
と
う
か
た
び
ら

身
延
の
嶺
に
秋
風
が
吹
き
、
夜
長
の
候
と
な
っ
た
頃
、
駿
州
岡
宮
の
妙
法
尼
か
ら
一
通
の
書
状
が
、
供
養
の
品
（
太
布
帷
一
つ
）
に
添

え
ら
れ
て
届
け
ら
れ
た
。
そ
の
書
状
に
は
、
「
お
は
り
（
尾
張
）
の
次
郎
兵
衛
殿
、
六
月
二
十
二
日
に
死
な
せ
給
ふ
」
こ
と
が
記
さ
れ
て

あ
っ
た
。
こ
の
次
郎
兵
衛
と
云
う
人
は
、
妙
法
尼
の
兄
に
当
り
、
北
条
尾
張
守
公
時
（
又
は
時
章
）
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。
妙
法
尼

（
１
）

自
身
に
つ
い
て
は
、
『
録
内
啓
蒙
』
に
よ
る
と
、
「
妙
法
尼
は
甲
州
に
て
或
檀
方
後
室
の
尼
公
な
り
と
云
云
」
と
あ
り
、
ま
た
「
健
抄
に

は
甲
州
の
女
中
と
見
へ
た
れ
ど
も
、
入
文
に
古
郷
の
事
を
懇
に
遊
せ
る
を
以
て
承
れ
ば
、
房
州
の
人
な
る
べ
き
欺
。
」
と
も
記
さ
れ
て
い

（
２
）

る
。
従
っ
て
詳
し
い
伝
記
は
不
明
で
あ
る
が
、
「
あ
に
よ
め
に
て
候
女
房
」
と
共
に
、
宗
祖
に
帰
依
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
又

妙
法
尼
は
（
本
誌
先
号
八
娼
号
Ｖ
に
て
ふ
れ
た
如
く
、
）
此
の
年
に
夫
を
亡
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

宗
祖
は
こ
れ
に
対
し
、
九
月
六
日
付
で
御
返
事
を
記
さ
れ
て
い
る
。
付
法
蔵
経
第
三
巻
の
商
那
和
修
が
、
商
那
衣
を
ま
と
い
て
出
生
し

身
延
山
に
お
け
る
日
蓮
聖
人

一
弘
安
元
年
の
秋
（
九
月
）

ｌ
弘
安
元
年
の
秋
と
冬
Ｉ上

田
本
昌
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た
と
云
う
因
縁
を
述
べ
、
更
に
宗
祖
自
身
の
出
家
・
修
学
に
ふ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
「
仏
御
入
滅
あ
り
て
は
既
に
二
千
二
百
二
十
七
年

（
３
）

な
り
」
と
仏
滅
後
の
年
数
を
明
示
し
て
い
る
。
即
ち
末
法
に
入
っ
て
二
百
二
十
七
年
目
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

此
の
年
の
八
月
に
日
頂
上
人
に
授
与
さ
れ
た
曼
陀
羅
の
讃
文
に
は
「
仏
滅
度
後
二
千
二
百
三
十
余
年
之
間
一
閻
浮
提
之
内
未
曾
有
大
盤
茶

（
４
）

（
５
）

羅
也
」
と
あ
り
、
又
同
年
の
「
後
十
月
十
九
日
」
付
の
曼
茶
羅
に
は
、
「
仏
滅
度
後
二
千
二
百
二
十
余
年
云
云
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
他
の
此
の
年
間
に
授
与
さ
れ
た
曼
茶
羅
を
見
て
も
、
「
二
十
余
年
」
と
さ
れ
た
の
は
右
の
一
幅
の
み
で
、
あ
と
の
七
幅
は
「
三
十
余
年
」

（
６
）

と
な
っ
て
い
る
。
何
れ
に
し
て
も
宗
祖
は
、
仏
滅
後
二
千
二
百
二
十
余
年
、
又
は
三
十
余
年
を
経
て
い
る
と
云
う
立
場
を
と
ら
れ
て
い
た

こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
此
の
御
書
の
よ
う
に
、
「
二
十
七
年
」
と
云
う
明
示
の
仕
方
は
、
弘
安
元
年
中
の
曼
茶
羅
で
は
見
る
こ
と
が
で

ま
た
、
こ
の
旨
を
故
最
明
寺
入
道
に
申
し
入
れ
た
が
聞
き
入
れ
ず
に
、
迫
害
を
加
え
て
来
た
こ
と
を
述
べ
、
「
去
ぬ
る
文
永
十
一
年
五

（
７
）

月
十
二
日
相
州
鎌
倉
を
出
で
て
、
六
月
十
七
日
よ
り
此
深
山
に
居
住
し
て
門
一
町
を
出
で
ず
。
既
に
五
箇
年
を
へ
た
り
。
」
と
、
現
在
に

説
い
て
い
る
。

次
に
宗
祖
は
、
「
此
度
い
か
に
し
て
も
仏
種
を
も
植
へ
、
生
死
を
離
る
る
身
と
な
ら
ん
と
思
ひ
て
、
」
と
出
家
の
動
機
を
示
し
、
「
皆

人
の
願
は
せ
給
ふ
事
な
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
を
た
の
み
奉
り
、
幼
少
よ
り
名
号
を
唱
へ
候
し
程
に
、
」
と
当
時
流
行
し
て
い
た
弥
陀
の
称
名

を
唱
え
た
一
時
期
の
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
、
更
に
「
い
さ
さ
か
の
事
あ
り
て
、
此
事
を
疑
ひ
し
故
に
一
つ
の
願
を
お
こ
す
。
」
と
修
学
発

願
を
挙
げ
、
「
所
詮
肝
要
を
知
る
身
と
な
ら
ば
や
と
思
ひ
し
故
に
」
二
十
余
年
間
の
研
讃
が
統
け
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
即
ち
仏

教
の
肝
要
を
把
握
す
る
こ
と
が
主
眼
で
あ
り
、
修
学
の
究
極
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
「
法
華
経
と
釈
迦
仏
」
は
、
一
切
衆
生
の
主
・
師

・
親
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
に
反
す
る
日
本
国
は
、
す
で
に
大
誇
法
の
国
と
な
り
、
他
国
に
よ
っ
て
亡
ぼ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と

き
な
い
。

（”）



と
四
山
四
河
を
中
心
に
草
庵
の
所
在
を
示
し
、
続
い
て
深
山
幽
谷
な
れ
ば
訪
う
人
も
な
く
、
命
も
つ
ぎ
が
た
き
と
こ
ろ
へ
、
衣
を
送
っ
て

い
た
だ
い
て
、
何
ん
と
も
申
し
上
げ
ら
れ
な
い
程
で
あ
る
と
感
謝
の
意
を
表
し
て
い
る
。
「
見
し
人
聞
き
し
人
だ
に
も
あ
は
れ
と
も
申
さ

ご
み

ず
。
年
比
な
れ
し
弟
子
、
つ
か
へ
し
下
人
だ
に
も
、
皆
に
げ
失
せ
と
ぶ
ら
は
ざ
る
に
、
聞
き
も
せ
ず
、
見
も
せ
ぬ
人
の
御
志
哀
な
り
。
偏

に
是
別
れ
し
我
が
父
母
の
生
れ
か
は
ら
せ
給
ひ
け
る
か
。
」
と
あ
る
の
で
も
わ
か
る
如
く
、
身
近
に
仕
え
て
い
た
弟
子
や
下
人
ら
も
山
を

下
り
、
こ
の
頃
は
音
信
が
と
だ
え
勝
ち
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
文
中
に
「
聞
き
も
せ
ず
、
見
も
せ
ぬ
人
」
と
あ
る
の
で
、
太
布
帷
を
送

っ
た
妙
法
尼
の
「
あ
に
よ
め
」
に
は
、
ま
だ
顔
を
会
せ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
太
布
帷
を
一
つ
供
養
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
よ

