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文
中
の
■
紺
字
は
原
書
を
、
■
緑
字
は
諸
注
を
、
■
茶
色
字
は
筆
者
の
考
え
を
表
し
た
部
分
で
あ
る
。 

 

■ 

緒 

言 

「
素
問
・
寳
命
全
形
論
」
は
、
「
霊
枢
・
九
鍼
十
二
原
」
※
が
世
に
広
ま
っ
た
後
の
、
素
問
を
奉

ず
る
一
派
の
動
揺
と
、
「
九
鍼
十
二
原
」
を
吸
収
し
て
自
ら
の
血
と
成
そ
う
と
す
る
動
き
の
表
れ
と

し
て
読
む
と
、
非
常
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。 

「
霊
枢
・
九
鍼
十
二
原
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
霊
枢(

鍼
經)

」
の
第
一
篇
と
し
て
掲
げ
ら
れ
、

霊
枢
全
体
の
理
念
を
代
表
す
る
一
篇
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
理
念
を
ご
く
単
純
に
言
え
ば
、 

〇
小
鍼
を
以
て
経
脈
の
気
を
補
寫
し
て
病
を
治
療
す
る 

〇
手
足
の
関
節
に
経
脈
の
原
穴
を
認
め
、
こ
れ
を
用
い
て
治
療
す
る 

と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

こ
れ
が
書
か
れ
た
後
、
素
問
を
奉
ず
る
一
派
が
対
抗
し
て
書
い
た
諸
篇
が
、 

「
寳
命
全
形
論
篇
第
二
十
五
」「
八
正
神
明
論
篇
第
二
十
六
」「
離
合
眞
邪
論
篇
第
二
十
七
」 

だ
と
さ
れ
て
お
り
、
確
か
に
「
九
鍼
十
二
原
」
意
識
し
て
書
か
れ
た
篇
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。 

筆
者
は
こ
の
中
で
も
「
寳
命
全
形
論
」
が
最
も
強
い
対
抗
意
識
を
持
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な 

い
か
と
感
じ
る
。
各
々
の
文
自
体
も
、「
九
鍼
十
二
原
」
の
文
を
下
敷
き
に
し
て
書
か
れ
て
い
る
も

の
が
多
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
「
九
鍼
十
二
原
」
の
内
容
を
自
ら
の
血
と
肉
に
変
え
よ
う
と
い
う

内
動
さ
え
も
み
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

今
回
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
「
寳
命
全
形
論
」
を
読
ん
で
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。 

 

※ 

霊
枢
の
「
九
鍼
十
二
原
第
一
」
は
、
現
今
「
九
鍼
十
二
原
篇
」
あ
る
い
は
「
九
鍼
十
二
原
論
」

と
言
い
慣
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
い
み
じ
く
も
多
岐
元
簡
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
原
書
に
は
篇

と
も
論
と
も
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
こ
に
古
書(

漢
唐
の
書)

の
面
目
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本

論
で
も
「
九
鍼
十
二
原
」
と
称
す
る
こ
と
と
す
る
。
ち
な
み
に
素
問
の
各
篇
に
「
論
篇
」
と
あ

る
の
も
、
お
そ
ら
く
は
王
冰
の
付
し
た
文
字
だ
と
思
わ
れ
る
。 

 

Ⅰ
 

寳
命
全
形
論
の
全
体
の
流
れ 

①  

導
入
部 

黄
帝
が
諸
人
の
悩
み
に
気
づ
き
、
そ
の
解
決
法
を
岐
伯
に
尋
ね
る
。 
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② 

「
壞
府
」
と
い
う
恐
ろ
し
い
疫
病(

も
し
く
は
公
害)

の
登
場 

岐
伯
が
「
壞
府
」
の
治
療
法
を
述
べ
る
・
・
・
よ
く
天
地
陰
陽
の
創
造
物
を
治
め
、
十
二
節
の
理 

(
こ
と
わ
り)

を
知
る
こ
と
で
、
壮
健
な
身
体
を
つ
く
り
、
病
も
克
服
で
き
る
・
・
・
素
問
の
理
念 

③ 

黄
帝
が
虚
実
の
呾
法(

補
法)

と
吟
法(

寫
法)

に
つ
い
て
問
い
、
そ
れ
に
対
し
て
岐
伯
が
五
行
の

相
剋
に
つ
い
て
答
え
る
・
・
・
不
要
で
は
な
い
が
、
本
筋
か
ら
外
れ
る 

(

補
寫
の
話
が
出
る
の
は
、
②
で
岐
伯
が
「
素
問
の
理
念
」
を
述
べ
た
時
に
、「
虚
実
」「
補
寫
」

の
話
が
出
た
か
ら
だ
が
、「
虚
実
」「
補
寫
」
は
九
鍼
十
二
原
の
専
門
領
域) 

☆ 

鍼
が
天
下
に
広
く
示
し
得
る
も
の
は
五
つ
あ
る
・
・
・
論
筋
か
ら
外
れ
て
い
る
が
、
非
常
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

真
摯
な
答
で
、
呾
法(
補
法)

