
ﾛ

今
し
ば
ら
く
「
胆
廟
中
心
」
に
就
て
「
制
度
」
と
「
精
祁
」
と
の
雨
方
面
か
ら
考
へ
て
見
や
う
。

先
づ
制
度
の
方
面
か
ら
言
ふ
な
ら
ば
、
今
回
旭
廟
中
心
制
度
の
名
に
よ
っ
て
賃
現
さ
れ
た
も
の
は
何
で
あ
る
か
と

言
へ
ぱ
、
唯
一
つ
「
法
主
即
管
長
」
の
制
度
の
み
で
あ
る
。

固
よ
り
「
法
主
即
管
長
一
の
制
度
は
、
祀
廟
中
心
制
度
に
於
け
る
基
本
的
制
度
で
あ
っ
て
、
守
塔
の
聖
職
に
あ
る

法
主
が
取
り
も
直
さ
ず
一
宗
統
理
の
管
長
に
な
る
と
い
ふ
、
こ
れ
は
萬
劫
ゆ
る
が
す
可
ざ
る
鐵
則
で
あ
る
が
、
こ
の

今
回
宗
門
多
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
「
祀
廟
中
心
制
度
」
が
確
立
し
、
加
道
乙
Ｌ
に
復
古
し
て
法
光
い
よ
』
ｌ
輝
き

を
増
し
た
こ
と
は
宗
門
の
爲
め
、
將
た
き
た
湘
山
の
篤
め
、
誠
に
慶
耐
に
堪
え
な
い
次
第
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
、
こ
の
澗
廟
中
心
の
制
度
は
先
般
の
記
念
大
慶
典
を
以
て
終
り
を
告
げ
た
の
で
は
な
い
。
唯
そ
の
基

礎
が
出
來
て
、
そ
の
第
一
歩
を
踏
出
し
た
と
言
ふ
劃
で
哩
あ
る
。
故
に
完
成
は
こ
れ
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
の
使
命

は
、
將
氷
の
宗
門
を
背
負
っ
て
立
つ
諸
君
の
墜
肩
に
か
Ｌ
っ
て
居
る
も
の
と
言
ふ
く
き
で
あ
る
。

給
仕
総
帥
の
高
揚

給
仕
精
榊
の
高
揚

堀
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資
現
の
み
を
以
て
直
ち
に
、
祀
廟
中
心
制
度
が
完
成
し
た
も
の
ｋ
如
く
恩
推
す
る
は
除
ｂ
に
も
淺
慮
で
あ
り
、
理
想

が
無
さ
す
ぎ
る
も
の
ど
言
ふ
く
き
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
の
問
題
は
何
か
と
言
へ
ぱ
、
目
下
鋭
意
調
査
研
究
中
で
あ
る
が
、
「
身
延
經
濟
の
宗
門
へ
の
開
放
ｌ

換
言
す
れ
ば
身
延
の
宗
門
直
管
ｌ
」
と
言
ふ
乙
さ
で
あ
る
。

こ
れ
は
他
の
制
度
や
規
則
と
異
り
、
直
ち
に
宗
門
の
消
長
隆
夷
に
開
す
る
重
大
問
題
で
あ
っ
て
、
立
法
技
術
の
上

か
ら
言
っ
て
も
、
質
際
經
管
の
方
法
か
ら
言
っ
て
も
、
容
易
な
ら
ざ
る
難
事
業
で
あ
っ
て
、
一
つ
誤
奴
ば
、
收
拾
す

べ
か
ら
ざ
る
結
果
に
陥
る
の
恐
れ
が
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
方
法
宜
き
を
得
た
な
ら
ば
、
宗
門
の
經
濟
は
乙
Ｌ
に
一

錘
し
て
有
力
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
姐
廟
中
心
制
度
第
二
段
の
仕
事
と
し
て
着
手
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
當
局
と
し
て
は
、
身
延
山
當
局

と
愼
重
熟
議
し
、
調
査
の
上
に
も
調
査
を
遂
げ
、
研
究
の
上
に
も
研
究
を
積
み
、
宗
門
劃
期
的
制
度
の
樹
立
完
成
を

