
普
賢
菩
薩

　
　
　
　
　
マ
」
性
室
寺
入

－
附
り
お
竹
大
日
画
面
の
由
來
f

沼

波

守

　
　
　
　
ふ
げ
ん
と
も
な
ら
う
四
五
日
前
に
買
ひ

　
「
柳
多
留
」
初
編
に
あ
る
柳
句
で
、
普
賢
菩
薩
が
遊
女
と
化
し
て
を
ら
れ
た
と
い
ふ
話
が
、
如
何
に
流
布
し
て
み
た
か
の
一
讃
で

あ
る
。
こ
の
話
は
「
古
事
談
」
の
第
三
、
「
俗
行
」
篇
と
、
「
十
訓
抄
」
第
三
、
「
不
レ
可
レ
侮
二
白
楽
重
こ
の
篇
と
に
出
て
居
る
。
爾

書
の
丈
章
は
異
っ
て
居
る
が
、
内
容
は
殆
ん
ど
同
一
で
あ
る
。
そ
の
概
略
は
、

　
書
爲
山
の
開
山
性
器
人
が
生
身
の
普
賢
菩
薩
を
拝
み
た
い
と
所
払
を
凝
し
て
み
た
ら
、
器
量
の
遊
女
の
長
者
を
見
よ
と
の
夢
告
が

あ
っ
た
の
で
、
長
者
の
家
に
行
っ
て
み
る
と
、
折
節
京
よ
り
の
客
が
來
て
居
て
遊
宴
心
学
の
程
で
、
長
者
は

　
　
周
防
む
ろ
づ
み
の
中
な
る
み
た
ら
ひ
に
、
風
は
ふ
か
ね
ど
も
、
さ
さ
ら
波
だ
つ
。

と
唄
っ
て
み
る
。
上
人
眼
を
閉
ぢ
て
合
掌
し
て
居
る
と
、
そ
の
長
者
は
忽
ち
普
賢
菩
薩
の
容
貌
を
現
じ
、
六
牙
の
白
象
に
乗
り
、
眉

聞
か
ら
光
を
放
っ
て
、
道
俗
の
入
を
照
ら
し
微
妙
の
音
聲
を
毒
し
て
、

　
　
賢
相
無
漏
の
大
海
に
、
五
塵
六
慾
の
風
は
ふ
か
ね
ど
も
、
随
縁
眞
如
の
波
の
立
た
ぬ
時
な
し
Q

　
　
　
普
賢
菩
薩
と
性
笙
上
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七



　
　
　
並
日
賢
菩
隣
と
性
空
上
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八

と
仰
せ
ら
れ
て
み
る
。
歳
入
感
激
に
堪
へ
難
く
、
眼
を
開
い
て
見
る
と
、
も
と
の
女
入
の
姿
と
な
っ
て
、
「
周
防
む
ろ
づ
み
の
」
と

唄
っ
て
居
る
。
眼
を
閉
お
る
と
、
又
菩
薩
の
貌
と
な
っ
て
法
楽
を
演
べ
て
居
ら
れ
る
。
か
や
う
な
事
が
度
々
で
あ
っ
た
の
で
、
上
人

は
恭
敬
禮
拝
し
て
、
感
涙
に
咽
び
な
が
ら
郎
つ
た
。
す
る
と
長
者
は
俄
に
座
を
立
て
、
間
道
か
ら
上
入
の
傍
に
來
て
、
此
の
事
入
に

口
外
す
る
勿
れ
と
云
ひ
畢
っ
て
、
忽
然
と
死
ん
で
し
ま
っ
た
Q
時
に
鰻
香
虚
室
に
充
漏
し
て
甚
だ
香
し
か
っ
た
Q
と
い
ふ
の
で
あ

る
。　

「
十
訓
抄
し
は
著
者
に
つ
い
て
は
設
が
あ
る
が
、
威
立
は
序
に
建
長
四
年
（
ご
一
五
二
）
と
あ
る
。
「
古
事
魅
し
は
源
顯
兼
の
作
と

云
は
れ
、
r
．
建
暦
（
＝
二
二
）
以
後
、
建
保
三
年
（
＝
＝
五
）
以
前
に
戸
立
し
た
も
の
で
あ
ら
う
と
云
は
れ
て
る
る
Q
つ
ま
り
「
古

事
談
」
の
方
が
「
十
訓
抄
」
よ
り
は
三
十
余
年
以
前
に
餌
煮
て
み
る
か
ら
、
「
十
訓
抄
」
は
「
古
事
訟
」
を
資
料
と
し
た
の
で
あ
ら

う
Q
尤
も
爾
書
の
話
が
同
一
の
原
典
か
ら
探
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
さ
う
い
ふ
書
を
私
は
知
ら
な
い
。
そ
こ
で
爾
書
の
文
を

讃
み
較
べ
て
み
る
と
、
「
古
事
談
」
の
漢
文
調
の
丈
を
、
「
十
訓
抄
」
で
和
ら
げ
た
と
み
て
大
過
は
な
い
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

と
こ
ろ
で
右
の
洛
書
の
ほ
か
に
、
　
「
撰
集
抄
」
の
六
、
　
「
性
比
上
人
事
付
室
遊
女
」
と
い
ふ
章
に
も
、
大
同
小
異
の
話
を
載
せ
て
み

る
。
そ
れ
は
、

　
　
有
二
夢
告
一
堂
、
欲
〆
奉
γ
見
二
生
身
普
賢
者
囲
可
γ
見
二
菅
崎
遊
女
之
長
者
一
同
汝
　
　
　
　
　
　
　
古
事
談

　
　
或
夜
濃
鼠
に
つ
か
れ
て
、
経
を
に
ぎ
り
な
が
ら
、
脇
息
に
よ
り
か
か
り
て
、
し
ぼ
し
ま
ど
ろ
み
給
へ
る
夢
に
、
生
身
の
普
賢
を

　
　
見
奉
ら
ん
と
思
は
穿
、
神
崎
の
遊
女
の
長
者
を
見
る
べ
き
曲
、
示
す
と
み
て
夢
さ
め
ぬ
。
　
　
　
十
号
抄

と
あ
る
の
に
、
こ
の
「
撰
集
抄
」
で
は
、



　
　
七
日
所
念
し
て
い
ま
そ
か
り
け
る
に
、
七
日
の
曉
の
う
つ
Σ
に
、
天
童
託
し
て
口
く
、
室
の
遊
女
が
長
者
を
育
め
。
そ
れ
こ
そ

　
　
實
の
普
賢
な
り
と
示
し
て
失
給
ひ
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
撰
集
抄

と
な
っ
て
み
る
。
　
「
古
事
談
」
等
で
は
、
京
か
ら
き
た
客
の
遊
宴
齪
舞
の
様
を
、
上
人
が
傍
か
ら
見
て
み
る
事
に
な
っ
て
み
る
が
湘

こ
れ
で
は
上
人
が
同
宿
の
信
五
人
と
共
に
客
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
　
た
　
　
い
　
　
も
　
　
　
　
　
し
　
　
　
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
カ
　
　
リ
　
　
う
　
　
の

　
　
長
者
酌
取
り
聖
人
に
酒
を
す
奥
め
奉
れ
り
。
し
ひ
申
す
と
て
舞
を
舞
ふ
。
　
「
周
防
み
た
ら
し
の
澤
邊
に
、
風
の
音
つ
れ
て
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
い
　
　
や
　
　
も
　
　
ら

　
　
か
ず
ふ
れ
ぽ
、
井
び
み
た
る
遊
女
ど
も
、
同
感
し
て
、
「
さ
N
ら
波
だ
つ
。
や
れ
こ
さ
つ
。
」
と
う
け
拍
し
け
る
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
撰
集
抄

と
な
っ
て
み
て
、
歌
詞
も
少
し
異
っ
て
み
る
。
普
賢
と
現
じ
て
の
法
文
の
句
も
、
「
古
事
談
」
等
の
と
は
梢
異
っ
て
、

　
　
リ
　
　
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
い
　
　
の
　
　
り
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
カ
　
　
じ
　
　
カ
　
　
も
　
　
も
　
　
む
　
　
の

　
　
法
性
無
漏
の
大
海
に
は
、
普
賢
恒
順
の
月
、
光
ほ
が
ら
か
な
り
Q
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
撰
集
抄

と
な
っ
て
み
る
Q
ま
た
獄
所
も
（
古
事
談
し
や
「
十
訓
抄
」
で
は
紳
崎
で
あ
っ
た
の
が
、
室
と
な
っ
て
み
る
。
そ
し
て
「
撰
集
抄
」

に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
こ
と

　
　
さ
て
叉
此
遊
女
の
や
が
て
は
か
な
く
成
り
給
へ
る
事
、
い
か
な
る
や
う
の
有
る
に
や
。
諒
の
逸
れ
ぬ
と
て
去
り
い
ま
そ
か
り
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
る
や
ら
ん
。
ま
た
聖
人
に
拝
ま
れ
給
ひ
ぬ
れ
ぽ
、
是
や
の
ぞ
み
に
て
い
ま
そ
か
り
け
ん
。
此
言
は
拾
遺
抄
に
載
せ
て
侍
る
。
こ

　
　
と
の
見
す
ご
し
が
た
さ
に
書
き
の
ぜ
ぬ
る
に
侍
り
。

と
の
所
見
を
附
記
し
て
み
る
。

　
こ
の
「
撰
集
抄
」
は
西
行
の
作
と
云
は
れ
、
壽
永
二
年
目
＝
八
二
）
の
序
も
あ
る
が
、
故
藤
岡
作
太
郎
型
置
の
翼
翼
の
如
く
、

　
　
　
普
賢
菩
薩
と
牲
甕
上
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九



　
　
　
魯
賢
菩
薩
と
性
空
上
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○

後
世
無
學
な
人
の
西
行
に
託
し
て
の
儒
作
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
成
立
も
西
行
の
理
し
た
建
久
元
年
（
＝
九
〇
）
以
後
で
あ
ら
う

と
推
定
さ
れ
て
る
る
だ
け
で
あ
る
の
で
、
「
古
事
談
」
と
「
撰
集
抄
」
と
の
成
立
の
前
後
は
簡
軍
に
は
定
め
ら
れ
な
い
。
「
撰
集
抄
」

は
後
人
の
儒
作
で
は
あ
る
が
、
實
際
に
西
行
自
身
の
書
い
て
お
い
た
部
分
も
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
し
て
こ
の
普
賢
菩
薩
の
話
は
西
行

の
書
い
て
お
い
た
も
の
と
み
れ
ぽ
、
序
に
壽
永
二
年
（
＝
八
二
）
と
あ
る
か
ら
、
　
「
古
事
談
」
よ
り
も
三
十
年
ほ
ど
前
に
な
る
か