・
吟
法(

寫
法)

よ
り
も
重
要
性
を
感
じ
さ
せ
、
強
い
九
鍼
十
二

原
批
判
に
つ
な
が
る 

④ 

鍼
法
と
し
て
近
法(

寫
法)

・
遠
法(

補
法)

が
登
場
す
る 

・
・
・
③
の
呾
法(

補
法)

・
吟
法(

寫

法)

と
同
じ
。
こ
の
四
者
は
、
九
鍼
十
二
原
の
述
べ
て
い
る
補
法
と
寫
法
の
こ
と
。 

⑤ 

霊
枢
・
九
鍼
十
二
原
の
虚
実
に
対
す
る
刺
法
の
、
素
問
に
よ
る
独
自
展
開
・
・
・
素
問
派
に
よ

る
九
鍼
十
二
原
の
書
き
直
し
。
随
所
に
九
鍼
十
二
原
を
意
識
し
た
表
現
が
多
数
現
れ
る
。 

 Ⅱ
 

寳
命
全
形
論
に
於
け
る
個
々
の
問
題
点 

① 

導
入
部 

黄
帝
が
諸
人
の
悩
み
に
気
づ
き
、
そ
の
解
決
法
を
岐
伯
に
尋
ね
る
。 

 

  

《 

読
み
下
し
文 

》黄
帝
問
ふ
て
曰
く
、
天
は
覆
ひ
、
地
は
萬
物
を
載
せ
悉
く
備
ふ
。
人
よ
り
貴
き
は

莫
く
、
人
は
天
地
の
氣
を
以
て
生
れ
、
四
時
の
法
、
成
る
。
君
王
、
衆
庶
、
盡
く
形
、
全
か
ら
む
と

欲
す
る
も
、
形
の
疾
病
す
る
や
、
其
の
情
を
知
ら
ず
、
留
淫
す
る
こ
と
日
々
深
け
れ
ば
、
骨
髓
に
著

き
、
心
は
私 ひ

そ

か
に
之
を

慮
お
も
ん
ぱ
か

る
。
余
、
鍼
に
其
の
疾
病
を
除
か
む
と
欲
す
、
之
を
爲
す
こ
と
奈
何
。 
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《 

現
代
語
訳 

》黄
帝
が
問
う
て
言
う
に
は
、
天
は
覆
い
、
地
は
萬
物
を
載
せ
て
悉
く
準
備
を
整
え
て
い

る
。
人
間
よ
り
貴
い
も
の
は
な
く
、
そ
の
人
間
は
、
天
地
の
気
を
以
て
生
ま
れ
、
四
季
を
司
る
法(

の

り)
が
運
行
さ
れ
て
い
る
。 

君
王
も
庶
衆
も
、
皆
、
体
が
無
事
で
あ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
が
、
体
に
病
気
が
起
る
や
、
そ
の
事

情
が
分
ら
な
い
の
で
、
病
が
留
り
続
け
れ
ば
、
身
体
の
深
く
骨
髓
に
ま
で
着
き
、
心
ひ
そ
か
に
病
ん

だ
体
に
心
を
悩
ま
せ
る
だ
け
だ
。
私
は
鍼
を
以
て
そ
の
病
を
除
き
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、
ど
う
し

た
ら
良
い
だ
ろ
う
か
。 

 

② 

「
壞
府
」
と
い
う
恐
ろ
し
い
疫
病(

も
し
く
は
公
害
？)

の
登
場 

 

 

《 

読
み
下
し
文 

》
岐
伯
對
へ
て
曰
く
、
夫
れ
鹽 し

ほ

の
味
、

鹹
し
ほ
か
ら

ら
け
れ
ば
、
其
の
氣
、
器
を
し
て
津

泄
せ
し
む
。
絃
、
絶
ゑ
れ
ば
、
其
の
音
、
嘶 か

れ
敗 や

ぶ

る
。
木
、
敷

ひ
ろ
が

れ
ば
、
其
の
葉
、
發
す(

廢
る
、
す

た
る)

。
病
、
深
け
れ
ば
、
其
の
聲
、
噦 え

づ

く
。
人
に
此
の
三
つ
有
れ
ば
、
是
を
壞
府
と
謂
ひ
、
毒
藥

も
治
す
る
こ
と
無
く
、
短
鍼
は
取
る
こ
と
無
く
、
此
れ
皆
な
、
皮
、
絶
へ
肉
、
傷
れ
、
血
氣
、
爭
ひ

て
黒
し
。 

《 

現
代
日
本
語
訳 

》岐
伯
が
答
え
て
言
う
に
は
、
塩
の
味
は
塩
か
ら
い
の
で
、
そ
の
気
は
腎
臓
・
膀

胱
か
ら
水
を
滲
み
出
さ
せ
ま
す
。
そ
の
上
に
脈
が
絶
え
る
と
、
声
は
嗄
れ
ま
す
。
さ
ら
に
木
気
が
盛

ん
に
な
る
と
、
肺
葉
が
潰
れ
ま
す
。
さ
ら
に
病
が
深
け
れ
ば
、
声
が
し
ゃ
く
り
上
げ
る
よ
う
に
な
り
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ま
す
。
こ
の
三
症
状
が
現
れ
た
場
合
、
壞
府
と
い
い
、
強
い
薬
で
も
治
す
こ
と
が
で
き
ず
、
短
鍼
を