う
に
鄭
重
な
礼
状
が
出
さ
れ
、
し
か
も
長
文
に
わ
た
っ
て
法
華
経
と
諸
経
と
を
比
較
し
、
「
法
華
最
第
一
の
経
文
」
た
る
こ
と
を
説
示
さ

れ
て
い
る
点
か
ら
ぶ
て
、
い
か
に
宗
祖
が
、
檀
越
の
教
化
に
重
点
を
置
い
て
い
た
か
が
知
れ
よ
う
。
届
け
ら
れ
た
ご
供
養
の
品
に
感
謝
の

意
を
表
わ
す
と
云
う
だ
け
で
は
な
く
、
八
常
説
法
教
化
Ｖ
の
機
会
と
し
て
握
え
、
法
門
の
解
説
が
長
文
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で

至
る
ま
で
の
経
過
を
概
説
し
て
い
る
。
こ
の
「
門
一
町
を
出
で
ず
」
と
云
う
言
葉
か
ら
す
る
と
、
入
山
さ
れ
て
西
谷
の
草
庵
に
居
住
さ
れ

て
か
ら
は
、
ひ
た
す
ら
読
・
調
・
解
説
・
書
写
に
専
念
さ
れ
、
山
を
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
受
取
れ
よ
う
。
既
に
五
年
を
経
た
身

延
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

「
北
は
身
延
山
と
申
し
て
天
に
は
し
だ
て
、
南
は
た
か
と
り
と
申
し
て
鶏
足
山
の
如
し
。
西
は
な
な
い
た
が
れ
と
申
し
て
鉄
門
に
似
た

り
。
東
は
天
子
が
た
け
と
申
し
て
富
士
の
御
山
に
対
し
た
り
。
四
の
山
は
屏
風
の
如
し
。
北
に
大
河
あ
り
。
早
川
と
名
づ
く
。
早
き
事

箭
を
い
る
が
如
し
。
南
に
河
あ
り
。
波
木
井
河
と
名
づ
く
。
大
石
を
木
の
葉
の
如
く
流
す
。
東
に
は
富
士
河
北
よ
り
南
へ
流
た
り
。
千

い
さ
さ
か

の
鉾
を
つ
く
が
如
し
。
内
に
滝
あ
り
、
身
延
滝
と
申
す
。
白
布
を
天
よ
り
引
く
が
如
し
。
此
内
に
狭
小
の
地
あ
り
。
日
蓮
が
庵
室
な

り/~、
◎8
ｰ
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あ
る
。
直
接
の
対
告
衆
た
る
妙
法
比
丘
尼
の
信
仰
心
の
篤
か
っ
た
こ
と
も
、
同
時
に
窺
え
る
の
で
あ
る
が
、
先
き
に
妙
法
尼
か
ら
は
法
華

（
９
）

経
に
対
す
る
不
審
の
点
を
尋
ね
て
来
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
、
愛
で
は
そ
の
事
も
含
め
た
上
で
、
一
層
長
文
な
御
返
事
と
な
っ
た
も
の
と

も
考
え
ら
れ
よ
う
。
最
後
に
「
彼
女
房
の
御
歎
き
い
か
が
と
を
し
は
か
る
に
あ
は
れ
な
り
。
」
と
未
亡
人
と
な
っ
た
捜
の
心
情
を
察
し
、

「
弥
々
御
歎
き
重
り
侯
ら
ん
」
と
歎
き
を
倶
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
九
月
十
九
日
に
は
、
上
野
殿
か
ら
塩
一
駄
と
「
は
じ
か
承
」
（
生
蕊
）
が
送
ら
れ
て
来
た
礼
状
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
今
年
は
正

（
皿
）

月
よ
り
日
々
に
雨
ふ
り
、
こ
と
に
七
月
よ
り
大
雨
ひ
ま
な
し
。
」
と
あ
る
の
で
、
．
弘
安
元
年
の
前
半
は
雨
の
日
が
多
く
、
特
に
七
月
に
入

っ
て
か
ら
は
大
雨
に
よ
る
被
害
も
、
各
地
で
は
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
前
書
に
訪
ね
て
来
る
人
も
な
い
様
子
が
書
か
れ
て
あ

っ
た
が
、
こ
う
し
た
異
状
天
候
も
そ
の
一
つ
の
原
因
に
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
え
る
。
四
山
四
河
の
中
に
在
っ
て
大
雨
が
続
け

ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
山
崩
れ
や
川
止
め
と
な
っ
て
、
幾
日
間
も
道
が
と
だ
え
て
し
ま
っ
て
、
孤
立
状
態
と
な
っ
た
こ
と
が
推
察
さ

れ
る
。
「
長
雨
大
雨
時
々
日
灸
に
つ
づ
く
間
、
山
さ
け
て
谷
を
う
づ
み
、
石
な
が
れ
て
道
を
ふ
せ
ぐ
。
河
た
け
く
し
て
舟
わ
た
ら
ず
。
」

と
い
う
通
交
遮
断
の
折
り
に
は
、
山
外
か
ら
の
人
殉
に
よ
る
音
信
も
思
う
よ
う
に
い
か
ず
、
必
然
的
に
五
穀
も
と
ぼ
し
く
、
窮
乏
の
度
を

深
め
て
い
っ
た
。
七
月
頃
は
塩
一
升
を
銭
百
、
又
塩
五
合
を
麦
一
斗
と
交
換
す
る
こ
と
も
で
き
た
が
、
九
月
に
入
っ
て
か
ら
は
、
そ
の
塩

も
無
く
な
り
、
「
何
を
以
て
か
買
べ
き
。
味
噌
も
た
え
ぬ
」
と
、
食
繊
も
底
を
つ
い
て
い
た
処
へ
、
こ
の
塩
一
駄
が
届
け
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
「
御
志
大
地
よ
り
あ
つ
く
、
虚
空
よ
り
も
ひ
ろ
し
。
予
が
言
は
力
及
ぶ
べ
か
ら
ず
。
」
と
感
謝
の
辞
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
昔
か

ら
甲
斐
国
で
は
塩
は
貴
重
な
品
で
あ
り
、
生
命
を
保
つ
上
で
不
可
欠
の
紐
で
あ
っ
た
。
殊
に
山
中
で
通
交
不
能
な
状
況
下
に
あ
っ
て
は
、

他
の
品
よ
り
も
交
換
性
は
強
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
お
礼
の
意
が
言
葉
や
紙
上
で
は
「
つ
く
し
が
た
し
」
と
記
し
て
い
る
点
か
ら
み
て

如
何
に
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
推
察
で
き
よ
う
。

(IOI)



も
の
と
解
し
え
よ
う
。

清
澄
寺
は
台
密
の
寺
で
あ
る
上
に
、
当
時
流
行
し
た
念
仏
信
仰
の
波
が
、
押
し
寄
せ
て
来
て
い
た
の
で
、
そ
う
し
た
状
況
下
か
ら
、
念

仏
に
対
し
一
秘
の
妙
法
を
示
し
、
「
法
華
経
の
題
目
を
以
て
本
尊
と
す
べ
し
。
」
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
コ
向
に
後
世
」
を
祈
る

と
云
う
表
現
も
、
念
仏
往
生
の
信
仰
を
持
っ
て
い
た
人
に
対
す
る
配
慮
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
日

本
に
お
け
る
十
宗
の
本
尊
に
つ
い
て
述
べ
、
特
に
真
言
破
を
中
心
と
し
て
論
を
進
め
、
法
華
経
の
題
目
を
も
っ
て
究
極
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
ま
た
こ
の
題
目
に
つ
い
て
、
「
当
時
こ
そ
ひ
ろ
ま
ら
せ
給
ふ
く
き
時
に
あ
た
り
て
候
へ
」
と
時
期
相
応
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
、
更
に
弘
め
る
人
に
つ
い
て
も
、
「
日
蓮
は
其
人
に
は
候
は
ね
ど
も
ほ
ぼ
こ
こ
ろ
え
て
候
へ
ぱ
、
地
涌
の
菩
薩
の
出
て
さ
せ
給
ふ
ま
で