ら
、
こ
の
方
が
古
い
と
い
ふ
事
に
な
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
話
の
條
が
西
行
の
自
記
か
ど
う
か
貸
問
題
で
あ
る
か
ら
、
室
の
遊
女
と
い

ふ
傳
の
方
が
、
紳
崎
の
遊
女
と
い
ふ
の
よ
り
古
い
傳
へ
で
あ
る
と
も
定
め
ら
れ
な
い
Q
た
y
こ
N
に
引
用
し
た
「
撰
集
抄
」
の
文
中

の
「
拾
遺
抄
」
が
わ
か
れ
ぽ
、
　
「
撰
集
抄
」
の
原
擦
を
知
る
事
も
望
都
る
の
で
あ
る
が
、
残
念
な
事
に
、
無
謬
な
私
に
は
、
途
に
こ

の
「
拾
遺
抄
」
と
い
ふ
書
を
知
る
事
が
出
來
な
か
っ
た
Q
し
か
し
こ
の
「
撰
集
抄
」
「
古
事
談
」
「
十
重
抄
」
の
三
書
の
成
立
が
、
十

二
世
紀
末
か
ら
十
三
世
紀
の
中
頃
ま
で
で
、
あ
ま
り
大
き
な
年
数
の
差
が
な
い
と
い
ふ
事
は
、
こ
の
話
が
十
二
世
紀
頃
に
出
來
た
の

で
あ
ら
う
と
い
ふ
事
を
推
測
さ
せ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
性
説
上
人
が
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）
歳
と
い
ふ
事
と
睨
み
合
せ
て
、
本
當
の

話
な
ら
ぽ
と
に
か
く
、
架
室
の
話
と
す
れ
ぽ
、
さ
う
し
た
話
の
生
ま
れ
る
に
は
、
い
か
に
も
適
當
な
年
代
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

　
石
橋
術
費
氏
の
「
十
訓
抄
詳
解
」
の
こ
の
條
の
註
の
中
に
、

　
　
「
撰
集
抄
」
に
は
室
と
い
ひ
た
れ
ど
も
、
「
甘
藷
抄
」
に
は
同
話
に
断
て
密
告
と
見
え
た
り
。

と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
活
字
本
の
群
書
出
鉱
所
牧
の
「
江
談
抄
」
に
は
、
こ
の
話
は
見
え
て
み
な
い
Q
も
し
「
江
五
流
」
に
出
て
居
る

と
す
れ
ぽ
、
「
早
期
抄
」
は
、
長
治
か
ら
嘉
承
（
＝
〇
四
1
＝
〇
七
）
の
頃
の
威
立
だ
と
云
は
れ
て
る
る
か
ら
、
「
拾
遺
抄
」
が
さ

き
か
、
「
江
缶
子
」
が
さ
き
か
と
い
ふ
問
題
に
も
な
り
、
こ
の
話
の
最
初
に
見
え
る
丈
鰍
の
年
代
も
ず
っ
と
古
く
な
る
が
、
前
述
の



や
う
な
わ
け
で
、
こ
の
鮎
を
明
ら
か
に
し
得
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
性
室
上
人
の
事
は
、
「
本
朝
法
華
験
記
」
（
成
立
一

〇
四
〇
一
一
〇
四
四
）
の
中
巻
の
四
十
五
話
、
「
今
昔
物
語
」
（
一
〇
七
七
の
頃
成
立
か
）
巻
十
二
、
「
古
今
著
聞
集
」
（
成
立
建
長
六
年
、
＝
…

五
四
）
巻
二
等
に
出
て
み
る
が
、
何
れ
も
遊
女
の
普
賢
菩
薩
の
話
は
出
て
み
な
い
。

　
や
N
時
代
は
下
る
け
れ
ど
、
足
利
義
満
が
康
鷹
元
年
（
一
三
八
九
）
に
嚴
島
記
を
し
た
時
の
事
を
、
今
川
警
世
が
記
し
た
、
「
鹿
苑

院
殿
嚴
島
詣
記
」
の
三
月
十
二
日
の
と
こ
ろ
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
カ

　
　
あ
ひ
の
浦
す
ぎ
て
、
む
ろ
づ
み
と
去
ふ
所
に
至
り
ぬ
。
む
か
し
生
身
の
文
殊
の
み
か
ほ
を
が
ま
む
と
誓
ひ
け
る
人
に
告
げ
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
し

　
　
て
、
こ
れ
こ
そ
生
身
の
文
殊
よ
と
て
、
此
所
の
遊
女
を
教
へ
け
る
所
ぞ
か
し
。

と
い
ふ
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
性
室
上
人
と
は
記
さ
れ
て
み
な
い
し
、
普
賢
菩
薩
で
は
な
く
て
文
殊
菩
薄
と
な
っ
て
は
み
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
が

性
室
上
人
の
話
と
同
歯
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
ず
っ
と
後
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
備
中
岡
山
の
古
河
辰
と
い
ふ
人
が
、
天
明
三
年

（
一
七
八
三
）
の
九
州
心
行
の
見
聞
を
記
し
た
「
酉
遊
雑
記
」
と
い
ふ
書
が
あ
る
Q
そ
の
四
月
廿
三
日
か
ら
廿
四
日
に
か
け
て
の
條

に
、

　
　
廿
三
日
室
積
を
州
見
せ
ん
と
て
予
料
に
入
る
。
宿
な
く
し
て
大
い
に
屈
し
、
稗
田
村
と
い
ふ
所
の
は
に
ふ
の
軒
に
夜
を
あ
か
し

　
　
て
、
廿
四
日
室
積
に
至
る
Q
此
等
は
甚
だ
古
き
所
に
て
、
聖
室
上
人
の
事
跡
、
世
に
云
ふ
遊
女
普
賢
菩
薩
に
化
し
て
聖
室
上
人

　
　
に
多
面
せ
し
と
云
ふ
地
に
し
て
、
今
に
大
黒
屋
恵
比
須
屋
と
云
ふ
偶
家
淺
り
て
、
聖
室
上
人
の
時
代
よ
り
も
つ
ぼ
ぎ
し
家
な
り

　
　
と
土
入
の
言
傳
へ
あ
る
事
な
り
。

と
の
記
事
が
あ
る
。
ま
た
尾
張
の
商
人
菱
屋
雫
七
が
享
和
元
年
（
【
八
〇
一
）
の
並
行
記
「
筑
紫
紀
行
」
の
巻
三
、
四
月
十
二
日
の

　
　
　
普
賢
菩
薩
と
性
空
上
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
｛



普
賢
菩
薩
と
日
空
上
人

八
二

條
に

　
　
未
・
刻
意
籍
（
上
の
關
よ
り
七
里
）
に
舟
を
着
け
て
泊
宿
す
。
入
海
の
三
重
簿
・
し
、
豪
二
百
計
。
問
屋
婆
屋
な
ど
も
あ

　
　
り
。
さ
れ
ど
賑
は
は
し
か
ら
ず
、
町
家
も
草
葺
の
家
多
し
。
町
の
西
な
る
濱
邊
に
、
峨
眉
山
普
賢
寺
と
て
、
普
賢
菩
薩
を
安
置

　
　
せ
る
寺
あ
り
。
日
本
に
た
慧
一
髄
の
本
尊
な
り
と
い
ふ
。
寺
の
庭
に
性
室
上
人
の
石
碑
あ
り
。
性
室
は
播
磨
の
書
爲
山
の
開
墓

　
　
の
上
人
な
り
。
か
つ
て
此
所
を
通
り
給
ふ
事
の
あ
り
し
時
に
、
普
賢
菩
薩
遊
女
の
形
に
化
し
て
上
人
に
戯
れ
試
み
給
ひ
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
み

　
　
に
、
上
人
の
道
徳
堅
固
に
お
は
し
ま
し
て
、
御
心
動
き
給
は
ざ
り
し
か
ぼ
、
其
時
御
本
相
に
か
へ
り
給
ひ
て
見
え
さ
せ
給
ひ
し

　
　
　
　
　
う
つ

　
　
共
れ
を
摸
し
傳
へ
た
る
尊
像
な
り
と
そ
寺
の
縁
起
に
は
い
へ
る
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
を
み
て
も
こ
の
室
積
の
話
も
「
古
事
談
」
に
い
ふ
と
こ
ろ
と
同
一
の
話
で
あ
っ
た
事
が
わ
か
る
。
「
鹿
苑
院
殿
嚴

島
詣
記
」
に
文
殊
と
あ
っ
た
の
は
、
文
殊
・
普
賢
爾
菩
薩
は
當
に
繹
迦
藤
葛
像
の
爾
脇
侍
と
し
て
、
左
右
一
鍬
に
並
び
給
う
て
み
る

の
で
、
普
賢
を
ふ
と
文
殊
と
誤
っ
た
の
で
あ
ら
う
し
、
「
筑
紫
紀
行
」
に
上
手
を
試
み
る
爲
と
い
ふ
の
は
、
時
代
を
経
る
う
ち
に
攣

化
し
た
の
で
も
あ
ら
う
。

　
さ
て
以
上
記
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
同
一
の
話
が
、
門
崎
、
室
、
室
積
と
異
っ
た
場
所
に
つ
い
て
傳
へ
ら
れ
て
る
る
こ
と
に
な

る
。
こ
二
で
、
そ
れ
ら
の
地
に
つ
い
て
考
へ
て
み
る
必
要
が
お
こ
っ
て
く
る
。

　
紳
崎
は
、
撮
津
國
河
邊
郡
に
あ
っ
て
、
尼
ケ
崎
の
東
北
、
神
崎
川
に
臨
む
地
で
、
大
江
匡
房
の
「
遊
女
記
」
に

　
　
到
二
撮
津
國
↓
有
二
三
崎
蟹
青
墨
地
↓
比
レ
門
連
レ
戸
、
人
家
無
レ
絶
、
侶
女
舞
〆
群
、
樟
二
扁
舟
一
概
二
槍
（
族
ノ
誤
力
）
舶
ハ
以
薦
二

　
　
枕
席
↓
聲
過
二
（
邉
ノ
誤
ヵ
）
漢
雲
↓
韻
瓢
二
水
風
↓
経
廻
之
人
、
莫
ン
不
γ
忘
γ
家
。



と
あ
る
や
う
に
、
古
逗
留
遡
の
要
津
で
遊
女
で
有
名
な
所
で
あ
る
。
つ
い
で
に
、
こ
の
蟹
島
は
今
の
加
島
で
あ
る
G

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ひ
ぼ

　
室
は
今
の
室
津
で
、
播
磨
國
揖
保
郡
に
あ
り
、
瀬
戸
内
海
に
臨
む
港
で
あ
る
。
「
本
朝
文
粋
」
巻
二
の
三
善
清
行
の
「
意
見
十
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
ノ

