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、

身
延
山
の
西
谷
に
草
庵
を
結
び
、
晩
年
の
九
年
に
及
ぶ
生
活
は
、
ま
さ
に
大
自
然
と
共
に
あ
る
起
居
で
あ
り
、
法
華
経
の
読
謁
・
解
説
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・
書
写
等
の
五
種
修
行
を
す
る
の
に
は
、
静
寂
の
環
境
と
し
て
、
最
適
の
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

日
蓮
聖
人
の
こ
の
晩
年
は
、
そ
の
遺
文
に
よ
っ
て
心
境
や
教
義
、
並
に
行
跡
と
共
に
、
草
庵
の
周
囲
を
と
り
ま
く
自
然
界
の
状
態
に
つ

い
て
も
、
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

「
法
華
経
の
行
者
」
と
し
て
、

「
仏
使
」
の
道
を
あ
ゆ
ま
れ
た
宗
教
人
と
し
て

の
聖
人
は
、
そ
の
心
境
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
「
如
来
の
座
に
つ
き
、
如
来
の
事
を
行
ず
る
な
り
。
」
と
い
う
境
界
か
ら
、
身
延
山
を
イ

ン
ド
の
霊
鷲
山
や
、
中
国
の
天
台
山
に
、
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
勝
れ
た
霊
山
と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

一
方
に
あ
っ
て
、
身
延
山
の
置
か
れ
た
地
理
的
条
件
や
、
自
然
の
現
象
は
、
現
在
以
上
に
厳
し
く
、
予
想
を
越
え
た
困
難
さ

が
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
特
に
冬
期
は
霜
雪
が
強
く
交
通
不
便
な
山
間
僻
地
で
あ
っ
た
の
で
、
晩
年
を
迎
え
た
聖
人

の
健
康
上
か
ら
は
、
ま
た
、
生
活
面
か
ら
も
、
必
ず
し
も
好
適
地
で
あ
っ
た
と
は
、
言
い
に
く
い
と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。

す
な
わ
ち
、
遺
文
の
上
か
ら
見
る
と
、
身
延
山
を
も
っ
て
、
最
高
に
勝
れ
た
霊
地
と
み
な
し
て
い
る
も
の
に
、

「
我
身
法
華
経
の
行
者

身
延
在
山
中
の
日
蓮
聖
人
〈
上
田
〉
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な
ら
ば
、
霊
山
の
教
主
釈
迦
・
宝
浄
世
界
の
多
宝
如
来
・
十
方
分
身
の
諸
仏
・
本
化
の
大
土
・
迩
化
の
大
菩
薩
・
党
・
釈
・
龍
神
・
十
羅

利
女
も
、
定
て
此
砲
に
お
は
し
ま
す
ら
ん
。
水
あ
れ
ば
魚
す
む
、
林
あ
れ
ば
鳥
来
る
、
ハ
乃
至
〉
今
此
所
も
如
ν此
。
仏
菩
薩
の
住
給
功
徳

褒
之
初
句
」
と
あ
り
、
品
業
羅
勧
誘
の
諸
仏
諸
尊
来
集
の
功
徳
集
で
あ
り
、
浄
土
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

「
神
力
品
云
、
若
於
＝
林
中
－
若
於
－
－
樹
下
－
若
於
－
福
岡
坊
－
乃
至
而
般
浬
繋
云
云
。
此
砲
に
望
ま
ん
識
は
無
始
の
罪
障
忽
に
消
滅
し
、
三
業

（
乃
至
〉
彼
月
氏
の
霊
鷲
山
は
本
朝
此
身
延
の
嶺
也
。
」

の
悪
転
じ
て
三
徳
を
成
ぜ
ん
。

と
あ
り
、
身
延
山
を
も
っ
て
霊
山
浄
土
と
み
な
し
、

「
事
の
寂
光
土
」
と
し
て
い
る
こ
と
が
、
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
、

ハ3
》

唐
土
の
天
台
山
親
り
こ
こ
に
見
る
。
」
と
も
述
べ
、
「
伝
聞
く
釈
尊
の
住
給
け
ん
鷲
降
を
我
朝
此
砲
に
移
し