用
い
た
経
絡
の
治
療
で
は
治
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
う
な
る
と
皮
膚
は
裂
け
、
肉
も
傷
れ
、
血

気
は
爭
っ
て
全
身
が
黒
く
な
り
ま
す
。 

 

王
冰
注
…
府
謂
胸
也
。
以
肺
、
處
胸
中
故
也
。
壞
謂
損
壞
其
府
、
而
取
病
也
。
抱
朴
子
云
、
仲
景
開

胸
以
納
赤
餅
※
３
。
由
此
則
胸
可
啓
之
、
而
取
病
矣
。 

府
は
胸
の
謂
ひ
な
り
。
肺
を
以
て
胸
中
を
處
す
故
な
り
。
壞
と
は
其
の
府
を
損
壞
す
る
謂
ひ
な
り
て
、

而
ち
病
を
取
る
也
。
抱
朴
子
に
云
ふ
、
仲
景
、
開
胸
し
て
以
て
赤
餅
を
納
む
と(

心
臓
の
外
科
手
術

か
？)

※
３
。
此
れ
に
由
れ
ば
則
ち
、
胸
は
啓(

ひ
ら)

き
て
病
を
取
る
こ
と
可
な
り
。 

 

府
と
は
胸
の
こ
と
で
、
肺
を
以
て
胸
中
の
治
療
を
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
壞
と
は
府
が
損
壞
さ
れ
る

こ
と
な
の
で
、
そ
の
病
を
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
抱
朴
子
』
に
は
、
張
仲
景
が
開
胸
手

術
を
し
て
赤
餅
を
納
め
る
治
療
に
つ
い
て
書
い
て
あ
る
※
３

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
開
胸
と
い
う
こ
と
が

可
能
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
病
が
除
か
れ
る
の
で
あ
る
。 

※ 

３
『
抱
朴
子
』(317

年
頃
成
立
、
葛
洪
に
よ
り
著
さ
れ
た
書
物
で
、
「
抱
朴
子
」
は
葛
洪
の
呼

び
名)

至
理
篇 

「
越
人(

扁
鵲)

は
虢 か

く

の
太
子
を
既
に
殞(

し
し
た
る)

よ
り
救
ひ
、
胡
巫
は
絕
氣
の
蘇
武
を
活

(

い)

か
し
、
淳
于
は
能
く
顱(

か
し
ら)

を
解
き
て
以
て
腦
を
理(
を
さ)

め
、
元
化
は
能
く
腹
を

刳(

さ)

き
て
以
て
胃
を
澣(

あ
ら)

ひ
、
文
摯
は
期(

や
く
そ
く
の
と
き)
を
愆(

の)

ば
し
て
以
て

危
困
を
瘳(

い)

や
し
、
仲
景
は
胸
を
穿
ち
て
以
て
赤
餅
を
納(

い)

る
」
〔
石
島
快
隆
訳
註
・
岩

波
文
庫
〕 

 ☆
恐
ろ
し
い
疫
病
に
対
す
る
黄
帝
の
痛
切
な
嘆
き(

通
常
の
紋
切
り
型
の
黄
帝
の
辭
と

は
異
な
る) 

 

 

 

帝
曰
く
、
余
、
其
の
痛

か
な
し

み
を
念お

も

へ
ば
、
心
、
之
が
爲
に
亂
惑
し
、
反(

反
省
す
る)

す

る
こ
と
甚
し
。
其
の
病
、
代よ

を
更
ふ
る
可
か
ら
ず
、
百
姓
之
を
聞
け
ば
殘
賊(

痛
ま
し

い)

と
以
爲

お

も

は
む
、
之
を
爲
す
は
奈
何
。 
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黄
帝
が
言
う
に
は
、
私
は
そ
の
悲
し
み
を
思
え
ば
、
そ
の
た
め
に
心
は
乱
惑
し
、
自
分
の
治
世
を
反

省
す
る
ば
か
り
だ
。
こ
の
よ
う
な
病
は
、
次
代
に
伝
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
ど
ん
な
民
も
、
こ
の
病

の
こ
と
を
聞
け
ば
痛
ま
し
い
と
思
う
だ
ろ
う
。
一
体
、
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
。 

 

岐
伯
が
「
壞
府
」
の
治
療
法
を
述
べ
る
・
・
・
素
問
の
理
念
の
表
明 

 

 

岐
伯
曰
く
、
夫
れ
人
は
地
に
生
れ
、
天
に
命
を
懸
く
。
天
地
の
合
氣
、
之
を
命
け
て
人
と
曰
ふ
。
人
、

能
く
四
時
に
應
ず
る
者
は
、
天
地
を
之
が
父
母
と
爲
す
。
人
、
能
く
四
時
に
應
ず
る
者
は
、
天
地
を

之
が
父
母
と
爲
す
。
萬
物
を
知
る
者
は
、
之
を
天
子(

天
命
を
受
け
て
天
下
を
治
め
る
君
主)

