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成
尋
阿
閣
梨
の
渡
宋

―
―

　

『
計
跳

ヨ
翠
ヽ
耐
円

閣
閣

利
木

ユ
料

桂
禾

』

骨
暑

え

圭
里

き

―
‐

一　
成
尋
の
出
立

成
尋
阿
闇
梨
が
宋
の
皇
帝
に
奏
上
し
た

「奉
文
」

（
『参
天
台
五
墓
山

記
』
（１
）延
久
四
年
六
月
二
日
条
）
に
よ
る
と
、

「
ム

（某
）
従
＾
少
年

時
・
有
‘
巡
礼
志
こ
と
、
五
台
山
へ
の
巡
礼
は
少
年
の
頃
か
ら
の
望
み
だ

っ
た
と
い
う
。
許
可
を
得
る
た
め
の
情
熱
を
込
め
た
言
辞
が
含
ま
れ
て
い

る
に
し
て
も
、
少
年
成
尋
を
初
め
と
し
て
僧
籍
に
あ
る
者
に
と
っ
て
五
台

山
は
あ
こ
が
れ
の
聖
地
で
あ
り
、
巡
礼
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
い
う
夢

は
人
々
に
と
っ
て
共
通
の
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
承
和
五
年

（八
三
八
）
六
月
十
三
日
か
ら
、
帰
国
す
る
同
十
四
年
十
二
月
十
四
日
に

い
た
る
ま
で
の
詳
細
な
記
録
で
あ
る
円
仁

（慈
覚
大
師
）
の

『
入
唐
求
法

巡
礼
行
記
』
は
、
夢
を
抱
く
者
に
と
っ
て
現
実
に
近
づ
く
た
め
の
手
引
書

と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
、
中
心
を
な
す
同
七
年
の
五
台
山
の
記
述
は
胸

の
踊
る
よ
う
な
思
い
で
読
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

『春
記
』
の
長
久

元
年

（
一
〇
四
〇
）
九
月
十
二
日
条
に

「
慈
覚
大
師
参
・
五
台
山
一
之
間
、

師
子
忽
現
即
失
了
、
働
即
取
＾
其
跡
土
ヽ
帰
朝
安
「
置
今
法
華
堂
・
云
々
」

伊

井

　

春

樹

と
、
こ
れ
は
円
仁
の
記
録
に
は
な
い
が
、
書
物
だ
け
で
は
な
く
、
持
ち
帰

っ
た
と
い
う
獅
子
が
出
現
し
た
跡
の
土
ま
で
が
あ
り
が
た
い
証
拠
と
し
て

保
存
さ
れ
、
人
々
の
尊
崇
の
対
象
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
成
尋
と

て
そ
れ
は
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
松
浦
郡
壁
島
か
ら
船
を
出
し
て
三

日
日
、

「今
日
浜
雀
二
来
＾
船
中
「
如
‘
巡
礼
記
Ｌ
（
２
）と
、
円
仁
の
記

述
を
思
い
出
し
て
も
い
る
ほ
ど
な
の
で
、
出
発
に
あ
た
っ
て
は
そ
の
足
跡

を
詳
細
に
点
検
も
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
も

っ
と
も
成
尋
は
、

『参
天

台
五
憂
山
記
』
の
延
久
四
年
十
月
十
四
日
条
に

「覚
大
師
巡
礼
記
三
巻
依

＾
宣
旨
・
進
上
」
と
宋
皇
帝
に
献
上
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ま
で
持
ち
歩

い
て
い
た
よ
う
だ
が
、
た
だ

「
至
“
巡
礼
記
第
四
巻
・
隠
蔵
不
二
進
上
Ｌ

と
巻
四
だ
け
は
隠
し
て
呈
上
し
な
か
っ
た
と
も
記
す
。

五
台
山
へ
の
巡
礼
の
夢
を
果
た
し
た
い
と
望
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
誰
し
も

実
現
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
は
か
な
り
の
覚
悟
と
決
断
を
必
要

と
し
た
に
違
い
な
い
。
母
に
と
っ
て
、
律
師
と
成
尋
は
自
慢
の
子
供
で
、

と
り
わ
け

「
阿
閣
梨
世
の
中
に
い
た
く
仕
へ
、
修
法
な
ど
も
、
こ
こ
か
し

こ
ひ
ま
な
く
し
つ
つ
」
（３
）と
世
評
の
高
さ
と
貴
顕
か
ら
の
厚
遇
に
、
母
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親
と
し
て
の
期
待
も
大
き
か
っ
た
。
し
か
し
、
高
徳
の
僧
と
し
て
世
の
人

々
か
ら
尊
崇
さ
れ
、
栄
達
の
道
を
歩
め
ば
歩
む
ほ
ど
、
成
尋
に
と
っ
て
は

心
身
と
も
に
疲
れ
、
こ
れ
以
上
の
世
俗
的
な
望
み
よ
り
も
、
と
も
す
れ
ば

「
心
の
ど
か
に
行
ひ
な
ど
し
て
は
べ
ら
ば
や
」
と
い
う
こ
と
ば
が
し
き
り

に
日
の
端
に
の
ぼ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

『成
尋
阿
閣
梨
母
集
』
は
、
延
久
三
年

（
一
〇
七

一
）

一
月
二
十
日
に

母
は
そ
れ
ま
で
住
ん
で
い
た
岩
倉
大
雲
寺
か
ら
仁
和
寺
へ
移
さ
れ
、
そ
の

翌
日
の
二
月

一
日
ぼ
ん
や
り
と
悲
し
い
思
い
に
沈
み
、
急
変
し
た
自
分
の

生
活
の
意
味
を
反
劉
し
な
が
ら
筆
を
執
り
初
め
、
そ
こ
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ

て
過
去
へ
の
回
想
を
し
て
い
く
体
裁
を
と
る
。
今
に
し
て
思
へ
ば
、
成
尋

が
加
持
祈
藤
を
勤
め
て
疲
れ
た
体
で
戻
っ
て
く
る
と
、
つ
い
母
に
対
し
て

甘
え
た
愚
痴
の
よ
う
に

「
心
の
ど
か
に
行
ひ
な
ど
し
て
云
々
」
と
言
い
続

け
て
い
た
の
は
、
渡
宋
す
る
心
が
あ

っ
た
か
ら
な
の
だ
と
、　
一
つ
一
つ
の

こ
と
ば
の
背
景
を
と
き
ほ
ぐ
し
て
自
分
な
り
に
納
得
し
て
い
こ
う
と
す
る
。

成
尋
に
し
て
み
れ
ば
、
五
台
山
は
少
年
の
頃
か
ら
の
夢
で
あ

っ
た
に
し
て

も
、
そ
れ
ま
で
は
現
実
感
の
な
い
ま
ま
過
ご
し
て
き
た
は
ず
で
、
年
と
と

も
に
多
忙
を
き
わ
め
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
、

「修
法
」
な
ど
に
奉
仕
さ

せ
ら
れ
た

「
こ
こ
か
し
こ
ひ
ま
な
く
」
す
る
日
常
の
生
活
で
は
な
く
、
も

う
す
こ
し
落
ち
着
い
た
真
の

「
行
ひ
」
が
し
た
い
と
の
望
み
が
、
少
し
ず

つ
現
実
の
こ
と
と
し
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

治
暦
三
年

（
一
〇
六
七
）
十
月
五
日
の
後
冷
泉
天
皇
の
、
頼
通
の
建
立

し
た
宇
治
平
等
院
へ
の
行
幸
、
そ
の
は
な
や
か
さ
が
喧
伝
さ
れ
て
ほ
ど
な

く
、
二
人
と
も
あ
い
つ
い
で
病
気
と
い
う
報
、
そ
れ
に
と
も
な
い
成
尋
は

こ
れ
ま
で
以
上
に

「宇
治
殿
へ
参
り
な
ど
し
た
ま
ふ
に
、
ま
た
内
裏
の
御

修
法
と
し
、
道
を
中
に
し
て
歩
き
」
と
い
う
暇
の
な
さ
で
、
都
と
宇
治
と

の
間
を
か
け
ず
り
ま
わ
る
と
い
う
あ
り
さ
ま
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
後
、

宮
中
に
は
仁
和
寺
宮

（性
信
法
親
王
）
が
勤
め
る
な
ど
多
く
の
僧
達
が
集

め
ら
れ
た
の
に
と
も
な
い
、
成
尋
は

「
護
■
持
左
丞
相
一　
二
十
年
」

（前

掲

「奉
文
」
）
と
、
頼
通
の
護
持
僧
と
し
て
二
十
年
も
仕
え
て
き
た
だ
け

に
、

「
（宮
中
に
は
）
よ
き
人
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
し
ば

し
」
と
召
さ
れ
て
、
宇
治
に
留
る
こ
と
に
な
る
。
後
冷
泉
天
皇
の
病
状
は

一
向
に
好
転
し
な
い
ま
ま
翌
年
を
迎
え
、

「
帝
い
た
く
悩
ま
せ
た
ま
ひ
て

騒
ぐ
と
聞
く
ほ
ど
に
」
と
彼
女
も
耳
に
す
る
ほ
ど
の
世
の
騒
ぎ
だ

っ
た
よ

う
だ
が
、
や
が
て
治
暦
四
年
四
月
十
九
日
に
四
十
四
歳
で
崩
御
し
て
し
ま

っ
た
。
そ
れ
か
ら
ほ
ど
な
く
頼
通
の
病
気
は
よ
く
な
っ
た
よ
う
で
、
宇
治

か
ら
帰
京
し
た
成
尋
は

「あ
さ
ま
し
う
夢
の
や
う
に
も
は
べ
る
世
か
な
。

限
り
な
き
御
身
に
も
、
世
の
は
か
な
さ
は
か
く
こ
そ
は
」
と
、　
一
段
と
落

胆
し
、年

ご
ろ
よ
り
も
な
つ
か
し
う
召
し
つ
か
は
せ
た
ま
へ
る
こ
と
の
、
思

ひ
で
は
べ
る
も
い
と
こ
そ
あ
は
れ
に
、

と
、
帝
の
死
に
大
き
な
衝
撃
を
受
け
、
「限
り
な
き
御
身
」と
て
世
の
無
常

か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
い
ま
さ
ら
な
が
ら
痛
切
に
感
じ
る
の
で
あ

っ
た
。

成
尋
が
都
に
戻
っ
て
岩
倉
に
入
っ
た
の
は
七
月

一
日
、
そ
の
少
し
前
に

七
十
七
歳
の
頼
通
は
す

っ
か
り
回
復
し
た
よ
う
で
、
老
少
不
定
と
は
い
え

ま
ざ
ま
ざ
と
目
に
し
た
こ
の
現
実
に
、
五
十
八
歳
と
な
っ
た
成
尋
は
か
ね
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て
の
夢
で
あ

っ
た
五
台
山
巡
礼
を
具
体
的
に
実
行
す
る
決
意
を
固
め
る
に

い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
す
ぐ
さ
ま
大
雲
寺
の
人
々
と
も
相
談
し
、
そ

の
実
施
に
向
け
て
の
計
画
を
立
て
て
い
っ
た
。
五
台
山
行
き
は
確
か
に
成

尋
の
夢
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
こ
れ
は
個
人
的
な
営
み
な
ど
で
は
な
く
、

供
の
僧
や
膨
大
な
費
用
な
ど
を
考
え
る
と
、
全
山
を
あ
げ
て
の
行
動
で
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

「
そ
こ
に
入
り
て
念
仏
も
せ
よ
か
し
」
と
、
母
が
岩
倉
の
成
尋
か
ら
招

か
れ
た
の
は
七
月

一
日
以
降
の
こ
と
、
そ
の
折
に
は
す
で
に
彼
の
五
台
山

行
き
は
実
施
に
向
か

っ
て
進
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
と
は
知
ら
な
い
母
親

に
し
て
み
れ
ば
、
八
十

一
歳
に
い
た
る
ま
で
こ
れ
以
上
の
幸
せ
は
な
く
、

「近
き
所
に
て
見
か
よ
は
し
て
、
思
ふ
さ
ま
に
は
べ
る
」と
、
彼
女
に
と
っ

て
後
は
律
師
と
成
尋
に
見
と
ら
れ
な
が
ら
平
穏
な
死
を
迎
え
る
こ
と
だ
け

が
唯

一
の
望
み
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
晩
年
に
な
っ
て
彼

女
の
運
命
を
大
き
く
変
え
た
の
が
、
岩
倉
入
り
し
て
二
年
後
の
延
久
元
年

（
一
〇
六
九
）
の
こ
と
、
の
ど
や
か
に
物
語
を
し
て
い
る
折
に
、
成
尋
は
、

こ
の
ふ
さ
し
く
ゐ
た
る
行
ひ
三
年
果
て
て
、
唐
に
五
台
山
と
い
ふ

所
に
、
文
殊
の
お
は
し
ま
し
け
る
跡
の
ゆ
か
し
く
、
拝
ま
ま
ほ
し
く

は
べ
る
を
、
年
ご
ろ
宿
曜
に
言
ひ
た
る
こ
と
の
、
か
な
ら
ず
か
な
ふ

を
、
六
十

一
慎
む
べ
し
と
言
ひ
た
る
を
、
若
く
は
べ
り
し
よ
り
思
ひ

し
こ
と
は
、
の
ど
か
に
行
ひ
し
て
、
人
騒
が
し
か
ら
ざ
ら
ん
所
に
あ

ら
ん
と
思
ひ
し
を
、
今
ま
で
か
く
て
は
べ
り
つ
る
を
、
年
老
い
り
同

じ
く
は
死
な
ぬ
さ
き
に
、
思
ふ
こ
と
せ
ま
ほ
し
き
を
、

と
、
彼
女
に
と
っ
て
ま
さ
に
衝
撃
的
な
告
白
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
成
尋
が
今
勤
め
て
い
る

「
ふ
さ
し
く
ゐ
た
る
行
ひ
」
と
は
、

『参

天
台
五
墓
山
記
』
の
壁
島
を
出
航
し
た
二
月
十
九
日
条
に
、

「愛
東
風
切

扇
波
濤
高
猛
。
心
神
迷
惑
。
不
′
修
‘
行
法
・
心
中
念
仏
」
と
初
日
か
ら

船
は
激
し
い
波
風
に
翻
弄
さ
れ
、

「
不
レ
覚
酔
臥
」
と
船
酔
い
す
る
者
、

「余
人
頗
宜
」
と
平
気
な
者
も
い
る
中
で
、
成
尋
は

「
予
僣
丁
懸
大
袋
ヽ

終
日
寛
夜
辛
苦
。
五
箇
年
間
、
以
“
不
臥
・
為
′
勤
。
今
望
二
此
時
・
殆

可
“
退
転
こ
と
、
大
き
な
袋
に
寄
り
掛
か
り
、
午
前
六
時
頃
に
帆
を
上
げ

て
以
来
、　
一
晩
中
苦
し
み
続
け
た
と
い
う
。
こ
れ
ま
で
勤
め
た
五
年
間
の

「
不
臥
」
の
修
行
も
、
今
の
波
風
に
よ
っ
て
心
が
ゆ
る
み
か
ね
な
い
、
と

彼
は
書
き
つ
け
る
。
こ
こ
で

「不
臥
」
と
す
る
の
が
本
文
の

「
ふ
さ
し
く

ゐ
た
る
」
の
よ
う
で
、

「
ふ
さ
」
は
諸
注
で
も
指
摘
す
る
よ
う
に

「欧
座
」

な
の
で
あ
ろ
う
。
足
を
組
み
合
わ
せ
て
修
行
す
る
結
枷
映
座
を
意
味
し
て

い
る
と
す
る
と
、
あ
る
い
は

「
ふ
ざ
し
て
ゐ
た
る
」
と
本
来
は
あ
る
べ
き

か
も
知
れ
な
い
。

成
尋
は
、
結
枷
映
座
に
よ
る
三
年
の
修
行
を
終
え
る
と
、
若
い
頃
か
ら

の
望
み
で
も
あ
っ
た
、
文
殊
菩
薩
の
霊
験
の
地
で
あ
る
五
台
山
に
赴
き
た

い
と
述
べ
、
こ
の
時
期
に
し
た
理
由
と
し
て
、
宿
曜
に
よ
る
と
六
十

一
歳

は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
こ
れ
以
上
年
老
い
る
と
自
分
の
命
の