「天緋一

の
霊
山
此
処
に
来
れ
り
、

キ
《

4
v

置
ぬ
。
」
と
も
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
遺
文
か
ら
見
て
、
聖
人
が
い
か
に
身
延
山
を
重
視
し
、
か
つ
尊
貴
の
処
と
し
て
考
え
て
い
た
か
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
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単
に
晩
年
を
す
ご
し
た
山
だ
か
ら
大
事
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、

純
粋
に
宗
教
的
な
悟
道
の
世
界
で
あ
り
、

寂
光
浄
土
の
境
界
と
み
な

し

本
仏
釈
尊
を
始
め
と
す
る
曇
茶
羅
中
の
諸
仏
諸
尊
と
、

昼
夜
に
ま
み
え
る
こ
と
の
で
き
る
靭
り
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

一
乗
妙
典
の
読
読
・
解
説
・
書
写
に
終
始
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

「
無
始
の
罪
障
も
定
て
今
生
一
世
に
消

「
本
門
の
戒
壇
」
で
あ
り
、
裟
婆
即
寂
光
の
妙
境
と
し
て
、

し
か
も
、
こ
の
境
地
に
在
る
の
は
聖
人
一
人
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
靭
り
に
の
ぞ
ま
ん
裁
は
、

《

6
v

減
す
べ
き
か
。
」
と
い
う
師
弟
共
に
罪
障
消
滅
し
、

コ
二
業
の
悪
転
じ
て
三
徳
を
成
ぜ
ん
」
と
い
う
果
報
が
得
ら
る
こ
と
に
な
る
と
す
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
月
氏
の
霊
鷲
山
と
同
等
で
あ
る
こ
の
本
朝
身
延
の
山
に
参
詣
す
る
こ
と
に
よ
り
、
大
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
こ
と
は
、
身
延
山
を
も
っ
て
「
霊
山
浄
土
に
劣
る
べ
き
」
尊
厳
な
浄
土
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

地
形
的
に
は
、
人
倫
を
離
れ
た
山
中
で
あ
り
、
東
西
南
北
を
去
っ
て
里
も
な
き
、
心
細
い
幽
窟
で
あ
る
が
、
教
主
釈
尊
の
一
大
事
の
秘



法
た
る
妙
法
を
、
霊
鷲
山
に
お
い
て
相
伝
し
た
法
華
経
行
者
の
住
処
で
あ
る
の
で
、
末
法
に
お
け
る
事
の
寂
光
土
で
あ
る
こ
と
は
、
間
違

い
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
、

「
諸
仏
入
定
の
処
」
で
あ
り
、

「
正
覚
の
翻
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
考
え
は
、
身
延
期
の
中
で
も
、
比
較
的
に
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
遺
文
に
多
く
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
初
期
か
ら

中
期
に
か
け
て
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
地
理
的
に
辺
部
な
場
所
と
し
て
、
気
象
現
象
の
極
め
て
厳
し
い
山
中
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、

実
生
活
の
上
で
は
、
甚
だ
不
便
難
渋
を
し
て
い
た
こ
と
を
素
直
に
披
涯
し
て
い
る
。

一一、

入
山
当
初
に
お
け
る
西
谷
で
の
日
常
生
活
は
、
衣
食
住
と
も
に
、
清
貧
に
甘
ん
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
で
に
入
山
の
途
次
、

申
ば
か
り
な
し
。
米
一
合
も
う
ら
ず
。
餓
死
し
ぬ
ベ
し
。
此
御
房
た
ち
も
み
な
か
へ
し
て
但
一
人
候
ベ
し
。
こ
の
よ
し
を
御
房
た
ち
に
も

、同時’
M

か
た
り
さ
せ
給
。
」
と
語
っ
て
い
る
点
か
ら
見
て
も
、
当
時
の
食
生
活
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

「
飢
渇
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西
谷
の
草
庵
に
入
ら
れ
て
か
ら
約
一
か
月
後
に
、
上
野
殿
か
ら
「
鴬
目
十
連
・
か
わ
の
り
二
帖
・
し
ゃ
う
か
う
二
十
束
」
が
送
ら
れ
て

き
た
。
そ
の
礼
状
に
よ
る
と
、

「
今
年
の
け
か
ち
（
飢
渇
〉
に
、
は
じ
め
た
る
山
中
に
、
木
の
も
と
に
、
こ
の
は
う
ち
し
き
た
る
や
う
な
る
す
み
か
、
を
も
ひ
や
ら
せ