期
す
べ
く
、
誠
心
誠
意
ひ
た
す
ら
佛
祀
の
御
加
護
を
念
じ
て
事
に
當
っ
て
居
る
次
第
で
あ
る
。

綾
い
て
は
諸
制
度
の
改
腰
で
あ
る
。
現
在
宗
門
に
行
は
れ
て
ゐ
る
諸
制
度
は
、
明
治
初
年
以
來
、
各
門
流
合
議
制

度
時
代
の
遺
物
が
か
な
り
紗
く
な
い
。
實
例
を
塁
げ
る
こ
と
は
控
え
て
置
く
が
、
こ
れ
等
は
い
づ
れ
も
過
渡
時
代
に

於
け
る
妥
協
的
制
度
が
多
く
、
當
然
早
晩
改
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
狐
も
の
で
あ
る
。
況
や
朋
廟
中
心
制
度
の
確
立
し
た

今
日
に
於
て
は
猶
更
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
ま
だ
こ
の
「
澗
廟
中
心
制
度
」
を
名
實
倶
に
完
壁
な
ら
し
む
く
く
、
改

給
仕
糖
祁
の
高
揚

一
四
○



陵
若
し
く
は
新
設
き
る
べ
き
も
の
が
多
々
あ
る
事
ご
思
ふ
。
こ
れ
等
も
哉
た
速
か
に
改
め
、
徐
々
を
要
す
べ
き
も
の

は
時
を
俟
っ
て
之
を
改
め
、
新
設
す
べ
き
も
の
は
愼
重
の
研
究
を
遂
げ
て
之
を
新
設
し
、
ｚ
の
劃
期
的
制
度
を
彌
が

上
に
も
光
輝
あ
ら
し
め
、
祀
風
を
顯
揚
し
て
宗
門
の
興
隆
發
展
を
期
し
た
い
置
考
へ
て
居
る
。

是
の
如
く
し
て
、
内
、
宗
門
を
塞
げ
て
悉
く
加
廟
中
心
制
度
の
完
成
を
見
た
な
ら
ば
、
今
度
は
、
外
、
他
派
日
蓮

門
下
の
融
合
歸
一
を
策
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

顯
本
と
言
ひ
、
富
士
門
流
と
言
α
、
將
た
哉
た
不
受
不
施
流
と
い
ふ
も
、
悉
く
こ
れ
大
聖
人
の
御
門
下
な
ら
ざ
る

は
な
い
。

よ
し
分
立
に
は
相
當
の
理
由
が
あ
り
と
す
る
も
、
兄
弟
端
に
閲
ぐ
こ
と
は
決
し
て
祀
意
に
か
な
ふ
所
以
で
は
な

い
。
椎
ふ
に
分
立
の
理
由
は
、
感
情
や
意
見
の
衝
突
か
、
教
義
解
稗
の
相
違
か
、
事
に
當
っ
て
の
態
度
の
對
立
か
で

あ
っ
て
、
耐
師
に
對
し
て
叛
籏
を
雛
へ
し
た
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
故
に
更
に
高
所
に
立
っ
て
、
祀
師
に
還
元
す

る
の
雅
量
を
持
っ
た
な
ら
ば
、
必
ず
や
門
下
の
合
流
は
絶
對
に
不
可
能
で
な
い
筈
で
あ
る
。
ま
た
そ
う
な
る
べ
き
が

當
然
で
あ
る
と
倶
に
、
我
々
は
進
ん
で
そ
の
機
運
を
開
く
Ｚ
ご
を
心
掛
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。

「
覗
廟
」
は
軍
穂
日
蓮
宗
だ
け
の
祀
廟
で
は
な
い
。
祗
師
の
流
れ
を
汲
む
も
の
悉
く
の
祀
廟
で
あ
る
。
既
に
富
士
門

流
に
於
て
は
、
波
木
井
氏
と
意
見
を
異
に
し
て
身
延
を
去
っ
た
が
、
祀
廟
に
奉
仕
し
得
ざ
る
を
哀
み
、
富
士
門
流
歴

代
の
墓
は
皆
、
身
延
の
御
廟
へ
向
け
て
建
て
、
ｕ
そ
か
に
耐
廟
奉
仕
の
衷
情
を
披
瀝
し
て
居
る
と
言
は
奴
、
明
治
初