の
口
ず
さ
象
に
、
あ
ら
あ
ら
申
し
況
滅
度
後
の
ほ
こ
さ
き
に
当
り
候
也
。
」
と
仏
使
上
行
と
し
て
の
立
場
を
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

も
「
ひ
ろ
め
さ
せ
」
と
云
い
、
「
口
ず
さ
象
」
又
は
「
あ
ら
あ
ら
申
し
て
」
と
云
う
表
現
か
ら
み
て
も
わ
か
る
如
く
、
八
題
目
Ｖ
を
中
心

と
し
た
御
書
で
あ
り
、
八
本
尊
問
答
Ｖ
と
云
う
テ
ー
マ
の
中
で
、
妙
法
曼
茶
羅
本
尊
の
中
の
中
尊
首
題
を
特
に
と
り
あ
げ
て
論
じ
て
い
る

次
に
同
じ
く
九
月
に
は
、
本
尊
に
関
す
る
主
要
な
述
作
と
さ
れ
て
い
る
『
本
尊
問
答
抄
』
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
清
澄
の
浄
顕
房
へ
御
本

（
ｕ
）

尊
を
贈
り
玉
ふ
に
就
て
、
其
御
本
尊
の
旨
趣
を
問
答
料
簡
し
て
具
に
顕
し
玉
ふ
」
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
貴
辺
は
地
頭
の
い

か
り
し
時
、
義
城
房
と
と
も
に
清
澄
寺
を
出
で
て
お
は
せ
し
人
な
れ
ば
、
何
と
な
く
と
も
こ
れ
を
法
華
経
の
御
奉
公
と
お
ぽ
し
め
し
て
、

（
皿
）

生
死
を
は
な
れ
さ
せ
給
ふ
く
し
。
」
と
の
祖
文
に
因
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
東
条
景
信
の
怒
り
に
あ
い
、
迫
害
を
蒙
ろ
う
と
し
た
際

に
、
宗
祖
を
助
け
た
時
の
こ
と
を
、
「
法
華
経
の
御
奉
公
」
と
象
な
し
て
い
る
。
宗
祖
は
浄
顕
・
義
城
の
両
名
に
対
し
て
は
、
機
会
あ
る

毎
に
書
信
を
送
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
今
回
は
曼
茶
羅
御
本
尊
を
贈
り
、
「
此
御
本
尊
の
御
前
に
し
て
一
向
に
後
世
を
も
い
の
ら
せ
給
ひ
候

へ
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

(〃2）



さ
て
次
に
、
九
月
二
十
四
日
に
は
、
大
田
殿
入
道
殿
女
房
へ
記
さ
れ
た
御
返
事
が
あ
る
。
乗
明
は
こ
の
頃
す
で
に
入
道
し
て
お
り
、
妙

（
Ⅳ
）

日
と
称
し
て
夫
人
と
共
に
宗
祖
へ
の
外
護
は
篤
い
も
の
が
あ
っ
た
。
「
八
木
一
石
付
十
合
者
」
と
あ
る
が
、
『
啓
蒙
』
に
よ
れ
ば
、
「
八

（
肥
）

木
」
は
米
の
こ
と
で
あ
り
、
「
十
合
」
は
十
の
箱
入
の
物
の
こ
と
で
あ
る
と
云
う
。
『
金
色
王
経
』
の
一
説
を
引
い
て
、
供
養
の
功
徳
を

（
岨
）

述
べ
、
「
此
供
養
に
よ
り
て
現
世
に
は
福
人
と
な
り
、
後
世
に
は
霊
山
浄
土
へ
ま
い
ら
せ
給
く
し
」
と
結
ん
で
い
る
。

（
釦
）

ま
た
こ
の
月
に
は
、
「
十
月
分
時
料
三
貫
文
、
大
口
一
、
三
貫
五
十
云
云
」
と
あ
っ
て
、
摩
訶
摩
耶
経
の
一
節
を
引
用
し
た
『
十
月
分

時
料
御
書
』
が
あ
る
が
、
一
紙
七
行
の
断
片
の
た
め
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
「
十
月
分
時
料
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
頃
、
檀
越
の

某
家
か
ら
の
ご
供
養
が
、
四
季
を
通
じ
て
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

姿
ご
レ
ム
屋
ノ
◎

古
来
、
こ
の
御
書
は
八
法
本
尊
Ｖ
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
が
、
優
陀
那
輝
師
は
こ
の
点
を
「
浄
顕
房
も
と
よ
り
真
言
の
学
者
故
に
、
彼

（
昭
）

人
の
疑
を
遮
し
給
也
」
と
し
、
更
に
「
当
機
未
熟
の
故
也
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
建
治
二
年
に
遷
化
さ
れ
た
旧

（
皿
）

師
道
善
房
の
た
め
に
著
作
さ
れ
、
浄
顕
房
義
城
房
の
も
と
へ
奉
送
さ
れ
た
『
報
恩
抄
』
に
あ
る
「
本
門
の
教
主
釈
尊
を
本
尊
と
す
べ
し
」

と
云
う
明
確
な
一
文
と
の
相
違
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
同
一
人
に
与
え
た
御
書
の
中
で
、
前
に
は
仏
本
尊
を
示
し
、
二
年
後
に
は
法
本

尊
を
説
か
れ
る
と
云
う
の
は
、
理
解
に
苦
し
む
処
で
も
あ
る
が
、
単
に
当
機
未
熟
の
故
と
云
う
だ
け
で
は
な
く
、
望
月
歓
厚
教
授
も
指
適

し
て
い
る
よ
う
に
、
「
応
病
与
薬
の
聖
意
」
に
よ
る
も
の
と
同
時
に
「
特
定
の
個
人
を
所
対
と
し
て
授
与
し
た
曼
茶
羅
に
つ
い
て
説
示
さ

（
妬
）

れ
た
も
の
」
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
三
秘
総
在
の
妙
境
た
る
曼
茶
羅
本
尊
に
あ
っ
て
は
、
中
尊
の
妙
法
五
字
七
字
の
一
大
秘
法
が
中

心
と
な
っ
て
お
り
、
『
本
尊
問
答
抄
』
で
は
、
こ
の
曼
茶
羅
本
尊
を
授
与
さ
れ
て
、
そ
の
解
説
を
主
と
し
て
い
る
も
の
と
承
る
こ
と
が
で

（
焔
）

(〃3）



十
月
に
入
る
と
、
一
日
付
で
富
木
入
道
殿
へ
の
御
返
事
が
記
さ
れ
て
い
る
一
誕
生
の
書
に
つ
い
て
は
『
御
書
紗
』
に
、
「
常
忍
の
給
り
な

れ
ば
常
忍
抄
と
も
云
ひ
、
票
権
出
界
の
事
を
遊
す
故
に
票
権
出
界
抄
と
も
云
也
」
と
あ
る
。
叉
『
啓
蒙
』
に
は
「
此
書
御
製
作
の
年
代
不
し

（
理
）

し
知
、
中
山
の
御
正
本
に
は
題
号
こ
れ
な
し
」
と
し
て
い
る
。
一
説
に
は
此
の
書
は
建
治
三
年
の
述
作
で
あ
る
と
も
云
わ
れ
て
い
る
。
「
御

リ
ソ
ヌ

文
粗
拝
見
仕
候
了
」
と
云
う
書
き
出
し
で
始
ま
っ
て
い
る
点
か
ら
ゑ
て
も
わ
か
る
如
く
、
富
木
氏
か
ら
の
手
紙
に
対
す
る
返
書
で
あ
る
。

（
羽
）

即
ち
天
台
の
了
性
房
と
の
問
答
に
つ
い
て
、
詳
細
な
報
告
が
あ
っ
た
こ
と
に
対
す
る
御
返
事
で
、
「
日
蓮
が
法
門
は
第
三
の
法
門
也
」
と