箇
條
」
の
う
ち
の
「
一
重
講
レ
修
二
復
播
國
魚
佳
泊
一
事
」
の
文
中
に

　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
う
ぶ
ノ
　
　
　
　
　
か
ら
ノ

　
　
山
陽
西
海
南
海
三
道
、
舟
船
海
行
之
程
、
自
二
梗
生
泊
㎜
至
二
乱
筆
二
日
行
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ろ
ふ

と
あ
る
や
う
に
、
こ
れ
亦
古
來
瀬
戸
内
海
航
行
の
要
港
で
あ
っ
た
。
粟
生
泊
は
室
原
泊
と
も
書
き
、
今
の
室
津
の
事
で
あ
る
。
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

「
撰
集
抄
」
第
三
の
「
播
州
竹
岡
尼
磯
心
事
」
の
條
に
、

　
　
昔
播
磨
國
竹
の
岡
と
云
ふ
所
に
、
庵
結
び
て
行
ふ
尼
侍
り
、
本
は
室
の
遊
女
に
て
侍
り
け
る
が
、
み
め
さ
ま
な
ど
も
あ
し
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
ざ
り
け
る
に
や
、
醍
醐
中
納
言
顯
基
に
被
覆
奉
り
て
、
一
年
計
の
程
都
に
な
ん
住
渡
り
侍
り
け
る
が
、
如
何
成
事
か
侍
り
け

　
　
ん
、
す
さ
め
ら
れ
奉
り
て
、
室
に
亘
り
て
後
、
叉
も
遊
女
の
振
舞
な
ど
し
侍
ら
ざ
り
け
る
と
か
や
・

と
あ
る
や
う
に
、
こ
こ
も
亦
遊
女
で
有
名
な
地
で
あ
っ
た
。

　
室
積
は
周
防
國
熊
毛
郡
に
あ
っ
て
、
古
く
か
ら
瀬
戸
内
海
航
路
の
要
港
で
、
ま
た
遊
女
の
居
っ
た
こ
と
は
、
前
に
引
い
た
「
鹿
苑

院
殿
嚴
島
詣
記
」
其
他
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
ら
う
Q

　
要
之
、
紳
崎
・
室
・
室
積
三
者
と
も
に
、
船
着
場
で
遊
女
屋
が
あ
っ
た
と
い
ふ
黙
で
一
致
し
て
み
る
地
で
あ
る
Q
性
軸
上
は
播
磨
の

書
爲
山
の
磯
際
寺
の
開
山
で
、
前
述
の
や
う
に
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）
に
寂
し
た
入
で
あ
る
。
煙
具
山
は
播
磨
國
飾
磨
郡
に
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ひ
ぼ

姫
路
の
西
北
一
里
牛
許
の
所
で
あ
る
。
室
津
は
飾
磨
郡
の
西
に
隣
る
摘
保
郡
の
海
岸
に
あ
っ
て
、
書
爲
山
の
西
爾
五
六
里
許
の
所
で

あ
る
か
ら
、
位
置
と
し
て
は
此
所
が
性
室
上
人
の
住
し
た
書
砿
山
に
最
も
近
い
の
で
、
室
の
長
者
と
と
い
の
が
一
番
自
然
ら
し
く
も

　
　
　
普
賢
菩
薩
と
性
空
上
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三



　
　
　
普
賢
菩
薩
と
性
空
上
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四

思
は
れ
る
。

　
室
積
は
書
岬
山
の
あ
る
播
磨
國
か
ら
西
へ
、
備
前
・
備
中
・
備
後
・
安
藝
と
四
ケ
國
を
隔
て
た
最
も
遠
距
離
の
地
で
は
あ
る
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
た
ら
し

ど
、
長
者
の
歌
っ
た
唄
が
「
周
防
の
み
た
ら
し
の
澤
漫
に
」
（
撰
集
抄
。
御
手
洗
は
室
積
の
一
名
）
と
か
、
「
周
防
む
ろ
づ
み
の
中
な

る
」
（
古
事
談
、
＋
訓
抄
）
と
い
は
れ
て
み
る
黙
か
ら
み
れ
ぽ
、
室
積
だ
と
い
ふ
の
も
尤
も
で
あ
る
。
性
室
上
人
は
群
書
類
從
の
傳
部

所
牧
の
「
性
室
上
人
傳
」
に
擦
れ
ば
、
京
の
人
で
、
母
に
從
っ
て
日
向
國
に
到
り
、
三
十
六
で
出
家
し
て
、
霧
島
山
に
籠
っ
て
苦
行

し
、
更
に
背
振
山
に
移
り
、
後
、
書
簡
山
を
開
い
た
と
い
ふ
か
ら
、
周
防
の
室
積
を
通
っ
た
筈
で
あ
る
。
だ
か
ら
書
爲
山
か
ら
遠
い

と
い
っ
て
一
概
に
は
退
け
難
い
Q
そ
し
て
そ
れ
は
書
爲
山
を
開
く
よ
り
以
前
の
事
で
あ
っ
た
ら
う
か
ら
、
　
「
筑
紫
紀
行
」
に
あ
る
や

う
な
、
普
賢
菩
薩
が
遊
女
と
化
し
て
上
人
の
道
心
を
試
み
た
と
い
ふ
や
う
な
話
に
も
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

　
三
崎
は
書
爲
山
か
ら
は
室
津
よ
り
は
遠
い
け
れ
ど
、
前
に
引
い
た
大
江
身
幅
の
「
遊
女
紀
」
に

　
　
自
閉
山
城
國
自
尊
三
州
宣
旨
互
川
一
西
行
一
日
、
謂
二
運
河
陽
↓
往
二
返
於
山
陽
導
流
西
海
三
道
一
之
者
、
莫
レ
不
レ
軽
目
此
路
（
江
河

　
　
南
北
、
邑
汝
諸
々
、
分
流
向
二
河
内
國
嚇
謂
二
之
江
ロ
ハ
蓋
典
藥
寮
味
原
樹
（
厨
ノ
誤
力
）
、
掃
譜
図
大
庭
庄
也
、
到
二
軍
津
國
↓

　
　
有
二
紳
崎
蟹
嶋
等
地
叩

と
あ
る
や
う
に
、
江
口
と
並
ん
で
交
通
の
要
路
で
あ
っ
た
か
ら
、
紳
崎
の
地
へ
性
察
上
人
が
い
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
筈
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
話
の
肝
心
な
事
は
、
普
賢
菩
薩
が
遊
女
に
化
し
た
と
い
ふ
黙
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
豊
崎
で
も
室
で
も
室
積
で

も
、
遊
女
の
居
る
地
と
し
て
有
名
で
あ
れ
ぽ
い
玉
わ
け
で
あ
る
。
故
に
室
積
や
室
よ
り
も
京
に
近
い
だ
け
に
、
京
の
入
々
に
よ
く
知

ら
れ
て
み
る
紳
崎
の
地
が
撰
ば
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
な
ほ
一
條
象
良
の
著
「
東
齋
随
筆
」
佛
法
類
に
も
、
紳
崎
の
遊
女
と
し
て
記



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
カ
　
　
し

さ
れ
て
る
て
、
た
穿
歌
詞
が
「
周
防
む
ろ
づ
み
の
中
な
る
み
さ
ら
み
」
に
と
少
々
異
っ
て
み
る
だ
け
で
あ
る
。

　
性
室
上
人
が
何
故
に
生
身
の
普
賢
菩
薩
を
舞
み
た
い
と
所
念
し
た
か
と
い
ふ
事
を
考
へ
て
み
る
と
、
「
本
朝
法
華
験
記
」
「
性
室
上

卿
傳
」
「
明
奪
略
傳
」
等
に
治
る
と
、
寝
入
は
法
華
経
の
受
持
者
で
あ
る
。
そ
し
て
「
法
華
経
」
第
七
巻
、
「
普
賢
菩
薩
渤
磯
品
第
二

十
八
」
に
よ
れ
ぽ
、
普
賢
菩
薩
は
法
華
経
の
受
持
者
を
守
護
す
る
菩
薩
で
あ
る
か
ら
で
あ
ら
う
。
ま
た
普
賢
菩
薩
が
遊
女
と
化
せ
ら

れ
た
と
い
ふ
事
は
、
　
「
佛
読
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
」
に
擦
れ
ば
、
菩
薩
の
乗
っ
て
ゐ
ら
れ
る
六
牙
の
白
象
の
六
牙
の
端
に
六
つ
の
浴

池
が
あ
り
、
一
ツ
ー
ツ
の
浴
地
の
中
に
十
四
の
蓮
華
を
生
じ
て
み
る
Q
一
ツ
ー
ツ
の
華
の
上
に
一
人
の
玉
糸
が
あ
り
、
顔
色
紅
輝
天

女
に
過
ぎ
て
み
る
。
手
の
な
か
に
自
然
に
五
ツ
の
基
篠
を
化
し
、
一
ツ
ー
ツ
の
窒
撰
に
五
百
の
樂
器
が
あ
っ
て
春
季
と
す
る
。
と
あ

る
。
こ
の
美
女
と
樂
器
と
い
ふ
事
か
ら
遊
女
を
連
想
し
て
き
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
・
そ
の
う
へ
、
前
に
引
い
た
大
江
安
房
の
「
遊

女
記
」
に
見
え
る
遊
女
の
名
の
う
ち
に
は
、
観
音
、
如
意
、
香
櫨
、
孔
雀
、
小
観
音
な
ど
と
い
ふ
佛
教
に
關
係
の
あ
る
も
の
が
あ

る
。
こ
れ
ら
の
事
も
一
つ
の
原
因
と
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

　
こ
の
読
話
を
資
材
と
し
た
文
學
作
品
に
、
中
世
の
「
硯
破
」
が
あ
る
Q
平
出
鐸
二
郎
氏
の
「
近
古
、
小
詮
解
題
」
に
よ
る
と
、
こ
れ

は
性
心
上
人
の
生
涯
を
綴
っ
た
も
の
で
、
上
人
は
も
と
左
大
臣
時
不
の
孫
大
納
言
朝
時
の
青
侍
で
中
太
三
郎
と
い
っ
た
。
或
時
中
太

は
朝
時
重
篤
の
硯
を
過
っ
て
破
っ
た
・
中
太
が
狼
狽
す
る
の
で
、
朝
時
の
若
君
が
、
自
分
が
破
っ
た
と
い
へ
ば
、
父
も
齢
す
で
あ
ら

う
か
と
罪
を
被
っ
た
が
、
朝
時
の
怒
は
甚
し
く
途
、
に
若
君
の
首
を
打
落
し
て
し
ま
っ
た
。
中
太
は
こ
れ
を
悲
し
み
、
若
君
の
菩
提
を

弔
ひ
且
は
己
の
滅
罪
の
爲
に
と
出
家
し
て
性
室
と
な
り
、
書
甲
山
を
草
創
し
、
室
の
遊
女
に
普
賢
を
拝
し
た
事
な
ど
が
記
さ
れ
て
み