給
仕
糖
紳
の
高
揚
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出
来
な
い
の
で
は
な
い
、
爲
さ
ね
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
畢
寛
「
時
」
で
あ
ら
う
が
、
世
は
正
に
全
禮
主
義
、
統
制

の
時
代
と
な
り
、
現
に
祀
廟
中
心
制
度
ま
で
確
立
し
て
時
が
来
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。
今
正
し
く
是
れ
其
時
で
あ

る
。
差
し
澗
廟
中
心
制
度
は
、
門
下
各
派
が
齊
し
く
祀
廟
に
歸
脅
し
、
統
合
の
責
を
墨
げ
た
時
に
始
め
て
完
壁
を
見

た
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
我
等
は
決
し
て
筍
安
に
心
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
。

然
し
更
に
進
ん
で
考
へ
る
な
ら
ば
、
大
聖
人
の
御
理
想
は
「
四
海
歸
妙
」
で
あ
り
「
事
堀
建
立
」
で
あ
る
。
僅
か

な
現
在
の
門
下
だ
け
一
致
す
る
事
が
最
後
の
目
的
で
は
な
い
。
世
界
中
を
妙
法
に
歸
依
せ
し
め
、
世
界
中
を
翠
げ
て

澗
師
の
教
へ
を
奉
ず
る
や
う
に
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
故
に
進
ん
で
は
旭
廟
を
し
て
軍
に
現
在
の
日
蓮
門

下
だ
け
の
岨
廟
に
と
営
め
ず
、
世
界
人
類
釜
臘
の
歸
依
信
仰
の
中
心
と
裂
で
せ
な
け
れ
ば
な
ら
洞
の
で
あ
る
。

他
の
宗
教
や
宗
旨
は
、
個
人
教
化
を
目
的
と
し
、
對
機
説
法
を
能
と
し
て
ゐ
る
が
、
我
が
日
蓮
宗
は
、
國
を
塞

げ
、
世
界
を
蕊
げ
、
人
類
を
暴
け
て
歸
依
せ
し
め
ね
ば
な
ら
楓
大
理
想
、
大
信
念
、
大
誓
願
に
生
く
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
を
忘
れ
た
な
ら
ば
日
蓮
門
下
で
も
な
く
、
蜜
た
日
蓮
宗
の
存
在
憤
値
は
無
い
と
言
っ
て
宜
い
・

年
、

て
、

師
、

か
◎

一
宗
一
管
長
制
の
始
め
て
布
か
れ
た
時
に
は
、
各
派
合
流
し
て
管
長
を
定
め
、
軍
稲
日
蓮
宗
は
大
い
に
讓
つ

越
後
本
成
寺
（
後
の
法
華
宗
）
の
日
琳
上
人
を
推
畢
し
た
歴
史
を
持
ち
、
更
に
大
正
年
代
に
は
、
本
多
日
生

田
中
智
學
氏
等
が
肝
煎
と
な
っ
て
八
派
の
合
流
と
策
し
、
統
一
閣
に
講
習
會
ま
で
開
い
た
事
が
あ
る
で
は
な
い

給
仕
糯
祁
の
高
揚

一

四
二
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私
は
か
り
に
之
を
「
給
仕
精
祁
の
四
要
素
」
と
名
け
る
。
こ
の
四
要
素
が
一
も
峡
け
た
な
ら
ば
、
給
仕
糒
祁
の
完

全
な
る
發
揚
は
出
來
な
い
と
同
時
に
、
謙
虚
な
る
給
仕
糒
祁
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
俄
悔
も
、
求
道
も
、
忍
難
も
、

求
濟
も
出
来
な
い
も
の
で
、
互
私
に
相
表
裏
し
、
互
ひ
に
主
伴
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

ま
づ
法
華
經
に
就
て
見
や
う
。
涌
出
品
に
は
程
尊
が
本
化
大
士
の
徳
を
讃
え
て
か
う
言
っ
て
居
ら
れ
る
。

「
是
の
諸
の
大
菩
薩
は
、
無
數
劫
よ
り
来
た
佛
の
智
慧
を
修
習
せ
り
。
…
…
常
に
頭
陀
の
事
を
行
じ
て
靜
か
な
る
所