あ
る
如
く
、
三
種
教
相
の
第
三
師
弟
の
遠
近
不
遠
近
を
と
り
挙
げ
、
宗
祖
自
身
の
法
門
所
立
を
明
示
し
て
い
る
。
叉
大
進
房
に
つ
い
て

「
引
か
へ
し
」
て
来
た
こ
と
（
転
向
）
が
述
べ
て
あ
る
が
、
大
進
房
が
い
か
な
る
人
物
で
あ
る
か
は
未
詳
で
あ
り
、
『
御
書
抄
』
で
も
「
大

（
型
）

進
房
と
云
は
誰
か
。
当
宗
欺
他
宗
欺
不
レ
慥
可
レ
尋
事
也
。
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
『
啓
蒙
』
で
は
宗
祖
の
弟
子
で
あ
る
と
し
「
三
位
房

如
き
の
不
覚
悟
の
者
な
り
し
事
処
々
の
御
書
に
見
へ
た
る
に
、
健
抄
に
当
宗
歎
他
宗
欺
と
云
へ
る
は
鳥
乱
な
る
事
也
（
乃
至
）
大
進
房
捨

（
妬
）

邪
帰
正
の
志
出
来
た
り
と
て
用
捨
の
言
あ
る
べ
か
ら
ず
。
」
と
あ
っ
て
、
富
木
氏
の
弟
で
あ
る
と
云
う
三
位
房
日
行
の
よ
う
に
不
覚
悟
の

者
で
あ
る
か
ら
、
道
理
を
強
く
書
い
て
諌
め
る
よ
う
に
富
木
氏
へ
書
き
送
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
説
を
立
て
て
い
る
。

考
え
る
に
宗
祖
が
竜
口
法
難
を
経
て
、
佐
渡
へ
流
罪
さ
れ
る
頃
か
ら
、
そ
の
強
烈
な
在
り
方
に
対
し
て
、
門
下
の
中
に
は
よ
う
や
く
退

転
す
る
者
が
現
れ
初
め
、
そ
の
ま
ま
退
転
し
て
し
ま
っ
た
者
、
或
い
は
大
進
房
の
よ
う
に
一
旦
退
転
し
て
お
い
て
、
「
了
性
問
答
」
等
の

契
機
に
よ
り
、
再
び
捨
邪
帰
正
の
念
を
起
す
者
、
或
い
は
ま
た
三
位
房
や
少
輔
房
の
よ
う
に
叡
山
へ
出
か
け
て
、
止
観
の
と
り
こ
と
な
り

（
妬
）

「
後
に
は
天
魔
つ
き
て
物
に
く
る
う
」
よ
う
な
始
末
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
者
等
さ
ま
ざ
ま
な
ケ
ー
ス
が
生
れ
た
も
の
で
、
こ
の
一
抄
も
そ

二
弘
安
元
年
十
月
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う
し
た
一
端
を
示
し
て
い
る
も
の
と
云
え
よ
う
。

次
に
、
法
華
信
仰
に
入
信
し
た
た
め
、
主
君
の
一
門
か
ら
何
か
と
心
よ
く
思
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
四
条
金
吾
が
、
珍
ら
し
く
主
君
よ
り

所
領
を
給
わ
っ
た
と
の
知
ら
せ
が
届
き
、
鴬
目
一
貫
文
が
添
え
ら
れ
て
来
た
。
殿
岡
の
三
倍
に
も
及
ぶ
領
地
を
給
わ
っ
た
こ
と
に
対
す
る

（
”
）

悦
び
の
言
葉
と
共
に
、
心
え
な
く
て
は
な
ら
ぬ
諸
点
を
、
細
く
記
し
て
注
意
さ
れ
て
い
る
。
檀
越
の
日
常
に
お
け
る
信
仰
生
活
に
対
す
る

指
導
は
も
と
よ
り
、
こ
う
し
た
時
事
の
諸
般
に
渡
っ
て
、
「
心
へ
」
を
訓
じ
ら
れ
て
い
る
点
に
、
身
延
に
お
け
る
宗
祖
の
教
化
に
お
け
る

配
慮
や
、
門
下
に
対
す
る
心
使
い
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

ヌ
多

「
去
文
永
八
年
の
九
月
十
二
日
の
子
丑
の
時
、
日
蓮
が
御
勘
気
を
か
ほ
り
し
時
、
馬
の
口
に
と
り
つ
き
て
鎌
倉
を
出
で
て
、
相
模
の
依

（
詔
）

智
に
御
と
も
あ
り
し
が
、
一
間
浮
提
第
一
の
法
華
経
の
御
か
た
う
ど
に
て
有
り
し
か
ぱ
、
梵
天
・
帝
釈
も
す
て
か
ね
さ
せ
給
へ
る
か
。
」

と
あ
る
如
く
、
竜
口
法
難
の
時
に
宗
祖
と
生
死
を
倶
に
し
よ
う
と
し
た
時
の
こ
と
を
挙
げ
、
仏
に
成
る
道
も
こ
の
よ
う
に
、
常
に
法
華
経

に
つ
き
従
う
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
、
「
い
よ
い
よ
道
心
堅
固
に
し
て
今
度
仏
に
な
り
給
へ
」
と
勧
奨
し
て
い
る
。
愛
に
も
師
弟
の
法
華
信

仰
に
徹
し
た
深
い
信
頼
と
情
愛
の
念
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
然
し
、
四
条
氏
の
「
兄
と
弟
は
わ
れ
と
法
華
経
の
か
た
き
に
な
り
て
、
と
の

（
”
）

を
は
な
れ
ぬ
れ
ば
、
か
れ
こ
そ
不
幸
の
も
の
、
と
の
の
身
に
は
と
が
な
し
」
と
あ
る
点
か
ら
象
て
、
兄
弟
と
は
信
仰
上
の
一
致
を
ゑ
ず
、

必
ず
し
も
一
族
が
こ
ぞ
っ
て
法
華
信
仰
に
帰
し
て
い
た
と
は
云
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

十
月
も
中
旬
を
迎
え
た
十
三
日
に
は
、
富
士
の
上
野
殿
か
ら
、
「
い
ゑ
の
い
も
一
駄
、
柑
子
一
寵
、
銭
六
百
の
か
わ
り
御
ざ
の
む
し
ろ

（
釦
）

十
枚
」
が
送
ら
れ
て
来
た
。
そ
の
御
礼
状
に
よ
る
と
、
「
去
今
年
は
大
え
き
（
疫
）
此
の
国
に
を
こ
り
て
、
人
の
死
ぬ
事
大
風
に
木
の
う

た
れ
、
大
雪
に
草
の
お
る
る
が
ご
と
し
。
一
人
も
の
こ
る
べ
し
と
も
承
へ
ず
候
き
。
」
と
あ
る
の
で
疫
病
が
発
生
し
、
死
者
の
数
も
相
当

に
多
く
、
不
安
な
世
相
を
呈
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
九
月
十
九
日
付
の
上
野
殿
宛
の
書
簡
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
此
の
年
は

α“）



雨
も
多
く
流
行
病
の
発
生
し
や
す
い
状
態
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
八
・
九
の
両
月
に
来
襲
し
た
台
風
の
影
響
で
、
作
物
が
熟
さ

ず
、
生
き
残
っ
た
人
々
も
冬
を
越
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
程
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
時
期
で
の
供
養
は
、

平
時
の
場
合
と
異
っ
て
、
余
程
の
心
掛
け
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
た
十
九
日
に
は
千
日
尼
か
ら
、
「
青
鳧
一
貫
文
・
干
飯
一
斗
・
種
々
の
物
」
が
届
け
ら
れ
た
。
「
仏
に
土
の
餅
を
供
養
し
た
徳
勝
童