る
と
の
事
で
あ
る
Q
硯
を
破
っ
た
事
、
室
の
遊
女
を
見
た
事
は
「
撰
集
抄
」
の
六
に
の
み
見
え
て
、
他
の
性
室
上
々
傳
に
は
見
ら
れ

　
　
　
普
賢
菩
薩
と
性
空
上
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五



　
　
　
普
賢
讐
薩
と
性
空
上
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六

な
い
事
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
小
読
は
「
撰
集
抄
」
を
資
料
と
し
た
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
こ
の
他
に
も
、
性
石
人
と
は
別
の
話
で
は
あ
る
が
、
「
撰
集
抄
」
を
資
料
と
し
た
作
に
、
謡
曲
「
江
口
」
が
あ
る
。
そ
の
概
略
は
、

天
王
寺
詣
の
族
櫓
が
江
口
の
里
に
着
い
て
、
西
行
の
昔
を
思
ひ
、
西
行
の
「
世
の
中
を
厭
ふ
ま
で
こ
そ
」
の
歌
を
詠
ず
る
と
、
そ
の

時
の
遊
女
の
簸
が
現
れ
て
、
遊
女
等
の
川
遣
遙
の
檬
を
見
せ
、
途
に
普
賢
菩
薩
と
現
じ
、
乗
っ
て
み
た
舟
が
白
象
と
な
り
、
白
雲
に

乗
っ
て
西
の
室
に
去
っ
た
Q
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
撰
集
抄
」
九
に
あ
る
「
江
ロ
遊
女
成
レ
尼
事
」
の
話
、
即
ち
、
西
行
が
江

口
で
時
雨
に
逢
ひ
、
引
導
に
晴
間
を
待
た
う
と
し
た
が
、
主
の
遊
女
が
許
さ
な
か
っ
た
の
で
、
西
行
が
「
世
の
中
を
い
と
ふ
ま
で
こ

そ
か
た
か
ら
め
假
り
の
宿
り
を
惜
し
む
君
か
な
」
と
詠
ん
だ
時
、
主
の
遊
女
が
、
「
世
を
い
と
ふ
人
と
し
聞
け
ば
早
り
の
宿
に
心
と

む
な
と
思
ふ
ぼ
か
り
ぞ
」
と
答
へ
た
の
に
興
じ
て
、
一
夜
を
其
の
家
に
語
り
明
か
し
た
。
後
に
こ
の
遊
女
は
尼
と
な
っ
た
。
と
い
ふ

話
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
、
同
じ
「
撰
集
抄
」
の
性
室
上
人
の
室
の
遊
女
の
話
を
結
び
着
け
た
も
の
だ
と
思
は
れ
る
。
こ
N
に
江
口
の

遊
女
が
普
賢
菩
薩
と
化
し
た
と
い
ふ
新
し
い
形
の
話
が
出
早
上
つ
た
。
こ
エ
に
江
口
を
も
つ
て
き
た
の
は
、
西
行
の
「
世
の
申
を
」

の
歌
が
江
口
で
あ
っ
た
か
ら
江
口
と
な
っ
た
ま
で
で
、
も
し
こ
れ
が
他
の
地
、
例
へ
ぽ
蟹
島
の
地
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
な
ら
ぽ
、
勿

論
蟹
島
の
遊
女
と
な
っ
た
で
あ
ら
う
け
れ
ど
、
江
口
と
い
ふ
の
に
は
、
西
行
と
の
關
係
ば
か
り
で
な
く
、
他
に
も
大
き
な
理
由
が
考

へ
ら
れ
る
Q
そ
れ
は
、
江
口
は
捲
津
國
西
成
郡
（
今
は
大
阪
市
東
淀
川
匿
）
に
あ
っ
て
、
淀
川
か
ら
紳
崎
川
の
分
れ
る
分
れ
口
の
所

に
あ
る
。
古
轍
神
崎
と
並
ん
で
遊
女
で
有
名
な
舟
着
場
で
あ
っ
て
、
「
江
家
次
第
」
巻
十
五
の
八
十
島
祭
の
條
に
、

　
　
捧
二
御
麻
一
修
γ
喫
、
襖
了
以
二
型
物
一
投
レ
海
、
次
韓
京
、
於
二
二
ロ
一
遊
女
参
入
、
纒
頭
整
骨
如
7
恒
。

と
あ
る
Q
八
十
島
祭
は
大
嘗
會
の
あ
っ
た
翌
年
行
は
れ
る
も
の
で
、
薪
た
に
退
位
に
脚
き
給
う
た
天
皇
が
、
諸
士
の
紳
汝
を
祭
り
給



ふ
儀
式
で
あ
る
か
ら
、
本
來
な
ら
ぽ
各
縦
射
で
行
は
る
べ
き
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
は
繁
多
で
あ
る
か
ら
、
祭
使
が
特
に
難
波
津
に
下

っ
て
、
難
波
津
に
諸
國
を
代
表
さ
せ
て
行
は
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
に
江
口
の
遊
女
が
参
る
の
に
纒
頭
を
賜
は
る
こ
と
が
例
だ
と

い
ふ
の
で
あ
る
。

　
例
の
「
遊
女
記
」
に
、

　
　
長
保
年
中
東
三
條
院
参
二
詣
住
吉
天
王
寺
一
此
峙
輝
国
大
相
國
被
レ
焦
眉
小
観
音
殉

と
あ
る
Q
こ
の
東
三
條
院
は
良
家
（
道
長
の
父
）
の
女
の
詮
子
、
輝
定
大
相
國
は
道
長
で
あ
ら
う
ゆ
「
古
事
談
」
第
二
に

　
　
璽
（
道
長
）
召
・
遊
難
曲
茸
灘
、
蟹
家
之
後
、
蘇
参
・
七
大
寺
乏
蒔
、
露
申
立
・
河
峡
葦
間
小
観
音
参
入
、
入
道

　
　
殿
聞
ジ
之
頗
旗
面
給
、
御
衣
被
返
二
潰
之
噂

と
あ
る
。
「
遊
女
記
」
に
、
「
江
口
則
観
音
爲
ノ
組
」
と
あ
る
か
ら
、
小
観
音
も
江
口
の
遊
女
で
あ
ら
う
Q
「
御
堂
關
白
記
」
に
擦
る

と
、
こ
の
東
三
條
院
の
佳
吉
・
天
王
寺
御
参
詣
は
、
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
三
月
廿
日
に
京
を
御
出
褒
、
同
日
石
水
御
参
詣
、
廿
三

日
住
吉
と
天
王
寺
に
御
参
詣
、
廿
五
日
に
御
巫
院
と
な
っ
て
み
る
。
そ
の
廿
五
日
の
條
に
は
、

　
　
廿
五
日
。
壬
寅
。
還
院
。
子
時
、
此
遊
女
等
被
物
給
。
米
同
レ
之

と
あ
る
。
江
口
の
遊
女
等
が
京
ま
で
御
供
し
て
き
た
の
で
あ
ら
う
Q

　
同
じ
く
「
遊
女
記
」
に
、
東
三
條
院
の
佳
吉
天
王
寺
詣
の
記
事
に
つ
虫
け
て
、

　
　
長
元
年
中
上
東
門
院
又
有
二
御
幸
叩
此
時
字
治
大
相
國
被
レ
賞
日
中
君
田

と
あ
る
。
こ
れ
は
「
昇
華
物
語
」
の
「
殿
上
花
見
」
の
巻
に
よ
る
と
、
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
九
月
廿
五
日
、
京
を
お
た
ち
に
な
つ

　
　
　
普
賢
菩
薩
と
性
空
上
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七



　
　
　
普
賢
菩
薩
と
性
空
上
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八

て
、
同
日
石
清
水
、
二
十
八
日
住
吉
・
天
王
寺
御
参
詣
と
な
っ
て
み
る
。
そ
の
廿
六
日
目
條
に
、

　
　
江
口
と
い
ふ
所
に
な
り
て
、
あ
そ
び
ど
も
、
か
さ
に
月
を
い
だ
し
、
王
威
蒔
絃
、
さ
ま
ざ
ま
に
、
劣
ら
じ
ま
け
じ
と
し
て
ま
み

　
　
り
た
り
。
聲
ど
も
、
あ
し
べ
う
ち
よ
す
る
浪
の
聲
も
、
え
口
の
い
ふ
べ
き
方
な
く
こ
そ
見
え
し
か
。

と
あ
る
。
こ
の
上
東
門
院
は
道
長
の
女
彰
子
、
一
條
天
皇
の
中
宮
で
あ
っ
た
方
、
宇
治
大
長
着
は
道
長
の
子
心
通
で
あ
る
。

　
同
じ
く
「
横
額
物
語
」
の
「
松
の
下
枝
」
の
巻
に
、
延
久
五
年
（
一
〇
七
三
）
二
月
二
十
日
、
後
三
雄
蕊
が
陽
明
門
院
、
一
品
聰
子

内
親
王
と
御
同
行
で
、
石
清
水
・
佳
吉
・
天
王
寺
御
幸
の
記
事
が
あ
る
Q
そ
の
中
に
、

　
　
二
十
二
日
の
辰
の
時
ば
か
り
に
、
御
船
出
し
て
下
ら
せ
給
ふ
ほ
ど
に
、
江
口
の
あ
そ
び
二
船
ぽ
か
り
参
り
あ
ひ
た
り
。
豫
な
ど

　
　
を
ぞ
た
ま
は
せ
け
る
。
物
な
ど
は
ぬ
が
せ
給
は
ず
。
経
信
の
左
大
耕
琵
琶
、
構
中
津
季
宗
笙
、
民
部
椹
大
輔
政
長
も
笙
、
師
賢

　
　
の
辮
歌
う
た
ふ
。
笥
の
音
も
琵
琶
の
音
も
、
瀬
汝
の
河
浪
に
ま
が
ひ
て
い
み
じ
く
を
か
し
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
み
て
も
、
住
吉
天
王
寺
詣
は
雫
霊
宝
緕
の
間
に
屡
々
行
は
れ
て
る
た
事
が
わ
か
る
。
そ
し
て
京
か
ら
佳

吉
天
王
寺
に
赴
く
に
は
般
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
江
ロ
を
通
り
、
江
口
の
遊
女
が
い
つ
も
参
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
そ
の
時
締
紳

の
う
ち
に
江
口
の
遊
女
を
寵
愛
す
る
春
ま
で
が
あ
っ
た
と
す
れ
ぽ
、
江
口
の
名
は
京
洛
の
寸
々
に
は
特
に
馴
染
の
深
い
も
の
が
あ
ら