ス8
v

給
。
」

と
あ
る
。
聖
人
の
当
時
は
、
す
で
に
『
立
正
安
国
論
』
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
飢
飽
・
不
作
・
天
変
等
に
よ
り
、
連
続
し
て
食
糧
難
の
年

が
、
国
土
を
襲
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
飢
渇
と
い
う
悪
条
件
の
も
と
で
始
ま
っ
た
山
中
の
生
活
は
、
樹
の
元
に
木
の
葉
を
敷
き
つ
め
た

よ
う
な
住
居
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
食
生
活
も
住
居
も
極
め
て
質
素
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
察
で
き
る
。

身
延
在
山
中
の
日
蓮
聖
人
ハ
上
回
〉



身
延
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山
中
の
日
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人
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庵
室
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
ご
と
く
十
二
の
柱
か
ら
な
る
木
造
の
木
皮
茸
で
、

一
か
月
間
で
建
立
し
た
応
急
の
簡
易
住
居
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
三
年
半
後
の
建
治
三
年
三
二
七
七
〉
に
は
、
も
う
す
で
に
改
築
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
状
態
に
ま
で
た
ち

至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
去
文
永
十
一
年
六
月
十
七
日
に
、
こ
の
山
の
な
か
に
、
木
を
う
ち
き
り
て
、

か
り
そ
め
に
あ
じ
ち
を
つ
く
り
て
候
し
が
、
ゃ
う
や
く

か
き
か
ベ
を
ち
候
へ
ど
も
、
な
を
す
事
な
く
て
、

官
乙

四
方
の
か
ベ
は
一
所
に
倒
れ
ぬ
。
」

四
年
が
ほ
ど
、
柱
く
ち
、

〈
乃
至
〉
十
二
の
柱
四
方
に
か
ふ
ベ
（
頭
〉
を
な
げ
、

と
記
し
て
い
る
が
、

「
か
り
そ
め
の
あ
じ
ち
」
と
は
い
え
、
わ
ず
か
三
年
半
で
こ
の
よ
う
な
あ
り
さ
ま
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
建
築
様

式
に
も
よ
る
が
、

い
か
に
粗
末
な
草
庵
で
あ
っ
た
か
推
察
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
家
屋
建
造
に
関
す
る
技
術
上
の
問
題
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も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
他
に
次
の
よ
う
な
点
が
考
え
ら
れ
う
る
。

第
一
は
、

聖
人
自
身
が
、

入
山
の
当
初
に
お
い
て
、

『
富
木
殿
御
書
』
中
に
諮
っ
て
い
る
よ
う
に
、

「
い
ま
だ
さ
だ
ま
ら
ず
と
い
え

戸
γ
も、

公
開
》

候
。
」
と
あ
る
ご
と
く
、
ま
だ
身
延
山
常
住
の
心
境
で
は
な
か
っ
た
。

大
旨
は
こ
の
山
中
心
中
に
叶
て
候
へ
ば
、

し
ば
ら
く
は
候
は
ん
ず
ら
む
。
結
句
は
一
人
に
な
て
日
本
国
に
流
浪
す
べ
き
身
に
て

「
し
ば
ら
く
は
候
は
ん
ず
ら
む
」
と
い
う
の
は
、

「
し
ば
ら
く
は

居
住
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

「
ら
む
」
の
助
動
調
は
、
未
来
・
推
量
・
意
志
を
表
わ
す
終
止
形
の

語
で
あ
る
か
ら
、

「
し
ば
ら
く
は
居
ょ
う
と
思
う
。
」
と
い
う
未
来
に
つ
い
て
の
行
動
を
推
量
し
た
意
志
を
表
明
し
た
こ
と
に
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
領
主
の
南
部
六
郎
実
長
が
、
そ
の
聖
人
の
意
志
を
く
ん
で
、
本
格
的
な
永
住
用
の
建
築
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
し
ば
ら

く
の
間
」
居
住
に
た
え
る
程
度
の
「
か
り
そ
め
の
あ
じ
ち
」
を
建
立
す
る
こ
と
に
落
付
い
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