（
狐
）

こ
ん
ず

子
は
阿
育
大
王
と
生
れ
た
り
。
仏
に
漿
を
ま
ひ
ら
せ
し
老
女
は
畔
支
仏
と
生
れ
た
り
」
と
供
養
を
讃
し
て
い
る
。
は
る
ば
る
佐
渡
か
ら
の

供
養
で
あ
り
、
七
月
に
は
夫
の
阿
仏
房
が
身
延
へ
三
回
目
の
登
詣
を
す
ま
せ
て
い
る
。
阿
仏
房
夫
妻
は
前
に
も
ふ
れ
た
通
り
念
仏
か
ら
の

転
向
で
あ
る
た
め
、
法
を
表
と
し
仏
を
裏
に
し
た
教
化
が
と
ら
れ
て
い
る
と
云
え
る
。
即
ち
「
法
華
経
は
十
方
三
世
の
諸
仏
の
御
師
也
。

（
乃
至
）
尽
十
方
世
界
の
微
塵
数
の
菩
薩
等
も
、
皆
悉
く
法
華
経
の
妙
の
一
字
よ
り
出
生
し
給
へ
り
。
」
と
云
う
立
場
で
仏
は
子
で
あ
り

法
華
経
は
父
母
で
あ
る
と
云
う
法
を
中
心
に
し
た
教
化
で
あ
っ
た
。
か
っ
て
弥
陀
念
仏
の
徒
で
あ
っ
た
者
に
対
す
る
方
法
と
し
て
は
、
先

ず
仏
よ
り
も
法
（
妙
法
）
の
勝
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
法
華
経
に
帰
依
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
す
る
と
云
う
形
が
と
ら
れ

て
い
る
。
「
法
華
経
を
供
養
す
る
人
は
十
方
の
仏
菩
薩
を
供
養
す
る
功
徳
と
同
じ
き
也
。
十
方
の
諸
仏
は
妙
の
一
宇
よ
り
生
じ
給
へ
る
故

（
犯
）

也
」
と
あ
っ
て
供
養
を
讃
す
る
と
同
時
に
、
妙
の
一
字
の
勝
れ
て
い
る
事
を
明
ら
か
に
し
、
法
中
心
の
立
場
を
明
確
に
し
て
い
る
。
成
仏

の
問
題
に
つ
い
て
も
、
「
我
等
は
穣
士
に
候
へ
ど
も
心
は
霊
山
に
住
む
べ
し
」
と
云
う
表
現
を
し
、
何
ん
と
な
く
娑
婆
の
稜
土
か
ら
霊
山
浄

（
認
）

土
を
目
す
る
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
漂
よ
わ
せ
て
い
る
。
「
い
つ
か
い
つ
か
釈
迦
仏
の
を
は
し
ま
す
龍
山
会
上
に
ま
ひ
り
あ
ひ
候
は
ん
。
」

と
云
う
文
で
結
ば
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
念
仏
か
ら
法
華
へ
転
向
し
た
者
へ
の
配
慮
が
感
じ
取
れ
る
表
現
と
云
っ
て
差
し
つ
か
え
な
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
二
十
二
日
付
で
、
四
条
金
吾
に
宛
た
御
返
事
が
あ
る
。
此
の
頃
金
吾
は
身
延
を
訪
れ
、
病
身
が
ち
な
宗
祖
に
薬
剤
を
調
へ
「
所
労

(〃6）



（
鈍
）

平
癒
し
、
本
よ
り
い
さ
ぎ
よ
く
な
り
て
候
」
と
云
う
状
態
に
ま
で
な
っ
た
。
そ
こ
で
鎌
倉
へ
帰
っ
た
金
吾
か
ら
「
銭
三
貫
文
・
白
米
能
米

俵
一
・
餅
五
十
枚
・
酒
大
筒
一
小
筒
一
・
串
柿
五
把
・
柘
榴
十
。
」
が
送
ら
れ
て
来
た
。
こ
れ
に
対
す
る
返
礼
の
書
簡
で
あ
る
。
「
今
年

は
疫
繍
飢
渇
に
春
夏
は
過
越
し
、
秋
冬
は
又
前
に
も
過
ぎ
た
り
。
又
身
に
当
り
て
所
労
大
事
に
な
り
て
候
」
と
云
う
身
辺
で
あ
っ
た
の
で

金
吾
の
薬
や
種
含
の
供
養
の
品
は
、
さ
な
が
ら
「
釈
迦
仏
の
貴
辺
の
身
に
入
り
替
ら
せ
給
ひ
て
御
た
す
け
候
欺
」
と
云
え
る
程
の
感
じ
方

そ
れ
に
つ
け
て
も
金
吾
の
身
の
上
を
案
じ
、
無
事
に
鎌
倉
へ
帰
着
し
た
と
云
う
知
ら
せ
を
受
け
る
ま
で
は
、
心
も
落
着
か
な
か
っ
た
こ

と
を
述
べ
、
檀
越
に
対
す
る
心
や
り
の
深
さ
が
鯵
象
出
て
い
る
。
道
中
の
身
の
危
険
を
案
じ
、
「
是
よ
り
後
は
お
ぼ
ろ
げ
な
ら
ず
ぱ
御
渡

（
弱
）

り
あ
る
べ
か
ら
ず
、
大
事
の
御
事
候
は
ぱ
御
使
に
て
承
は
り
候
く
し
。
」
と
ま
で
述
べ
、
更
に
「
敵
と
申
す
者
は
わ
す
れ
さ
せ
て
、
狐
ふ

も
の
な
り
」
と
誠
め
、
駿
馬
を
選
ん
で
乗
る
よ
う
に
、
旅
の
注
意
ま
で
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

尚
、
此
の
御
書
は
末
文
に
「
弘
安
元
年
戊
寅
後
十
月
二
十
二
日
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
真
蹟
も
古
写
本
も
伝
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て

文
献
学
的
に
は
問
題
が
残
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
内
容
の
上
か
ら
は
問
題
と
な
る
点
は
見
ら
れ
ず
、
何
れ
か
に
か
つ
て
真
蹟
が
伝
っ
て
い
た

御
書
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
『
録
外
考
文
』
及
び
『
微
考
』
に
は
、
「
必
仮
心
固
神
守
則
強
書
」
と
な
っ
て
、
「
閏

（
妬
）

ノ

ノ

十
一
月
二
十
二
日
書
也
。
宝
暦
本
尾
云
閏
十
月
者
、
脱
二
一
字
一
也
」
と
十
一
月
二
十
二
日
説
を
立
て
て
い
る
。

三
弘
安
元
年
十
一
月
以
降

次
に
、
十
一
月
に
入
る
と
九
郎
太
郎
へ
宛
た
御
返
事
が
遺
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
日
付
で
真
蹟
が
身
延
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
「
い

（
訂
）

も
一
駄
・
く
り
・
や
き
ご
め
・
は
じ
か
み
給
ひ
候
ぬ
」
と
秋
の
収
穫
の
一
部
が
送
ら
れ
て
来
て
い
る
。
「
こ
れ
に
つ
け
て
も
、
故
上
野
殿

で
あ
っ
た
。
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の
事
こ
そ
、
を
も
ひ
い
で
ら
れ
候
へ
。
」
と
端
雷
に
あ
る
通
り
、
故
人
と
な
っ
た
南
条
兵
衛
七
郎
の
こ
と
を
追
憶
さ
れ
て
い
る
。
本
文
の

中
で
も
「
念
仏
を
申
し
戒
を
た
も
ち
な
ん
と
す
る
人
は
を
を
け
れ
ど
も
、
法
華
経
を
た
の
む
人
す
ぐ
な
し
。
星
は
多
け
れ
ど
大
海
を
て
ら

さ
ず
（
乃
至
）
念
仏
は
多
け
れ
ど
も
仏
と
成
る
道
に
は
あ
ら
ず
。
戒
は
持
て
ど
も
浄
土
へ
ま
ひ
る
種
と
は
成
ら
ず
。
但
南
無
妙
法
蓮
華
経