と
謂
ふ
。

天
に
陰
陽
、
有
り
て
、
人
に
十
二
節
、
有
る
、
天
に
寒
暑
、
有
り
て
、
人
に
虚
實
、
有
る
な
り
。
能

く
天
地
陰
陽
の
化
を
經
る
者
は
、
四
時
を
失
は
ず
。
十
二
節
の
理
を
知
る
者
は
、
聖
智
も
欺(

ま
さ

る
、
こ
え
る <

楊
注
に
よ
る>)

る
能
は
ざ
る
也
。
能
く
八
動
の
變
、
五
勝
の
更
立
を
存 の

こ

し
、
能
く
虚

實
の
數
に
達
す
る
者
は
、
獨
り
出
で
、
獨
り
入
り
、
呾
吟
も
至
微
な
り
て
、
秋
毫
は
目
に
在
り(

細

か
い
と
こ
ろ
ま
で
見
え
て
い
る)

。 
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岐
伯
が
言
う
に
は
、
人
と
い
う
も
の
は
地
に
生
れ
、
天
に
運
命
を
委
ね
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

天
地
の
合
気
が
人
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
よ
っ
て
、
四
時
の
法
則
通
り
に
生
き
ら
れ
る

者
は
、
天
地
を
自
分
の
父
母
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
万
物
に
つ
い
て
知
る
者
は
、
こ
れ
を
天
命

を
受
け
て
天
下
を
治
め
る
君
主
で
あ
る
天
子
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
天
に
陰
陽
が
あ
る
よ

う
に
、
人
は
外
に
十
二
月
を
有
し
、
内
に
は
十
二
經
脈
を
有
し
て
い
ま
す
。
天
に
寒
暑
が
あ
る
よ
う

に
、
人
に
は
虚
實
が
あ
り
ま
す
。
天
地
陰
陽
の
創
造
物
を
治
め
る
者
は
、
四
時
の
法
則
を
取
り
違
え

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
一
年
十
二
月
、
人
に
あ
っ
て
は
十
二
経
脈
の
理
に
通
暁
し
て
い
る
者

に
対
し
て
は
、
聖
智
と
呼
ば
れ
る
存
在
で
あ
っ
て
も
超
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
八
節
の
気
の
変

化
、
五
行
の
気
の
交
々
旺
ず
る
機
を
捉
え
る
事
が
で
き
、
ま
た
虚
実
に
対
す
る
補
寫
の
技
術
に
通
暁

し
て
い
る
者
は
、
誰
に
も
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
幽
冥
の
境
を
出
入
り
す
る
こ
と
が
で
き(

た
だ
一
人

だ
け
が
鍼
を
も
っ
て
気
を
出
し<
瀉>
、
気
を
入
れ
る<

補>

こ
と
が
で
き)

、
口
の
ご
く
わ
ず
か
な
動

き
も
見
逃
さ
な
い
よ
う
に
、
病
人
の
変
化
の
ご
く
微
細
な
と
こ
ろ
ま
で
見
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
す
。 

③ 

岐
伯
が
、
鍼
が
天
下
に
広
く
示
し
得
る
五
つ
の
も
の
に
つ
い
て
述
べ
る
☆ 

 



 7 

故
に
鍼
の
天
下
に
懸
け
布
が
る
者
、
五
有
る
も
、
黔
首
共
に
食
を
餘
ら
せ
、
之
を
知
る
こ
と
莫
き
也
。 

一
を
神
を
治
む
と
曰
ひ
、
二
を
身
を
養
ふ
を
知
る
と
曰
ふ
、
三
を
毒
藥
、
眞
を
爲
す
を
知
る
と
曰
ひ
、

四
を
砭
石
の
小
大
を
制
す
と
曰
ひ
、
五
を
府
藏
の
血
氣
の
診
を
知
る
と
曰
ふ
。 

故
に
鍼
が
天
下
に
広
く
示
し
得
る
も
の
は
五
つ
あ
る
が
、
現
今
の
庶
民
は
飽
食
す
る
こ
と
を
知
っ
て

し
ま
い
、
こ
の
五
つ
な
ど
気
に
も
か
け
な
い
。 

そ
の
第
一
は
、
鍼
師
が
精
神
を
平
ら
か
に
治
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
第
二
は
、
身
を
養
う
と
い
う

こ
と
を
知
る
こ
と
で
す
。
第
三
は
、
強
い
薬
が
本
当
の
効
き
め
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
で 

す
。
第
四
は
、
砭
石
の
小
大
を
見
極
め
て
、
よ
く
使
い
こ
な
す
こ
と
で
す
。
第
五
は
、
府
藏
の
血
気

の
診
断
を
確
実
に
つ
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

こ
こ
で
は
、
鍼
法
だ
け
で
な
く
、
養
身(

養
生)

、
毒
薬
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。 

 

 

  