う
。
　
「
古
事
談
」
に
は
小
野
宮
様
頼
が
蟹
島
の
遊
女
香
櫨
を
愛
し
た
話
、
二
條
帥
長
靴
と
紳
崎
の
遊
女
目
古
曾
と
の
話
な
ど
を
戴
せ

て
居
る
か
ら
、
荒
胆
崎
癌
ひ
も
相
當
行
は
れ
た
で
は
あ
ら
う
が
、
地
理
的
に
み
て
江
口
の
や
う
に
頻
繁
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

室
や
室
積
に
い
た
っ
て
は
、
安
藝
の
嚴
議
題
と
か
、
筑
紫
の
太
宰
府
行
と
か
い
ふ
時
に
通
る
地
で
あ
る
か
ら
、
京
洛
の
緒
紳
に
と
っ

て
こ
れ
ら
の
地
に
行
く
こ
と
は
可
成
り
登
れ
な
場
合
で
あ
っ
た
ら
う
が
故
に
、
到
底
江
口
の
や
う
に
よ
く
知
ら
れ
る
と
い
ふ
わ
け
に



は
い
か
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
例
の
「
遊
女
記
」
に
も
、

　
　
自
二
京
洛
「
向
二
河
陽
一
之
時
、
愛
二
江
口
人
酬
刺
史
以
下
自
こ
西
國
「
入
レ
河
樹
勢
、
愛
二
神
崎
人
一
罪
以
二
幅
見
一
爲
レ
事
雪
景
也
。

と
あ
る
Q
し
て
み
れ
ば
、
江
ロ
は
關
白
、
大
臣
を
客
と
す
る
事
も
あ
る
が
、
神
崎
は
上
客
と
し
て
は
國
守
以
上
は
稀
れ
だ
と
い
ふ
事

に
な
る
。
こ
れ
は
自
然
に
聖
母
と
神
崎
と
の
聞
に
あ
る
差
を
生
じ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
Q
紳
崎
が
さ
う
と
す
れ
ぽ
、
も
っ
と
遠
い

室
や
室
積
は
當
然
瀞
崎
よ
り
以
下
の
晟
と
い
ふ
事
に
な
る
で
あ
ら
う
。
こ
れ
が
辛
々
等
に
代
っ
て
江
口
と
な
っ
た
所
以
で
あ
ら
う
。

　
前
述
「
撰
集
抄
」
の
西
行
と
江
口
の
遊
女
と
の
贈
答
の
歌
は
、
　
「
新
古
今
集
」
巻
十
、
羅
族
の
部
に

　
　
天
王
寺
へ
ま
み
り
侍
り
け
る
に
、
俄
に
雨
降
り
け
れ
ば
、
江
口
に
宿
を
か
り
け
る
に
、
か
し
侍
ら
ざ
り
け
れ
ぽ
よ
み
侍
り
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
行
法
師

と
し
て
出
て
居
る
。
そ
し
て
返
し
に
は
「
遊
女
妙
」
と
い
ふ
名
が
出
て
居
る
Q
な
ほ
こ
の
話
は
「
沙
石
集
」
巻
五
の
二
十
二
「
連
歌

の
事
」
の
條
に
も
出
て
居
る
（
し
か
し
こ
れ
に
は
た
冥
江
口
の
長
者
と
の
み
で
「
妙
」
と
い
ふ
名
は
見
え
て
み
な
い
）
か
ら
、
こ
の
西
行
と
江
口

の
遊
女
と
の
話
は
大
い
に
世
に
流
布
せ
ら
れ
た
で
あ
ら
う
。
北
村
季
吟
の
「
新
古
今
集
抄
」
に
は
、
「
遊
女
妙
」
に
「
砂
石
集
等
ニ

ハ
普
賢
菩
薩
化
身
云
々
」
と
の
註
記
が
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
Q

　
以
上
述
べ
て
き
た
や
う
に
、
最
初
は
性
室
埋
入
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
話
で
は
あ
る
が
、
謡
曲
「
江
口
」
に
よ
っ
て
、
西
行
と
な
り

江
口
と
な
る
と
、
謡
曲
の
普
及
と
相
待
っ
て
、
近
世
の
人
々
に
は
、
性
室
上
人
よ
り
も
殊
に
一
般
に
馴
染
の
深
い
西
行
に
、
耳
遠
い

室
積
・
室
・
神
崎
よ
り
も
聞
馴
れ
た
江
口
に
と
話
が
馴
化
し
て
流
布
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ら
う
Q
か
う
な
る
と
、
前
述
の
や
う

に
、
蚕
室
上
人
で
あ
る
か
ら
普
賢
菩
薩
と
幽
憤
が
深
い
が
、
西
行
で
は
そ
れ
ほ
ど
關
係
が
密
接
で
は
な
く
、
遊
女
と
し
て
は
返
歌
が

　
　
　
普
賢
菩
薩
と
性
空
上
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九



　
　
　
普
賢
菩
薩
と
性
空
上
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇

巧
み
で
あ
る
の
は
只
人
で
は
な
い
、
果
し
て
菩
薩
の
化
身
で
あ
っ
た
と
い
ふ
ぐ
ら
み
の
早
い
關
係
で
、
普
賢
菩
薩
で
な
け
ら
ね
ぽ
な

ら
ぬ
必
然
性
は
失
は
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
は
年
数
を
経
る
に
つ
れ
て
、
原
話
の
精
神
は
忘
れ
ら
れ
て
、
た
ゴ
形
だ
け
に
面
影

を
傳
へ
る
の
み
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
Q
と
に
か
く
、
江
口
と
西
行
と
し
て
話
が
羽
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
「
榎
津
名
所
圖
會
」

三
に
は

　
　
野
饗
遊
女
妙
歌
塚
と
て
新
古
今
贈
答
の
和
歌
を
石
刻
し
て
、
江
口
村
南
提
の
上
に
建
つ
る
。
北
の
方
西
行
法
師
の
歌
、
南
の

　
　
方
遊
女
妙
の
歌
。
云
々

　
　
君
堂
　
江
口
里
に
あ
り
。
日
蓮
宗
寳
林
山
寂
光
寺
普
賢
院
と
署
す
Q
女
僧
住
職
す
。

　
　
江
口
君
像
　
本
堂
に
安
ず
。
長
一
尺
計
、
里
帰
普
賢
菩
薩
の
尊
像
、
境
内
に
西
行
塔
、
江
口
の
君
の
墓
、
西
行
櫻
あ
り
。
叉
什

　
　
寳
の
西
行
眞
蹟
の
和
歌
あ
り
。

等
の
記
事
と
共
に
、
歌
塚
君
堂
の
書
が
載
せ
て
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
Q
さ
れ
ぽ
冒
頭
に
掲
げ
た
川
柳
は
、
性
室
上
人
の
時
の
事
と
す
べ

き
で
な
く
、
西
行
の
時
で
、
江
口
の
遊
女
の
事
と
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
と
こ
ろ
で
ま
た

　
　
　
　
　
大
日
は
木
綿
普
賢
は
緋
縮
緬

と
い
ふ
川
柳
が
あ
る
。
　
「
普
賢
は
緋
縮
緬
」
は
前
述
の
遊
女
と
化
し
給
う
た
と
い
ふ
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
時
の
湯
具
は
緋
縮
緬
で
あ

ら
う
と
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
「
大
日
は
木
綿
」
も
よ
く
似
た
話
で
、
し
か
も
關
係
の
あ
る
話
で
あ
る
か
ら
つ
い
で
に
Q

　
こ
れ
は
お
竹
と
い
ふ
善
行
の
下
書
が
大
日
如
來
の
化
身
で
あ
っ
た
と
い
ふ
話
で
、
手
習
で
あ
る
か
ら
湯
具
は
木
綿
だ
ら
う
と
の
意

で
あ
る
が
、
こ
の
話
の
時
代
は
大
分
新
ら
し
い
。
江
戸
芝
赤
羽
の
心
光
院
の
縁
起
を
、
「
甲
子
夜
話
」
巻
五
十
九
に
載
せ
て
居
る
。



即
ち
、

　
　
昔
一
人
の
檜
あ
り
。
羽
州
湯
殿
山
に
七
日
籠
り
、
大
日
如
來
の
奪
容
を
拝
さ
ん
と
懇
堕
し
け
れ
ぽ
、
夢
に
金
塔
あ
ら
は
れ
中
に

　
　
本
尊
ま
し
ま
さ
ず
、
夕
座
光
の
み
存
せ
り
。
今
、
人
中
に
化
現
し
た
ま
ふ
。
汝
未
だ
し
ら
ず
や
、
武
州
奏
上
町
佐
久
聞
氏
が
碑

　
　
に
、
名
は
竹
と
云
ふ
も
の
也
Q
汝
行
き
て
す
み
や
か
に
拝
す
べ
し
、
是
肉
身
の
如
來
な
り
と
Q
夢
畳
め
て
彼
の
女
を
尋
ぬ
る
に

　
　
果
し
て
凡
庸
な
ら
ず
。
朝
夕
に
米
洗
ふ
水
板
に
細
き
布
を
張
っ
て
、
し
た
N
る
飯
を
と
り
己
が
食
と
し
、
己
が
分
を
ぽ
こ
と

　
　
ご
と
く
乞
食
に
施
し
、
口
に
春
潮
怠
る
事
な
し
。
佐
久
間
氏
か
の
夢
の
よ
し
を
聞
き
て
、
敬
養
す
る
こ
と
母
の
ご
と
く
な
り
け

　
　
れ
ば
、
幾
ほ
ど
も
な
く
し
て
い
つ
く
と
も
な
く
群
れ
去
り
け
り
。
然
る
に
墨
水
板
よ
り
時
々
光
を
放
ち
け
れ
ば
、
佐
久
間
須
藤

　
　
爾
氏
よ
り
當
院
に
納
め
璽
物
と
な
れ
り
。
此
時
當
院
は
嵐
山
の
内
道
場
に
し
て
、
髪
上
國
師
の
御
代
な
り
。
出
監
院
様
に
も
上

　
　
贅
あ
ら
せ
ら
れ
袋
筥
御
寄
附
な
さ
せ
ら
れ
、
永
く
上
院
の
什
賢
と
仰
ぐ
も
の
な
り
。
　
　
　
　
東
都
縁
遅
筆
業
別
離
心
光
院

と
い
ふ
の
で
あ
る
Q
そ
し
て
こ
の
心
光
院
に
お
竹
の
像
が
あ
る
と
「
甲
子
夜
話
」
に
は
記
し
て
み
る
。

　
「
江
戸
名
所
圖
會
」
巻
之
一
、
心
光
院
の
條
、
　
「
竹
女
水
盤
」
の
項
に
、
「
薪
著
聞
集
」
に
云
ふ
と
し
て
、
お
竹
の
話
を
の
せ
、