（
犯
）

の
七
字
の
承
こ
そ
仏
に
な
る
種
に
は
候
へ
。
（
乃
至
）
故
上
野
殿
信
じ
給
ひ
し
に
よ
り
て
仏
に
成
ら
せ
給
ひ
ぬ
。
」
と
故
上
野
殿
の
篤
信

を
述
べ
成
仏
を
証
し
て
い
る
。
ま
た
「
法
華
経
は
仏
に
ま
さ
ら
せ
給
ふ
法
な
れ
ば
、
供
養
せ
さ
せ
給
ひ
て
、
い
か
で
か
今
生
に
も
利
生
に

あ
づ
か
り
、
後
生
に
も
仏
に
な
ら
せ
給
は
ざ
る
べ
き
」
と
あ
っ
て
、
千
日
尼
に
対
し
た
時
と
同
様
に
、
法
華
経
は
仏
よ
り
も
勝
れ
て
い
る

（
調
）

点
を
強
張
し
て
い
る
。
宛
名
の
九
郎
太
郎
に
つ
い
て
は
、
『
考
文
』
に
も
「
南
条
兵
衛
七
郎
之
一
族
欺
。
履
歴
不
し
詳
」
と
な
っ
て
お
り
、

南
条
家
の
一
員
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
う
る
。

（
㈹
）

十
一
月
も
終
ろ
う
と
す
る
二
十
九
日
は
、
池
上
の
兵
衛
志
か
ら
「
銭
六
貫
文
の
内
（
一
貫
自
二
次
郎
一
分
）
白
厚
綿
小
袖
一
領
」
が
届
け

ら
れ
た
。
こ
の
人
は
「
四
季
に
わ
た
り
て
財
を
三
宝
に
供
養
し
給
ふ
」
と
云
う
文
か
ら
見
て
も
判
る
よ
う
に
、
従
来
も
西
谷
へ
ご
供
養
の

品
々
を
度
々
届
け
て
い
た
。
此
の
年
の
冬
は
又
事
の
他
寒
波
が
厳
し
く
、
「
法
に
す
ぎ
て
か
ん
じ
侯
」
と
云
う
程
で
あ
っ
た
。
雪
も
十
月

三
十
日
に
少
し
降
っ
た
が
、
十
一
月
十
一
日
か
ら
降
り
出
し
た
雪
は
十
四
日
ま
で
続
き
、
大
雪
と
な
っ
た
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
頃

草
庵
に
お
け
る
生
活
状
況
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
昼
も
夜
も
寒
く
冷
た
く
候
事
、
法
に
す
ぎ
て
候
・
（
乃
至
）
か
ん
い
よ
い
よ
重
な
り
候
へ
ぱ
、
き
も
の
う
す
く
食
と
も
し
く
て
、
さ

し
い
づ
る
も
の
も
な
し
。
坊
は
は
ん
さ
く
し
て
、
風
ゆ
き
た
ま
ら
ず
。
し
き
も
の
は
な
し
。
木
は
さ
し
出
づ
る
も
の
な
け
れ
ば
火
も

た
か
ず
。
古
き
あ
か
づ
き
な
ん
ど
し
て
候
こ
そ
で
－
つ
な
ん
ど
き
た
る
も
の
は
、
其
の
身
の
色
紅
蓮
大
紅
蓮
の
如
し
こ
へ
は
は
は
（
波

（
虹
）

を
）
大
ば
は
地
獄
に
こ
と
な
ら
ず
。
」
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と
云
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
寒
苦
に
せ
め
ら
れ
、
さ
な
が
ら
八
寒
泳
地
獄
の
一
つ
で
あ
る
大
波
を
地
獄
と
同
じ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
地
獄
は
寒
さ
を
患
う
声
（
阿
波
波
）
か
ら
つ
け
ら
れ
た
名
で
あ
る
が
、
厳
し
い
寒
苦
に
あ
う
と
身
体
が
紅
蓮
の
よ
う
に
変
る
と
い
わ

（
蛇
）

れ
て
い
る
。
紅
蓮
地
獄
の
様
相
を
示
し
て
い
る
と
云
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
送
ら
れ
て
来
た
白
厚
綿
の
小
袖
に
対
す
る
最
大
限
の
感
謝

を
表
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
然
し
大
雪
の
あ
と
で
訪
う
人
も
な
く
孤
立
し
た
草
庵
で
は
、
実
際
に
あ
り
え
た
こ
と
と
承
な
す
こ
と

ま
た
宗
祖
は
自
身
の
健
康
状
態
に
つ
い
て
も
、
「
去
年
の
十
二
月
の
三
十
日
よ
り
は
ら
の
け
の
候
し
が
、
春
夏
や
む
こ
と
な
し
。
あ
き

す
ぎ
て
十
月
の
こ
ろ
大
事
に
な
り
て
候
し
が
、
す
こ
し
く
平
癒
つ
か
ま
つ
り
て
候
へ
ど
も
、
や
や
も
す
れ
ば
を
こ
り
候
」
と
述
べ
て
い
る
。

先
き
の
寒
苦
に
せ
め
ら
れ
て
い
る
表
現
も
、
実
は
こ
う
し
た
病
苦
と
重
な
り
合
っ
て
、
一
層
身
に
し
み
て
お
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
少
な
く
と
も
西
谷
の
生
活
が
、
物
質
の
面
か
ら
も
又
健
康
上
か
ら
も
、
決
し
て
恵
ま
れ
た
環
境
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
宗
祖
は
既
に
こ
の
年
の
十
月
「
は
ら
の
け
」
で
大
事
に
ま
で
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
前
記
四
条
金
吾
ら
の
薬
剤
に
よ
り
、

一
時
恢
復
を
見
る
も
、
そ
の
後
一
進
一
退
を
続
け
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
病
身
の
宗
祖
に
と
っ
て
は
、
こ
の
冬
の
寒
苦
は
こ
と
の
ほ

か
厳
し
い
も
の
で
あ
り
「
地
獄
に
こ
と
な
ら
ず
」
と
云
う
い
つ
わ
ら
ざ
る
情
況
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
純
粋
に
宗
教
的
体
験
か
ら
来

る
八
法
悦
Ｖ
の
境
界
と
は
叉
別
に
、
「
人
間
日
蓮
」
と
し
て
の
現
実
を
と
ら
え
、
病
苦
の
中
に
生
き
た
一
日
一
日
の
生
命
の
記
録
と
も
云

う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
象
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

西
谷
か
ら
発
せ
ら
れ
た
消
息
文
の
中
に
は
、
こ
う
し
た
晩
年
に
お
け
る
九
年
間
の
実
生
活
に
つ
い
て
の
記
録
が
あ
り
、
生
き
て
来
ら
れ

た
「
し
る
し
」
の
文
章
も
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
宗
祖
の
血
潮
の
し
た
た
り
が
感
じ
と
れ
る
も
の
が
多
い
と
云
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ

く
ま
で
崇
高
な
八
仏
使
Ｖ
と
し
て
の
一
面
に
即
し
つ
つ
、
そ
の
中
に
八
人
間
日
蓮
Ｖ
と
し
て
の
反
面
を
い
だ
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の

も
で
き
よ
う
。
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祖
雷
も
そ
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
文
中
に
も
凍
死
す
る
者
が
統
出
し
て
い
る
状
況
を
述
べ
て
、

「
を
も
ひ
や
ら
せ
給
へ
」
と
訴
え
、
兄
弟
二
人
か
ら
送
ら
れ
た
綿
入
り
の
小
袖
に
つ
い
て
も
、
「
こ
そ
で
な
く
ぱ
、
今
年
は
こ
ご
へ
し
に

候
な
ん
」
と
記
し
て
い
る
。
大
波
波
地
獄
の
寒
苦
を
救
っ
て
く
れ
た
小
袖
に
対
す
る
感
謝
の
情
が
、
い
か
に
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
御
返
事
を
受
信
し
た
兵
衛
志
に
し
て
承
れ
ば
、
財
施
の
功
徳
の
大
き
い
こ
と
に
、
こ
れ
又
限
り
な
い
法
悦
を