五
法
、
倶 と

も

に
立
て
ば
、
各
々
先
と
す
る
所
、
有
る
も
、
今
は
末
世
の
刺
な
り
。 

『
九
鍼
十
二
原
』
の
い
う
小
鍼
で
經
気
を
調
整
す
る
だ
け
で
な
く
、
毒
薬
や
砭
石
も
含
め
た
こ
の
五

つ
を
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
何
が
主
要
な
治
療
法
か
が
分
ろ
う
と
い
う
も
の
で
す
が
、
今
の

小
鍼
に
た
よ
る
鍼
治
療
と
い
う
も
の
は
末
世
の
鍼
で
す
。 

 1
1

※ 

三
部
九
候
爲
之
原
、
九
鍼
之
論
不
必
存
也
。<

八
正
神
明
論2

6> 

三
部
九
候
を
之
が
原
と
爲
せ
ば
、
九
鍼
の
論
は
必
ず
し
も
存(

の
こ)

ら
ざ
る
也
。 

三
部
九
候
脈
診
と
そ
れ
に
よ
る
治
療
を
根
本
と
す
れ
ば
、
霊
枢
の
説
く
九
鍼
を
用
い
た
鍼
法
な
ど
は
、

必
ず
し
も
残
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
。 

※
条
文
の
番
号
は
、
筆
者
運
営
サ
イ
ト
「
枳
竹
鍼
房
」
に
よ
る
。
各
篇
のU

RL

は
論
末
に
記
し
て
あ
る
。 

 

こ
れ
は
霊
枢
・
九
鍼
十
二
原
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。 
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☆ 

虚
す
る
者
は
之
を
實
し
、
滿
つ
る
者
は
之
を
泄
ら
す
は
、
此
れ
皆
な
衆
工
の
共
に
知
る
所
な
り
。

若
し
夫
れ
天
に
法
ら
ば
、
則
ち
地
は
隨
ひ
應
じ
て
動
き
、
之
に
和
す
者
は
響
く
が
若
く
、
之
に
隨
ふ

者
は
影
の
若
し
。
道
に
鬼
神
無
く
、
獨
り
來
り
獨
り
往
く
。 

『
靈
樞
』
に
書
い
て
あ
る
「
虚
す
る
者
は
之
を
實
し
、
滿
つ
る
者
は
之
を
泄
ら
す
」
の
文
句
は
ど
ん

な
鍼
師
も
諳
ん
ず
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
、
天
の
法
則
に
順
う
な
ら
、
地
は
随
い
応
じ
て
動
き
、
こ

れ
に
和
す
者
ば
響
く
よ
う
に
、
こ
れ
に
随
う
者
は
影
の
よ
う
に
な
る
も
の
で
す
。
こ
の
道
に
は
手
助

け
し
て
く
れ
る
怪
し
い
鬼
神
な
ど
な
く
と
も
、
人
は
ま
っ
た
く
独
力
で
こ
の
世
界
を
進
み
往
く
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。 

 

九
鍼
十
二
原
を
批
判
し
、
素
問
の
理
念
を
強
く
表
明
し
て
い
る
。 

 

④ -

１ 

具
体
的
な
鍼
法 

近
法(

近
速
＝
寫
法)

・
遠
法(

遠
遅
＝
補
法)

 

 

近 

時
間
的
に
ち
か
い
、
迫
っ
て
い
る 

遠 

時
間
が
な
が
い
、
久
し
い 

人
に
虚
實
有
れ
ば
、
五
虚
は
近(

近
速
の
刺
法
＝
寫
法)

を
す
る
勿
か
れ
、
五
實
は
遠(

遠
遲
の
刺
法

＝
補
法)

を
す
る
勿
か
れ
、
其
の
當
に
發
せ
む
と
す
る
に
至
ら
ば
、
間
に
□(

日
＋
寅
、
ま
ば
た
き) 

※

を
容
れ
ず
。 

病
人
に
は
虚
實
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
、
五
藏
が
虚
の
場
合
は
『
霊
枢
・
小
鍼
解
』
に
い
う
近
速

の
刺
法
、
五
藏
が
實
の
場
合
は
遠
遲
の
刺
法
は
、
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
鍼
の
効
果
は
た
ち
ま
ち
現

れ
る
の
で
、
瞬
き
を
し
て
い
る
暇
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

具
体
的
な
鍼
法
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
九
鍼
十
二
原
の
焼
き
直
し
で
あ
る
。 

霊
枢
・
九
鍼
十
二
原 

1
1

※ 

刺
之
微
在
速
遲
、
麤
守
關
、
上
守
機
。
機
之
動
、
不
離
其
空
。
空
中
之 

機
、
清
静
而
微
。 

※
条
文
の
番
号
は
、
筆
者
運
営
サ
イ
ト
「
枳
竹
鍼
房
」
に
よ
る
。
各
篇
のU

RL

は
論
末
に
記
し
て
あ
る
。 

刺
の
微
は
速
遲
に
在
り
。
麤(

そ)