次
に
、
第
二
は
身
延
山
の
風
雪
に
よ
る
気
象
条
件
が
、
平
野
部
と
違
っ
て
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
草
庵
の
耐
久
力
を
弱
め
た



一
因
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
例
え
ば
弘
安
三
年
正
月
二
十
七
日
に
秋
元
太
郎
兵
衛
へ
宛
た
書
簡
に
よ
る
と
、

去
年
十
一
月
よ
り
雪
降
り
積
て
、
改
年
の
正
月
今
に
絶
る
事
な
し
。
庵
室
は
七
尺
、
雪
は
一
丈
。
四
壁
は
休
を
壁
と
し
、
軒
の
つ
ら

ふ
は
道
場
荘
厳
の
壊
洛
の
玉
に
似
た
り
。
内
に
は
雪
を
米
と
積
む
。
本
よ
り
人
も
来
ら
ぬ
上
、
雪
深
し
て
道
塞
が
り
、
問
人
も
な
き

処
な
れ
ば
、
現
在
に
八
寒
地
獄
の
業
を
身
に
つ
ぐ
の
へ
り
。

と
い
っ
た
状
況
が
描
か
れ
て
い
る
。
文
章
の
修
飾
上
の
問
題
も
、
多
少
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

し
か
し
現
実
に

冬
季
の
風
雪
寒
冷
は
現
代
を
は
る
か
に
凌
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
弘
安
元
年
十
一
月
廿
九
日
付
で
、
兵
衛
志
に
送

ら
れ
た
書
簡
に
よ
れ
ば
、

今
年
は
余
国
は
い
か
ん
が
候
ら
め
、
こ
の
は
き
ゐ
は
法
に
す
ぎ
て
か
ん
じ
候
。
ふ
る
き
を
き
な
ど
も
に
と
ひ
候
へ
ば
、
八
十
・
九
十

・
一
百
に
な
る
者
の
物
語
候
は
、
す
べ
て
い
に
し
へ
こ
れ
ほ
ど
さ
む
き
事
候
は
ず
。
此
あ
ん
じ
ち
よ
り
四
方
の
山
の
外
、
十
丁
二
十

丁
人
か
よ
う
事
候
は
ね
ば
し
り
候
は
ず
。
き
ん
べ
ん
一
丁
二
丁
の
ほ
ど
は
、
ゆ
き
一
丈
・
二
丈
・
五
尺
等
な
り
。

〈
乃
至
〉
こ
の
月
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の
十
一
日
た
つ
の
時
よ
り
十
四
日
ま
で
大
雪
下
て
候
し
に
、
両
三
日
へ
だ
て
て
す
こ
し
雨
ふ
り
て
、
ゆ
き
か
た
く
な
る
事
金
剛
の
ご

《

nv

と
し
。
い
ま
に
き
ゆ
る
事
な
し
。
ひ
る
も
よ
る
も
さ
む
く
つ
め
た
く
候
事
、
法
に
す
ぎ
て
候
。

の
気
象
現
象
は
、

き
、
秩
に
も
ま
た
「
長
雨
大
雨
時
々
日
々
に
つ
づ
く
」
と
い
う
状
況
で
、
山
崩
れ
が
あ
り
、
川
は
た
け
り
狂
っ
た
よ
う
に
荒
れ
て
、
陸
の

と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
豪
雪
に
あ
い
、
凍
結
の
厳
し
い
中
で
の
生
活
は
、
ま
さ
に
雪
や
氷
と
の
根
気
く
ら
べ
で
あ
っ
た
と
い
え

【胞》

春
に
な
っ
て
も
「
山
中
の
な
が
き
あ
め
」
が
統

ょ
う
。
し
か
も
こ
う
し
た

「
法
に
す
ぎ
て
」

冬
季
の
み
で
は
な
く
、

孤
島
と
な
っ
て
、
人
の
交
通
は
全
く
関
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

実
際
に
西
谷
の
草
庵
跡
地
に
侍
っ
て
み
る
と
き
、
谷
は
深
く
、
山
が
そ
そ
り
立
っ
て
い
る
の
で
、
日
照
時
聞
は
短
か
く
、
特
に
冬
季
は