最
期
は
「
い
つ
く
と
も
な
く
遁
れ
去
り
け
り
」
で
な
く
、
「
途
に
大
住
生
を
途
げ
し
と
な
り
」
と
な
っ
て
み
る
Q
こ
れ
の
方
が
古
い

か
た
ち

相
で
あ
ら
う
。

　
「
兎
園
歌
読
」
の
第
三
集
に
、
山
崎
美
威
の
「
於
竹
大
日
如
來
縁
起
の
辮
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
四
月
に
、

出
羽
國
羽
黒
山
麓
別
當
玄
良
坊
か
ら
、
，
江
戸
で
お
竹
大
日
如
來
の
開
帳
が
あ
っ
た
と
き
の
玄
鼠
坊
の
縁
起
を
引
い
て
、
美
威
が
自
分

の
考
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
縁
起
の
主
旨
は
、
前
述
「
甲
子
夜
話
」
所
載
の
心
光
院
の
縁
起
と
は
少
し
く
異
っ
て
み
る
箇
所

　
　
　
普
賢
菩
薩
と
性
空
上
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一



　
　
　
普
賢
菩
薩
と
性
空
上
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二

が
あ
る
。
そ
の
異
っ
て
居
る
軍
な
黙
を
記
す
と
、

　
一
　
心
光
院
の
に
は
、
昔
と
の
み
で
あ
る
が
、
玄
良
坊
の
に
は
、
文
博
年
中
と
望
潮
が
あ
る
。

　
二
　
心
光
院
の
に
は
、
武
州
傳
馬
町
佐
久
間
氏
と
の
み
あ
っ
て
、
佐
久
間
氏
の
名
は
記
さ
れ
て
み
な
い
が
、

　
　
　
玄
良
坊
の
に
は
、
傳
馬
町
の
名
は
な
い
が
、
そ
の
代
り
に
佐
久
間
勘
解
由
と
名
が
あ
る
Q

　
三
　
心
光
院
の
に
は
、
「
昔
一
人
の
俗
」
と
の
み
で
あ
る
が
、

　
　
　
玄
良
坊
の
に
は
、
　
「
武
藏
國
比
企
郡
の
湯
殿
嶺
上
戒
行
堅
固
の
聖
と
」
、
大
分
難
し
く
記
さ
れ
て
み
る
。

　
四
　
心
光
院
の
に
は
、
お
竹
が
い
つ
く
と
も
な
く
去
っ
た
と
だ
け
で
あ
る
が
、

　
　
　
玄
贈
呈
の
に
は
、
お
竹
の
行
方
が
知
れ
な
い
の
で
、
　
「
常
に
起
臥
ぜ
し
小
房
を
ひ
ら
き
見
れ
ば
、
ロ
バ
匂
香
密
室
と
薫
じ
、
光

　
　
明
ま
さ
に
眼
裏
に
あ
る
ご
と
き
の
み
」
と
あ
る
Q

　
五
　
心
光
院
の
に
は
、
水
盤
が
光
を
蛮
し
た
事
が
あ
っ
て
、
お
竹
の
像
の
事
は
な
い
。

　
　
　
玄
良
坊
の
に
は
、
水
盤
駿
光
の
事
は
な
い
が
、
勘
解
由
が
お
竹
の
像
を
刻
ん
で
、
湯
殿
山
・
月
山
・
弱
黒
山
の
麓
黄
金
堂
に

　
　
安
置
し
た
と
あ
る
。

　
こ
の
玄
良
坊
の
縁
起
に
封
ず
る
山
崎
美
威
の
緋
は
左
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
「
文
豫
年
中
の
比
、
武
江
佐
久
間
何
某
召
仕
ふ
と
こ
ろ
の
鉾
女
に
竹
と
い
ふ
あ
り
。
」
に
封
し
て
、

　
　
「
玉
滴
隙
見
」
に
云
ふ
。
江
戸
大
喜
馬
町
の
名
主
の
佐
久
間
善
八
と
い
ひ
け
る
者
の
召
仕
な
る
竹
と
云
ひ
け
る
下
女
、
去
年
三

　
　
月
並
一
日
に
死
し
た
り
。
黒
竹
こ
と
、
主
の
善
八
は
問
屋
に
て
有
り
げ
れ
ぽ
、
大
勢
の
者
の
食
餌
に
か
か
づ
ら
ひ
け
れ
ど
も
、



　
　
柳
も
穀
三
遠
を
種
抹
に
せ
ず
し
て
非
人
を
警
み
、
其
黒
影
の
鯨
を
以
て
牛
馬
を
飼
ひ
潔
し
て
一
生
を
逡
り
し
が
、
死
し
て
其

　
　
儘
、
羽
州
湯
殿
山
麓
に
金
色
の
光
り
一
度
の
内
に
あ
ら
は
し
て
、
竹
は
中
尊
、
娑
婆
に
て
主
な
り
し
佐
久
聞
は
爾
脇
立
と
成
り

　
　
て
今
に
有
り
と
云
々
。
此
こ
と
、
彼
御
山
の
佐
藤
宮
内
と
云
ふ
神
人
語
γ
之
Q
ま
た
淺
草
食
寺
町
獅
子
玉
山
善
徳
寺
に
、
如
意

　
　
輪
観
音
の
石
塔
あ
り
。
性
岸
妙
智
信
女
、
延
賓
八
千
旧
宅
五
月
十
九
日
と
彫
刻
し
た
り
。
是
お
竹
が
墓
な
り
と
云
ふ
、
此
二
條

　
　
を
併
せ
案
ず
る
に
、
「
玉
滴
隠
見
」
、
何
れ
の
年
下
の
撰
と
云
ふ
こ
と
詳
な
ら
ね
ど
、
そ
の
書
を
閲
す
る
に
、
寛
文
ご
ろ
の
事
い

　
　
と
多
く
見
え
た
れ
ぽ
、
そ
の
こ
ろ
の
も
の
と
し
ら
る
。
扱
墓
碑
の
延
蟹
と
あ
る
に
合
へ
り
。
さ
れ
ど
そ
の
月
日
の
違
へ
る
を
思

　
　
ふ
に
、
墓
碑
の
正
し
き
は
論
ず
べ
く
も
の
あ
ら
ず
。
書
に
記
し
た
る
は
、
遠
き
出
羽
の
人
の
傳
歪
な
れ
ぽ
、
も
と
よ
り
聯
の
違

　
　
ひ
は
あ
る
べ
き
こ
と
な
り
。
さ
れ
ぽ
元
豫
と
も
い
は
ん
は
さ
る
こ
と
な
れ
ど
も
、
文
身
と
す
る
は
い
と
謬
な
り
。
再
び
お
も
ふ

　
　
に
、
か
エ
る
こ
と
い
と
近
き
世
の
こ
と
は
樺
り
な
き
に
あ
ら
ず
。
そ
の
比
、
忌
む
と
こ
ろ
あ
り
て
、
し
か
記
し
た
る
も
し
る
べ

　
　
か
ら
ざ
れ
ぽ
、
張
ひ
て
餐
む
べ
き
に
あ
ら
ず
か
し
。

と
辮
じ
て
居
る
。

　
「
湯
殿
嶺
上
戒
行
堅
固
の
聖
あ
り
。
正
身
の
大
日
如
來
を
与
せ
ん
こ
と
を
願
ひ
云
々
」
に
封
し
て
は

　
　
此
一
條
は
、
書
軸
上
入
の
生
身
の
普
賢
を
見
奉
る
べ
き
よ
し
を
所
請
し
給
ひ
、
夢
の
告
あ
り
て
、
神
崎
の
遊
女
を
尋
ね
給
ひ
し

　
　
事
（
詳
見
二
古
事
談
俗
行
篇
「
）
を
附
會
し
た
る
も
の
と
思
は
る
。

と
あ
る
。
こ
の
辮
の
當
否
は
玄
良
坊
の
縁
起
の
文
を
見
な
い
と
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
次
に
縁
起
の
文
を
ひ
い
て
お
く
。

　
　
あ
る
夜
の
夢
に
、
汝
生
身
の
宝
玉
を
拝
せ
ん
と
な
ら
ば
、
武
江
佐
久
間
氏
何
某
の
下
女
を
拝
せ
よ
と
て
夢
畳
め
ぬ
。
斯
の
如
き

　
　
　
普
賢
菩
薩
と
性
空
上
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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普
賢
菩
薩
と
性
窒
上
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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異
夢
二
度
に
及
び
け
れ
ば
、
疑
ふ
こ
と
な
く
武
城
都
下
に
尋
ね
古
り
、
夢
の
告
な
る
よ
し
を
語
り
、
佐
久
間
主
人
に
物
し
て
、

　
　
ひ
そ
か
に
竹
女
が
面
容
を
拝
す
れ
ば
、
光
明
輝
然
と
し
て
十
方
を
て
ら
し
、
奪
貌
紫
磨
の
全
（
金
ノ
誤
力
）
身
な
り
け
れ
ぽ
、

　
　
主
客
と
も
に
驚
嘆
不
思
議
の
感
涙
に
咽
び
禮
拝
恭
敬
し
て
、
大
悲
難
思
の
磨
用
、
未
醤
の
奇
瑞
心
肝
に
徹
し
て
、
ふ
か
く
渇
仰

　
　
の
思
を
な
せ
り
。
不
思
議
な
る
か
な
、
如
來
は
随
塵
鷹
度
の
悲
願
に
酬
い
て
、
難
化
野
釜
の
機
關
を
上
人
及
び
勘
解
由
に
見
あ

　
　
ら
は
さ
れ
て
や
、
腿
尺
の
間
、
竹
女
が
容
、
・
消
然
と
し
て
去
る
と
こ
ろ
を
し
ら
ず
。
人
汝
驚
愕
し
、
悲
慕
捜
索
す
れ
ど
も
跡
を

　
　
認
む
べ
き
な
し
。

と
あ
る
。

　
「
勘
解
由
に
見
あ
ら
は
さ
れ
」
に
封
し
て
は
、

　
　
佐
久
間
氏
は
勘
解
由
に
あ
ら
ず
。
　
「
王
滴
隠
見
」
に
、
善
八
と
見
え
た
り
。

　
　
　
　
「
事
跡
合
考
」
を
難
ず
る
に
、
佐
久
間
不
霊
と
い
ふ
も
の
は
元
豫
後
断
絶
と
そ
Q
菩
提
所
増
上
寺
申
心
光
院
佐
久
間
下
女

　
　
　
　
の
な
が
し
板
あ
り
と
見
ゆ
Q
佐
久
書
芸
の
名
、
敦
れ
か
斜
な
る
を
し
ら
ず
。
け
だ
し
厚
恩
の
方
、
實
に
近
か
ら
ん
Q

　
　
し
か
は
あ
れ
ど
、
勘
解
由
と
記
し
た
る
は
、
新
著
聞
集
に
、
佐
久
聞
勘
解
由
と
誤
り
し
に
よ
り
し
も
の
な
る
べ
し
。