は
關
を
守
り
、
上
は
機
を
守
る
。
機
の
動
く
や
、
其
の
空
を
離
れ 

ず
。
空
中
の
機
は
、
清
静
に
し
て
微
な
り
。 

粗
工
は
関
節
に
あ
る
原
穴
の
位
置
に
だ
け
こ
だ
わ
る
も
の
だ
が
、
上
工
は
鍼
の
刺
抜
や
運
鍼
の
タ
イ

ミ
ン
グ
や
、
気
の
往
来
す
る
気
配
を
大
事
に
し
て
い
る
。 

弩(

い
し
ゆ
み)

の
発
射
装
置
が
動
い
て
矢
が
発
射
さ
れ
る
時
に
は
、
無
心
を
心
が
け
ね
ば
な
ら
な
い
。 

〔
気
が
廻
っ
て
く
る
気
配
が
感
じ
ら
れ
た
時
に
は
、
無
心
を
心
が
け
ね
ば
な
ら
な
い
〕 

〔
刺
抜
や
運
鍼
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
至
る
に
際
し
て
は
、
無
心
を
心
が
け
ね
ば
な
ら
な
い
〕 

無
心
の
心
で
知
る
こ
と
の
で
き
る
気
の
兆
し
や
、
鍼
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
は
、
清
静
に
し
て
微(

か
す)
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か
な
も
の
だ
。 

 

⑤ -

２
霊
枢
・
九
鍼
十
二
原
の
刺
法
を
独
自
に
消
化
し
、
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み 

 

7
-2

a

※ 

凡
刺
之
眞
、
必
先
治
神
、 

岐
伯
曰
く
、
凡
そ
刺
の
眞
は
、
必
ず
先
づ
神
を
治
め
、 

岐
伯
い
わ
く
、
お
よ
そ
鍼
の
眞
は
、
ま
ず
治
療
者
が
自
分
の
精
神
を
集
中
さ
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま

り
ま
す
。 

7
-2

b
 

五
藏
已
定
、
九
候
已
備
、
後
乃
存
鍼
、
衆
脈
不
見
、
衆
凶
弗
聞
。 

五
藏
、
已
に
定
り
、
九
候
、
已
に
備
り
、
後
ち
乃
ち
鍼
、
存
ら
ば
、
衆
脈
、
見
は
れ
ず
、
衆
凶
も
聞

こ
ゑ
ず
。 

五
藏
の
診
断
が
決
定
し
、
三
部
九
候
の
脈
診
結
果
も
決
ま
っ
た
後
に
鍼
を
は
じ
め
れ
ば
、
七
死
脈
も

な
く
、
相
乗
、
相
侮
と
い
っ
た
不
正
な
五
藏
関
係
も
認
め
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。 

7
-2

c
 

外
内
相
得
、
無
以
形
先
、
可
玩
往
來
、
乃
施
於
人
。 

外
内
相
ひ
得
る
も
、
以
て
形
を
先
に
す
る
こ
と
無
く
、
往
來
を
玩(
め)
づ
る
こ
と
可
な
ら
ば
、
乃
ち

人
に
施
す
。 

患
者
の
体
の
内
と
外
に
現
れ
て
い
る
様
が
相
い
合
う
よ
う
に
な
っ
て
も
、
体
外
の
表
相
だ
け
に
た
よ

ら
ず
、
気
が
来
て
い
る
の
か
、
退
い
て
い
る
の
か
を
玩
味
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
病
人
に
鍼
を

し
て
も
よ
い
と
言
え
ま
す
。 

※
条
文
の
番
号
は
、
筆
者
運
営
サ
イ
ト
「
枳
竹
鍼
房
」
に
よ
る
。
各
篇
のU

RL

は
論
末
に
記
し
て
あ
る
。 

 3
1

※ 

持
鍼
之
道
、
堅
者
爲
寶
。
正
指
、
直
刺
、
無
鍼
左
右
。
神
在
秋
毫
、
屬
意
病
者
。 

3
3
 

方
刺
之
時
、
必(

心-

甲
乙)

在
懸(

鼻
筋)

、
陽(

眉
の
上
下)

、
及
與
兩
衛(

額)

。
神
屬
勿
去
、

知
病
存
亡
。 

3
1

鍼
を
持
す
る
道
は
、
堅
き
を
寶
と
爲
す
。
指
を
正
し
、
直 な

ほ

く
刺
せ
、
鍼
を
左
右
す
る
こ
と
無
か

れ
。
神
は
秋
毫
に
在
れ
、
意
を
病
者
に
屬 あ

つ

め
よ
。 

 

3
3

方 ま
さ

に
刺
さ
ん
と
す
る
時
、
心
は
懸
、
陽
、
及
び
兩
衛
と
に
在
り
。
神
を
屬 あ

つ

め
、
去
る
こ
と
勿
ら

し
め
ば
、
病
の
存
亡
を
知
ら
ん
。 

※
条
文
の
番
号
は
、
筆
者
運
営
サ
イ
ト
「
枳
竹
鍼
房
」
に
よ
る
。
各
篇
のU

RL

は
論
末
に
記
し
て
あ
る
。 
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 7
-3

a
 

人
有
虚
實
、
五
虚
勿
近(

＝
速
＝
瀉
法)

