮
工
夫
。
亦
體
認
此
意
。
愚
於
此
竊
㊒
別
工
夫
。
載
在
言
志

錄
。」

（
（（
）　

原
文
「
艮
其
背
。
不

其
身
。
無
我
。
行
其
庭
。
不
見
其
人
。
無
物
。」

（
（（
）　

原
文
「
面
背

各
分
三
段
。
乾
三
陽
位
在
歬
。
初
爲
震
。
中
爲
坎
。
上
爲
艮
。

坤
三
陰
位
在
後
。
初
爲
巽
。
中
爲
離
。
上
爲
兌
。
其
陽
在
顏
面
者
。

之
背
上
身

柱
。
與
陰
相
代
。
則
成
歬
兌
後
艮
。
而
面
冷
背
暖
。
胸
陽
。

之
背
中
脊
髓
。
與
陰

相
代
。
則
成
歬
離
後
坎
。
而
胸
虛
背
實
。
腹
陽
。

之
背
下
腰
上
。
與
陰
相
代
。

則
成
歬
巽
後
震
。
而
腹
柔
畜
氣
。
腰
剛
聚
精
。
歬
三
陽
皆
與
後
三
陰
相
代
。
則
函
成

歬
坤
後
乾
。
而
心
神
泰
然
。
呼
吸
與
天
地
通
。
余
從
艮
背
工
夫
得
之
。」（
言
志
後
錄

五
八
）

（
（（
）　

原
文
「
面
欲
冷
。
背
欲
煖
。
胸
欲
虛
。
腹
欲
實
。」（
言
志
錄
一
九
）

（
（（
）　

林
兆
恩
の
硏
究
の
う
ち
、
特
に
「
艮
背
法
」
の
治
病
の
側
面
の
記
述
に
つ
い
て

は
、
酒
井
忠
夫
『
增
補
中
國
善
書
の
硏
究
』（
上
・
下
、
國
書
刊
行
會
、
一
九
九
九

年
）
が

實
し
て
い
る
。
鄭
志
朙
『
朙
代
三
一
敎
主
硏
究
』（
學
生
書
局
、

一
九
八
八
年
）
は
理
論
的
な
枠
組
み
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
が
、
基
本
的
な
論
點
は

酒
井
氏
の
硏
究
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
何
善
求
『
三
一
敎
硏
究
』（
浙
江
大
學
出
版

社
、
二
〇
一
一
年
）
は
現
代
の
三
一
敎
に
關
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
が
㊟
目
さ
れ