次
に
精
祁
的
方
面
を
言
ふ
な
ら
ば
、
「
姐
廟
中
心
の
根
本
精
祁
」
は
抑
も
何
か
。
私
は
簡
単
に
答
へ
る
。
曰
く

「
給
仕
の
精
祁
」
即
ち
こ
れ
で
あ
る
。

．
そ
し
て
そ
の
「
給
仕
の
糒
祁
」
の
中
に
は
當
然
の
要
素
と
し
て
、
最
も
深
い
一
‐
反
省
俄
悔
の
心
」
と
、
最
も
熱
烈

な
る
「
求
道
精
進
の
努
力
」
と
、
最
も
勝
れ
た
る
「
忍
難
堆
苦
の
覺
悟
」
と
、
最
も
弘
き
「
慈
悲
救
濟
の
誓
願
」
と

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

故
に
一
應
は
門
下
が
例
外
な
く
結
束
一
致
し
て
祀
廟
に
朝
宗
す
る
事
が
、
加
廟
中
心
制
度
の
完
成
で
あ
る
が
、
再

應
進
ん
で
は
、
大
聖
人
の
雄
大
な
る
御
理
想
を
賃
現
し
て
、
今
日
の
祀
廟
を
し
て
、
世
界
人
類
歸
依
信
仰
の
中
心
と

ま
で
す
る
事
が
、
徹
底
し
た
意
味
に
於
て
の
岨
廟
中
心
制
度
の
完
成
と
言
ふ
べ
き
で
ゐ
る
。

諸
君
及
び
、
將
來
宗
門
を
背
負
っ
て
立
つ
後
世
者
に
絶
大
の
期
待
を
か
く
る
所
以
資
に
舷
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

給
仕
締
卿
の
高
揚

一

四

三



を
志
樂
し
、
大
衆
の
憤
闘
を
捨
て
§
所
説
多
き
を
願
は
ず
、
是
の
如
き
諸
子
等
、
我
が
這
法
を
學
習
し
て
、
聲
夜

に
常
に
精
進
す
。
佛
道
を
求
む
る
を
以
て
の
故
に
、
娑
婆
世
界
の
下
方
の
宮
中
に
在
て
住
す
。
志
念
力
堅
固
に
し

て
常
に
智
慧
を
勤
求
し
、
種
々
の
妙
法
を
説
て
其
心
畏
ろ
所
な
し
。
」

ま
た
彌
勤
菩
薩
は
か
う
言
っ
て
ゐ
る
。

「
是
の
諸
の
菩
薩
等
は
、
志
固
く
し
て
怯
弱
な
く
、
無
鐘
却
よ
り
來
た
、
而
も
菩
薩
の
道
を
行
ぜ
り
。
難
問
答
に
巧

み
に
し
て
其
心
畏
る
Ｌ
所
な
く
、
忍
辱
の
心
決
定
せ
り
」

常
に
頭
陀
を
行
じ
、
大
衆
の
惜
闇
を
捨
て
ｋ
所
説
多
き
を
願
は
ざ
る
も
の
是
れ
深
き
反
省
俄
悔
の
生
活
で
は
な
い

か
。
聲
夜
に
糯
進
し
て
佛
這
を
求
む
る
も
の
是
れ
眼
き
求
道
糒
進
の
修
行
で
は
な
い
か
。
忍
辱
の
心
決
定
し
て
畏
れ

な
き
も
の
是
れ
勝
れ
た
る
忍
難
堪
苦
の
實
践
で
は
な
い
か
。
志
固
く
し
て
怯
弱
な
く
菩
薩
の
道
を
行
じ
て
種
々
に
妙

法
を
説
く
も
の
是
れ
弘
き
慈
悲
救
濟
の
誓
願
で
は
な
い
か
。
責
に
本
化
の
大
士
は
、
こ
の
内
徳
を
具
し
て
本
佛
に
仕

へ
た
の
で
あ
る
。
則
ち
「
給
仕
精
祁
」
さ
は
、
こ
の
本
化
大
士
の
具
有
せ
ら
れ
し
内
徳
を
我
等
の
内
徳
と
し
、
本
化

大
士
の
本
佛
に
仕
へ
し
態
惣
謙
虚
の
精
刺
に
則
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
Ｚ
れ
本
化
別
頭
の
最
高
道
徳
で
あ