。
五
實
勿
遠(

＝
遲
＝
補
法)

。
至
其
當

發
、
間
不
容
□(

日
＋
寅)

。
手
動
若(

し
た
が-

ふ)

務
、
鍼
耀
而
匀(

と
と
の-

ふ)

、
靜
意
視

義
、
觀
適
之
變
、
是
謂
冥
冥
。
莫
知
其
形
、
見
其
烏
烏
。
見
其
稷
稷
、
從
見
其
飛
、

不
知
其
誰
。
伏
如
横
弩
、
起
如
發
機
。 

人
に
虚
實
有
れ
ば
、
五
虚
は
近(
近
速
の
刺
法
・
寫
法)

を
す
る
勿
か
れ
、
五
實
は
遠(

遠
遲
の
刺
法
・

補
法)

を
す
る
勿
か
れ
、
其
の
當
に
發
せ
む
と
す
る
に
至
ら
ば
、
間
に
□(

日
＋
寅
、
ま
ば
た
き) 

を

容
れ
ず
。
手
を
動(

ゆ
ら)

し
て
務
め
に
若(
し
た
が)

へ
ば
、
鍼
、
耀
き
て
匀(

と
と
の)

ふ
。
意
を
靜

(

き
よ)

め
義
を
視
、
適
ふ
變
を
觀
よ
、
是
を
冥
冥
と
謂
ふ
。
其
の
形
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
其
れ
烏
烏
を

見
、
其
の
稷
稷
の
見
は
る
る
も
、
其
の
飛
ぶ
を
見
る
に
從
ひ
て
、
其
の
誰(

な
に)

か
を
知
ら
ず
。
伏

す
こ
と
横
弩
の
如
く
、
起
つ
こ
と
發
機
の
如
し
。 

病
人
に
は
虚
實
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
、
五
藏
が
虚
の
場
合
は
近
速
の
刺
法
、
五
藏
が
實
の
場
合

は
遠
遲
の
刺
法
は
、
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
鍼
の
効
果
は
た
ち
ま
ち
現
れ
る
の
で
、
瞬
き
を
す
る
暇

も
あ
り
ま
せ
ん
。
刺
し
手
を
動
か
し
て
治
療
に
務
め
れ
ば
、
鍼
を
揺
ら
す
寫
法
と
な
り
、
患
者
の
容

体
も
調
い
ま
す
。
自
分
の
気
持
ち
を
靜(

き
よ)

め
れ
ば
、
病
人
の
容
体
の
意
味
を
探
る
こ
と
は
無
意

味
だ
と
分
り
ま
す(

王
注
に
従
う)

。
病
人
の
治
療
に
適
う
変
化
を
見
つ
け
る
こ
と
が
第
一
で
、
こ
れ

は
全
く
目
に
は
見
え
な
い
も
の
で
す
。
そ
の
表
に
現
れ
て
来
る
も
の
が
分
ら
な
い
の
で
、
病
人
が
呻

い
て
い
る
の
を
見
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
次
に
そ
れ
が
素
早
く
変
わ
る
機
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
立
つ

鳥
の
よ
う
な
も
の
が
何
な
の
か
分
ら
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
正
に
横
弩
の
ご
と
く
伏
し
て
い
る
も
の

で
す
が
、
矢
が
放
た
れ
る
勢
い
は
ご
存
じ
の
通
り
で
す
。 

 1
5

知
機
之
道
者
不
可
掛
以
髪
、
不
知
機
道
、
叩
之
不
發
。
知
其
往
來
、
要
與
之
期
。 

機
の
道
を
知
れ
ば
、
髪
を
以
て
掛
く
る
可
か
ら
ず
、
機
の
道
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
叩 た

た

け
ど
も
發
さ
ず
。 

其
の
往
來
を
知
り
、
要

か
な
ら

ず
之
が
期
に

與
あ
づ
か

れ
。 

  8
-2

a 

刺
虚
者
須
其
實
、
刺
實
者
須
其
虚
。
經
氣
已
至
、
愼
守
勿
失
。 

岐
伯
曰
く
、
虚
を
刺
す
は
其
の
實
す
る
を
須 ま

ち
、
實
を
刺
す
は
其
の
虚
す
る
を
須
つ
。
經
氣
、
已
に

至
ら
ば
、
愼
し
み
守
り
て
失
ふ
こ
と
勿
れ
。 
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岐
伯
が
言
う
に
は
、
虚
の
病
人
を
刺
す
に
は
実
に
な
る
ま
で
待
た
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
し
、
実
の

病
人
は
虚
す
ま
で
待
ち
ま
す
。
経
脈
の
気
が
巡
っ
て
き
た
ら
、
慎
ん
で
こ
れ
を
守
り
、
散
っ
て
し
ま

う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
。 

2
0

凡
用
鍼
者
虚
則
實
之
、
満
則
泄
之
。 

凡
そ
鍼
を
用
ゐ
る
は
、
虚
す
れ
ば
之
を
實
し
、
満
つ
れ
ば
之
を
泄
ら
す
。 

 8
-2

c
 

深
淺
在
志
、
遠
近(
補
法
と
寫
法)