方
が
危
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
な
ど
に
よ
る
と
い
う
。
も
は
や
こ
れ

以
上
待
て
な
い
、
最
後
の
機
会
と
い
う
せ
っ
ぱ
詰
ま

っ
た
危
機
感
が
成
尋

に
は
あ
り
、
後
冷
泉
天
皇
や
頼
通
の
加
持
に
明
け
暮
れ
た
心
身
と
も
に
消

耗
す
る
思
い
は
し
た
く
な
い
と
の
強
い
決
意
で
、
自
分
自
身
を
救
う
た
め

に
も
念
願
の
五
台
山
に
巡
礼
し
、
人
騒
が
し
く
な
い
聖
地
で

「
の
ど
か
に
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行
ひ
」
を
し
た
い
と
、
彼
は
熱
を
込
め
て
母
に
訴
え
る
の
で
あ
る
。

成
尋
に
と
っ
て
は
八
十
を
超
え
た
母
を
残
し
て
渡
宋
す
る
の
は
悲
壮
な

決
意
で
あ

っ
た
は
ず
で
、
母
と
約
束
で
き
る
こ
と
は

「も
し
生
き
た
ら
ば

帰
り
ま
で
来
む
。
失
せ
な
ば
、
か
な
ら
ず
極
楽
を
あ
ひ
見
、
拝
み
た
て
ま

つ
る
べ
き
こ
と
を
思
は
む
」
と
言
う
し
か
な
く
、
ほ
か
に
ど
の
よ
う
に
慰

め
る
こ
と
ば
も
な
か

っ
た
。
そ
の
後
の
母
親
は
、
成
尋
と
別
れ
る
と
い
う

悲
し
い
思
い
に
沈
み
、
早
く
死
に
た
い
と
も
、
生
き
て
こ
の
世
で
再
会
し

た
い
と
も
、
極
楽
に
往
生
で
き
る
の
か
、
は
た
し
て
そ
こ
で
逢
え
る
も
の

か
、
な
ど
と
た
ゆ
た
う
心
の
繰
り
返
し
が
、
い
わ
ば
こ
の
作
品
の
基
底
と

も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
欧
座
」
の
修
行
を
三
年
終
え
る
と
唐
へ
と
出
立
す
る
と
打
ち
明
け
ら

れ
た
母
親
は
、

「
そ
の
三
年
過
ぐ
る
ま
で
生
き
で
（４
）、
か
の
唐
の
い
で

立
ち
み
じ
。
今
日
明
日
ま
で
も
死
な
む
」
と
、
そ
の
三
年
目
が
明
け
る
時

ま
で
生
き
て
い
た
く
な
い
と
し
、
そ
う
す
れ
ば
成
尋
と
の
悲
痛
な
別
離
と

い
う
時
に
遭
遇
し
な
く
て
す
む
と
決
意
し
、
死
ぬ
こ
と
を
心
の
支
え
と
す

る
も
の
の
、
命
ば
か
り
は
思
う
に
ま
か
せ
ず
、
そ
の
約
束
の
日
が
近
づ
い

た
の
で
あ
る
。

三
年
過
ぎ
て
、
こ
の
唐
渡
り
の
こ
と
ま
こ
と
に
な
る
ほ
ど
に
、
仏

の
御
具
ど
も
、
幡
や
何
や
と
人
々
し
て
急
が
せ
た
ま
ふ
。

と
、
彼
女
は
見
な
い
は
ず
だ
っ
た
出
立
の
準
備
を
ま
の
あ
た
り
に
す
る
あ

り
さ
ま
で
、
命
の
あ
る
こ
と
を
今
さ
ら
な
が
ら
忌
ま
わ
し
く
思
わ
ず
に
は

い
ら
れ
な
か

っ
た
。

さ
て
、
成
尋
が
渡
末
に
向
け
て
都
を
離
れ
る
時
期
に
つ
い
て
、　
フ
」
の

ふ
さ
し
く
ゐ
た
る
三
年
果
て
て
」
を
、
諸
注
は
母
に
渡
宋
を
打
ち
明
け
た

延
久
元
年
を
起
点
と
し
、
三
年
後
の
延
久
三
年
と
解
釈
す
る
。
す
る
と
成

尋
は
、
こ
れ
か
ら
三
年
後
に
別
れ
る
こ
と
を
母
に
述
べ
た
こ
と
に
な
る
の

だ
が
、
そ
れ
で
は
い
か
に
も
間
延
び
の
し
て
お
り
、
そ
れ
に
肝
心
の
彼
の

慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
年
齢
が
六
十

一
に
な
っ
て
し
ま
う
。
成
尋
は
六

十
歳
の
年
に
五
台
山
に
赴
き
、

「
の
ど
か
に
行
ひ
」
を
し
て
厄
年
を
迎
え

る
計
画
の
は
ず
で
、
延
久
三
年
に
出
立
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
初
め
か
ら
も

っ
と
も
用
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
六
十

一
歳
に
合
せ
て
の
出
立
と
い
わ

ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

「
」
の
ふ
さ
し
く
ゐ
た
る
」
と
す
る
、
現
在
行
な

っ
て
い
る

「
映
座
」
の
勤
め
は
、
渡
宋
を
決
意
し
て
岩
倉
に
一戻
っ
て
き
た

治
暦
四
年
か
ら
始
め
ら
れ
て
お
り
、
今
年
は
二
年
目
、
延
久
二
年
の
来
年

が
三
年
目
に
相
当
し
、
そ
れ
は
成
尋
六
十
歳
の
年
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
成
尋
の
出
立
は
当
初
の
計
画
は
延
久
二
年
で
あ

っ
た
は

ず
で
、
そ
れ
は

『朝
野
群
載
』

（巻
二
十
）
に
収
め
ら
れ
る
成
尋
の

「
申

文
」
が

「
延
久
二
年
正
月
十

一
日
　
阿
閣
梨
伝
燈
大
法
師
位
成
尋
」
と
あ

る
の
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
成
尋
と
し
て
は
、
宮
中
に
渡
宋
の

申
請
を
し
、
許
可
の
降
り
次
第
そ
の
春
に
で
も
九
州
に
向
か
う
予
定
だ
っ

た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
実
際
は
そ
の
よ
う
に
こ
と
は
ス
ム
ー
ズ
に
は

運
ば
ず
、
許
可
と
も
不
許
可
と
も
裁
決
の
出
な
い
ま
ま
時
間
が
た
つ
ば
か

り
で
、
余
儀
な
く
待
機
す
る
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
成
尋

の

「申
文
」
が
、　
一
年
後
の
延
久
三
年
春
の
出
発
の
た
め
に
書
か
れ
た
も

の
で
な
い
こ
と
は
、
内
容
か
ら
も
知
れ
ら
れ
こ
と
で
あ
る
し
、
ま
た
そ
の

よ
う
な
性
格
の
文
書
で
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
（５
）。



延
久
二
年
の
春
か
ら
大
雲
寺
で
は
あ
わ
た
だ
し
く
荷
物
の
準
備
が
進
め

ら
れ
、
そ
れ
も
沙
汰
や
み
に
な
っ
た
よ
う
に
治
ま
っ
た
か
と
思
う
と
、
再

び
そ
の
暮
か
ら
渡
宋
に
向
け
て
の

「
仏
の
御
具
ど
も
、
幡
や
何
や
と
」
人

々
の
立
ち
働
く
姿
に
、
母
は
た
だ
茫
然
と
な
が
め
る
し
か
な
か

っ
た
。
延

久
三
年
春
、
成
尋
は
六
十

一
歳
と
い
う
宿
曜
に
よ
る
慎
む
年
に
な
り
は
し

た
が
、
彼
に
は
も
は
や
後
戻
り
す
る
余
裕
も
な
い
ま
ま
、
か
な
り
見
切
発

車
的
に
都
を
離
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
一　
母
と
の
離
別

成
尋
は
、
母
に
対
し
て
生
き
て
い
れ
ば
帰
国
す
る
し
、
命
を
失
う
よ
う

な
こ
と
に
な
れ
ば
極
楽
で
再
会
す
る
こ
と
を
述
べ
、
さ
ら
に

「
唐
に
渡
り

て
、
久
し
き
定
三
年
、
さ
ら
ず
は
、
そ
れ
よ
り
近
く
も
ま
で
来
な
ん
」
と
、

渡
宋
す
る
と
い
っ
て
も
長
く
て
三
年
、
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
早
く
母
に
逢
う

た
め
帰
っ
て
く
る
と
約
束
す
る
。
成
尋
に
と
っ
て
日
本
に
再
び
戻
っ
て
来

る
と
い
う
の
は
、
ひ
と
え
に
こ
の
世
で
の
母
の
姿
を
も
う

一
度
見
る
た
め

で
あ
っ
た
。

二
月
十
六
日
に
門
出
と
聞
く
に
つ
け
、　
一
日
一
日
そ
の
日
の
近
づ
い
て

く
る
の
は
、
母
に
と

っ
て
ま
さ
に
身
の
削
ら
れ
る
よ
う
な
深
い
悲
し
み
を

覚
え
た
は
ず
で
、
お
ろ
お
ろ
す
る
彼
女
の
眼
前
で
は
た
だ
成
尋

一
行
の
出

立
の
準
備
だ
け
は
着
々
は
進
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
忙
し
い
合
間
に
も
か

か
わ
ら
ず
、

阿
闇
梨
、
な
べ
て
の
人
も
読
ま
ぬ
経
、
い
み
じ
う
罪
も
救
ひ
た
ま

ふ
、
書
き
出
だ
し
て
、
み
づ
か
ら
供
養
じ
て
、
泣
く
泣
く
聞
か
せ
た

ま
ふ
。
法
橋
、
ま
た
阿
閣
梨
な
ど
い
ふ
人
々
し
て
、
よ
う
書
き
書
か

せ
た
ま
ふ
。
例
は
尊
く
あ
は
れ
に
聞
か
ま
ほ
し
き
こ
と
な
れ
ど
、
悲

し
き
こ
と
に
、
耳
に
も
聞
こ
え
ず
、
日
も
見
え
ぬ
や
う
に
な
り
果
て

て
、
泣
く
よ
り
ほ
か
の
こ
と
も
な
く
て
、

と
、
成
尋
は

一
般
に
は
読
誦
し
な
い
尊
い
経
を
自
ら
染
筆
し
、
ま
た
大
雲

寺
の
法
橋
や
他
の
阿
閣
梨
な
ど
に
も
写
経
さ
せ
、
経
供
養
を
し
て
母
に
読

み
聞
か
せ
も
す
る
の
で
あ
る
。
母
の
罪
を
救
い
、
極
楽
に
往
生
で
き
る
こ

と
を
願
っ
て
の
法
要
だ
が
、
か
ね
て
母
の
望
み
で
も
あ

っ
た
、

「
絶
え
入

ら
ん
折
、
二
人

（律
師

・
成
尋
）
な
ら
び
居
た
ま
ひ
て
、
尊
き
こ
と
ど
も

念
仏
し
聞
か
せ
た
ま
は
ん
を
聞
き
入
り
て
」
と
す
る
、
い
わ
ば
先
取
り
の

仏
事
で
も
あ

っ
た
し
、
ま
た
先
例
に
従
っ
て
の
営
み
で
も
あ
っ
た
。
先
例

と
は
、
奮
然
と
寂
昭
の
入
宋
に
と
も
な
い
、
母
の
た
め
に
両
者
と
も
供
養

し
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

斉
然
は
永
観
元
年

（九
八
三
）
八
月
に
呉
越
商
人
の
船
に
便
乗
し
て
入

宋
し
、
寛
和
二
年

（九
八
六
）
七
月
に
鄭
仁
徳
の
船
で
帰
国
を
果
た
す
。

『本
朝
文
粋
』

（巻
十
三
）
に
慶
滋
保
胤
に
よ
る

「斉
然
上
人
入
唐
時
為

母
修
善
願
文
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
斉
然
は
離
京
に
先
立
つ
天

元
五
年

（九
八
二
）
七
月
十
三
日
に
母
の
た
め
の
願
文
を
作
ら
せ
て
い
る
。

彼
は

「願
先
参
＾
五
台
山
一
、
欲
′
逢
“
文
殊
之
即
身
こ
と
、
五
台
山
ヘ

の
巡
礼
を
望
み
、
渡
宋
の
宣
旨
を
得
て
日
本
を
離
れ
る
の
だ
が
、

仏
子
心
有
（
難
忍
之
事
「
如
来
重
照
「
見
之
「
老
母
在
′
堂
。
行
年
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六
十
。
其
恩
是
深
、
不
′
得
レ
不
レ
報
。
仏
子
拠
レ
母
欲
′
去
、
即

可
″
失
“
孝
行
「
携
レ
母
将
′
留
、
亦
可
レ
乖
二
宿
懐
「
初
独
思
「

量
之
ヽ
後
終
相
「
談
之
「
母
曽
無
‘
怨
参
、
既
有
（
勧
心
「
仏
子

一

歓

一
泣
、
涙
与
レ
言
落
。
我
母
不
‘
是
人
世
之
母
ヽ
是
善
縁
之
母
也
。

と
、
も
っ
と
も
心
残
り
な
の
が
母
と
の
別
れ
で
あ

っ
た
と
述
べ
る
。
母
は

六
十
歳
、
そ
の
恩
は
深
い
な
が
ら
報
い
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
母
を
捨
て

て
離
れ
る
の
だ
か
ら
、
ま
さ
に
親
不
孝
の
謗
り
を
招
き
か
ね
な
い
。
渡
宋

し
な
い
で
母
を
ま
も

っ
て
日
本
に
留
れ
ば
、
そ
れ
は
自
分
の
早
く
か
ら
の

宿
懐
に
背
く
こ
と
に
な
る
し
、
か
と
い
っ
て
母
に
打
ち
明
け
る
の
は
母
を

悲
し
ま
せ
る
こ
と
に
も
な
る
と
、
彼
は
思
い
悩
む
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。