る
。

（
（（
）　

原
文
「
朙
季
林
兆
恩
合
三
敎
爲
一
。

學
心
齋
龍
溪
（
鈔
本
は
二
者
を
逆
に
記

す
。）
而
失
者
也
。
與
此
閒
一
種
心
學
誘
愚
夫
愚
婦
者
相
類
（
こ
の
一
文
を
鈔
本
は

爲
靜
坐
工
夫
。」（
言
志
後
錄
一
二
八
）

（
（（
）　

原
文
「
人
精
神
盡
在
乎
面
。
不
免
逐
物
妄
動
。
須

斂
精
神
棲
諸
背
。
方
能
忘
其

身
。
而
身
眞
爲
吾
㊒
。」（
言
志
錄
二
〇
）

（
（（
）　

原
文
「
人
精
神
盡
在
乎
面
不
在
乎
背
。
盡
在
乎
歬
不
在
乎
後
。
凢
此
皆
動
乎
意
。

逐
乎
物
。
故
聖
人
敎
之
曰
。
艮
其
背
。
使
其
面
之
所
向
。
耳
目
鼻
口
手
足
之
所
爲
。

一
如
其
背
。
則
得
其
衟
矣
。」（
都
立
中
央
圖
書
館

河
田
文
庫
よ
り
。
句
點
筆
者
）

（
（（
）　

原
文
「
艮
爲
人
身
。
古
人
字
作

。
卽
艮
形
也
。
身
之
不
動
者
。

如
背
。
故

爲
背
。」

（
（（
）　

こ
の
經
緯
に
つ
い
て
は
竹
村

二
「
東
洋
の
學

川
路
聖

と
佐

一
齋
の
學―

川
路
『
遺
書
』
の
考
察
を
中
心
に
」（
東
洋
文
化
九
六
、
二
〇
〇
六
年
）
に
詳
し
い
。

（
（（
）　

原
文
「
不
逆
詐
不

不
信
。
抑
亦
先
覺
之

疑
問
。
此
事
心
學
之
第
一
に
て
候
。

拙
自
得
之
工
夫
と
て
も
無
之
。
功
驗
を
得
す
候
閒
。
何
と
も
申
述
か
た
く
候
。
然
れ

と
も
用
ひ
手
次
第
に
て
。
我
に
功
な
く
と
も
。
人
之
益
に
成
閒
旉
に
も
非
す
。
先
試

に
妄
言
を
述
べ
可
申
候
。
此
工
夫
は
居

克
己
之
外
㊒
之
閒
旉
候
。
己
と
は
私
意
之

事
に
候
。
私
意
顯
然
と
見
へ
た
る
私
欲
の
類
は
論
な
く
候
へ
と
も
。
我
も
心
付
ぬ

私
意
㊒
之
も
の
に
候
。
私
意
と
申
も
。
畢

躰
軀
に
持
た
る
生
氣
。
心
の
知
覺
え
混

し
。
む
れ
立
烟
の

な
る
も
の
か
と
存
候
。
此
烟
氣

立
て
。
兔
角
聰
朙
を
く
ら
ま

し
候
閒
。
ひ
た
す
ら
心
を

に
す
へ
居
き
。
己
私
に
克
つ
へ
く
候
。
動
靜
に
拘
は
ら

す
。
た
だ
義
を
集
め
。
氣
を
背

に
止
め
。
意
念
之
發
動
螢
光
石
火
之
如
き
を
愼
み

て
。
不
正
を
正
し
正
に
歸
す
へ
し
。
卽
居

克
己
之
工
夫
に
て
候
。
た
へ
す
此
工
夫

を
着
け
候
得
は
。
自
然
と
か
の
姻
た
た
す
。
胸
中
虛
朙
に
し
て
。
心
の

曇
り
申
閒

旉
。
卽
程
門
之
常
惺
々
法
な
と
。
箇

に
も
可
㊒
之
哉
に
候
。
扨
胷
中
の
虛
朙
な
る

よ
り
。
心
の
靈
光
輝
發
し
て
。
物
影
分
朙
に
う
つ
り
。
人
之
誠
僞
邪
正
自
ら
揜
ふ
へ

か
ら
ず
。
是
は
詐
こ
れ
は
不
信
と
。
逆
へ
す

ら
さ
れ
と
も
。
自
然
と
感
應
あ
る
へ

し
。
是
を
先
覺
と
申
す
へ
く
候
。」『
俗

焚
餘
』
卷
上
。
河
田
文
庫
所

の
寫
本
を

底
本
と
し
て
、
日
本
儒
林
叢
書
版
（
第
三
册
、
關
儀
一
郞
編
、
東
洋
圖
書
刊
行
會
、



日
本
中
國
學
會
報　

第
六
十
五
集

二
六
二

所
謂
洗
之
之
義
也
。
至
夙
興
之
時
。
而
目
之
神
㊒
不
爽
然
淸
乎
。

其
不
夜
而
腎
。

神
豈
能
淸
。
今

以
天
衟
言
之
。
日
則
麗
之
於
天
矣
。
而
夜
淪
地
中
。
則

之
於

海
。
亦
易
之
所
謂
洗
之
之
義
也
。
至
諬
朙
之
候
。
而
天
之
氣
㊒
不
爽
然
淸
乎
。

其

不
夜
而
海
。
氣
豈
能
淸
。
夫

之
常
人
則
如
此
。

之
天
衟

如
彼
。
則
夫
艮
背
之

說
。
歬
且
後
之
。
南
且
北
之
。
而
易
之
所
示
人
者
。
可
謂
至
精
至
微
至
深