若
一
。
如
臨
深
淵
、
手
如
握
虎
、
神
無
營
於
衆

物
。 

深
淺
に
志
、
在
ら
ば
、
遠
近
、
一
に

若
し
た
が

ふ
。
深
淵
に
臨
む
が
如
く
、
手
に
虎
を
握
む
が
如
く
、
神

を
衆
物
に
營 ま

ど

は
す
無
か
れ
。 

自
分
の
意
識
を
浅
く
に
も
深
く
に
も
同
一
に
在
ら
し
め
れ
ば
、
補
法
も
寫
法
も
思
う
ま
ま
に
で
き
ま

す
。
深
淵
に
臨
む
如
く
、
虎
を
捕
ま
え
て
い
る
と
き
の
如
く
注
意
を
払
い
、
精
神
を
他
の
こ
と
に
迷

わ
せ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。 

 6
3

刺
之
要
、
氣
至
而
有
効
、
効
之
信
、
若
風
之
吹
雲
。
明
乎
、
若
見
蒼
天
、
刺
之
道
畢
矣
。 

刺
の
要
は
、
氣
、
至
ら
ば
効
、
有
り
、
効
の
信

し
る
し

は
、
風
の
雲
を
吹
く
が
若
し
。
明
ら
か
な
る
か
な
、
蒼
天 

を
見
る
若
し
。
刺
の
道
、
畢 を

は

ん
ぬ
。 

刺
鍼
の
要
は
、
気
が
至
れ
ば
有
効
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
徴(

し
る
し)

は
風
の
雲
を
吹
き
払 

う
如
く
で
あ
る
。
そ
れ
は
明
ら
か
で
、
蒼
天
の
現
れ
る
が
如
く
で
あ
る
。
刺
の
道
に
つ
い
て
を
畢
る
。 

  

【 

結  

語 

】 

「
壞
府
」
と
い
う
恐
ろ
し
い
疫
病(

も
し
く
は
公
害)

の
治
療
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
小

鍼
を
以
て
し
て
は
不
可
能
だ
と
い
う
現
実
に
際
し
て
、
一
世
を
風
靡
し
て
い
た
霊
枢
派
の
小
鍼
治
療

が
無
力
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
一
挙
に
「
九
鍼
十
二
原
」
が
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。 

実
際
の
と
こ
ろ
、「
壞
府
」
の
治
療
は
、
毒
薬(

と
手
術)

を
以
て
し
な
け
れ
ば
不
可
能
だ
っ
た
。 
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素
問
学
派
と
し
て
は
「
天
地
に
合
一
す
る
」
こ
と
で
、
あ
ら
ゆ
る
病
を
克
服
で
き
る
と
い
う
理
念
が

あ
る
。 

し
か
し
、「
鍼
治
療
」
を
放
棄
し
な
い
な
ら
、「
霊
枢
・
九
鍼
十
二
原
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
補
寫

法
を
ま
ね
た
呾
法(

補
法)

・
吟
法(

寫
法)

や
近
法
・
遠
法
を
独
自
に
産
み
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。 

「
能
く
天
地
陰
陽
の
化
を
經
る
者
は
、
四
時
を
失
は
ず
。
十
二
節
の
理
を
知
る
者
は
、
聖
智
も
欺(

ま

さ
る
、
こ
え
る)
能
は
ざ
る
也
」(

５
頁) 

「若
し
夫
れ
天
に
法
ら
ば
、
則
ち
地
は
隨
ひ
應
じ
て
動
き
、
之
に
和
す
者
は
響
く
が
若
く
、
之
に
隨

ふ
者
は
影
の
若
し
。
道
に
鬼
神
無
く
、
獨
り
來
り
獨
り
往
く
」(

７
頁) 

と
い
う
力
強
い
素
問
の
理
念
の
宣
言
が
所
々
に
は
あ
る
も
の
の
、
霊
枢
の
補
寫
法
を
完
全
に
否
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
ま
ま
、
「
九
鍼
十
二
原
」
の
文
を
書
き
直
し
な
が
ら
、
素
問
派
の
論
が
続
い
て

終
る
の
で
あ
る
。 

 

※
素
問
の
テ
キ
ス
ト
は
、
日
本
内
経
医
学
会
版
を
用
い
た
。 

※
「
枳
竹
鍼
房
」
中
の
、
素
問
、
霊
枢
の
各
篇URL

 
 

素
問
・
寳
命
全
形
論 

https://kien
-youchiku.tokyo/som

on_
25
_ho

u
meiz

e
nkei.

h
tml 

素
問
・
八
正
神
明
論 

https://kien
-youchiku.tokyo/som

on_
26
_ha

s
seis

h
inmei

.
htm

l 

霊
枢
・
九
鍼
十
二
原 

https://kien
-youchiku.tokyo/rei

su_
01
_9

-
1
2_1.

h
tml 