感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
え
た
で
あ
ろ
う
。
信
徒
の
身
と
し
て
こ
う
し
た
書
簡
を
給
わ
っ
た
と
し
た
ら
、
感
激
も
一
入
で
あ
り
、
益
を
信
仰

の
道
を
励
む
こ
と
に
な
ろ
う
。
宗
祖
の
『
御
返
事
』
は
単
な
る
御
礼
状
に
と
ど
ま
ら
ず
、
進
ん
で
信
仰
の
道
に
精
進
せ
し
め
る
よ
う
に
、

信
心
増
進
の
念
を
燃
え
あ
が
ら
せ
る
た
め
の
教
化
が
、
文
の
端
々
か
ら
窺
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
特
に
用
い
ら
れ
た
表
現
と
考
え

ら
れ
る
面
も
あ
る
が
、
然
し
そ
れ
は
教
化
上
に
お
け
る
化
儀
と
し
て
素
直
に
受
け
と
め
て
行
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
頃
の
西
谷
草
庵
に
は
「
人
は
な
き
時
は
四
十
人
、
あ
る
時
は
六
十
人
」
も
の
人
食
が
、
雪
の
な
い
時
な
ど
は
慕
い
寄
せ
て

来
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
「
心
に
は
し
ず
か
に
あ
じ
ち
む
す
び
て
、
小
法
師
と
我
身
計
り
御
経
よ
ゑ
ま
い
ら
せ
ん
と
こ
そ
存
て
候
に
、
か

か
る
わ
づ
ら
わ
し
き
事
候
は
ず
。
又
と
し
あ
け
候
わ
ぱ
、
い
づ
く
へ
も
に
げ
ん
と
存
じ
候
ぞ
。
」
と
ま
で
考
え
ら
れ
る
程
で
あ
っ
た
。
こ

の
文
か
ら
ぶ
て
も
判
る
よ
う
に
宗
祖
は
、
西
谷
で
心
静
か
に
法
華
経
の
読
諦
三
昧
を
願
っ
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
大
勢
の
弟

子
檀
越
に
囲
ま
れ
て
、
賑
や
か
な
生
活
を
す
る
こ
と
を
望
ん
で
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
か
か
る
わ
づ
ら
わ
し
き
事
候
は
ず
」
と
云

う
言
葉
を
重
ね
て
用
い
て
い
る
が
、
人
の
出
入
り
が
激
し
く
な
る
こ
と
は
、
わ
づ
ら
わ
し
さ
を
増
す
こ
と
と
し
て
歓
迎
さ
れ
な
か
っ
た
模

様
で
あ
る
。
尚
、
弘
安
二
年
八
月
の
『
曾
谷
殿
御
返
事
』
に
は
、
．
百
よ
人
の
人
を
山
中
に
や
し
な
ひ
」
と
あ
る
。

次
に
此
の
年
間
の
祖
雷
と
目
さ
れ
て
い
る
も
の
が
こ
の
他
に
も
六
篇
あ
る
が
、
そ
の
中
の
五
篇
ま
で
は
著
作
の
年
月
日
が
な
く
、
又
断

片
の
た
め
途
中
で
文
章
の
切
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
即
ち
、
そ
の
中
の
一
つ
『
食
物
三
徳
御
書
』
は
、
真
蹟
三
紙
の
断
簡
で
あ
る
。
こ
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の
御
書
は
前
後
の
文
章
が
鉄
け
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
正
確
な
著
作
の
月
日
は
不
明
で
あ
る
。
「
食
に
は
三
つ
の
徳
あ
り
。
一
に
は
命

を
つ
ぎ
、
二
に
は
色
を
ま
し
、
三
に
は
力
を
そ
う
。
人
に
物
を
ほ
ど
こ
せ
ば
我
身
の
た
す
け
と
な
る
。
善
へ
ぱ
人
の
た
め
に
火
を
と
も
せ

（
媚
）

ぱ
、
我
が
ま
へ
あ
き
ら
か
な
る
が
ご
と
し
。
」
と
食
に
関
す
る
三
徳
を
挙
げ
、
布
施
の
勧
奨
を
し
て
い
る
。

ま
た
『
師
子
王
御
書
』
は
真
蹟
六
紙
の
断
簡
で
あ
り
、
こ
れ
も
前
後
が
鉄
け
て
い
る
た
め
、
著
作
の
月
日
は
不
明
で
あ
る
。
「
我
弟
子

（
“
）

等
は
師
子
王
の
子
と
な
り
て
群
猿
に
笑
は
る
事
な
か
れ
」
と
述
べ
、
身
命
を
捨
て
強
敵
に
立
ち
向
う
心
構
え
の
大
事
を
示
し
て
い
る
。

次
に
『
随
自
意
御
書
』
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
末
尾
の
真
蹟
が
鉄
け
て
い
る
た
め
、
月
日
の
表
示
が
な
い
。
但
し
末
文
第
二
十
七
紙
に
は

（
妬
）

「
山
中
の
法
華
経
へ
孟
宗
が
た
か
ん
な
（
筆
）
を
を
く
ら
せ
給
ふ
。
福
田
に
よ
き
た
れ
を
下
さ
れ
給
ふ
か
。
な
ゑ
だ
も
と
ど
ま
ら
ず
。
」

と
あ
る
の
で
、
恐
ら
く
は
富
士
近
辺
の
檀
越
が
、
五
月
の
筍
の
シ
ー
ズ
ン
に
西
谷
へ
ご
供
養
と
し
て
送
り
届
け
ら
れ
た
も
の
へ
の
返
礼
文

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
う
る
。
真
蹟
が
富
士
大
石
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
、
こ
の
感
が
一
層
深
い
も
の
と
な
る
。
「
法
華
経
と
申

（
妬
）

す
は
随
自
意
と
申
し
て
仏
の
御
心
を
と
か
せ
給
ふ
」
と
あ
り
、
諸
経
の
随
他
意
た
る
こ
と
を
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
て
い
る
。
尚
、
文
中

に
「
階
の
代
に
智
頭
と
申
す
小
僧
あ
り
、
後
に
は
智
者
大
師
と
が
う
す
」
と
天
台
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
本
尊
抄
』
の
第

（
卿
）

十
八
問
に
天
台
大
師
を
、
「
辺
鄙
の
小
僧
」
と
述
べ
、
随
自
随
他
の
説
を
立
て
い
る
の
と
共
通
し
た
筆
法
と
云
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
大
学
三
郎
に
与
え
ら
れ
た
一
紙
の
断
簡
が
あ
る
。
「
大
が
く
と
申
す
人
は
、
ふ
つ
う
の
人
に
は
に
ず
、
日
蓮
が
御
か
ん
き
の
時
身

（
妃
）

を
す
て
か
た
う
ど
し
て
候
し
人
な
り
。
」
と
見
え
、
大
学
三
郎
の
人
と
な
り
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
大
学
殿
は
坂
東
第
一
の
御
て
か

き
」
と
あ
る
の
で
、
坂
東
に
於
て
も
名
の
通
っ
た
人
で
あ
っ
た
ろ
う
。
捨
身
の
外
護
者
と
な
っ
た
篤
信
の
一
人
で
あ
る
。

同
じ
く
真
蹟
一
紙
の
断
簡
『
衣
食
御
書
』
が
あ
る
。
封
書
に
「
尼
御
前
御
返
事
」
と
あ
る
の
で
、
尼
御
前
宛
の
書
簡
で
あ
る
こ
と
は
わ

（
蛸
）

か
る
が
、
姓
名
に
つ
い
て
は
不
詳
で
あ
る
。
「
鴬
目
一
貫
給
ひ
候
了
ん
ぬ
」
と
あ
る
点
か
ら
ゑ
て
、
御
礼
状
の
一
節
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

(血I)