り
、
本
化
燭
特
の
生
活
規
範
で
あ
り
、
そ
れ
が
直
ち
に
本
化
宗
教
の
眞
面
容
な
の
で
あ
る
。

故
に
例
を
他
に
と
る
或
で
も
な
く
、
大
聖
人
の
御
生
活
御
生
涯
そ
の
も
の
が
、
こ
の
四
要
素
を
具
足
し
た
、
給
仕

精
祁
の
完
釜
な
る
發
揚
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

給
仕
総
祁
の
高
揚

一
四
四



ロ

則
ち
建
長
五
年
の
朝
よ
り
弘
安
第
五
の
夕
べ
に
至
る
ま
で
、
語
獣
述
作
生
涯
を
通
じ
て
の
常
説
法
、
こ
れ
慈
悲
救

濟
の
誓
願
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
。
四
難
具
さ
に
営
め
て
澆
ま
ざ
る
も
の
、
こ
れ
忍
難
堪
苦
の
實
践
で
は
な
い

か
。
日
本
第
一
の
智
者
た
ら
ん
と
願
し
て
思
臥
を
内
外
の
典
籍
に
ひ
そ
め
、
孜
々
こ
し
て
諸
宗
の
淵
底
を
探
り
陥
意

を
究
め
ん
と
せ
し
も
の
是
れ
熱
烈
な
る
求
道
精
進
の
修
行
で
は
な
い
か
。
難
に
虚
し
て
は
過
去
の
宿
罪
を
減
す
と
観

世
し
も
の
、
是
れ
深
き
反
省
繊
悔
の
生
活
で
は
な
い
か
。

こ
の
四
要
素
あ
っ
て
始
め
て
、
あ
の
身
延
の
靜
か
な
る
生
活
、
あ
の
崇
高
な
る
本
佛
給
仕
の
本
領
相
を
發
輝
す
る

こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
大
聖
人
の
御
精
祁
と
し
て
は
、
弘
通
そ
の
も
の
が
す
で
に
、
本
佛
へ
の
給
仕
に
は
違
仏
な
い
が
、
給
仕

生
活
と
し
て
の
本
領
を
釜
面
的
に
發
輝
し
た
も
の
は
何
と
言
っ
て
も
身
延
に
於
け
る
九
ヶ
年
の
御
生
活
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
身
延
に
於
け
る
大
聖
人
の
御
心
境
を
最
も
よ
く
吐
露
し
て
層
ら
る
Ｌ
の
が
有
名
な
「
身
延
山
御
書
」
で

あ
る
が
、
そ
の
中
に
於
て
大
聖
人
は
、
樂
法
梵
志
等
の
説
話
を
籍
６
來
っ
て
求
道
の
容
易
な
ら
ざ
る
事
を
示
し
、
御

自
身
の
責
生
活
と
思
臥
く
ら
べ
、
筆
を
結
ん
で
「
佛
に
な
る
道
は
師
に
仕
ふ
る
に
過
ぎ
ず
」
と
仰
せ
ら
れ
た
。
大
聖

人
の
身
延
に
於
け
る
御
生
活
は
實
に
「
師
に
仕
る
」
の
生
活
、
即
ち
「
本
佛
給
仕
」
の
御
生
活
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

誠
に
尊
き
極
み
ご
申
す
べ
き
で
あ
る
。

さ
れ
ば
、
門
下
ま
た
こ
奴
に
な
ら
う
て
覗
師
に
仕
え
、
六
老
僧
は
み
づ
か
ら
耕
し
て
奉
仕
し
、
中
山
の
日
高
上
人

給
仕
糖
紳
の
高
揚

一
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尊
い
か
な
給
仕
の
精
祁
１
１
大
聖
人
は
す
で
に
み
づ
か
ら
資
賎
し
て
範
を
示
し
、
更
に
「
成
佛
の
直
路
た
瞥
師

に
仕
る
に
在
り
」
と
仰
せ
ら
れ
た
。

然
し
こ
の
崇
高
な
る
糒
祁
は
、
一
に
深
き
反
省
繊
悔
と
、
熱
烈
な
る
求
道
の
精
祁
と
、
眠
き
忍
難
の
覺
悟
と
、
限