と
あ
る
。
ち
と
話
が
脇
道
に
入
る
や
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
お
竹
の
流
し
の
事
が
「
事
蹟
合
格
」
に
あ
る
や
う
に
解
さ
れ
る

が
、
さ
う
で
は
な
い
。
何
か
他
の
書
か
、
そ
れ
と
も
心
光
院
の
縁
起
に
で
も
見
え
る
と
の
積
り
で
あ
ら
う
Q
念
の
た
め
に
「
事
蹟
合

考
」
を
引
い
て
み
よ
う
。
巻
の
二
に
、
　
「
佐
久
間
の
事
」
と
し
て
失
の
や
う
に
あ
る
。

　
　
佐
久
閻
と
い
ふ
は
、
御
入
國
以
前
よ
り
江
戸
下
宿
の
問
屋
に
て
、
代
書
大
岸
馬
町
に
佳
す
る
名
主
亭
八
と
い
ふ
も
の
に
し
て
、



　
　
か
つ
て
町
年
寄
と
い
ふ
も
の
に
あ
ら
ず
。
今
は
こ
の
家
断
絶
な
り
。
佐
久
間
が
住
居
は
大
関
馬
町
に
て
は
こ
れ
な
し
○
佐
久
間

　
　
町
今
お
玉
が
池
と
い
ふ
所
す
な
は
ち
佳
居
の
地
な
り
。
寺
は
借
上
寺
中
心
光
院
な
り
。

と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
増
上
寺
の
大
鐘
の
記
事
の
次
に
あ
る
か
ら
、
お
竹
大
日
韓
土
の
佐
久
間
氏
の
事
で
、
こ
の
時
の
主
人
が

不
仁
と
い
ふ
名
で
あ
っ
た
と
い
ふ
の
で
あ
ら
う
。
尤
昔
は
代
々
同
名
を
縫
ぐ
習
で
あ
っ
た
か
ら
、
代
々
不
八
を
名
乗
つ
た
と
い
ふ
意

味
か
も
し
れ
な
い
。
た
壁
「
代
々
大
払
馬
町
に
逸
す
名
主
平
八
」
と
あ
り
な
が
ら
、
後
に
「
佐
久
間
が
二
野
は
大
猟
馬
町
に
て
は
こ

れ
な
し
云
々
」
と
あ
る
の
が
わ
か
ら
な
い
。
ど
こ
か
に
送
文
で
も
あ
る
の
で
あ
ら
う
が
、
強
ひ
て
解
す
れ
ば
、
代
々
大
青
馬
町
に
住

ん
で
み
た
が
、
お
竹
の
時
代
に
は
佐
久
聞
町
に
住
ん
で
み
た
と
で
も
い
ふ
意
味
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
と
も
、
大
傳
馬
町
の
方
は
商
費

上
の
店
で
、
佳
居
が
佐
久
聞
町
で
あ
っ
た
と
で
も
い
ふ
意
味
な
の
か
も
し
れ
な
い
Q
大
傳
馬
町
は
神
田
川
よ
り
南
で
あ
り
、
佐
久
間

町
は
瀞
田
川
の
北
岸
で
あ
る
。

　
話
を
も
と
に
戻
し
て
、
美
威
の
辮
は
、
つ
ぎ
に
「
竹
女
が
措
置
然
と
し
て
去
る
と
こ
ろ
を
し
ら
ず
」
に
封
し
て
、

　
　
是
ま
た
妄
誕
な
る
こ
と
辮
を
ま
た
ず
し
て
し
る
も
の
か
ら
、
佛
家
に
は
か
か
る
奇
瑞
を
い
ふ
こ
と
當
な
り
。
愚
俗
は
あ
ざ
む
く

　
　
べ
し
。
敢
へ
て
識
者
を
認
ふ
ぺ
け
ん
や
。
己
に
し
る
し
た
る
が
ご
と
く
、
今
墓
碑
現
に
存
せ
り
。
且
「
玉
滴
隙
見
」
に
、
死
を

　
　
し
る
し
、
　
「
新
著
聞
集
」
に
、
精
進
に
し
て
大
往
生
を
と
げ
し
と
見
え
た
る
を
併
せ
お
も
ふ
べ
し
。

と
あ
る
。

　
「
勘
解
由
、
若
干
の
貨
財
を
拠
ち
、
あ
り
し
面
貌
を
隼
像
に
彫
刻
し
、
羽
州
湯
・
月
・
羽
黒
三
山
碧
雲
の
麓
に
奉
納
し
」
に
鍬
し

て　
　
　
普
賢
菩
薩
と
性
空
上
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五



　
　
　
普
賢
菩
薩
と
性
空
上
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六

　
　
「
玉
滴
隠
見
」
に
、
湯
殿
山
麓
に
金
色
の
光
を
話
し
た
る
よ
し
見
え
、
「
新
著
聞
集
」
に
、
近
所
の
も
の
、
湯
殿
山
に
詣
で
竹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
じ

　
　
に
あ
ひ
た
り
と
い
へ
る
を
謬
り
傅
へ
し
も
の
な
ら
ん
か
。
野
竹
が
こ
と
、
右
二
書
よ
り
外
に
詳
に
旦
冠
す
べ
き
も
の
な
し
。
さ

　
　
れ
ぽ
こ
れ
を
お
き
て
も
と
つ
く
べ
き
な
く
、
そ
の
他
は
み
な
妄
誕
な
る
こ
と
論
を
ま
た
ず
。

と
あ
る
。
以
上
で
美
成
の
辮
は
絡
っ
て
み
る
。

　
こ
の
山
崎
美
成
の
詮
に
私
は
讃
成
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
些
か
蛇
足
を
加
へ
て
み
る
な
ら
ぽ
、
先
づ
、
お
竹
が
大
日
如
來
の
化
身

で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
が
、
　
「
古
事
事
し
の
神
崎
の
遊
女
の
話
に
基
づ
い
て
み
る
と
い
ふ
事
は
、
「
甲
子
夜
話
」
に
あ
る
縁
起
に
よ

れ
ぽ
、
俄
に
同
意
出
來
・
か
ね
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
玄
馬
坊
の
縁
起
な
ら
ぽ
、
全
く
美
成
の
言
の
通
り
で
、
比
企
郡
の
湯
殿
山
の
行

者
は
性
室
上
人
、
お
竹
は
神
崎
の
遊
女
に
あ
た
り
、
大
日
前
置
と
現
じ
て
急
に
姿
を
溢
し
た
の
は
、
神
崎
の
遊
女
が
俄
に
死
去
し
た

の
と
同
趣
で
あ
り
、
お
竹
の
部
屋
に
簸
香
酸
郁
と
し
て
み
た
と
い
ふ
の
は
、
「
古
事
談
」
の
「
不
レ
可
レ
及
二
口
外
｝
ト
謂
畢
、
帥
逝
去
、

子
時
異
香
満
レ
室
（
イ
室
）
云
汝
」
と
い
ふ
の
の
形
を
虚
血
に
し
た
だ
け
で
あ
る
。
紳
崎
の
遊
女
の
時
に
は
普
賢
菩
薩
で
あ
っ
た
の
が
、

お
竹
の
方
で
は
大
日
如
來
と
な
っ
て
み
る
の
は
、
山
伏
の
雪
濠
崇
す
る
不
動
明
王
は
、
大
日
如
來
憤
怒
の
相
の
現
れ
だ
と
さ
れ
て
み

る
か
ら
で
あ
ら
う
。

　
玄
良
坊
縁
起
に
再
々
の
頃
と
い
ふ
の
は
、
寛
文
の
頃
と
あ
る
べ
き
か
と
思
は
れ
る
。
美
成
が
元
豫
か
と
い
ふ
の
は
少
し
攣
で
あ

る
Q
凌
草
善
徳
寺
の
「
性
岸
霊
智
信
女
、
雨
季
八
丈
二
天
五
月
十
九
日
」
と
い
ふ
の
が
、
果
し
て
お
竹
の
墓
か
ど
う
か
、
こ
れ
に
は

問
題
が
あ
ら
う
が
、
書
置
は
お
竹
の
墓
と
し
て
意
見
を
述
べ
て
居
る
か
ら
、
そ
れ
に
從
ふ
と
、
文
面
は
豊
臣
秀
吉
の
頃
で
、
文
緑
元

年
は
西
暦
一
五
九
二
年
、
新
緑
五
年
（
一
五
九
六
）
十
月
に
慶
長
元
年
と
改
元
さ
れ
て
る
る
。
延
賓
八
年
は
西
暦
ニ
ハ
八
○
年
で
あ
る



か
ら
、
文
腺
五
年
か
ら
で
も
八
．
干
四
年
隔
っ
て
み
る
。
文
緑
の
頃
既
に
下
碑
で
あ
っ
た
お
竹
は
、
少
く
と
も
十
七
八
歳
に
は
な
っ
て

居
た
で
あ
ら
う
か
ら
、
一
寸
時
代
が
古
す
ぎ
る
。
寛
文
元
年
は
西
暦
一
六
六
一
年
忌
、
寛
文
十
三
年
（
一
六
七
八
）
が
延
寳
元
年
と
な

っ
て
み
る
か
ら
、
着
丈
の
頃
に
下
婬
と
し
て
仕
へ
て
る
て
、
塩
煮
八
年
に
死
ん
だ
と
い
ふ
の
な
ら
、
お
竹
の
日
常
の
行
爲
か
ら
み

て
、
寛
文
の
頃
既
に
相
當
の
年
配
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
ら
、
話
は
あ
ふ
。
そ
し
て
「
玉
滴
隠
見
」
の
去
年
を
い
っ
と
み
る
か
で

あ
る
が
、
美
威
が
「
玉
滴
隙
見
」
を
、
「
寛
文
ご
ろ
の
善
い
と
多
く
見
え
た
れ
ぽ
、
そ
の
こ
ろ
の
も
の
と
し
ら
る
」
と
い
ふ
の
は
、

寛
文
延
寳
の
頃
に
書
か
れ
た
も
の
と
の
意
と
し
、
「
去
年
三
月
廿
一
日
号
死
し
た
り
」
の
去
年
を
延
応
八
年
と
解
し
て
、
「
墓
碑
の

農
書
と
あ
る
に
合
へ
り
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
Q
し
か
し
下
血
と
な
る
と
、
延
寳
九
年
（
一
六
八
一
）
が
天
和
元
年
、
天
和
四
年

（
一
六
八
四
）
が
貞
享
元
年
、
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
が
愈
愈
元
年
で
あ
る
か
ら
、
死
去
し
た
と
い
ふ
延
賢
八
年
よ
り
以
後
の
事
と
な