身
延
在
山
中
の
回
避
聖
人
ハ
上
回
〉



身
延
在
山
中
の
日
蓮
聖
人
ハ
上
田
〉

現
在
で
も
、

一
日
わ
ず
か
に
三
・
四
時
間
程
し
か
与
え
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
状
態
で
は
、

一
か
月
で
建
立
し
た
と
い
う
草
庵
が
、
永
く

当
初
の
形
態
を
た
も
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
建
治
三
年
の
冬
、

一
且
は
修
復
し
た
と
は

い
う
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
風
雪
に
あ
っ
て
は
、
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
も
当
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一一、

身
延
山
に
九
年
間
も
在
住
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
活
環
境
が
こ
の
よ
う
に
質
素
で
あ
り
、
特
に
衣
食
住
に
つ
い
て
は
、
最
低

限
度
の
線
を
維
持
し
て
き
た
点
に
つ
い
て
、
疑
問
視
す
る
向
き
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
如
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
や
む
を
え
な
か
っ
た
こ

と
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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入
山
の
当
初
か
ら
、
常
住
の
意
志
が
あ
る
程
度
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
恐
ら
く
は
三
・
四
年
の
聞
に
壁
落
ち
、
柱
傾
き
、
屋
根
に
穴
が
あ

く
と
い
っ
た
応
急
の
草
庵
で
は
な
く
、
多
少
な
り
と
も
竪
固
な
庵
室
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
推
察
で
き
る
。

「
し
ば
ら
く
は
」
居
住

す
る
つ
も
り
で
、
や
が
て
は
「
日
本
国
に
流
浪
す
べ
き
身
」
と
い
う
当
初
の
考
え
は
、
こ
う
し
た
草
庵
建
築
の
上
に
も
、
大
き
く
反
映
さ

れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
い
か
に
風
雪
が
厳
し
く
、
自
然
現
象
の
激
し
い
所
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
僅
か
三
年
五
か
月
で
老

朽
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
建
立
の
当
初
に
、

一
時
し
の
ぎ
の
草
庵
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
し
ば
ら
く
は
候
は
ん
ず
ら
む
。
」
と
い
う
意
志
は
、
周
知
の
通
り
、
在
住
す
る
に
従
っ
て
変
化
し
て
行
っ
た
の
で

あ
る
。

「
仏
使
」
と
し
て
、
強
い
信
念
と
実
行
力
を
持
っ
た
聖
人
だ
け
に
、
力
の
及
ば
ん
限
り
は
、
折
伏
逆
化
の
布
教
活
動
を
続
行
す
る

信
念
を
持
ち
、
日
本
国
に
弘
通
す
べ
き
身
と
し
て
、

一
か
所
に
と
ど
ま
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
考
え
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
も
し



れ
な
い
。
た
と
え
身
延
入
山
後
と
い
え
ど
も
、
こ
の
信
念
だ
け
は
心
中
に
持
っ
て
お
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
と
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
が
上
記
の
草
庵
建
築
に
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
実
際
に
は
、

「
叉
た
ち
と
ど
ま
る
み
（
身
〉
な
ら
ば
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
に
な
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
入
山
の

二
年
後
、
建
治
二
年
七
月
に
は
、
道
普
房
菩
提
の
た
め
『
報
恩
抄
』
を
著
し
て
い
る
が
、
そ
の
文
中
で
「
火
に
も
入
り
、
水
に
も
沈
み
、

走
り
た
ち
て
も
ゆ
ひ
て
、
御
墓
を
も
た
た
い
て
経
を
も
一
巻
読
諦
せ
ん
と
こ
そ
を
も
へ
ど
も
、
賢
人
の
な
ら
ひ
、
心
に
は
遁
世
と
は
を
も

は
ね
ど
も
、
人
は
遁
世
と
こ
そ
を
も
う
ら
ん
に
、
ゆ
え
も
な
く
は
し
り
出
づ
る
な
ら
ば
、
末
へ
も
と
を
ら
ず
と
人
を
も
う
ベ
し
。
さ
れ
ば

《店》

い
か
に
を
も
う
と
も
、
ま
い
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
簡
単
に
下
山
し
、
他
所
へ
お
も
む
く
よ
う
な
こ
と
は
、
考