こ
こ
ま
で
の
音
然
の
計
画
と
心
の
葛
藤
の
軌
跡
は
、
そ
の
ま
ま
成
尋
と
重

な
っ
て
お
り
、
彼
と
て
も
渡
宋
の
決
意
を
ど
の
よ
う
な
つ
ら
い
思
い
で
心

に
秘
め
続
け
、
つ
い
に
告
自
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

た
だ
青
然
の
母
は
、
こ
れ
は
願
文
と
い
う
性
格
に
も
よ
る
の
だ
ろ
う
が
、

渡
宋
を
恨
む
そ
ぶ
り
す
ら
な
く
、
む
し
ろ
実
行
を
勧
め
る
あ
り
さ
ま
で
、

彼
は
喜
び
ま
た
涙
し
、
こ
の
母
の
態
度
は
仏
道
と
の
縁
を
結
ぶ

「善
縁
之

母
」
と
称
賛
す
る
。

斉
然
は
さ
ら
に
、
男
女
兄
弟
の
二
二
人
と
あ
い
議
し
、

奉
′
図
‘
十
斎
仏
菩
薩
、
及
弥
勒
文
殊
、
梵
天
帝
釈
像

一
損
、
奉
′

書
‘
妙
法
蓮
連
華
経
、
仁
王
般
若
経
各

一
部
「
便
於
‘
常
住
寺
ヽ
五

日
十
講
、
供
養
演
説
。
是
即
為
‘
慈
母
七
々
日
・
所
＾
逆
修
・
也
。

と
、
経
典
を
書
写
し
、
仏
像
を
描
き
、
母
の
た
め
に
供
養
す
る
の
だ
が
、

こ
れ
は
逆
修
だ
と
い
う
。
帰
国
で
き
な
か

っ
た
時
に
は
、
母
の
法
要
が
で

き
な
く
な
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
死
後
に
行
な
う
仏
事
を
前
も
っ
て
営
む

と
い
う
の
で
あ
る
。
成
尋
の
催
す
母
へ
の
供
養
も
、
ま
さ
に
そ
れ
を
意
図

し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
青
然
は
続
け
て
、

「
仏
子
不
レ
知
、
天
加
二
慈

母
数
年
一、
全
‘
仏
子
余
命
一、
自
（
唐
朝
・
還
ム
吾
土
ヽ
再
見
‘
母
面
ヽ
終

遭
二
母
喪
「
又
不
′
知
、
母
者
在
‘
此
土
・　
而
空
亡
、
子
者
於
‘
他
郷
・

而
不
レ
帰
。
唯
随
‘
宿
習
之
所
７
催
、
任
‘
運
命
之
自
然
・
而
已
」
と
、

天
は
母
の
寿
命
に
さ
ら
に
数
年
を
加
え
、
自
分
は
余
命
を
全
う
し
て
帰
国

す
れ
ば
、
母
と
再
会
し
て
そ
の
臨
終
に
立
ち
合
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
知

れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
母
は
亡
く
な
り
、
自
分
は
と
い
え
ば
帰
れ
な
い
ま

ま
他
郷
で
命
を
失

っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
。
ど

う
な
ろ
う
と
も
、
そ
れ
は
運
命
の
な
せ
る
わ
ざ
で
、
そ
の
自
然
な
流
れ
に

身
を
ま
か
せ
る
ほ
か
は
な
い
。
年
老
い
た
親
を
日
本
に
残
し
て
渡
宋
し
よ

う
と
す
る
成
尋
と
て
立
場
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
、
母
に
は
た
だ
生
き
て
帰

国
す
れ
ば
再
び
逢
え
る
で
あ
ろ
う
し
、
も
し
余
命
尽
き
れ
ば
と
も
に
極
楽

へ
往
生
し
よ
う
と
語
り
か
け
る
し
か
彼
に
は
こ
と
ば
は
な
か
っ
た
。

母
が
回
想
す
る
中
に
、

昔
十
五
ば
か
り
な
り
し
ほ
ど
に
、
三
河
の
入
道
と
い
ふ
人
、
渡
る

と
て
唐
に
率
て
た
て
ま
つ
る
縫
ひ
仏
、
集
り
て
人
の
見
し
に
、

「
い

か
な
る
人
ぞ
」
と
人
の
言
ひ
し
に
、

「
親
を
捨
て
て
渡
る
、
あ
は
れ
」

な
ど
人
言
ひ
し
、
何
と
も
お
ぼ
え
ざ
り
し
、
今
ぞ
親
い
か
に
と
あ
は

れ
に
、
こ
れ
も
人
は
そ
こ
そ
は
言
ふ
ら
め
、
今
ぞ
身
を
知
る
に
い
み

じ
う
い
か
で
と
、
思
ひ
出
で
ら
る
る
こ
と
多
か
り
け
る
あ
り
さ
ま
の
、

と
、
十
五
歳
の
頃
だ
っ
た
長
保
四
年

（
一
〇
〇
二
）
六
月
十
八
日
に
、
寂
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昭

（大
江
定
基
）
が
渡
宋
す
る
た
め
に
都
を
出
立
す
る
事
件
が
書
き
留
め

ら
れ
る
。
二
月
十
五
日
に
入
宋
を
上
奏
し
、
許
さ
れ
て
六
月
十
八
日
に
離

京
、
翌
五
年
八
月
二
十
五
日
に
肥
前
か
ら
出
航
、
帰
国
し
な
い
ま
ま
長
元

七
年

（
一
〇
三
四
）
に
宋
で
没
し
た
と
い
う
。

「
日
本
紀
略
』
の
長
保
四

年
二
月
十
五
日
条
に

「上
状
。
向
＾
大
宋
国
・
巡
‘
礼
五
台
山
こ
と
し
、

『百
錬
抄
』
に
も
同
日
条
に

「
上
状
。
向
ユ
大
宋
国
「
巡
「
礼
五
台
山
「

六
月
十
八
日
首
途
。
天
下
上
下
挙
レ
首
。
向
‘
聖
人
房
・
受
戒
。
世
人
云
。

是
真
仙
也
」
と
、
そ
の
離
京
に
際
し
て
は
多
く
の
人
々
が
見
送
り
、
ま
た

受
戒
し
た
と
も
い
う
。
彼
が
都
を
離
れ
る
折
、
そ
の
門
出
は
公
任
の
自
河

山
荘
で
し
た
こ
と
は

『公
任
集
』
に
見
え
る
と
こ
ろ
で
、
ま
た

「七
月
七

日
、
舟
に
乗
る
に
や
り
た
ま
ふ
け
る
」
と
の
詞
書
を
持
つ
公
任
の
歌
に
よ

っ
て
、
こ
の
日
に
山
崎
あ
た
り
か
ら
淀
川
を
下
っ
て
難
波
津
へ
出
立
し
た

よ
う
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、

「
日
本
紀
略
』
の
永
詐
元
年

（九
八
九
）
三

月
七
日
条
に
よ
る
と

「
入
道
前
参
河
守
大
江
定
基
。
法
名
入
空
。
上
′
状

請
‘
入
唐
こ
と
、
彼
は
十
三
年
前
に
す
で
に
渡
宋
許
可
の
上
奏
を
し
て
い

る
の
だ
が
、
こ
の
結
果
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
た
の
か
明
ら

か
で
は
な
い
。

『続
本
朝
往
生
伝
』
に
よ
る
と
、

「大
宋
国
清
涼
山

（五
台
山
）
」
を

拝
し
た
い
と
の
本
願
は
幸
い
に
も
許
し
を
得
、
出
発
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
だ
が
、
そ
の
時
に
あ
た
っ
て

「於
‘
山
崎
宝
寺
・
為
′
母
修
＾
八
講
「

以
‘
静
照
・
為
二
講
師
「
此
日
出
家
之
者
五
百
余
人
」
と
、
寂
昭
は
後
に

残
す
母
の
為
に
逆
修
の
法
華
八
講
を
催
し
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
出
家
者
は

五
百
余
人
に
も
の
ぼ
っ
た
と
記
す
。
婦
女
は
車
か
ら
自
ら
の
髪
を
切
っ
て

講
師
に
渡
し
た
と
も
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
の
日
の
都
は
ま
さ
に
騒
然
と
し

た
状
況
に
あ

っ
た
わ
け
で
、
成
尋
母
は
七
十
年
ば
か
り
後
に
寂
昭
母
と
同

じ
運
命
が
自
分
に
襲
う
と
は
夢
想
す
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
異
常
な
有
様

を
な
が
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

成
尋
は
、
五
台
山
巡
礼
を
果
た
し
た
近
い
例
と
し
て
、
当
然
の
こ
と
な

が
ら
蒼
然
と
か
寂
昭
が
念
頭
に
あ

っ
た
は
ず
だ
が
、
同
時
に
両
者
と
も
母

と
の
離
別
に
は
逆
修
と
し
て
の
法
要
を
修
し
た
こ
と
も
知
っ
て
い
た
。
成

尋
と
し
て
も
、
同
じ
く
そ
の
よ
う
な
離
別
の
儀
式
は
、
せ
め
て
も
の
心
の

慰
め
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
帰
国
し
て
母
と
生
き
て
再
会
す
る
か
、
さ
も
な

け
れ
ば
死
後
は
必
ず
極
楽
往
生
し
て
蓮
の
上
で
め
ぐ
り
あ
う
か
が
、
彼
に

課
せ
ら
れ
た
使
命
で
も
あ
っ
た
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
成
尋
は
三
年
の
欧
座
の
修
行
が
終
る
延
久
二

年
に
出
立
す
べ
く
、
準
備
を
す
る
傍
ら
正
月
十

一
日
付
け
の

「申
文
」
を

奏
上
し
た
。
彼
が
ど
の
よ
う
な
決
意
の
も
と
に
渡
宋
を
思
い
立
つ
に
い
た

っ
た
の
か
、
そ
の
あ
た
り
を
知
る
た
め
に
も
次
に

『朝
野
群
載
』
の

「申

文
」
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

阿
閣
梨
伝
燈
大
法
師
位
成
尋
誠
僅
誠
恐
謹
言

請
，
特
蒙
二　
天
裁
「
給
‘
官
符
於
本
府
「
随
‘
大
宋
国
商
客
帰

郷
「
巡
「
礼
五
壼
山
井
諸
聖
跡
等
・
状

右
成
尋
伏
尋
‘
往
跡
・
先
賢
入
唐
之
輩
。
本
懐
各
以
相
分
。
或
為
レ

央
‘
法
流
之
奥
し晃

或
為
′
礼
〓
聖
跡
之
霊
勝
「
互
請
“
　

天
裁
於

本
朝
「
方
遂
‘
地
望
於
異
域
「
因
レ
姦
探
レ
蹟
討
′
深
。
究
「
学
顕

密
之
教
文
「
跛
′
山
渉
′
水
。
巡
「
礼
幽
遂
之
名
地
「
而
某
柳
開
・
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法
門
之
枢
鍵
「
綾
見
・
数
家
之
伝
記
「
五
墓
山
者
。
文
殊
化
現
之
地

也
。
故
華
厳
経
云
。
東
北
方
有
‘
菩
薩
住
処
「
名
（
清
涼
山
「
過
去

諸
菩
薩
。
常
於
レ
中
住
。
彼
現
有
二
菩
薩
「
名
（
文
殊
師
律
「
有
‘

一
万
菩
薩
春
属
「
常
為
‘
説
法
「
又
文
殊
経
云
。
若
人
聞
二
此
五
璽

山
名
「
入
‘
五
墓
山
「
取
‘
五
墓
山
石
「
踏
‘
五
墓
山
地
「
此
人
超

‘
四
呆
聖
人
「
為
レ
近
‘
無
上
菩
提
¨
者
。
天
台
山
者
。
智
者
大
師

開
悟
之
地
也
。
五
百
羅
漢
。
常
住
‘
此
山
・
臭
。
誠
是
爛
「
然
経
典

文
「
但
以
レ
甲
‘
於
天
下
之
山
「
故
天
竺
道
猷
登
‘
華
頂
蜂
。
而
礼

二
五
百
羅
漢
ヽ
日
域
霊
山
。
入
‘
清
涼
山
「
而
見
（　
一
万
菩
薩
「
某

性
雖
“
愚
魯
。
見
′
賢
思
レ
斉
。
巡
礼
之
情
。
歳
月
已
久
臭
。
加
′

之
天
慶
寛
延
。
天
暦
日
延
。
天
元
斉
然
。
長
保
寂
昭
。
皆
蒙
‘
　

天

朝
之
恩
計
「
得
′
礼
二
唐
家
之
聖
跡
「
愛
齢
迫
＾
六
旬
「
余
喘
否

幾
。
若
無
′
遂
‘
旧
懐
「
後
有
＾
何
益
「
宿
縁
所
レ
催
。
是
念
爾
切

也
。
以
“
六
時
六
行
道
「

一
生
斎
食
。
常
坐
不
′
臥
。
勇
猛
精
進
。

凝
（　
一
心
誠
「
及
‘
三
箇
年
。
於
戯
航
海
之
悼
。
非
′
不
レ
畏
也
。

偏
任
二
残
涯
於
畳
浪
之
風
「
懐
土
之
涙
。
非
′
不
′
落
也
。
唯
寄
‘

懇
望
於
五
峰
之
月
「
師
跡
之
遺
室
。
興
隆
之
思
豊
廃
。
母
老
今
在
レ

堂
。
晨
昏
之
礼
何
忘
。
然
而
先
世
之
因
。
欲
レ
罷
不
レ
能
。
今
世
之

望
。
又
思
二
何
事
「
望
請
。
　
天
裁
給
‘
官
符
於
大
宰
府
「
随
“
商

客
販
向
之
便
「
遂
´
聖
跡
巡
礼
之
望
「
某
誠
僅
誠
恐
謹
言

延
久
二
年
正
月
十

一
日
　
　
　
　
阿
閣
梨
伝
燈
大
法
師
位
成
尋

こ
れ
ま
で
入
唐
し
た
先
人
た
ち
は
ヽ
法
流
の
奥
旨
を
き
わ
め
る
た
め
、

ま
た
聖
跡
の
霊
勝
の
地
を
尋
ね
ん
と
し
て
帝
の
裁
可
を
仰
ぎ
、
異
域
に
あ

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
本
懐
を
遂
げ
て
き
た
。
五
台
山
や
天
台
山
は
聖
地
と
し

て
経
典
に
も
説
か
れ
て
い
る
通
り
だ
が
、
天
竺
道
獣
が
華
頂
峰

（天
台
山
）

に
登
っ
て
五
百
羅
漢
を
う
や
ま
い
、
日
域
霊
山
が
清
涼
山

（五
台
山
）
に

入
っ
て
一
万
菩
薩
を
拝
し
た
よ
う
に
、
自
分
と
し
て
も

「
巡
礼
之
情
」
を

い
だ
く
よ
う
に
な
っ
て
す
で
に
歳
月
も
久
し
い
。
天
慶
年
間
に
は
寛
延
が
、

天
暦
に
は
日
延
が
、
天
元
に
は
斉
然
が
、
長
保
に
は
寂
昭
が
そ
れ
ぞ
れ
天

恩
を
蒙
っ
て

「唐
家
之
聖
跡
」
を
訪
れ
た
が
、
自
分
と
て
も
歳
す
で
に
六

十
に
迫
り
、
余
命
と
て
い
く
ば
く
も
な
い
年
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
だ
け
に
、