り
な
き
慈
悲
救
濟
の
誓
願
と
よ
り
發
す
る
事
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
故
に
我
等
は
深
く
内
徳
を
整
え
、
而
し
て
こ

の
精
祁
を
高
揚
す
る
こ
と
を
心
掛
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
し
て
、
祀
廟
中
心
の
根
本
精
祁
は
賃
に
こ
の
「
給
仕
の
精
祁
」
に
塞
ぐ
も
の
で
あ
る
事
を
識
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

若
し
謬
っ
て
革
な
る
政
治
的
施
設
・
己
思
っ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
淺
識
誘
法
で
あ
り
、
弛
路
伽
耶
陀
で
あ
る
。

惟
ふ
に
糒
祁
は
本
で
あ
っ
て
、
制
度
は
末
で
あ
る
。
即
ち
「
佛
法
は
禮
の
如
く
世
間
は
影
の
如
し
」
で
あ
る
。
精

祁
が
正
し
く
確
立
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
百
千
の
制
度
も
畢
一
寛
徒
勢
で
、
や
が
て
士
崩
瓦
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
祀
廟
中
心
制
度
を
し
て
盆
々
光
輝
あ
ら
し
め
、
進
ん
で
完
壁
を
期
す
る
事
は
、
一
に
畢
宗
一
致
、
如
何
に
こ
の

結
祁
に
め
ざ
め
、
如
何
に
こ
の
精
祁
を
高
揚
す
る
か
に
在
る
。

仕
え
、
輪
一

の
節
、
法
茎

ぱ
な
ら
ぬ
。

は
具
さ
に
八
役
を
勤
め
て
千
日
給
仕
の
素
願
を
果
し
、
滅
後
に
及
ん
で
は
老
僧
以
下
そ
れ
４
１
庵
を
結
ん
で
澗
廟
に

仕
え
、
輪
次
守
塔
の
制
腰
さ
れ
て
は
身
延
山
主
が
専
ら
そ
の
聖
職
に
任
じ
、
現
に
朝
夕
勤
經
の
折
、
き
た
重
大
法
要

の
節
、
法
主
み
づ
か
ら
茶
湯
霊
膳
を
供
へ
奉
る
儀
の
傳
っ
て
ゐ
る
の
は
、
誠
に
深
き
い
は
れ
に
依
る
も
の
と
言
は
ね

給
仕
精
脚
の
高
揚

｡

一
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1

我
等
固
よ
り
駕
鮪
に
鞭
ら
、
こ
の
精
祁
を
高
揚
に
努
め
る
ご
同
時
に
、
一
日
も
速
か
に
そ
の
完
壁
を
期
す
る
事
に

努
力
す
る
覺
悟
で
ゐ
る
が
、
然
し
實
際
問
題
と
し
て
、
前
途
に
は
猶
ほ
幾
多
の
困
難
が
あ
り
、
し
か
も
、
他
派
門
下

の
合
同
か
ら
、
進
ん
で
四
海
歸
妙
・
事
壇
建
立
の
曉
を
期
す
る
に
至
っ
て
は
、
前
程
頗
る
遼
遠
と
言
は
胞
ぱ
な
ら

桃
栗
三
年
柿
八
年
と
云
ふ
か
ら
、
植
え
た
本
人
が
必
ず
喰
べ
得
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
そ
の
美
し
い
果
賞
は
必
ず

縁
あ
る
者
が
頂
戴
す
る
に
逵
α
な
い
。

本
宗
の
先
師
先
哲
に
依
っ
て
幾
度
か
企
劃
さ
れ
幾
度
か
失
敗
に
終
っ
た
加
廟
中
心
制
度
が
、
事
鍵
下
の
本
年
を
以

切
に
次
代
の
宗
門
を
荷
ふ
諸
君
、
及
び
牌
來
後
進
の
人
々
の
、
力
狼
き
自
蝿
ご
、
携
ま
ざ
る
努
力
と
を
期
待
し
熱

望
し
て
や
哉
租
次
第
で
あ
る
。

ぬ
。

宗
政
復
古
に
儲
り
齋
年
學
徒
の
薇
起
を
望
む

宗
政
復
古
に
當
り
青
年
學
徒
の
奮
起
を
望
む

柴
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