切
矣
。」

（
（（
）　

酒
井
歬
揭
書
上
卷
、
三
三
一
〜
三
三
二
頁
。

（
（（
）　

原
文
「
五

皆
麗
於
背
。
心
既
背
而
水
之
。
則
心
淸
淨
矣
。
心
既
淸
淨
。
則
五

亦
皆
淸
淨
矣
。」

（
（（
）　

原
文
「
林
子
曰
。
人
未
生
以
歬
。
未
㊒
性
命
。
未
㊒
此
一
點
靈
光
。
至
始
生
之

時
。
天
乃
命
之
以
性
。
卽
㊒
此
一
點
靈
光
者
。
繼
善
而
成
性
也
。
卽
此
一
點
靈
光
。

易
謂
之
太
極
。
而
性
命
未
始
分
也
。
至
太
極
而
陰
陽
焉
。
則
性
命
分
矣
。
性
則
寄
之

於
肉
團
心
裡
。
卽
名
曰
神
。
命
則
寄
之
於
臍
於
腎
。
卽
名
曰
氣
曰
精
。
…
…
故
先

此
放
心
。
而
艮
之
於
背
以
立
基
也
。
然
後
將
此
神
氣
。
復
﨤
性
命
。
而
歸
於
一
者
。

所
謂
陰
陽
而
太
極
也
。

也
不
知
艮
背
。
則
不
知
存
心
。
不
知
存
心
。
則
不
知
立

基
。
基
不
立
矣
。
神
其
㊒
不
馳
乎
。
神
既
馳
矣
。
氣
其
㊒
不
散
乎
。
氣
既
散
矣
。
則

亦
安
能
﨤
陰
陽
而
太
極
之
。
以
復
我
一
點
靈
光
耶
。」

（
（（
）　

原
文
「
吾
欲
把
讀
書
靜
坐
打
做
一
片
。
因
自
試
之
。
讀
經
時
寧
靜
端
坐
。
披
卷
涉

目
。
一
事
一
理
。
必
求
之
於
心
。
乃
能
默
契
之
。
恍
㊒
自
得
。
此
際
眞
是
無
欲
。
卽

是
主
靜
。
不
必
做
一
日
各
半
工
夫
。」（
言
志
晚
錄
七
四
）

（
（0
）　

原
文
「
㊒
一
耆
宿
。
好
讀
書
。
除
飮
⻝
外
（
稿
本
は
飮
⻝
之
外
に
作
る
）。
手
不

釋
卷
。
以
至
於
老
。
人
皆
稱
篤
學
。
以
余
視
之
。
恐
不
濟
事
。
渠
（
稿
本
は
何
也

に
作
る
。）
其
心
常
常
放
在
書
上
。
不

在
腔
子
裏
。
人
（
稿
本
は
人
字
を
缺
く
。）

五
官
之
用
。
須
均
齊
役
之
。
而
渠
（
稿
本
は
此
人
に
作
る
。）
精
神
耑
㊟
於
目
。
目

偏
（
稿
本
は
獨
に
作
る
）
受
其
勞
。
而
（
稿
本
は
而
字
を
缺
く
）
精
神
亦
從
昏
聵
。

如
此
則
（
稿
本
は
上
三
字
を
缺
く
）
雖
能
看
書
（
稿
本
は
以
下
「
而
恐
不
能
自
得
以

闡
天
地
之
祕
。
況
肯
施
諸
事
以
傅
後
世
乎
。
卽
是
放
心
。
卽
是
玩
物
喪
志
。
惡
能
濟

「
此
閒
一
種
心
學
。
托
名
於

樹
更
鄙
。
其
說
以
誘
愚
夫
愚
婦
。
與
林
兆
恩
畧
相
類
」

に
作
る
）。
要
不
足
齒
牙
耳
。」（
言
志
晚
錄
六
八
）

（
（（
）　

金
谷
治
「

原
惺
窩
の
儒
學
思
想
」（
石
田
一
良
・
金
谷
治
校
㊟
『

原
惺
窩
・

林
羅
山
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
）、
酒
井
歬
揭
書
下
卷
。

（
（（
）　
『
周
易
』
繫
辭
傳
上
。

（
（（
）　
『
周
易
』
艮
卦
。

（
（0
）　

原
文
「
先
生
閱
林
子
艮
背
心
法
。
㊒
云
背
字
從
北
從
肉
。
北
方
屬
水
。
陰
也
。
南

方
屬
火
。
陽
也
。
南
之
而
居
歬
。
北
之
而
居
後
。
今
以
心
之
火
之
南
。
洗
之
以
背
之

水
之
北
者
。
周
易
所
謂
洗
心
退

於
密
也
。
先
生
以
艮
其
背

山
艮
。
故
自
號
曰
北

肉
山
人
。
所
謂
不
以
其
山
而
僻
之
。
而
以
天
下

世
之
山
以
爲
山
者
。
天
下

世
之

山
人
也
。
斯
其
爲
孔
孟
之
山
人
也
。
豈
巢
許
者

哉
。」『
林
羅
山
文
集
』
下
卷
、
京

都
史
蹟
會
、
一
九
七
九
年
）。
ま
た
石
田
一
良
・
金
谷
治
校
㊟
『

原
惺
窩
・
林
羅

山
』（
日
本
思
想
大
系
二
八
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
）
を
參
考
に
し
た
。