何
と
し
て
で
も
旧
懐
を
遂
げ
た
く
、

「
是
念
爾
切
」
な
る
思
い
で
あ
る
。

ひ
た
す
ら
渡
宋
を
こ
い
ね
が
い
、　
コ
ハ
時
六
行
道
」
に
よ

っ
て
一
心
に

「
常
坐
不
臥
。
勇
猛
精
進
」
の
動
め
を
し
て
す
で
に
三
年
に
及
ぶ
と
い
う
。

こ
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
も
、
延
久
二
年
の
時
点
で

「常
坐
不
臥
」
の
精
進

が
三
年
と
す
る
よ
う
に
、
そ
の
開
始
は
治
暦
四
年
で
あ

っ
た
こ
と
を
知
る

で
あ
ろ
う
。

成
尋
は
航
海
へ
の
恐
れ
や
日
本
を
去
る
こ
と
へ
の
悲
し
み
が
あ
り
は
す

る
も
の
の
、
そ
れ
以
上
に
五
峰
の
月

（五
台
山
）
を
望
み
、
師
跡
を
訪
れ

る
願
い
は
強
く
な
る
ば
か
り
で
あ
る
。
た
だ
、
彼
に
と

っ
て
老
い
た
母
を

残
す
こ
と
だ
け
は
深
い
憂
い
で
、
朝
夕
の
孝
行
の
思
い
を
忘
れ
は
し
な
い

が
、
や
は
り
渡
宋
の
念
は
や
み
が
た
い
と
も
述
べ
る
。
許
可
の
官
符
を
大

宰
府
に
下
し
て
い
た
だ
き
、
宋
の
商
客
の
帰
帆
に
便
乗
し
、
聖
跡
を
巡
礼

す
る
望
み
を
か
な
え
て
ほ
し
い
、
と
成
尋
は
綾
綾
と
訴
え
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の

「申
文
」
の
骨
子
は
、
二
年
後
の
延
久
四
年
六
月
二
日
に
宋

皇
帝
に
奏
上
し
た

「奉
文
」

（
『参
天
台
五
憂
山
記
』
）
に
も
用
い
ら
れ
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て
お
り
、

「就
中
天
竺
道
獣
登
“
石
橋
・　
而
礼
二
五
百
羅
漢
一　
日
域
霊
仙

入
二
五
墓
・　
而
見
‘　
一
万
菩
薩
「
ム
性
雖
・
頑
愚
・
見
′
賢
欲
′
斉
」
な

ど
と
す
る

一
文
は
そ
の
ま
ま
再
利
用
さ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
「奉
文
」
で
あ

ら
た
に
加
え
ら
れ
て
い
る
入
宋
の
目
的
と
し
て
、

「
所
レ
随
′
身
天
台
真

言
経
書
六
百
余
巻
灌
頂
道
具
三
十
八
種
。
至
‘
予
真
言
経
儀
軌
・
持
参
＾

青
龍
寺
経
蔵
・
純
二
其
訛
謬

」
と
、
彼
は
天
台

・
真
言
の
仏
典
六
百
余
巻

と
灌
頂
道
具
三
十
八
種
を
持
参
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
経
書
は
長
安
青
龍

寺
の
経
蔵
で
校
合
し
、
訛
謬
を
正
し
た
い
と
も
い
う
。
こ
の
青
龍
寺
は
、

恵
果
が
空
海
に
仏
法
を
授
け
た
寺
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
日
本
の
求
法

僧
と
の
関
係
は
深
い
。
成
尋
は
そ
の
後
、
仏
典
六
百
巻
を
青
龍
寺
で
比
校

し
た
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、

『参
天
台
五
憂
山
記
』
延
久
四
年
十
月
十

一
日
に

「
因
″
之
進
「
上
顕
密
法
門
六
百
余
巻
目
録
表
こ
と
す
る
の
で
、

宋
帝
に
献
上
し
て
し
ま

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

成
尋
は

「申
文
」
に
ま
で
触
れ
て
い
た
よ
う
に
、
渡
宋
を
願
い
出
な
が

ら
も
心
残
り
は
年
老
い
た
母
の
こ
と
で
、
そ
の
別
れ
は
彼
の
心
に
痛
切
な

悲
し
み
と
し
て
持
ち
続
け
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
情
熱
を

込
め
て
訴
え
た
後
三
条
天
皇
へ
の

「申
文
」
も
判
断
が
下
さ
れ
な
い
ま
ま

時
が
推
移
し
、
そ
の
年
は
ず
る
ず
る
と
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
成
尋
は
そ
の

後
も
上
申
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
保
留
の
ま
ま
と
な
り
、
つ
い
に
翌
延
久
三

年
二
月
十
六
日
に
彼
は
待
ち
切
れ
な
く
て
大
雲
寺
を
離
れ
る
こ
と
に
し
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
宋
の
商
船
の
動
向
か
ら
す
る
と
、
急
遠
二
月
二
日

に
出
発
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
い
つ
に
な
ろ
う
と
も
あ
ら
か
じ
め
予
定

さ
れ
て
い
た
こ
と
な
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
正
月
二
十
日
に
仁
和
寺
に
母
の

引
き
取
り
を
依
頼
す
る
こ
と
に
な
る
。
顔
を
見
交
わ
し
て
の
別
離
は
、
母

に
と
っ
て
は
耐
え
ら
れ
な
い
悲
し
み
で
あ
ろ
う
し
、
母
を
残
す
成
尋
に
し

て
も
決
意
の
心
が
鈍
り
か
ね
な
い
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

正
月
二
十
日
は
母
に
と

っ
て
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
成
尋
と
の
別
れ
と

い
う
、
悔
恨
と
絶
望
の
日
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

成
尋
が
宋
行
き
の
船
に
乗

っ
た
の
は
、
さ
ら
に
翌
年
の
延
久
四
年
二
月

十
五
日
、
四
月
十
三
日
杭
州
着
、
十
六
日
に

「未
時
与
＾
船
頭
・
共
向
‘

宿
処
「
店
家
廿
町
許
所
′
置
物
以
‘
金
銀
・
造
食
物
菓
子
不
思
議
也
」
と
、

唐
人
の
船
頭
に
連
れ
ら
れ
て

「宿
処
」
に
赴
き
、
そ
こ
に
一
行
は
投
宿
す

る
こ
と
に
な
る
。
か
な
り
立
派
な
造
り
の
家
だ
っ
た
よ
う
で
、
家
主
の
張

二
郎
は
献
身
的
な
世
話
も
し
て
く
れ
る
。
彼
が
関
心
を
持
っ
た
の
は
、
五

月
十
日
条
に
記
す

「家
主
母
生
年
八
十
五
。
出
来
礼
拝
」
と
す
る
家
主
の

母
親
で
、
奇
し
く
も
成
尋
の
母
と
同
じ
く
八
十
五
歳
だ

っ
た
と
い
う
。
こ

と
さ
ら
こ
の
よ
う
に
年
齢
ま
で
記
す
の
も
、
彼
は
常
に
母
を
思
い
続
け
て

い
た
証
拠
と
も
い
え
よ
う
。

〓
一　
出
国
へ
の
奔
走

成
尋
の
一
行
が
都
を
離
れ
た
の
は
延
久
三
年
二
月
二
日
の
早
暁
、
山
崎

の
津
の
対
岸
に
あ
る
八
幡
か
ら
淀
川
を
下
り
、
難
波
の
津
か
ら
瀬
戸
内
へ

と
出
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
二
月
に
な
っ
て
備
前
か
ら
出
さ
れ
た
成
尋

の
文
に
よ
る
と
、

「今
日
な
む
筑
紫
の
船
に
乗
り
ぬ
る
」
と
あ
る
の
で
、
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児
島
の
あ
た
り
で
あ
ろ
う
か
、
九
州
へ
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
当
時
に
お

い
て
は
遣
唐
使
船
の
よ
う
な
公
用
船
が
存
在
し
な
い
た
め
、
大
陸
に
渡
る

と
な
る
と
、
成
尋
が

「申
文
」
に
記
し
て
い
た
よ
う
に

「宋
国
商
客
」
が

帰
国
す
る
船
に
便
乗
す
る
し
か
な
く
、
日
本
人
に
よ
る
商
船
は
ま
だ
ほ
と

ん
ど
な
か

っ
た
状
態
で
あ
る
。

「商
客
」
は
行
商
人
だ
か
、
貿
易
に
携
わ

る
船
主
を
意
味
し
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
者
の
判
断
に
よ
っ
て
乗
船
の
許

可
、
不
許
可
が
決
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
彼
が
二
月
十
六
日
の
予

定
を
二
日
に
繰
り
上
げ
た
の
は
、
そ
の
商
客
が
備
前
に
来
て
い
る
と
の
報

に
よ
っ
て
お
り
、
乗
船
の
話
を
つ
け
る
た
め
彼
は
急
い
で
下
る
こ
と
に
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
た
ど
り
着
い
て
み
る
と
、
商
客
は
す
で
に
備

前
か
ら
離
れ
て
筑
紫

へ
赴
い
て
お
り
、
彼
も
便
船
を
求
め
て
後
を
追
う
こ

と
に
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
成
尋
は
筑
紫
で
ど
の
よ
う
に
過
ご
し
て
い
た
の
か
不
明
だ
が
、

八
月
に
な
っ
て
の
頃
、
人
が
訪
れ
て
報
告
す
る
に
は
、

筑
紫
よ
り
よ
べ
ま
で
来
た
る
人
の
、

「
八
月
二
十
よ
日
の
ほ
ど
に
、

阿
閣
梨
は
唐
に
渡
り
た
ま
ひ
な
ん
と
て
、
船
に
乗
る
べ
き
や
う
に
て

お
は
す
と
聞
き
し
」
と
申
す
。

と
言
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
筑
紫
よ
り
訪
れ
た
人
と
い
う
の
は
、
成
尋

を
ど
う
し
て
知

っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
母
に
知
ら
せ
に
来
た
人
と
筑
紫
人

と
の
関
係
は
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
は

一
切
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、
私

は
い
ず
れ
も
大
雲
寺
に
か
か
わ
る
人
々
だ
と
思
っ
て
い
る
。
後
に
も
述
べ

る
よ
う
に
、
成
尋
の
渡
宋
は
個
人
的
な
発
想
に
よ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
を

支
え
た
の
は
大
雲
寺
で
あ
り
、
ま
た
天
台
系
の
多
く
の
僧
侶
た
ち
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
成
尋
に
と

っ
て
は
従
兄
で
も
あ
る
肥
後
守
定
成
や
、
母
方
の

叔
父
隆
国
な
ど
の
力
も
大
き
く
あ
ず
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
成
尋
が

宋
に
渡
っ
て
後
も
、
大
宰
府
に
は
大
雲
寺
の
い
わ
ば
駐
在
員
に
相
当
す
る

僧
達
が
お
り
、
成
尋
と
都
の
大
雲
寺
と
の
間
の
連
絡
係
を
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
商
客
を
追
い
か
け
た
成
尋
は
、
交
渉
が
う
ま
く
運
ん
だ
の
か
、

八
月
二
十
余
日
の
宋
へ
帰
航
す
る
船
に
便
乗
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
と
い

っ
て
、
そ
の
準
備
を
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
大
宰
府
か
ら
大
雲
寺

に
連
絡
が
入
り
、
そ
れ
を
大
雲
寺
の
使
い
の
者
が
成
尋
母
に
知
ら
せ
て
く

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

当
時
の
宋
か
ら
の
船
の
出
入
り
は
、
往
航
は
夏
、
帰
航
は
秋
と
さ
れ
は

す
る
が
（６
）、
諸
記
録
に
よ
る
と
必
ず
し
も
そ
う
は
な

っ
て
い
な
い
。
た

だ
、
こ
の
成
尋
が
便
乗
し
よ
う
と
す
る
八
月
二
十
過
ぎ
の
船
と
い
う
の
は
、

ま
さ
に
そ
の
原
則
に
従
っ
た
よ
う
な
船
で
、
貿
易
の
た
め
に
夏
来
航
し
て

帰
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
ろ
う
。
記
録
な
ど
に
は
見
え
な
い
が
、
博
多
を
訪

れ
、
ま
た
備
前
な
ど
の
よ
う
な
内
海
に
も
深
く
入
っ
て
来
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
母
の
も
と
に
は
成
尋
か
ら
の
文
も
な
い
た
め
、
出
航
す
る
の
か
ど

う
か
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
た
だ

一
日
一
日
遠
ざ
か
っ
て
い
く
よ
う
な
思

い
だ
け
は
彼
女
は
ひ
し
と
感
じ
る
の
で
あ
っ
た
。

数
日
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
、

「
筑
紫
へ
ま
か
る
者
な
り
。
御
文
や
賜
ふ
」

と
言
っ
て
き
た
た
め
、
彼
女
は
半
信
半
疑
の
ま
ま
成
尋
へ
の
文
を
筑
紫
ヘ

帰
る
と
い
う
者
に
託
し
た
の
で
あ
る
。
順
調
に
進
め
ば
、
八
月
末
に
成
尋

は
大
陸
へ
と
向
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
船
は
事
故
で
も
あ

っ
た
の
か
、
あ
る

い
は
成
尋
側
に
不
都
合
が
生
じ
た
の
か
、
彼
は
乗
船
し
て
い
な
い
だ
け
で
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は
な
く
、

「十
月
十
三
日
の
灯
と
も
す
ほ
ど
」
に
突
然
の
よ
う
に
帰
京
し

て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
近
い
頃
の
永
承
二
年

（
一
〇
四
七
）
十
二
月

二
十
四
日
条
の

『百
錬
抄
』
に
よ
る
と
、

「渡
唐
者
清
原
守
武
配
「
流
佐

渡
国
「
同
類
五
人
可
″
浴
‘
徒
年
一
之
由
被
‘
宣
下
「
件
守
武
。
大
宰
府

召
「
進
之
「
於
‘
貨
物
・
者
納
＾
官
厨
家
こ
と
、
私
に
入
宋
し
て
貿
易
を

営
も
う
と
し
た
清
原
守
武
は
発
覚
し
て
佐
渡
に
流
罪
、
与
党
五
人
は
徒
刑

に
処
せ
ら
れ
、
貨
物
は
没
収
と
な
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ

る
だ
け
に
、
便
船
が
あ
れ
ば
勝
手
に
出
国
で
き
る
よ
う
な
国
情
で
は
な
く
、

成
尋
と
し
て
も
慎
重
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
だ
け
に

な
お
さ
ら
正
式
に
宣
旨
を
得
て
渡
宋
し
た
く
も
思
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

成
尋
は
十
月
十
三
日
の
夜
は
岩
倉
に
行
き
、
翌
日
の
午
後
四
時
頃
に
再

び
訪
れ
、
そ
の
ま
ま
あ
わ
た
だ
し
く
淀
の
津
に
向
か
っ
て
し
ま

っ
た
。
彼

の
後
を
追
う
よ
う
に

「大
殿

（頼
通
）
よ
り
も
こ
と
殿
ば
ら
よ
り
も
御
文

ど
も
あ
れ
ど
」
と
あ
る
た
め
、
彼
は
十
四
日
は
朝
か
ら
有
力
な
貴
顕
の
も

と
を
訪
れ
る
な
ど
か
け
ず
り
ま
わ
っ
て
い
た
よ
う
で
、
そ
れ
は
当
然
な
こ

と
な
が
ら
渡
宋
の
宣
旨
を
拝
領
で
き
る
よ
う
に
と
の
画
策
を
し
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
も

っ
と
も
帰

っ
て
き
た
理
由
と
し
て
、
彼
は

「
『今
ひ
と
た

び
来
て
見
よ
』
と
あ
り
し
文
の
、
い
と
ほ
し
さ
に
な
ん
ま
で
来
た
る
」
と
、

母
の
手
紙
に

「も
う

一
度
帰
っ
て
き
て
逢

っ
て
く
れ
」
と
書
か
れ
て
い
た

た
め
だ
と
す
る
。
こ
の
手
紙
と
い
う
の
は
、
八
月
二
十
余
日
に
出
航
す
る

と
の
筑
紫
人
の
報
に
、
帰
国
に
際
し
て
託
し
た
文
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
こ