っ
て
、
「
饗
八
年
五
月
＋
春
」
と
い
ふ
轟
は
お
竹
の
で
は
な
い
と
し
て
か
ら
で
な
け
れ
籍
が
合
は
な
い
。
因
に
「
直
江

年
表
」
に
は
、
寛
永
年
間
（
元
年
一
六
二
四
一
廿
一
年
一
六
四
四
、
正
保
と
改
元
）
の
事
と
し
、

　
　
佐
久
間
の
墓
は
、
増
上
寺
塔
中
の
心
光
院
に
あ
り
し
が
、
野
寺
赤
羽
へ
う
つ
り
し
頃
に
や
、
淺
草
の
善
徳
寺
へ
引
け
た
り
。
彼

　
　
家
の
水
盟
は
、
今
も
心
光
院
に
牧
め
て
あ
り
と
か
や

と
附
記
し
て
み
る
。

　
以
上
縷
々
記
し
來
つ
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
お
竹
大
日
如
來
の
奇
瑞
談
の
成
立
と
展
開
の
跡
が
大
燈
推
測
さ
れ
て
く
る
。
　
「
玉
滴

隠
見
」
「
新
著
聞
集
」
に
あ
る
と
こ
ろ
が
最
眞
に
近
い
も
の
で
あ
ら
う
。
思
ふ
に
お
竹
と
い
ふ
善
行
の
下
碑
が
居
た
事
は
事
實
で
あ

ら
う
Q
そ
し
て
そ
の
評
制
は
當
時
相
當
に
高
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
こ
れ
を
も
と
に
し
て
湯
殿
山
麓
の
奇
瑞
談
が
出
帰
上

　
　
　
普
賢
菩
薩
と
性
空
上
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七



　
　
　
並
ロ
賢
菩
薩
と
栓
空
上
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八

つ
た
の
で
あ
ら
う
。
こ
れ
を
創
り
出
し
た
の
が
「
玉
滴
隠
見
」
に
い
ふ
佐
藤
宮
内
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
他
に
作
者
が
居
て
佐
藤

宮
内
は
た
・
ゴ
そ
の
宣
警
世
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
に
か
く
江
戸
か
ら
遠
く
離
れ
た
出
羽
の
出
來
事
だ
か
ら
、
江
戸
．
の
人

に
は
眞
儒
の
判
噺
は
つ
き
難
い
。
．
こ
れ
が
湯
殿
山
麓
で
お
竹
が
中
尊
、
主
人
佐
久
間
氏
夫
妻
が
爾
脇
立
と
な
っ
た
（
．
玉
滴
隠
見
）
と
．

か
、
湯
殿
詣
を
し
た
近
所
の
人
が
お
竹
に
あ
っ
た
（
新
膏
聞
集
）
と
か
、
と
に
か
く
奇
瑞
は
江
戸
か
ら
遠
い
羽
黒
山
麓
に
限
ら
れ
て
み

た
理
由
で
あ
ら
う
。
時
代
が
経
つ
に
つ
れ
て
、
湯
殿
山
伏
の
夢
野
、
佐
久
間
邸
で
の
大
日
如
來
と
示
顯
と
い
ふ
図
星
坊
の
縁
起
と
ま

で
獲
展
し
、
安
永
六
年
四
月
江
戸
開
帳
と
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
し
か
し
こ
れ
は
縁
起
に
い
ふ
や
う
な
話
が
既
に
出
來
上
っ
て
み
た

の
か
、
そ
れ
と
も
江
戸
開
帳
を
企
て
x
か
ら
縁
起
を
作
っ
た
か
、
そ
の
前
後
は
こ
れ
だ
け
の
資
料
で
は
何
と
も
制
美
し
難
い
が
、
前

者
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ら
う
。
江
戸
開
帳
の
安
永
六
年
（
…
七
七
七
）
は
、
お
竹
が
死
ん
だ
と
い
ふ
添
髪
八
年
（
一
六
八
○
）
か
ら
は

九
十
七
年
後
で
あ
る
か
ら
、
お
竹
の
時
代
の
人
は
も
う
江
戸
に
ば
生
存
し
て
は
み
な
い
で
あ
ら
う
。
だ
か
ら
如
何
や
う
な
不
思
議
を

お
竹
が
江
戸
で
示
し
た
と
し
て
も
、
反
照
を
あ
げ
得
る
者
は
居
な
い
筈
で
あ
る
Q
こ
れ
が
お
竹
の
奇
瑞
が
江
戸
に
ま
で
叢
展
し
た
理

由
で
あ
ら
う
。
こ
の
安
永
の
お
竹
大
日
如
來
の
像
の
江
戸
開
帳
は
、
　
「
講
武
泣
年
表
」
巻
六
に
擦
れ
ば
愛
宕
山
圓
輻
寺
で
あ
っ
た
と

の
事
で
あ
る
。

　
前
記
「
甲
子
夜
話
」
所
望
の
赤
羽
心
光
院
の
縁
起
が
、
お
竹
を
大
日
如
來
と
の
夢
告
に
、
玄
悪
坊
の
と
異
っ
た
所
傳
の
あ
る
の

は
、
以
前
か
ら
か
う
い
ふ
異
傳
が
あ
っ
た
の
か
、
或
は
玄
良
の
縁
起
そ
の
儘
で
は
面
臼
く
な
い
か
ら
と
い
ふ
の
で
特
に
攣
へ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
な
ほ
お
竹
の
像
が
心
光
院
に
あ
る
と
い
ふ
の
は
、
或
は
こ
ち
ら
の
方
が
古
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
玄
良
坊
の
開
帳

に
刺
激
さ
れ
て
製
作
さ
れ
た
の
ち
や
な
い
か
と
邪
推
さ
れ
も
す
る
し
、
そ
れ
と
も
由
良
坊
の
開
帳
以
後
心
光
院
に
遺
さ
れ
た
の
か
と



も
思
は
れ
る
。
因
み
に
山
崎
美
成
の
「
兎
園
小
設
」
で
の
辮
は
、
丈
政
八
年
（
一
八
瀧
五
）
乙
酉
三
月
、
馬
琴
の
家
で
の
集
會
の
席
上

で
の
事
で
あ
り
、
　
「
甲
子
夜
話
」
は
文
政
四
年
（
一
八
一
二
）
十
一
月
甲
子
の
夜
か
ら
起
稿
し
、
正
編
百
巻
の
成
っ
た
の
は
七
年
後
の

文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
だ
と
い
は
れ
て
み
る
。
心
光
院
で
劇
物
扱
に
し
て
み
る
お
竹
の
水
盤
は
、
多
分
木
製
の
流
し
で
あ
ら
う
か

ら
、
木
が
腐
っ
て
く
れ
ば
、
暗
夜
燐
光
を
放
つ
の
は
こ
れ
は
い
く
ら
で
も
あ
る
事
で
あ
ら
う
が
、
そ
の
時
代
の
人
々
は
お
竹
の
善
行

と
思
合
せ
て
不
思
議
な
奇
瑞
と
驚
い
て
許
脅
し
た
の
で
あ
ら
う
。
馬
．
琴
の
「
覇
放
漫
録
」
巻
上
の
昔
三
、
「
落
馬
の
山
水
」
の
項
に
、

　
　
に
ひ
ぼ
り

三
川
新
堀
の
深
見
氏
の
納
戸
の
縁
側
の
雨
戸
の
節
穴
の
手
前
一
尺
ば
か
り
の
所
に
紙
を
あ
て
る
と
、
庭
ユ
剛
の
光
景
が
蓮
さ
に
五
彩
鮮

や
か
に
映
る
と
驚
嘆
し
て
み
る
Q
幕
末
の
博
識
家
馬
琴
で
さ
へ
さ
う
で
あ
る
Q
ま
し
て
延
審
ハ
頃
の
江
戸
の
庶
民
が
、
古
流
し
が
憐
光

を
放
つ
の
を
見
た
ら
、
紳
佛
の
奇
特
と
思
ふ
の
は
當
然
な
こ
と
で
あ
ら
う
Q
さ
れ
ば
、
桂
昌
院
の
古
流
し
の
木
片
禮
拝
や
そ
れ
を
入

れ
る
べ
き
袋
箱
の
寄
進
な
ど
も
事
實
で
あ
っ
た
ら
う
。
こ
の
古
流
し
放
光
が
釜
、
お
竹
非
凡
の
評
制
を
高
め
、
途
に
前
記
の
や
う
な

お
竹
大
日
如
意
の
奇
瑞
談
と
ま
で
に
な
っ
た
で
あ
ら
う
か
と
も
思
は
れ
る
。
　
「
兎
園
小
池
」
の
山
崎
美
成
は
流
石
に
誕
は
さ
れ
な
か

っ
た
が
、
江
戸
一
般
庶
民
衆
の
信
仰
を
誘
ふ
に
は
十
分
な
力
が
あ
っ
た
ら
う
事
は
推
察
に
難
く
は
な
い
。

　
要
之
に
、
か
や
う
な
神
佛
の
奇
瑞
談
が
一
般
民
衆
の
教
化
に
大
き
な
力
を
現
し
得
た
の
は
、
江
戸
末
期
か
ら
明
治
の
初
期
頃
ま
で

で
、
科
學
の
智
識
の
普
及
し
た
時
代
と
な
っ
て
は
、
そ
の
効
果
が
な
い
と
い
ふ
よ
り
は
寧
ろ
逆
の
効
果
と
な
る
。
こ
れ
が
明
治
以
來

は
か
う
し
た
簸
験
談
が
新
た
に
褒
生
し
な
い
理
由
で
あ
ら
う
。
し
か
し
こ
れ
に
類
し
た
事
は
・
現
在
に
は
絶
無
だ
と
い
ふ
の
で
は
な

い
Q
一
般
世
人
の
心
の
奥
に
は
依
前
と
し
て
何
等
か
の
奇
蹟
や
冥
加
、
そ
れ
も
自
己
に
の
み
物
質
的
な
幸
雲
影
釜
を
齎
す
も
の
を
求

め
ん
と
す
る
心
が
潜
ん
で
み
る
Q
こ
れ
は
現
在
の
生
活
状
態
の
不
満
不
安
か
ら
詣
る
も
の
と
思
は
れ
る
が
、
所
謂
新
興
宗
教
は
、
か

　
　
　
普
賢
菩
薩
と
性
空
上
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九



　
　
　
普
賢
菩
薩
と
性
笙
上
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
ち

う
し
た
人
心
の
希
求
に
鷹
へ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
流
行
の
根
源
が
あ
る
か
と
思
は
れ
る
。
だ
か
ら
古
い
容
相
の
鰻
験
奇
瑞
談

は
な
く
な
っ
た
で
あ
ら
う
が
、
新
ら
し
い
容
相
の
．
盤
験
談
は
今
日
な
ほ
盛
ん
に
語
ら
れ
て
み
る
の
で
あ
ら
う
。
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