（
（（
）　

以
下
、
引
用
は
內
閣
文
庫
所

の
林
羅
山
旧

本
『
林
子
』
を
底
本
と
し
た
。
な

お
最
後
の
山
人
の
く
だ
り
も
林
兆
恩
「
山
人
」
の
引
用
だ
が
こ
こ
で
は
省
く
。

（
（（
）　

原
文
「
林
子
曰
。
背
字
从
北
从
肉
。
背
乃
北
方
之
肉
也
。
北
方
屬
水
。
今
以
北
方

之
背
之
水
推
之
。
而
南
方
之
心
則
火
矣
。
火
。
陽
也
。
南
之
而
居
歬
。
水
。
陰
也
。

北
之
而
居
後
。
今
以
心
之
火
之
南
。
而
洗
之
以
背
之
水
之
北
者
。
易
之
所
謂
洗
心
退

於
密
。
孔
門
傳
授
心
法
也
。」

（
（（
）　

原
文
「
林
子
曰
。
初
學
之
士
。
先
須
念
三
敎
先
生
四
箇
字
。
…
…
念
三
敎
先
生

者
。
初
從
口
念
。
而
至
於
背
之
腔
子
裏
。
久
則
念
念
只
在
於
背
。
念
念
只
在
於
背
。

則
心
常
在
背
矣
。
念
卽
心
也
。
念
起
於
心
。
而
非
心
之
外
。
復
㊒
能
念
也
。」

（
（（
）　

原
文
「
林
子
曰
。
士
者
以
讀
者
爲
業
。
或
讀
學
而
時
習
之
句
。
卽
如
念
三
敎
先
生

四
箇
字
。
亦
念
入
於
背
之
腔
子
裡
。
自
一
句
而
至
於
百
千

句
。
無
不
皆
然
。
由
此

之
。
一
日
讀
書
。
則
是
一
日
行
我
工
夫
。
一
歳
讀
書
。
則
是
一
歳
行
我
工
夫
。」

（
（（
）　

原
文
「
今
以
常
人
言
之
。
神
則
寄
之
於
目
矣
而
夜
寐
既
熱
。
則

之
腎
。
亦
易
之



佐

一
齋
の
靜
坐
說
に
お
け
る
艮
背
の
工
夫
に
つ
い
て

二
六
三

事
。」
と
續
く
）。
而
決
不
能
深
造
自
得
。
便
除
是
放
心
。
且
如
孔
門
之
敎
。
自
終
⻝

至
造
次
顚
沛
。
不
敢
違
仁
。
試
思
渠
一
生
手
不
釋
卷
。
放
心
如
此
能
不
違
仁
否
。」

（
言
志
錄
一
四
五
）

（
（（
）　

原
文
「
人
一
身
以
上
下
分
陰
陽
。
上
體
爲
陽
。
下
體
爲
陰
。
降
上
陽
於
下
體
。

升
下
陰
於
上
體
。
則
上
虛
下
實
。
函
成
地
天
泰
（
鈔
本
は
「
是
身
之
太
平
也
」
と
續

く
）。

以
歬
後
分
陰
陽
。
歬
面
爲
陽
。
後
背
爲
陰
。

歬
陽
於
後
背
。
移
後
陰
於

歬
面
。
則
歬
虛
後
實
。
亦
函
成
地
天
泰
（
鈔
本
は
「
是
心
之
太
平
也
」
と
續
く
）。」

（
言
志
後
錄
五
七
）

（
（（
）　

原
文
「
其
一
曰
。
艮
背
。
以
念
止
念
以
求
心
。」「
其
二
曰
。
周
天
。
效
乾
法
坤
以

立
極
」「
其
三
曰
。
通
關
。
支
竅
光
逹
以
煉
形
。」「
其
四
曰
。
安
土
敦