れ
か
ら
み
て
も
成
尋
と
大
雲
寺
と
の
間
で
は
緊
密
な
連
絡
が
な
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

成
尋
の
こ
れ
か
ら
の
行
動
は
、
備
中
の
新
山
で
百
日
ば
か
り
の
勤
め
を

し
、
正
月
に
は
再
び
帰
京
し
て

「
内
裏
に
宣
旨
申
し
て
、
賜
ば
ば
、
本
意

の
や
う
に
唐
に
渡
り
て
、
申
し
て
来
ん
。
賜
ば
ず
は
、
と
ど
ま
り
て
こ
そ

は
べ
ら
め
」
と
い
う
の
で
あ

っ
た
。
百
日
の
勤
め
は
、
渡
宋
へ
の
実
現
へ

向
け
て
の
祈
り
で
あ
り
、
六
十

一
歳
に
な
っ
た
厄
年
へ
の
精
進
と
、
さ
わ

り
な
く
宣
旨
の
下
る
の
を
期
待
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
十

一
月
に

な
っ
て
成
尋
か
ら
の
文
が
あ
り
、
そ
れ
に
は

「十
月
二
十
日
ぞ
、
備
中
の

新
山
と
い
ふ
所
に
ま
で
来
た
る
。
正
月
の
ほ
ど
に
人
お
こ
せ
ん
」
と
あ

っ

た
よ
う
で
、
都
か
ら
六
日
後
に
新
山
入
り
し
、
こ
れ
か
ら
百
日
の
修
行
、

そ
の
間
正
月
に
人
を
遣
わ
す
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
か
な
ら
ず
正
月
に
は

ま
で
来
な
ん
」
と
約
束
し
て
い
た
成
尋
自
身
の
上
京
が
、
手
紙
で
は

「
正

月
の
ほ
ど
に
人
お
こ
せ
ん
」
と
表
現
に
異
な
り
を
見
せ
る
の
は
、
宣
旨
を

め
ぐ
っ
て
の
扱
い
に
微
妙
な
変
化
が
生
じ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

延
久
四
年
の
正
月
が
訪
れ
た
も
の
の
、
成
尋
自
身
は
も
ち
ろ
ん
使
い
の

者
の
上
洛
も
な
く
、
さ
す
が
に
岩
倉
の
僧
達
も
心
配
に
な
っ
て
き
た
よ
う

で
、

「御
迎
へ
に
も
試
み
に
」
と
、
正
月
十
四
日
に
な
っ
て
下
る
こ
と
に

な
り
、
母
は
成
尋
宛
の
文
を
託
す
こ
と
に
す
る
。

「徒
歩
よ
り
参
る
」
と

出
か
け
た
の
は
冬
の
海
の
荒
れ
る
の
を
恐
れ
た
た
め
か
、
そ
の
あ
た
り
の

事
情
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
備
前
で
成
尋
と
出
会

っ
て
用
事
は
す
ま
せ
た

の
で
あ
ろ
う
、
使
い
の
僧
達
は
ほ
ど
な
く
帰
京
し
て
き
た
。
二
月
十
四
日

に
成
尋
か
ら
文
が
届
き
、
そ
れ
に
は
、

こ
れ
は
、
備
中
よ
り
遠
き
安
芸
の
国
と
い
ふ
所
に
ま
で
来
た
り
。

唐
人
あ
り
な
し
聞
き
て
、
四
月
に
京
に
は
の
ぼ
ら
ん
。
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と
あ
り
、
す
で
に
彼
は
備
中
か
ら
安
芸
に
足
を
の
ば
し
、
そ
こ
で
唐
人
の

所
在
を
確
か
め
、
あ
ら
た
め
て
四
月
に
上
京
し
よ
う
と
い
う
。
備
中
に
迎

え
に
行
っ
た
僧
達
は
、

「船
に
乗
り
た
ま
ひ
し
を
見
て
来
し
」
と
報
告
し

て
い
る
の
で
、　
一
月
末
に
百
日
の
勤
め
を
終
え
た
後
、
成
尋
は
児
島
あ
た

り
か
ら
安
芸
行
き
の
船
に
乗
り
込
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
を
見
届
け

て
帰
っ
て
き
た
の
だ
と
い
う
。

昨
年
十
月
に
帰
京
し
た
成
尋
は
、
正
月
に
上
京
し
て

「な
ほ
内
裏
に
宣

旨
申
し
て
」
と
、
渡
宋
許
可
の
宣
旨
を
得
よ
う
と
し
て
い
た
。
使
い
の
者

も
よ
こ
さ
な
い
ま
ま

一
月
も
過
ぎ
、
二
月
の
安
芸
の
国
か
ら
の
手
紙
で
は
、

四
月
に
京
都
に
戻

っ
て
く
る
と
い
う
。
こ
れ
は
い
ま
だ
に
宣
旨
の
降
り
な

い
の
を
督
促
す
る
た
め
で
あ
り
、
宣
旨
が
あ
り
次
第
、
昨
年
の
八
月
に
乗

船
予
定
の
船
便
が
あ

っ
た
よ
う
に
、
今
年
こ
そ
は
同
じ
く
秋
に
宋
に
帰
帆

す
る
船
に
乗
り
込
も
う
と
の
思
い
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

二
月
も
末
に
な
っ
た
二
十
七
日
、
雨
の
し
き
り
に
降
る
日
だ
っ
た
が
、

母
は

「
阿
閣
梨
は
お
は
す
ら
ん
」
と
、
四
月
に
は
上
京
す
る
と
い
う
阿
閣

梨
と
の
再
会
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
人
が
訪
れ

「
周
防
の
国
に

お
は
し
け
り
」
と
告
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ほ
ど
な
く
で
あ
ろ
う
、
人

の
も
と
に
届
い
た
文
に
よ
る
と
、

「
阿
閣
梨
は
筑
紫
へ
唐
人
尋
ね
お
は
す

と
て
、
船
に
の
り
ま
た
ひ
に
け
り
」
と
の
報
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
成
尋
は

二
月
に
安
芸
、
情
報
を
得
て
周
防
に
赴
き
、
そ
こ
で
乗
船
の
話
が
ま
と
ま

っ
た
よ
う
で
、
彼
は
す
ぐ
さ
ま
筑
紫
の
大
宰
府
へ
唐
人

（商
客
）
に
会
い

に
最
後
の
国
内
の
移
動
を
し
た
の
で
あ
る
。
五
月
五
日
、

「
早
く
渡
り
た

ま
ひ
に
け
り
。
筑
紫
の
人
々
も
、
あ
は
れ
が
り
泣
き
し
」
と
、
人
々
に
よ

っ
て
彼
女
は
決
定
的
な
知
ら
せ
を
受
け
る
が
、
成
尋
は
二
月
十
五
日
に
乗

船
し
、
そ
の
頃
す
で
に
杭
州
に
着
い
て
い
た
。

成
尋
か
ら
連
絡
が
あ

っ
た
の
は
六
月
十
余
日
、
そ
こ
に
は
二
月
十
余
日

に
唐
の
船
に
乗
っ
た
こ
と
、
極
楽
で
再
会
し
た
い
こ
と
な
ど
が
し
た
た
め

ら
れ
、
も
は
や
彼
女
に
は
手
の
届
か
な
い
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
思

い
知
ら
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
十
月
十

一
日
、
成
尋
と
行
動
を
共
に

し
、
船
に
は
乗
ら
な
か

っ
た
僧
か
ら
の
文
が
あ

っ
た
が
、
こ
れ
に
は
三
月

十
五
日
の
出
航
か
ら
、
杭
州
に
着
い
た
状
況
、
天
台
山
へ
巡
礼
す
る
こ
と

に
な
っ
た
こ
と
な
ど
が
か
な
り
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
文

の
内
容
以
上
に
彼
女
が
興
味
を
示
し
た
の
は
、
こ
の
僧
の
語
っ
た
こ
と
ば

で
、

「御
房
渡
し
た
て
ま
つ
り
た
る
唐
人
に
会
ひ
て
は
べ
り
き
」
と
語

る
。

「
『来
年
の
秋
は
か
な
ら
ず
来
ん
』
と
の
た
ま
ひ
し
か
ば
、
春

ま
か
り
て
、
秋
は
具
し
た
て
ま
つ
ら
ん
と
言
ひ
き
」
と
言
ふ
。

「
さ

れ
ば
ま
か
り
あ
ひ
て
、
我
も
参
ら
む
」
と
て

「往
な
ん
と
す
」
と
言

ふ
。

と
、
成
尋
を
宋
に
運
ん
だ
唐
人
に
出
会

っ
た
と
こ
ろ
、
成
尋
は

「
来
年
の

秋
に
は
き
っ
と
帰
国
し
よ
う
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
自
分
と
し
て
も

春
に
は
宋
に
出
か
け
て
、
秋
に
は
お
連
れ
し
て
日
本
に
や
っ
て
来
る
つ
も

り
だ
、
と
言

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
唐
人
は
商
客
な
の
で
あ
ろ
う

が
、
二
月
に
成
尋

一
行
を
船
で
運
び
、
秋
に
な
っ
て
再
び
杭
州
か
ら
筑
紫

に
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
唐
人
と
こ
の
僧
が
出
会

っ
て
成
尋
の
様

子
を
聞
い
た
わ
け
で
、
船
旅
の
間
で
の
会
話
な
の
で
あ
ろ
う
、
成
尋
は
唐
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人
に

「来
年
の
秋
は
日
本
に
帰
る
」
と
述
べ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
唐
人
は
、

「来
年

（延
久
五
年
）
春
に
は
博
多
を
出
航
し
、
杭
州
で
成
尋

一
行
を
乗

せ
、
秋
に
は
日
本
に
や
っ
て
来
よ
う
」
と
こ
の
僧
に
語
っ
た
の
で
あ
る
。

成
尋
の
乗
船
し
た
唐
人
の
船
は
筑
紫
と
杭
州
と
の
間
を
か
な
り
定
期
的

に
往
来
し
て
い
た
よ
う
で
、
春
に
筑
紫
を
出
航
し
て
杭
州
に
着
き
、
し
ば

ら
く
停
泊
の
後
秋
に
筑
紫
を
訪
れ
る
と
い
う
周
期
で
あ
る
。
唐
人
と
会
っ

て
成
尋
の
様
子
を
聞
い
た
と
い
う
僧
は
、

「
」
の
よ
う
な
事
情
な
の
で
、

来
年
の
春
の
杭
州
行
き
の
便
に
は
私
も
乗

っ
て
出
か
け
、
向
こ
う
で
成
尋

と
会
っ
て
日
本
に
お
連
れ
す
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

延
久
五
年
正
月
七
日
、
今
年
の
秋
に
は
成
尋
が
帰
国
す
る
は
ず
で
、
治

部
の
君
の
文
を
持
っ
て
来
た
僧
も
、

「筑
紫
へ
ま
か
で
、
唐
人
の
渡
ら
ん

た
よ
り
に
参
り
て
、
や
が
て
御
房
の
こ
な
た
に
お
は
せ
ん
に
来
ん
」
と
、

こ
れ
か
ら
筑
紫
へ
下
向
し
、
春
の
唐
人
の
定
期
便
で
杭
州
に
向
か
い
、
成

尋
と
出
会

っ
て
そ
の
ま
ま
日
本
に
戻
っ
て
く
る
と
い
う
。
母
と
し
て
も
心

待
ち
に
し
、
成
尋
宛
て
の
文
を
託
し
た
も
の
の
、
そ
の
僧
は

一
向
に
筑
紫

に
赴
い
た
気
配
も
な
く
京
に
留

っ
て
い
る
と
の
噂
を
耳
に
す
る
に
つ
け
、

今
更
取
り
返
す
こ
と
も
で
き
ず
、
ど
う
な
っ
た
の
か
と
不
安
な
思
い
も
し

た
と
い
う
。
杭
州
ま
で
出
迎
え
る
僧
は
ほ
か
に
も
い
た
か
も
知
れ
な
い
が
、

と
も
か
く
こ
の
よ
う
な
話
を
聞
く
に
つ
け
、
母
は
も
う
す
ぐ
成
尋
と
再
会

で
き
る
喜
び
に
胸
を
ふ
る
わ
せ
る
思
い
だ

っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
年
の
秋
ま

で
母
は
生
き
て
い
た
か
の
か
ど
う
か
、
成
尋
は
帰
国
の
船
に
乗
ら
な
か
っ

た
の
は
確
か
で
あ
る
。

四
　
商
客
孫
忠

成
尋
は
延
久
三
年
八
月
二
十
日
過
ぎ
の
船
で
渡
宋
す
る
可
能
性
も
あ
り

は
し
た
が
、
事
故
に
よ
る
の
か
乗
船
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
翌
年
二
月
の

唐
人
の
船
で
肥
前
を
離
れ
た
の
で
あ
る
。
四
月
に
は

一
度
帰
京
す
る
と
い

う
話
も
立
ち
消
え
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
の
は
、
結
局
申
請
し
続
け
た
宣
旨

を
断
念
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

成
尋
は
母
が
綿
々
と
綴
っ
て
い
る
日
記
の
存
在
な
ど
知
ら
な
い
ま
ま
、

ま
る
で
そ
れ
と
交
替
す
る
よ
う
に
渡
宋
に
向
け
て
乗
船
し
た
日
か
ら
彼
は

『参
天
台
五
墓
山
記
』
を
記
録
し
始
め
て
い
っ
た
。
そ
の
書
き
出
し
で
あ

る
延
久
四
年
二
月
十
五
日
は
、

寅
時
。
於
二
肥
前
国
松
浦
郡
壁
嶋
・
乗
‘
唐
人
船
「

一
船
頭
曽
衆
蓄

轟
南
雄
州
人
。
二
船
頭
呉
鉾
責
韮
福
州
人
。
三
船
頭
鄭
慶
轟
轟
泉
州

人
。
二
人
同
心
令
′
乗
レ
船
也
。
船
頭
等
皆
悦
給
物
。
密
々
相
構
也
。

志
与
物
。
米
五
十
斜
。
絹
百
疋
。
掛
二
重
。
沙
金
四
小
両
。
上
紙
百

帖
。
鐵
百
廷
。
水
銀
百
八
十
両
等
也
。
同
乗
‘
唐
船
人
「
頼
縁
供
奉
。

快
宗
供
奉
。
聖
秀

・
惟
観

・
心
賢

・
善
久

・
沙
弥
長
明
。
不
′
乗
′

船
還
人
。
永
智

・
尋
源

・
快
尋

・
良
徳

。
一
能

。
翁
丸
。
拭
′
涙
去
。

辰
時
依
西
風
吹
不
′
出
。
船
在
二
壁
嶋
西
南
浦
「
…
…
海
辺
人
来
時

諸
僧
皆
隠
入
・　
一
室
内
一
閉
絶
′
音
。
此
間
辛
苦
不
′
可
二
宣
尽
「

な
ど
と
あ
り
、
出
航
の
状
況
を
か
な
り
詳
細
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

だ
朝
暗
い
寅
の
刻
に
乗
り
込
ん
だ
宋
の
商
船
は
三
艘
で

一
船
団
を
な
し
て

い
た
ら
し
く
、
第

一
船
の
船
頭
曽
衆
は
南
雄
州
人

（広
東
省
）
、
第
二
船
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の
呉
鉾
は
福
州
人