え
て
お
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

い
か
な
る
事
が
あ
っ
て
も
、
身
延
を
離
れ
る
意
志
の
な
い
こ
と
を
表
明
し
、
「
甲
斐
の
国
の
深
山
に
閉
館

’
J

’

O
四
》

ら
せ
給
ひ
て
後
は
、
何
な
る
主
上
女
院
の
御
意
た
り
と
云
へ
ど
も
、
出
－
一
山
内
－
諸
宗
の
学
者
に
法
門
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
由
仰
せ
候
。
」
と

さ
ら
に
、
弘
安
元
年
に
は
、
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述
べ
て
い
る
ご
と
く
、
こ
の
頃
に
は
下
山
の
思
い
は
す
で
に
な
く
、
常
住
の
念
が
堅
い
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
入
山
当
初
の
「
日

本
国
に
流
浪
す
べ
き
身
」
は
、
逆
に
身
延
を
離
れ
ぬ
身
と
推
移
し
て
き
で
い
る
の
で
あ
る
。

わ
ず
か
な
年
月
の
中
に
、
仮
り
の
住
居
と
し
て
の
入
山
か
ら
、

「
ゆ
え
も
な
く
は
し
り
出
づ
る
」
こ
と
は
で
き
な
い
身
の
上
で
あ
る
と

す
る
定
住
へ
移
り
、
さ
ら
に
い
か
な
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
下
山
し
て
他
所
に
移
り
住
む
と
い
っ
た
考
え
の
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、

円

U
V

や
が
て
は
「
い
づ
く
に
て
死
に
候
と
も
、
墓
を
ば
み
の
ぷ
の
沢
に
せ
さ
せ
候
ベ
く
候
。
」
と
い
う
永
住
へ
と
推
移
し
、
つ
い
に
今
生
の
こ

と
だ
け
で
は
な
く
、
永
遠
に
身
延
に
住
む
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
仮
り
の
住
居
」
か
ら
「
常
住
」
へ
、
そ
し
て
「
永
住
」
へ
と
移
り
変
っ
て
行
っ
た
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
何
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

身
延
在
山
中
の
日
蓮
聖
人
ハ
上
回
〉



身
延
在
山
中
の
回
避
聖
人
ハ
上
回
〉

か
。
聖
人
の
心
中
を
推
察
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
ま
た
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
く
る
。

当
初
が
「
仮
り
の
住
居
」
で
あ
り
、

「
し
ば
ら
く
は
」
居
住
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
上
述
の
ご
と
く
明
ら
か
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
草
庵
の
構
え
か
ら
い
っ
て
も
首
肯
で
き
よ
う
。
し
ば
ら
く
の
問
、

た
も
て
ば
よ
し
と
し
た
当
初
の
心
境
を
如
実
に
証
し

て
い
る
も
の
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
二
、
三
年
の
聞
に
「
ゆ
え
も
な
く
は
し
り
出
づ
る
」
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
旧
師
の
遷
化
に
あ
っ
て
も
、

つ
い
に
下
山

す
る
こ
と
な
く
、
周
囲
の
人
々
が
「
い
か
に
を
も
う
と
も
」
身
延
を
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
、

た
だ
ち
に
山
を
下
っ
て
墓
参
・
読
経
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
と
ど
め
て
身
廷
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
で

あ
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
と
し
て
、

「
心
に
は
遁
世
と
は
を
も
は
ね
ど
も
、
人
は
遁
世
と
こ
そ
を
も
う
ら
ん
に
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
聖
人
自
身
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は

遁
世
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
が
、

世
人
は
身
延
入
山
を
即
遁
世
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
当
時

tま

一
旦
俗
世
間
の
諸
事
か
ら
の
か
か
わ
り
を
断
っ
て
、
深
山
に
入
り
、
遁
世
の
道
を
選
ん
だ
場
合
は
、

よ
ほ
ど
の
事
が
あ
っ
て
も
、
再

び
人
里
へ
戻
っ
て
く
る
こ
と
は
、

考
え
ら
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
し
て
出
家
沙
門
の
身
が
、

意
を
決
し
て
入
山

し
、
世
人
か
ら
遁
世
と
み
な
さ
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
た
と
え
そ
れ
が
自
身
に
と
っ
て
遁
世
で
は
な
い
に
し
て
も
、
身
延
を
離
れ
る
こ
と

tま

「
末
へ
も
と
を
ら
ず
と
人
を
も
う
ベ
し
」
と
い
う
結
果
を
招
く
こ
と
に
な
り
、
明
笑
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ

う

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
聖
人
の
「
身
延
入
山
」
に
つ
い
て
、
＠
聖
人
自
身
は
遁
世
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
。
⑮
と

こ
ろ
が
世
人
は
遁
世
で
あ
る
と
思
い
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、

の
二
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
入
山
に
つ
い
て
、
聖
人



の
意
志
と
は
違
っ
た
考
え
方
が
世
人
の
間
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

聖
人
本
来
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
自
身
の
考
え
が
誤
っ
て
伝
え
ら
れ
、
世
間
に
ゆ
が
め
ら
れ
て
伝
播
し
た
と
し
た
ら
、
直
に
釈
明
を
行

い
、
正
当
な
理
由
を
明
確
に
す
る
た
め
の
努
力
を
惜
し
ま
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
前
半
生
が
折
伏
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
た
点
か
ら
み

て
も
首
肯
で
き
よ
う
。
し
か
る
に
、
世
人
が
遁
世
と
思
っ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
本
心
と
は
違
う
け
れ
ど
も
、
下
山
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
す
る
文
中
に
は
、

か
な
り
の
複
雑
な
心
情
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。
聖
人
の
言
外
に
あ
る
本
心
が
文
字
の
中
に
含

蔵
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

「
人
は
遁
世
と
こ
そ
を
も
う
ら
ん
に
」
の
一
文
の
中
に
は
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
世
人
に
は

か
え
っ
て
遁
世
と
思
わ
せ
て
お
い
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
解
し
方
も
で
き
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

通
常
で
あ
れ
ば
、
③
の
立
場
が
、
間
違
っ
て
、
⑮
の
立
場
で
伝
え
ら
れ
た
と
す
る
と
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
⑮
を
強
く
否
定
し
、
自

の
で
、
下
山
し
な
い
で
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
こ
の
場
合
、
あ
る
程
度
、
⑮
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
こ
と
に
な
り
、
強
い
修
正
が
な
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身
の
立
場
を
表
明
し
て
行
く
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
本
来
は
＠
だ
が
、
⑮
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る

さ
れ
て
い
な
い
点
か
ら
み
て
、
⑮
を
⑮
な
り
に
扱
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

い
わ
ゆ
る
⑮
を
そ
の
ま
ま
全
面
的
に
認
め
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
消
極
的
な
が
ら
、
あ
る
面
で
は
こ
れ
を
容
認
し
た
形
に
な
っ
て
い

る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
事
実
別
の
遺
文
の
中
に
は
、
遁
世
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
表
現
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
例
を
あ

げ
る
な
ら
ば
、

「
抑
も
日
蓮
は
日
本
国
を
た
す
け
ん
と
ふ
か
く
お
も
へ
ど
も
、

日
本
国
の
上
下
万
人
一
同
に
、
国
の
ほ
ろ
ぶ
べ
き
ゅ
へ
に
や
、
用
ひ
ら

白
川
〉

れ
ざ
る
上
、
度
々
あ
だ
を
な
さ
る
れ
ば
、
力
を
よ
ば
ず
山
林
に
ま
じ
は
り
候
ぬ
。
」

「
此
所
を
ば
身
延
の
獄
と
申
す
。

〈
乃
至
）
た
ま
た
ま
見
る
も
の
は
や
ま
か
つ
が
た
き
木
を
ひ
ろ
う
す
が
た
、
時
時
と
ぶ
ら
う
人
は
昔

身
延
在
山
中
の
日
蓮
聖
人
ハ
上
回
〉



身
延
在
山
中
の
日
蓮
聖
人
ハ
上
回
〉

な
れ
し
同
朋
o

彼
の
商
山
の
四
階
が
ま
脱
れ
し
心
ち
、
竹
林
の
七
賢
が
跡
を
隠
せ
し
山
も
か
く
ゃ
あ
り
け
い
可
」

と
あ
っ
て
、

い
か
に
も
中
国
の
四
蛤
・
七
賢
が
世
を
の
が
れ
、
力
お
よ
ば
ず
遁
世
し
た
姿
と
、
わ
が
身
を
同
様
に
み
て
い
る
一
面
も
あ
る