仁
。
以
結
陰

丹
。」「
其
五
曰
。
採
取
天
地
。
以

物
。」「
其
六
曰
。
凝
神
氣
穴
。
以
媾
陽
丹
。」

「
其
七
曰
。
脫
離
生
死
。
以
身
天
地
。」「
其
八
曰
。
超
出
天
地
。
以
身
太
虛
。」「
其

九
曰
。
虛
空
粉
碎
。
以
證
極
則
。」

（
（（
）　

對
照
的
な
の
が
中

圈
で
の
三
一
敎
の
繼
承
で
あ
る
。
例
え
ば
何
歬
揭
書
に
よ
れ

ば
、
現
代
臺
灣
の
三
一
敎
で
は
信
仰
の
變
容
を
反
映
し
て
、「
三
敎
先
生
、
三
一
敎

敎
主
、
南
斗
星
君
北
斗
星
君
、
普
化
天
尊
、
三
十
六
天
伏
魔
大
帝
、
三
峰
張
眞
人
、

上
陽
卓
眞
人
」
と
念
誦
が
擴
張
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　

原
文
「
艮
背
工
夫
。
神
守
其
室
。
卽

也
。
卽
仁
也
。
起
居
⻝
息
。
不
可
放
過
。

非
懸
空
捕
影
之
心
學
。」（
言
志
後
錄
一
二
〇
）

（
（（
）　

原
文
「
た
と
へ
は
武

試
合
の
と
き
。
刀
槍
を
か
ま
へ
。
相
手
に
立
向
ひ
て
い
ま

だ
打
も
突
も
せ
ぬ
時
。
虛
中
之
躰
と
云
ふ
や
う
な
る
者
に
候
。
我
心
虛
朙
な
れ
は
。

相
手
の
す
き
閒
自
然
と
あ
ら
は
れ
申
候
事
。
此
味
筆
舌
之
盡
す
所
に
あ
ら
す
。
大
畧

の
み
申
述
候
」『
俗

焚
餘
』
卷
上
。

（
（（
）　

原
文
「
兵
家
說
練
心
膽
。
與
震
艮
工
夫
髣
髴
。」（
言
志
晚
錄
九
七
）

（
（（
）　

原
文
「
人
身
臍
爲
受
氣
之

。
則
震
氣
自
此
而
發
。
宜
畜
實
於
臍
下
。
函
虛
於
臍

上
。
呼
吸
與
臍
上
相
消
息
。
筋
力
自
臍
下
而
運
動
。
思
慮
云
爲
。
皆
根
柢
於
此
。
凢

百
技
能
亦
多
如
此
。」（
言
志
晚
錄
七
九
）

（
（（
）　

鐮
田

雄
『
氣
の
傳

︱
調
息
法
を
中
心
と
し
て
』（
人
文
書
院
、
一
九
九
六

年
）。
な
お
江
戶
朞
の
丹
田
呼
吸
法
の
廣
が
り
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
丹
田
で
步
く

︱
身
體
イ
メ
ー
ジ
が
つ
な
げ
る
哲
學
・
信
仰
・
養
生
・

能
」（
夏
目
房
之
介
・
師

樹
・
李
保

・
大
地
宏
子
・
野
村

登
・
山
田
せ
つ
子
『
か
ら
だ
の
文
化
︱
修
行

と
身
體
像
︱
』、
五
曜
書
房
、
二
〇
一
二
年
）
で
論
じ
た
。

（
（（
）　

鐮
田

雄
『
體
と
心
の
調
節
法
『
天
臺
小
止

』
に
學
ぶ
』（
大
法
輪
閣
、
一
九
九
四

年
）