（福
建
省
）
、
第
二
船
の
鄭
慶
も
泉
州
人

（福
建
省
）

と
い
っ
た
出
身
で
、
こ
の
二
人
が
心
を
あ
わ
せ
て
成
尋

一
行
を
乗
船
さ
せ

て
く
れ
た
の
だ
と
い
う
。
内
密
の
相
談
に
よ
り
、
船
頭
に
宋
ま
で
の
船
賃

（７
）と
し
て

「米
五
十
斜
、
絹
百
疋
、
掛
二
重
、
沙
金
四
小
両
云
々
」
な

ど
と
か
な
り
の
物
資
を
支
払

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
以
外
に
渡
航
の
方
法
が

な
い
と
す
る
と
要
求
さ
れ
る
ま
ま
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
逆
に
成
尋
が
こ
れ
だ
け
の
代
価
を
支
払

っ
た
と
い
う
の
は
、
個
人
的

な
計
画
で
は
な
か
っ
た
証
左
で
も
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
乗
船
の
た
め
に
必
要

と
し
た
船
賃
に
過
ぎ
な
く
、
大
陸
に
運
ん
だ
物
資
は
こ
れ
の
数
倍
に
も
の

ぼ
っ
て
お
り
、
そ
の
膨
大
な
費
用
の
調
達
を
は
じ
め
、
船
に
積
み
込
む
ま

で
の
輸
送
手
段
な
ど
、
成
尋
の
背
後
に
は
大
き
な
組
織
が
あ
っ
た
こ
と
を

予
想
さ
せ
る
。

さ
て
、
宋
の
商
船
に
乗
り
込
ん
だ
の
は
、
成
尋
の
ほ
か
に
頼
縁

・
快
宗

・
聖
秀

。
惟
観

・
心
賢

・
善
久

。
長
明
の
七
人
、
下
船
し
た
の
は
永
智

・

尋
源

・
快
尋

・
良
徳

。
一
能

・
翁
丸
の
六
人
と
あ
り
、
こ
の
両
者
を
あ
わ

せ
た
十
二
人
が
最
後
ま
で
成
尋
と
行
動
を
と
も
に
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

「拭
涙
去
」
と
す
る
の
は
、
母
に
人
々
が
語
っ
た

「
早
く
渡
り
た
ま
ひ
に

け
り
。
筑
紫
の
人
々
も
、
あ
は
れ
が
り
泣
き
し
」
と
す
る
の
を
指
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。
下
船
の
僧
の
大
半
は
岩
倉
か
ら
供
を
し
た
者
で
あ
ろ
う

が
、
そ
の
後
筑
紫
に
と
ど
ま
っ
て
宋
の
成
尋
と
都
と
の
連
絡
そ
の
他
を
果

た
し
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

成
尋
は
宣
旨
の
下
付
を
最
後
ま
で
求
め
続
け
た
も
の
の
、
そ
れ
は
実
現

し
な
い
ま
ま
乗
船
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
海
辺
の
人
が
船
に
近
づ
く
と

皆

一
室
に
入
り
、
戸
を
閉
め
て
音
も
出
さ
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
と
い
う
。

「
此
間
辛
苦
」
と
、
出
航
す
る
ま
で
成
尋

一
行
は
人
に
発
覚
す
る
の
を
恐

れ
て
船
室
に
隠
れ
る
な
ど
、
こ
と
ば
に
は
尽
く
せ
な
い
辛
苦
が
あ

っ
た
よ

う
で
あ
る
。
そ
れ
と
出
航
の
地
と
し
て
壁
嶋
と
い
う
の
は
あ
ま
り
記
録
に

は
見
な
い
地
名
だ
け
に
、
商
船
と
し
て
も
密
行
者
を
運
ぶ
だ
け
に
用
心
し

た
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
だ
け
に
船
賃
も
割
高
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
成
尋
が
渡
宋
の
た
め
に
探
し
続
け
て
い
た

「唐
人
」
と
い

う
の
は
こ
れ
ら
三
船
の
船
頭
で
は
な
く
、

「
申
文
」
に
も
あ
っ
た

「宋
国

商
客
」
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
は

『続
本
朝
往
生
伝
』
に
記
さ
れ
る

「
私

付
‘
商
客
孫
忠
商
船
こ
と
す
る
、
密
か
に
乗
船
し
た

「
商
客
孫
忠
」
を
指

す
。
い
わ
ば
孫
忠
は
杭
州
と
筑
紫
と
を
結
ぶ
定
期
的
な
商
船
の
オ
ー
ナ
ー

で
あ
り
、
貿
易
主
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
孫
忠
こ
そ
、
実
は
宋

の
日
本
進
出
に
重
要
な
役
割
を
持

っ
て
い
た
人
物
で
あ
り
、
日
本
の
対
外

関
係
の
交
渉
相
手
と
し
て
も
大
き
な
存
在
だ

っ
た
。

孫
忠
の
名
が
日
本
の
記
録
に
留
め
ら
れ
た
の
は

『帥
記
』
の
治
暦
四
年

（
一
〇
六
八
）
十
月
二
十
三
日
条
が
も

っ
と
も
早
い
例
で
は
な
い
か
と
思

う
が
、件

商
客
参
来
者
、
延
喜
之
比
被
レ
定
年
記
之
後
、
或
守
（
彼
年
記
・

被
′
従
‘
廻
却
、
或
優
二
其
参
来
・
被
′
聴
‘
安
置
ヽ
抑
件
確
争
年

記
相
違
、
頻
企
二
参
来
、
眈
々
被
‘
放
却
・
者
に
、

と
、

「孫
告
」
（８
）
（
「
孫
吉
忠
」

「
孫
忠
」
の
誤
写
）
が
取
り
決
め
ら

れ
た
年
記
を
無
視
し
て
し
き
り
に
日
本
を
訪
れ
る
こ
と
が
陣
定
で
の
討
議
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事
項
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
以
前
か
ら
日
本
政
府
に
と

っ
て
頭
の
痛
い
問
題
だ
っ
た
よ
う
で
、

『
小
右
記
』
の
寛
弘
二
年

（
一
〇

〇
五
）
八
月
二
十

一
日
条
に

「
宋
人
定
〓
年
紀
・
可
′
来
由
給
‘
官
符
・

了
、
而
不
′
待
〓
彼
期
・
早
来
、
若
可
′
被
二
追
却
・
者
、
早
任
‘
彼
官

符
・
可
レ
被
‘
追
却
・
欺
云
々
」
と
、
宋
人
の
来
朝
は

「年
紀
」

（最
小

限
二
箇
年
）
（９
）
の
取
り
決
め
が
あ
る
は
ず
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を

無
視
し
て
訪
れ
る
か
ら
に
は
、

「官
符
」
の
規
定
に
従
っ
て
帰
港
を
認
め

ず
追
放
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
。
こ
の
日
の
協
議
の
結
論
と
し
て
は

「
早
可
４
追
却
・
之
由
定
申
了
」
と
な
っ
た
も
の
の
、

「令
′
見
‘
左
府

（道
長
）
気
色
ヽ
似
′
可
′
被
‘
安
置
こ
と
道
長
の
意
向
も
あ

っ
て
、
翌

二
十
四
日
に
は

「
可
〓
安
置
・
之
由
被
ｒ
下
‘
宣
旨
・
了
者
」
と
、
追
放

か
ら

一
転
し
て
安
置
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に

は

「唐
物
内
裏
焼
亡
間
悉
以
失
了
、
殊
撰
可
レ
然
之
物
被
‘
交
易
・
有
‘

何
事
・
乎
」
と
、
長
保
五
年

（
一
〇
〇
三
）
九
月
に
内
裏
造
営
が
あ
っ
た

も
の
の
、
珍
重
す
べ
き
唐
物
は
す
べ
て
焼
失
し
て
い
る
た
め
、
格
別
に
選

択
し
た
品
物
だ
け
の
交
易
に
は
何
の
不
都
合
が
あ
ろ
う
か
と
い
う
、
実
利

的
な
政
策
を
優
先
し
て
の
決
定
で
あ

っ
た
。

こ
の
事
実
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
日
本
の
対
外
方
針
は
、
宋

と
の
交
流
を
積
極
的
に
図
っ
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
で
き
る
だ

け
こ
と
を
荒
だ
て
な
い
そ
の
場
限
り
の
消
極
的
な
処
理
を
し
な
が
ら
、
珍

し
い
唐
物
だ
け
は
手
に
入
れ
た
い
と
い
う
方
法
で
も
あ
っ
た
。
政
府
間
の

交
流
が
不
活
発
で
あ
り
な
が
ら
、　
一
方
で
は
貴
族
た
ち
の
唐
物
に
対
す
る

あ
こ
が
れ
か
ら
、
宋
と
の
関
係
は
と
か
く

一
方
的
で
、
そ
れ
だ
け
に
私
貿

易
な
り
、
密
貿
易
の
横
行
と
い
う
状
態
に
も
な
っ
て
い
た
。

『小
右
記
』

の
長
元
元
年

（
一
〇
二
八
）
十

一
月
二
十
九
日
条
に
も

「大
宋
国
商
客
文

裔
等
、
定
申
可
・
廻
却
・
之
由
、
若
可
レ
返
・
給
貨
物
・
敷
、
延
喜
間
近

代
定
雖
′
有
‘
廻
却
ヽ
宮
不
レ
被
′
返
‘
貨
物
ヽ
此
間
可
‘
定
申
・
者
」

と
、
こ
れ
も
年
紀
を
無
視
し
て
の
来
航
に
、

「
延
喜
」
の
規
定
に
よ
っ
て

「
廻
却
」
を
適
用
す
べ
き
か
ど
う
か
、
宮
中
に
贈
ら
れ
た
品
物
を
返
却
す

べ
き
か
ど
う
か
、
な
ど
と
い
っ
た
論
議
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

品
物
を
受
納
し
た
と
な
る
と
、
相
手
を
正
式
に
使
節
と
認
め
た
こ
と
に
な

り
か
ね
な
い
し
、
そ
う
な
る
と
返
し
の
品
を
ど
う
す
る
か
、
と
い
っ
た
問

題
と
も
絡
ん
で
く
る
。

『帥
記
』
の
記
述
に
戻
る
と
、
こ
こ
で

「
延
喜
之
比
被
′
定
年
記
」
と

す
る
の
は
、
右
の

『小
右
記
』
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
だ
唐

が
存
在
し
た
延
喜
年
間
と
い
う
百
年
前
の
規
定
を
こ
こ
で
適
用
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

「
廻
却
」
に
従
わ
せ
た
り
、
来
航
を
優

先
し
て
そ
の
ま
ま
日
本
に
留
め
る

「安
置
」
を
し
て
き
た
こ
と
も
あ
る
が
、

そ
れ
に
し
て
も
孫
忠
は
「年
紀
」
の
違
反
は
と
も
か
く
、
「頻
企
二
参
水

」

と
あ
ま
り
に
も
頻
繁
な
往
来
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
成
尋
の
渡
宋
す
る

四
年
前
の
こ
と
で
、
当
然
孫
忠
の
存
在
を
彼
は
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、

孫
忠
に
話
を
通
じ
れ
ば
渡
宋
の
可
能
性
も
あ
る
と
考
え
て
い
た
に
違
い
な

い
。孫

忠
は
宋
の
商
客
で
あ
る
だ
け
に
、
通
商
を
目
的
と
し
て
の
来
航
で
は

あ

っ
た
が
、
た
だ
彼
に
は
宋
皇
帝
か
ら
別
の
大
き
な
使
命
も
与
え
ら
れ
て

い
た
。
同
じ

『帥
記
』
承
暦
四
年
間
八
月
五
日
に

「
唐
人
孫
忠
愁
状
云
々
」
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と
あ
り
、
十
四
日
条
に

「宋
朝
商
客
孫
忠
持
参
錦
綺
、
可
′
被
レ
納
欺
、

若
被
レ
納
者
、
可
′
有
・
答
信
物
¨
敗
者
」
と
、
孫
忠
の
贈
っ
た
錦
綺
を

受
納
す
べ
き
か
ど
う
か
、
受
け
入
れ
る
と
す
る
と

「
答
信
物
」
が
必
要
に

な
る
か
な
ど
と
す
る
。
こ
れ
ほ
ど
に
錦
綺
が
問
題
と
な
る
の
は
、
商
客
孫

忠
個
人
の
贈
物
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
に
は
宋
朝
が
存
在
し
て
い
る
こ
と

に
よ
る
。

『帥
記
』
の
同
月
十
四
日
の
記
事
に
、

大
宋
国
錦
綺
事
、
近
来
有
（
被
′
間
之
事
・
者
、　
一
定
之
後
、
可
′

被
‘
量
行
・
敗
、
次
人
々
同
′
之
、
予
定
申
云
、
大
国
皇
帝
被
レ
献

方
物
早
被
″
交
納
、
於
″
事
可
レ
穏
、
但
件
事
近
日
有
レ
被
″
尋
〓

間
経
平
朝
臣
・　
云
々
、
然
則
経
平
朝
臣
弁
申
之
後
可
′
遣
‘
返
牒
・

敗
、
至
二
千
答
信
物
・
者
、
毎
度
不
レ
可
‘
返
遣
¨
歎
、
次
々
人
々

略
被
レ
同
′
之
、

と
、
こ
れ
は
宋
国
皇
帝
か
ら
の
錦
綺
で
あ
る
た
め
納
め
る
べ
き
で
あ
り
、

先
日
経
平
朝
臣
が
孫
忠
に
尋
間
も
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
意
見
を
聞
い
た

上
で
、
宋
国
へ

「返
牒
」
を
つ
か
わ
す
の
が
よ
い
と
す
る
。
た
だ
し
贈
ら

れ
た
品
物
に
対
し
て
、
い
ち
い
ち
返
し
の
品
を
用
意
す
る
必
要
は
な
い
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

あ
ま
り
詳
細
な
考
証
は
省
略
す
る
が
、

『帥
記
』
や

『水
左
記
』
等
に

よ
る
と
、
同
年
四
月
に
孫
忠
は
未
朝
の
国
書
を
持
参
し
て
筑
紫
に
来
航
し

た
た
め
、
筑
前
守
と
か
肥
後
守
な
ど
が
尋
問
し
、
そ
の
報
告
書
な
の
で
あ

ろ
う
が
、

「
日
記
」
を
書
き
ま
と
め
た
。
そ
の
国
書
に
問
題
も
あ
っ
た
よ

う
だ
が
、
解
決
の
つ
か
な
い
ま
ま
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
か
、
孫
忠
は

越
前
に
入
港
し
、
そ
こ
か
ら
宋
皇
帝
の
文
書
を
差
し
出
そ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
論
議
を
経
て
、
国
書
だ
け
は
越
前
か
ら
受
け
取
り
、

孫
忠
は
大
宰
府
か
ら
上
陸
す
べ
き
で
あ
る
と
の
結
論
を
得
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
孫
忠
は
い
わ
ば
宋
国
の
使
節
と
し
て
来
朝
す
る
性
格
も
有