る
。
先
き
の
『
食
物
三
徳
御
書
』
と
共
通
し
た
文
面
で
も
あ
る
。
恐
ら
く
そ
の
前
後
頃
の
祖
書
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
う
る
。

さ
て
、
弘
安
元
年
も
歳
末
に
近
ず
き
、
残
り
少
な
く
な
っ
た
士
一
月
廿
一
日
に
、
「
ほ
り
の
内
殿
」
か
ら
、
「
側
釜
一
千
」
と
「
す
承

（
釦
）

二
俵
」
が
送
ら
れ
て
来
た
。
正
月
用
の
十
字
は
「
法
華
経
の
御
宝
前
に
つ
ゑ
ま
い
ら
せ
候
ぬ
」
と
あ
る
の
で
、
庵
室
の
内
陣
に
は
法
華
経

八
巻
が
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
信
者
の
一
人
「
ほ
り
の
内
殿
」
が
、
正
月
用
に
と
餅
を
送
り
、
御
歳
暮
と
し
て
炭
を
二

俵
届
け
て
来
た
こ
と
に
対
す
る
御
返
事
で
あ
ろ
う
。
一
紙
完
の
真
蹟
で
あ
る
が
、
返
礼
の
要
用
の
ゑ
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
極
め
て
簡

略
な
返
信
で
あ
っ
て
、
宗
祖
の
返
雷
と
し
て
は
珍
ら
し
く
短
文
で
あ
る
。
身
延
生
活
中
に
数
多
く
信
徒
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
御
供
養
を
受

け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
要
用
の
承
の
御
返
事
は
少
な
く
、
た
い
が
い
の
御
返
事
に
は
返
礼
と
し
て
の
文
面
の
外
に
、
法
を
説
か
れ

た
教
化
が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
記
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
財
施
に
対
す
る
法
施
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
が
多
く
、
此
の
書
の
よ
う
な
返

礼
の
柔
の
形
式
は
数
少
な
い
も
の
で
あ
る
。
又
宛
名
の
「
ほ
り
の
内
」
は
、
恐
ら
く
は
こ
の
人
の
住
し
て
い
た
地
名
で
は
な
い
か
と
も
考

え
ら
れ
る
。
尚
、
『
録
外
考
文
』
に
よ
る
と
、
「
堀
内
者
南
条
氏
居
処
也
。
或
云
、
北
条
時
宗
之
室
笑
。
以
二
地
名
同
一
。
或
為
一
箕
人
一
。

（
副
）

按
南
条
氏
居
処
是
歎
」
と
し
て
、
南
条
氏
で
は
な
い
か
と
見
て
い
る
。

か
く
し
て
弘
安
元
年
も
、
大
雪
や
寒
波
に
見
舞
わ
れ
つ
つ
、
各
檀
越
の
外
護
を
得
る
中
に
、
し
づ
か
に
暮
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
一
年
間
の
西
谷
は
、
多
い
時
は
六
十
人
を
こ
す
信
徒
や
弟
子
で
に
ぎ
わ
う
時
も
あ
っ
た
反
面
、
大
雪
に
閉
さ
れ
た
り
雪
に
囲
ま
れ
て
ひ

っ
そ
り
と
し
た
寒
苦
の
日
々
も
あ
り
、
繁
閑
の
日
が
入
り
交
っ
た
ご
生
活
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
宗
祖
自
身
に
と
っ
て
は
、
叉
病
状

の
一
進
一
退
し
た
一
年
で
も
あ
っ
た
。
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〔
註
〕（

１
）
『
録
内
啓
蒙
』

（
２
）
『
御
番
妙
』
に
よ
プ

六
）
と
記
し
て
い
る
。 』

（
３
）
妙
法
比
丘
尼
御
返
事
昭
定
一
五
五
三
頁

（
４
）
清
水
市
海
長
寺
蔵
（
「
御
本
尊
集
目
録
」
立
正
安
国
会
編
八
○
頁
）

（
５
）
京
都
市
本
圀
寺
蔵
（
同
八
五
頁
）

（
６
）
『
御
本
尊
集
目
録
』
（
立
正
安
国
会
編
七
二
頁
以
下
参
照
）
弘
安
二
年
に
入
っ
て
も
九
月
ま
で
の
曼
陀
羅
に
は
「
三
十
余
年
」
と
あ
り
、
十
月
か

ら
は
又
「
二
十
余
年
」
の
曼
陀
羅
が
見
ら
れ
る
。

（
７
）
妙
法
比
丘
尼
御
返
事
一
五
六
二
頁

（
８
）
同
一
五
六
三
頁

（
９
）
『
棲
神
』
第
四
八
号
六
一
頁
の
拙
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
蛆
）
上
野
殿
御
返
事
一
五
七
一
頁

（
皿
）
『
録
内
啓
蒙
』
（
二
○
’
二
七
）
・
『
御
譜
妙
』
（
九
ｌ
四
ご

（
狸
）
本
尊
問
答
妙
一
五
八
六
頁

（
過
）
『
妙
宗
本
尊
略
弁
』
充
全
三
１
三
八
七
頁

（
皿
）
報
恩
抄
一
二
四
八
頁

（
晦
）
『
日
蓮
教
学
の
研
究
』
（
望
月
歓
厚
著
）
一
六
四
頁

（
咽
）
本
尊
勧
請
の
形
態
に
つ
い
て
は
、
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
（
第
九
具
己
及
び
『
棲
神
』
第
三
十
一
号
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
Ⅳ
）
乗
明
聖
人
御
返
事
一
三
○
○
頁

（
喝
）
『
録
内
啓
蒙
』
三
四
’
四
九
頁

（
四
）
大
田
殿
女
房
御
返
事
一
五
八
七
頁

（
別
）
十
月
分
時
料
御
書
一
五
八
八
頁

（
型
）
『
御
密
妙
』
二
三
’
二
六
頁

（
配
）
『
録
内
啓
蒙
』
三
三
１
一
二
七
頁

（
認
）
富
木
入
道
殿
御
返
事
一
五
八
九
頁

（
理
）
『
御
雷
妙
』
二
三
’
三
○
頁

（
弱
）
『
録
内
啓
蒙
』
三
三
－
一
二
七
頁

二四’八○頁

テ
二

に
よ
る
と
、
「
妙
法
比
丘
尼
ノ
兄
ヨ
メ
也
。
」
と
し
「
御
返
事
ノ
消
息
ナ
レ
ハ
随
し
機
文
章
モ
浅
ク
指
ダ
ル
事
無
キ
也
・
」
（
十
四
Ｉ

(〃3）
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法
門
可
被
申
様
之
事

四
条
金
吾
殿
御
返
事

同不
幸
御
書

上
野
殿
御
返
事

千
日
尼
御
前
御
返
事

同同四
条
金
吾
殿
御
返
事

同『
録
外
考
文
』
二
－
一
。
『
微
考
』

九
郎
太
郎
殿
御
返
事

同『
録
外
考
文
』

兵
衛
志
殿
御
返
事

同『
望
月
仏
教
大
辞
典
』

食
物
三
徳
御
欝

師
子
王
御
書

随
自
意
御
番

同観
心
本
尊
抄

大
学
三
郎
御
書

衣
食
御
番

十
字
御
書

『
録
外
考
文
』

四
四
八
頁

一
五
九
三
頁

一
五
九
四
頁

一
五
九
五
頁

一
五
九
六
頁

一
五
九
七
頁

一
五
九
八
頁

一
五
九
九
頁

一
六
○
○
頁

一
六
○
一
頁

上
’
六
頁

一
六
○
二
頁

一
六
○
三
頁

四
’
七
頁

一
六
○
四
頁

一
六
○
六
頁

三
五
七
四
頁
参
照

一
六
○
七
頁

一
六
○
九
頁

一
六
一
八
頁

一
六
一
一
頁

七
○
八
頁

一
六
一
九
頁

一
六
一
九
頁

一
六
二
○
頁

八
’
四
九
頁
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