し
て
い
た
の
で
あ
り
、
国
交
を
ど
の
よ
う
に
結
ぶ
か
方
針
が
政
府
に
は
な

か

っ
た
だ
け
に
、
贈
物
を
受
け
取
る
か
、
返
品
す
る
か

一
つ
で
も
大
騒
ぎ

の
状
況
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

宋
の
神
宗
皇
帝
が
即
位
し
た
の
は
、
日
本
で
い
え
ば
治
暦
四
年
の
こ
と
、

積
極
的
な
対
外
政
策
を
推
し
進
め
た
時
代
で
も
あ
り
、
日
本
に
も
商
客
な

ど
を
通
じ
て
通
商
を
し
ば
し
ば
求
め
て
き
て
い
た
。
諸
記
録
に
孫
忠
の
名

が
登
場
す
る
の
も
そ
の
よ
う
な
背
景
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
あ
ま
り

に
多
過
ぎ
る
昨
今
に
、

『百
錬
抄
』
承
暦
二
年
十
月
二
十
五
日
条
に
、

諸
卿
定
「
申
大
宋
国
貢
物
事
「
賜
“
唐
黄
等
・
也
。
此
事
已
為
‘

朝
家
大
事
¨
唐
朝
与
ユ
日
本
「
和
親
久
絶
。
不
レ
貢
‘
朝
物
「
近
日

頻
有
“
此
事
「
人
以
成
‘
狐
疑
「

と
す
る
よ
う
に
、
正
式
の
国
交
の
な
い
ま
ま
頻
繁
な

「
宋
国
貢
物
」
に
人

々
は

「
狐
疑
」
を
い
だ
く
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
複
雑

な
状
況
の
も
と
に
成
尋
が
渡
宋
を
願
い
出
、
な
か
ば
強
引
に
初
志
を
貫
く

よ
う
に
渡
海
し
た
こ
と
は
、
修
行
し
た
い
と
の
意
志
の
強
さ
を
示
し
た
美

談
で
も
あ
ろ
う
が
、
政
治
的
に
み
れ
ば
ま
た
異
な
っ
た
判
断
も
で
き
る
よ

う
で
あ
る
。



五
　
帰
国
し
な
い
成
尋

蒼
然
の
渡
宋
は
、
五
台
山
へ
の
巡
礼
な
ど
宗
教
活
動
が
目
的
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
宋
朝
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
に
考
え
て

い
た
の
か
ど
う
か
、

『宋
史
』
日
本
伝
に
は
日
本
の
歴
代
天
皇
の
名
を
初

め
と
し
て
、
国
土
や
風
土
、
そ
れ
に
金
の
産
出
地
ま
で
斉
然
に
よ
っ
て
語

ら
れ
た
と
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
、
い
わ
ば
外
国
を
知
る
の
に
都
合
の
よ
い

入
国
者
で
も
あ
っ
た
。
す
で
に
引
用
し
た

『本
朝
文
粋
』
に
納
め
ら
れ
る

母
の
た
め
の

「願
文
」
に

「本
朝
久
停
‘
乃
貢
之
使
・
而
不
′
遣
」
と
、

承
和
三
年

（八
三
六
）
の
第
十
七
次
遣
唐
使
以
後
両
国
の
正
式
な
国
交
は

途
絶
え
、

「貢
之
使
」
と
す
る
よ
う
に
使
者
を
遣
わ
さ
れ
る
こ
と
も
な
か

っ
た
。
彼
が
ど
の
よ
う
な
宣
旨
を
得
て
入
宋
し
た
の
か
不
明
だ
が
、
宋
朝

で
は
蒼
然
を
十
余
国
の
朝
貢
国
の
列
に
加
え
た
と
い
う
（１０
）。
そ
の
よ
う

な
意
図
を
日
本
の
政
府
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
青
然
は
宋
朝

に
な
っ
て
の
最
初
の
朝
貢
使
と
し
て
歓
待
さ
れ
、
そ
の
後
の
東
方
外
交
に

も
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
は
ず
で
あ
る
。

宋
の
神
宗
皇
帝
は
ま
す
ま
す
外
国
と
の
交
渉
を
積
極
的
に
推
し
進
め
、

高
麗
や
日
本
へ
の
航
路
の
港
と
し
て
明
州
を
開
放
し
、
各
国
へ
朝
貢
を
求

め
る
よ
う
に
も
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

『
百
錬
抄
』
の
承
暦
二
年
十
月
二

十
五
日
条
を
引
用
し
た
よ
う
に
、
あ
ま
り
に
も
た
び
重
な
る
宋
皇
帝
か
ら

の
朝
物
に

「
狐
疑
」
を
持

っ
た
と
い
う
ほ
ど
だ
か
ら
、
日
本
の
官
僚
た
ち

は
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
は
か
り
か
ね
た
よ
う
で
も
あ
る
。
承
保
三
年

（
一
〇
七
五
）
六
月
二
日
条
に
、

諸
卿
於
‘
殿
上
「
定
「
申
大
宋
国
返
信
物
事
“
或
云
。
可
′
遣
‘

和
琴
「
或
云
。
可
′
遣
‘
金
銀
類
。
或
云
。
可
′
遣
‘
細
布
阿
久
也

玉
「
先
於
レ
陣
唐
人
孫
忠
悟
対
問
事
。

と
、
大
宋
国
へ
の
返
信
物
は
何
が
よ
い
の
か
、

「和
琴
」
だ
と
か

「金
銀

類
」
、

「細
布
」

「
阿
久
也
玉
」

（真
珠
）
等
と
侃
侃
譜
請
の
議
論
の
果

て
決
ま
ら
ず
、
陣
に
孫
忠
を
招
き
入
れ
て
ふ
さ
わ
し
い
品
物
を
尋
ね
る
あ

り
さ
ま
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
場
に
も
孫
忠
の
姿
を
見
る
と
い
う
の
は
、

彼
が
た
ん
な
る
商
客
で
は
な
く
、
宋
皇
帝
の
意
向
を
受
け
て
深
く
日
本
の

宮
中
に
も
入
り
込
ん
で
い
た
こ
と
を
示
し
て
も
い
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

永
保
元
年

（
一
〇
八

一
）
十

一
月
二
十
五
日
に
は

「諸
卿
定
「
申
大
宋
国

牒
状
事

」
と
、
宋
皇
帝
の
国
書
に
対
し
て
返
書
を
ど
う
す
る
か
の
討
議
が

あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
も

『帥
記
』

『水
左
記
』
に
詳
し
い
が
、
最
終
的

に
は
翌
二
年
十

一
月
二
十

一
日
に

「遣
（
大
宋
返
牒
「
慧
量
禾
率
。
左
中
弁

匡
房
朝
臣
書
′
之
」
と
、
匡
房
に
よ
っ
て
返
牒
が
し
た
た
め
ら
れ
、
そ
れ

は
孫
忠
が
帰
国
す
る
の
に
託
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

宋
朝
と
し
て
は
、
正
式
な
国
書
を
取
り
交
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
通
商
を

よ
り
活
発
に
し
た
い
と
の
思
い
で
贈
物
の
攻
勢
を
か
け
、

「牒
」
を
執
拗

に
求
め
た
の
だ
ろ
う
が
、
日
本
側
は
積
極
的
に
対
処
し
よ
う
と
の
意
図
は

あ
ま
り
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
だ
け
に
、
宋
と
し
て
は
朝
廷
と
も

つ
な
が
り
の
あ
る
高
僧
の
入
宋
は
む
し
ろ
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
、
そ
れ
に

よ
っ
て
対
外
的
な
政
策
に
利
用
し
よ
う
と
も
し
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
政

府
と
し
て
も
、
そ
う
い
っ
た
宋
朝
の
意
図
を
知

っ
て
も
い
た
だ
け
に
、
と

り
わ
け
神
宗
皇
帝
の
出
現
以
降
は
高
僧
の
渡
宋
に
つ
い
て
慎
重
に
な
ら
ざ
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る
を
得
な
か
っ
た
。
成
尋
の
渡
宋
申
請
は
、
こ
れ
ま
で
も
考
察
し
て
き
た

よ
う
に
宣
旨
の
下
付
は
な
か
っ
た
が
、
ま
た
否
決
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

「
お
そ
ら
く
、
加
持
祈
薦
に
す
ぐ

れ
た
効
験
を
発
揮
す
る
こ
の
高
僧
の
渡
宋
を
、
朝
廷
を
は
じ
め
と
す
る
貴

顕
の
間
に
許
し
た
く
な
い
空
気
が
強
か
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
」

（講

談
社
学
術
文
庫
）
と
す
る
、
い
わ
ば
成
尋
の
宮
中
に
お
け
る
存
在
の
貴
重

さ
か
ら
解
釈
し
よ
う
と
す
る
の
が
こ
れ
ま
で
の
立
場
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

成
尋
は
宮
中
社
会
に
不
可
欠
な
人
物
で
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
後
冷
泉

天
皇
の
加
持
に
も
宮
阿
閣
梨
な
ど
多
く
の
僧
が
参
加
し
、
彼
は
頼
通
の
護

持
僧
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
に
し
て
も
、
最
後
ま
で
天
皇
の
そ
ば
に
留
っ

て
は
い
な
か
っ
た
。

当
時
の
政
府
に
と

っ
て
、
対
外
政
策
は
ま
っ
た
く
の
無
策
と
い
っ
て
も

よ
い
状
態
で
、
そ
の
つ
ど
対
処
し
て
決
断
す
る
か
、
決
定
を
先
に
の
ば
す

し
か
方
途
は
な
か
っ
た
。
成
尋
の
渡
宋
申
請
に
し
て
も
、
そ
れ
が
ど
の
よ

う
な
事
態
を
招
く
こ
と
に
な
る
の
か
判
断
が
つ
か
な
い
ま
ま
、
い
わ
ば
保

留
の
状
態
で
放
置
さ
れ
、
最
終
的
に
は
黙
認
と
い
っ
た
こ
と
に
な
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。
高
僧
で
あ
る
が
故
に
手
離
さ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

拒
否
の
判
断
を
当
然
出
し
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
成
尋
と
し
て
は
、

何
と
し
て
で
も
宣
旨
の
下
付
を
得
る
よ
う
最
後
ま
で
努
力
し
た
の
は
確
か

で
、
許
可
の
な
い
ま
ま
密
航
す
る
し
か
な
い
と
決
断
し
た
彼
に
と
っ
て
、

壁
嶋
で
乗
り
込
ん
だ
船
が
出
航
す
る
ま
で
は
不
安
な
思
い
で
過
ご
し
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。

成
尋
は
宋
に
渡
っ
て
後
天
台
山
に
赴
き
、
つ
い
で
六
月
五
日
に
は
五
台

山
へ
の
巡
礼
を
願
い
出
る
が
、
閏
七
月
五
日
に
は
そ
の
許
可
が
降
り
、
皇

帝
拝
謁
ま
で
許
さ
れ
る
と
い
う
厚
遇
ぶ
り
で
、
こ
れ
な
ど
も
宋
朝
の
対
外

政
策
の
一
環
と
考
え
て
の
対
処
と
考
え
て
も
誤
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼

は
延
久
五
年
二
月
四
日
、
祈
雨
の
法
に
よ
っ
て
大
雨
を
降
ら
せ
、
人
々
を

感
嘆
さ
せ
る
と
と
も
に
、
皇
帝
の
信
頼
を
勝
ち
え
た
の
は
確
か
で
あ
る
。

そ
れ
が
た
め
に
、
成
尋
は
宋
朝
か
ら
帰
国
す
る
の
が
許
さ
れ
な
か

っ
た
と

す
る
の
も
ま
た
こ
れ
は

一
面
を
述
べ
る
に
過
ぎ
な
い
。

母
の
記
す
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
筑
紫
か
ら
文
を
持

っ
て
き
た
僧
は
、
成

尋
を
運
ん
だ
唐
人

（孫
忠
）
と
面
談
し
、
延
久
五
年
秋
に
は
帰
国
す
る
と

言

っ
て
い
た
と
の
こ
と
な
の
で
、

「自
分
も
春
の
便
で
杭
州
に
渡
り
、
お

連
れ
し
て
と
も
に
帰
っ
て
き
た
い
」
と
述
べ
た
と
い
う
。
成
尋
は
、
渡
宋

し
た
年
に
天
台
山

・
五
台
山
に
巡
礼
し
、
翌
年
に
は
祈
雨
の
法
に
よ
っ
て

皇
帝
の
称
賛
を
得
て
善
恵
大
師
の
号
と
紫
衣
を
賜
る
と
い
う
栄
誉
に
浴
す

る
こ
と
が
で
き
、
ま
さ
に
延
久
五
年
の
夏
か
秋
に
は
乗
船
し
て
帰
国
で
き

る
状
態
に
あ

っ
た
し
、
そ
れ
が

一
行
の
予
定
で
も
あ

っ
た
。

『参
天
台
五
蔓
山
記
』
の
最
後
は
延
久
五
年
六
月
十
二
日
の
記
事
で
、

そ
れ
に
は
、

天
晴
。
卯
時
陳
詠
来
。
相
「
定
新
釈
経
仏
像
等
・
買
レ
船
可
＾
預

送
・
井
賜
レ
預
大
宋
皇
帝
志
「
送
日
本
一
御
筆
文
書
至
‘
干
物
実

者
入
‘
孫
吉
船
・
了
．
五
人
相
共
今
日
乗
‘
孫
吉
船
・
了
。

と
す
る
の
で
終

っ
て
お
り
、
渡
宋
し
た
七
人
の
僧
の
内
五
人
が
、
昨
年
と

同
じ
孫
吉

（孫
忠
）
の
船
に
乗
り
込
ん
だ
と
い
う
。
唐
人
の
孫
忠
は
、
来

年
の
秋
に
は
迎
え
に
行
っ
て
必
ず
日
本
に
お
連
れ
す
る
と
明
言
し
た
よ
う
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に
、
彼
は
約
束
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
が
、
た
だ
成
尋
は
こ
の
船
に
は
乗

ら
な
か
っ
た
。
陳
詠
は
日
本
に
五
度
も
出
か
け
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
通

訳
で
、
成
尋
の
勤
行
す
る
姿
を
見
て
自
分
も
発
意
し
、
四
月
十
二
日
に
仏

道
に
仕
え
る
身
と
な

っ
た
者

（僧
名
悟
本
）
で
あ
る
。
経
典
、
仏
像
等
を

買
い
求
め
、
さ
ら
に
宋
皇
帝
の
志
に
よ
る

「御
筆
文
書
」
と
と
も
に
孫
忠

の
船
に
運
び
込
み
、
供
僧
の
五
人
が
帰
国
の
途
に
つ
い
た
。

渡
宋
の
目
的
を
す
べ
て
果
た
し
た
成
尋
は
、
帰
国
の
約
束
を
し
て
お
き

な
が
ら
ど
う
し
て
孫
忠
の
船
に
乗
ら
な
か
っ
た
の
か
、
皇
帝
か
ら
引
き
止

め
ら
れ
た
様
子
も
な
い
し
、
格
別
な
感
懐
も
記
し
て
は
い
な
い
。

『成
尋

阿
閣
梨
母
集
』
は
延
久
五
年
五
月
五
日
の
記
述
の
後
、
極
楽
を
希
求
す
る

思
い
を
綴

っ
た
と
こ
ろ
で
終

っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の
後
し
ば
ら
く

し
て
母
は
亡
く
な
り
、
し
か
も
こ
の
年
の
孫
忠
の
船
が
五
月
中
旬
に
で
も

筑
紫
を
出
航
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
情
報
は
成
尋
の
耳
に
達
す
る
こ
と

に
な
る
。
皇
帝
か
ら
の

「御
筆
文
書
」
が
渡
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
は
、

国
書
で
あ
る
だ
け
に
お
ろ
そ
か
な
扱
い
を
す
べ
き
で
は
な
く
、
成
尋
が
帰

国
す
る
の
を
知

っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
下
付
さ
れ
た
は
ず
で
、
供
僧
の
帰
国

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
れ
ば
託
す
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

す
る
と
、
成
尋
は
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
帰
国
す
る
つ
も
り
で
い
な
が
ら
、
最
後

に
な
っ
て
そ
れ
を
取
り
止
め
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
六
月
に
な
っ
て
孫

忠
の
船
が
杭
州
に
入
っ
た
と
の
記
録
を
成
尋
も
し
て
い
な
い
だ
け
に
、
こ

れ
も
た
ん
な
る
想
像
に
終
っ
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
。

も
っ
と
も
日
本
の
情
報
は
孫
忠
か
ら
だ
け
と
は
限
ら
な
い
よ
う
で
、
五

月
二
十
日
成
尋
は
杭
州
入
り
し
、
二
十

一
日
に

「辰
時
通
事
陳
詠
来
。
劉

銀

・
李
詮
従
‘
日
本
一
来
由
。
告
‘　
一
乗
房
乗
船
来
・
者
。
乍
レ
悦
迎
ν

送
′
人
処
皆
船
頭
等
相
共
来
拝
。
鮎
′
茶
井
分
・
酒
二
瓶
・
了
。
六
船
頭

各

一
瓶
。
有
二
坐
禅
供
奉

。
円
塞
房
・
清
水
四
禅
師
書
「
即
披
′
絨
之
処

感
涙
頗
下
」
と
、

「六
船
頭
」
と
す
る
よ
う
に
日
本
か
ら
六
艘
も
の
船
の

入
港
が
あ
り
、
こ
こ
で
思
い
が
け
な
く
も

一
乗
房
永
智
が
乗
船
し
て
い
た

こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
永
智
は
昨
年
二
月
に
壁
嶋
を
離
れ
た
折
に
下
船

し
た

一
人
で
、
母
の
日
記
に
筑
紫
か
ら
文
を
持
参
し
、
唐
人
の
船
に
乗

っ

て
迎
え
に
出
か
け
る
と
語
っ
た
僧
と
同

一
人
物
な
の
で
あ
ろ
う
。

「
さ
れ

ば
ま
か
り
あ
ひ
て
、
我
も
参
ら
む
」
と
言
っ
て
い
た
よ
う
に
、
孫
忠
の
船

で
は
な
か
っ
た
が
、
ま
さ
に
成
尋
が
帰
国
す
る
時
期
に
あ
わ
せ
て
杭
州
を

訪
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
永
智
が
預
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
坐
禅
供
奉

。
円

宗
一房
。
清
水
四
禅
師
の
消
息
も
あ
り
、
読
み
な
が
ら
成
尋
は
感
涙
で
む
せ

ぶ
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
。
昨
年
の
成
尋
の
場
合
、
か
な
り
雨
風
の
た
め
停
泊

し
た
日
数
が
多
か
っ
た
せ
い
も
あ
る
が
、
壁
嶋
か
ら
杭
州
ま
で
は
三
週
間

余
か
か
っ
て
お
り
、
今
回
の
航
海
を
二
十
日
と
す
る
と
、
永
智
の
船
団
は

五
月
初
め
に
出
航
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
る
と
母
は
ま
だ
健
在
で
あ
り
、

そ
の
死
を
知

っ
て
成
尋
は
帰
国
を
諦
め
た
と
い
う
想
定
は
無
理
に
な
り
、

宣
旨
の
下
付
の
な
い
ま
ま
の
密
航
に
対
す
る
た
め
ら
い
に
よ
る
の
か
、
さ

ら
に
仏
道
へ
の
あ
く
な
き
精
進
の
や
み
が
た
い
思
い
が
彼
を
留
ら
せ
た
の

か
、
別
の
理
由
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

『参
天
台
五
墓
山
記
』
の
最
後
の
六
月
十
二
日
条
を
書
き
終
え
る
と
、

成
尋
は
帰
国
す
る
五
人
の
僧
に
こ
の
記
録
を
託
し
、
二
人
の
僧
と
と
も
に
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宋
に
留
る
こ
と
に
し
た
。
杭
州
を
出
航
し
た
孫
忠
の
船
が
ど
の
よ
う
な
航

路
を
と
っ
て
筑
紫
に
渡

っ
た
か
知
ら
な
い
が
、
そ
の
後
の
弟
子
た
ち
の
消

息
は
同
年
十
月
の

『
百
錬
抄
』
に
、

入
唐
僧
成
尋
帰
朝
。
大
宋
皇
帝
被
′
献
〓
金
泥
法
華
経
。

一
切
経
。

錦
二
十
段
「

と
、
宋
皇
帝
か
ら
の
献
上
品
を
届
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
事
に
帰
国
し

て
い
た
と
知
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
成
尋
自
身
が
帰
国
し
た
よ
う
に
記
さ
れ

る
が
、
弟
子
た
ち
の
誤
り
で
あ
る
。
成
尋
は
宋
皇
帝
か
ら
預
っ
た
贈
物
を

帰
国
僧
に
託
し
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
結
果
と
し
て
彼
は
宋
朝
の
使
命
を
帯

び
た
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
に
も
な
る
。
承
保
二
年

（
一
〇
七
五
）
正
月

二
十
六
日
の
条
に

「
左
大
臣
以
下
参
入
。
大
宋
国
皇
帝
付
二
入
唐
閣
梨
成

尋
「
献
“
貨
物
・
有
″
之
」
と
、
再
度
献
上
品
の
あ

っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、

さ
ら
に
同
年
十
月
二
十
六
日
条
に
は

「諸
卿
定
「
申
諸
道
勘
申
大
宋
皇
帝

付
‘
成
尋
・
所
レ
献
貨
Й
回
″
納
否
τ
」
と
、
成
尋
の
も
た
ら
し
た
宋
皇

帝
の
品
物
を
受
納
す
る
か
否
か
が
陣
座
で
の
議
論
の
対
象
に
な
る
。
献
上

さ
れ
て
二
年
も
過
ぎ
て
い
な
が
ら
そ
の
対
処
に
苦
慮
し
て
い
る
か
ら
に
は
、

そ
の
後
の
追
加
が
あ

っ
た
の
か
と
思
い
た
く
も
な
る
が
、

『水
左
記
』
の

同
日
条
に

「今
日
陣
定
也
」
と
し
、
以
下
割
注
で

「
大
宋
国
皇
帝
付
・
成

尋
阿
闇
梨
弟
子
等
帰
朝
、
被
レ
献
‘
経
論
錦
隻
、
可
フ
納
否
事
」
と
、
弟

子
な
ど
の
帰
国
に
と
も
な
っ
て
託
さ
れ
た
品
物
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
る
。

十

一
月
五
日
に
は
、
ど
の
よ
う
な
贈
答
品
が
適
当
か
、
右
大
臣
師
房
は

外
記
に
命
じ
て
先
例
を
調
べ
さ
せ
る
始
末
で
、
す
で
に
記
し
た
よ
う
に
、

翌
承
保
三
年
六
月
二
日
に
は
和
琴
か
、
金
銀
類
か
、
細
布
か
、
真
珠
か
と

品
物
の
候
補
が
列
挙
さ
れ
、
揚
げ
句
に
は
孫
忠
に
相
談
を
持
ち
か
け
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
結
果
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
不
明
だ
が
、
い
か
に

も
悠
長
な
対
応
だ
け
が
目
に
つ
い
て
く
る
。
さ
ら
に
、
注
目
す
べ
き
記
述

が
、
孫
忠
に
相
談
し
た
同
じ
六
月
二
日
の

『水
左
記
』
に
は
、

「
大
宋
国

方
物
使
等
悟
鉢
与
“
孫
思
文
告
・
対
間
之
由
、
或
云
火
取
玉
、
水
銀
、

僕

乃
長
絹
、
真
殊
、
或
云
、
長
絹
、
細
布
、
金
銀
類
、
或
云
、
被
‘
和
琴
相

加
・
何
事
有
哉
」
と
、

「孫
思
文
告
」
は
孫
忠
吉
だ
が
、
も
う

一
人
の
間

答
し
た
人
物
に

「悟
本
」
の
名
が
記
さ
れ
る
。
こ
れ
は
成
尋
が
杭
州
に
着

い
た
時
か
ら
通
訳
を
し
て
い
た
陳
詠
の
僧
名
で
、
五
度
も
日
本
に
来
た
こ

と
が
あ
る
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
彼
が
成
尋
の
も
と
か
ら
離
れ
て
い
つ
日

本
に
来
た
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
あ
る
い
は
延
久
五
年
に
五
人
の
供

僧
と
と
も
に
孫
忠
の
船
に
乗
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

成
尋
が
帰
国
僧
に
預
け
た
宋
皇
帝
の
贈
物
、
そ
れ
を
受
け
取
る
か
ど
う

か
、
贈
答
品
は
何
が
よ
い
の
か
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
三
年
間
も
要
し
て

の
論
議
は
、
政
府
の
対
外
政
策
の
な
さ
を
示
す
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ

は
通
商
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
国
交
と
も
絡
む
だ
け
に
慎
重
に
対
処
す
る

必
要
が
あ

っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
大
宋
へ
の
返
牒
が
使
わ
さ
れ
た
の
は
、

そ
れ
か
ら
さ
ら
に
三
年
後
の
永
保
二
年
十

一
月
に
な
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
宋
皇
帝
神
宗
は
、
商
客
孫
忠
等
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら

に
入
宋
し
た
僧
成
尋
ま
で
も
利
用
し
て
日
本

へ
開
放
を
求
め
続
け
も
し
た

の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
国
際
情
勢
に
あ
る
と
も
知
ら
ず
成
尋
は
母
を
置

い
て
渡
宋
し
、
結
果
と
し
て
宋
朝
の
対
外
活
動
の
一
翼
を
担
い
は
し
た
が
、
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本
人
は
そ
の
よ
う
な
思
惑
と
は
別
の
世
界
で
理
想
と
し
た

「
心
の
ど
か
に

行
ひ
」
を
し
た
は
ず
で
、
滞
在
九
年
後
の
永
保
元
年

（
一
〇
八

一
）
十
月

六
日
に
七
十

一
歳
で
亡
く
な
っ
た
と
い
う
。

注（１
）
本
文
は
、
島
津
草
子

『成
尋
阿
闇
梨
母
集

。
参
天
台
五
憂
山
記
の

研
究
』

（昭
和
三
十
四
年
刊
、
私
家
版
）
と
平
林
文
雄

『参
天
台
五

墓
山
記
　
校
本
並
に
研
究
』

（昭
和
五
十
三
年
刊
、
風
間
書
房
）
に

よ
り
、
私
に
返
り
点
等
を
付
し
た
。

（２
）

『
入
唐
巡
礼
求
法
記
』

（東
洋
文
庫
）
で
は
志
賀
島
を
夜
半
に
出

航
し
て
十
日
目
の
六
月
二
十
七
日
条
に

「疲

［鳥
］
信
宿
し
て
去
ら

ず
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
成
尋
の
記
す
よ
う

に

「
浜
雀
」
は
見
当
た
ら
な
い
。

（３
）

『成
尋
阿
閣
梨
母
集
』
の
本
文
は
、
拙
編

『委
成
尋
阿
閣
梨
母
集
』

（貴
重
古
典
籍
叢
刊
別
巻

一
、
角
川
書
店
、
昭
和
六
十
二
年
刊
）
に

よ
り
、
句
読
点
を
付
し
た
り
、　
一
部
漢
字
に
あ
ら
た
め
た
。

（４
）
諸
注

（島
津
草
子

『成
尋
阿
閣
梨
母
集

・
参
天
台
五
墓
山
記
の
研

究
』
、
平
林
文
雄

『成
尋
阿
閣
梨
母
集
の
基
礎
的
研
究
』
、
宮
崎
荘

平

『成
尋
阿
閣
梨
母
集
』
講
談
社
学
術
文
庫
）
い
ず
れ
も

「
生
き
て
」

と
し
、

「
そ
の
三
年
の
修
業
が
す
む
ま
で
生
き
て
い
て
、
そ
の
渡
宋

の
た
め
の
出
立
を
見
ま
い
」
と
解
釈
す
る
が
、
日
本
語
的
な
表
現
と

し
て
は

「生
き
で
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（５
）
　

岡
崎
和
夫
氏
も
、
治
暦
四
年
か
ら

「
欧
坐
」
は
始
ま

っ
た
と
す

る
。

「
成
尋
の
渡
宋
宣
言
を
め
ぐ
る
問
題
」

（
「
解
釈
」
昭
和
六
十

三
年
八
月
）

（６
）
　
出
航
場
所
と
時
代
は
異
な
る
が
、
渤
海
国
か
ら
日
本
へ
の
航
海

は
、
季
節
風
を
利
用
し
た
帆
走
だ
け
に

「冬
来
夏
帰
」
と
い
う
サ
イ

ク
ル
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る

（上
田
雄

『渤
海
国
の
謎
』
講
談
社

現
代
新
書
）
。

（
７
）
森
克
己

「戒
覚
の
渡
宋
記
に
つ
い
て
」

（
「中
央
大
学
文
学
部
紀

要
」
第
６３
号
、
昭
和
四
十
七
年
二
月
）
に
も
、
宋
商
が
船
賃
で
暴
利

を
得
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

（８
）

『扶
桑
略
記
』
承
暦
四
と
し
閏
八
月
二
十
日
条
に

「大
宋
国
商
人

孫
吉
忠
費
明
州
牒
云
々
」
と
あ
り
、

「
孫
吉
忠
」
は

「
孫
忠
」
で
あ

り
、
ま
た

「
孫
吉
」
と
も
呼
ば
れ
た
よ
う
で
、

『帥
記
』

（史
料
大

成
）
の

「孫
告
」
は

「孫
吉
」
の
誤
写
か
誤
植
で
あ
ろ
う
。

（９
）
森
克
己

『
日
宋
貿
易
の
研
究
』

（昭
和
五
十
年
刊
、
国
書
刊
行
会
）

に
よ
る
と
、

「貿
易
の
許
可

・
不
許
可
決
定
に
際
し
て
、
準
拠
す
べ

き
根
本
規
定
は
、
商
船
に
対
し
て
予
め
規
定
せ
ら
れ
た
来
航
年
限
、

即
ち

一
定
の
歳
月

（最
小
限
二
箇
年
）
を
隔
て
て
来
航
す
べ
き
約
条

で
あ
つ
て
、
若
し
こ
の
規
定
を
犯
し
て
頻
繁
に
来
航
す
る
も
の
が
あ

れ
ば
、
政
府
は
官
符
を
大
宰
府
に
下
し
、
即
時
本
国
へ
回
却
を
命
ず

る
方
針
で
あ
つ
た
」
と
す
る
。
な
お
、
こ
れ
以
前
の
渤
海
国
と
の
交

流
は

「
一
紀

一
貢
」

（十
二
年
間
隔
）
の
取
り
決
め
が
あ

っ
た
も
の

の
、
こ
れ
も
厳
密
に
は
遵
守
さ
れ
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
１０
）
注
８
の
著
書
に
よ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
い
い
。
は
る
き
）
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