の
で
、
⑮
の
立
場
を
強
力
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
。
特
に
入
山
の
当
初
に
こ
の
考
え
が
濃
厚
で
あ
り
、
次
第
に
遁
世
で
は
な

い
こ
と
を
表
明
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

そ
れ
で
は
、
聖
人
の
在
山
中
に
お
け
る
心
境
の
こ
う
し
た
変
化
は
、
ど
こ
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
う
か
、
と
い
う
に
、
も
ち
ろ
ん
宗
教

的
な
深
い
思
惟
か
ら
発
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
入
山
当
初
の
複
雑
な
心
境
が
、
身
延
と
い
う
大
自
然
の
中
で
、

一
代
を
振
り
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か
え
り
つ
つ
、

「
人
間
日
蓮
」
と
し
て
の
立
場
と
、

「
仏
使
日
蓮
」
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
自
ず
と
複
合
性
を
持
っ
た
心
の
表
れ
方
に
な

っ
て
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

先
ず
、

「
人
間
日
蓮
」
と
し
て
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
前
述
の
御
書
に
す
で
に
明
ら
か
な
ご
と
く
、

「
力
を
よ
ば
ず
山
林
に
ま
じ
は
り

候
ぬ
」
で
あ
り
、
商
山
の
四
階
や
竹
林
の
七
賢
と
同
様
に
「
跡
を
隠
せ
し
山
」
へ
の
入
山
で
あ
っ
た
。

「
結
句
は
一
人
に
な
て
日
本
国
に

流
浪
す
べ
き
身
」
で
あ
る
と
い
う
消
極
的
・
人
間
的
な
一
面
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
入
山
の
翌
年
七
月
に
高
橋
入
道
へ
宛
た
書
信

F

』
キ
晶
、

i
t
 
「
か
ま
く
ら
よ
り
此
と
こ
ろ
へ
に
げ
入
候
ひ
し
時
」
と
さ
え
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
聖
人
の
複
合
性
を
持
っ
た
厚
い
心
中
に
お
け
る
一
部
の
感
慨
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
直
に
聖
人
の
心
中
の
す
べ
て

で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
考
え
る
こ
と
は
、
早
計
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
在
山
中
の
聖
人
は
、
他
所
で
は
見
ら
れ
な
い
程
に
、
人
間
的
な

一
面
を
濃
厚
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。

一
例
を
あ
．
け
れ
ば
、
檀
徒
の
中
に
不
幸
が
あ
っ
た
場
合
や
、
不
運
の
自
に
あ
っ
た
時
な
ど
、
共
に



悲
し
み
つ
つ
涙
を
流
し
な
が
ら
の
激
励
や
慰
め
を
お
こ
な
い
、
ま
た
悦
ぶ
べ
き
時
に
は
、
素
直
に
心
情
を
吐
露
し
て
歓
喜
さ
れ
て
い
る
の

コ
涙
ひ
ま
な
し
」
の
情
愛
を
こ
め
、
門
下
と
共
に
悲
し
み
、
共
に
悦
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
在
山
中
の
人
間
性
に
つ
い

a
g
 

て
は
、
す
で
に
論
究
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
重
説
を
さ
け
る
こ
と
に
す
る
が
、
晩
年
の
聖
人
に
お
け
る
心
中
の
一
部
門
を

で
あ
る
。

現
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

｜
｜
入
山
当
初
｜
｜
仮
り
の
住
居
。

草
庵
建
立

（
文
永
十
一
年
）

「
し
ば
ら
く
は
候
は
ん
ず
ら
む
。
」

〈八

O
九〉

「
木
の
も
と
に
、
こ
の
は
う
ち
し
き
た
る
や
う
な
る
す
み
か
、
」

ハ
八
一
九
〉

住は
1

1

在
山
中
期

l
I
g
o

－

－

草

庵

修

復

iM

（
建
治
三
年
〉

「
か
り
そ
め
に
あ
じ
ち
を
つ
く
り
て
候
」

〈
一
四
一

O
〉

「
何
な
る
主
上
女
院
の
御
意
た
り
と
云
へ
ど
も
、

「
ゆ
え
も
な
く
は
し
り
出
づ
る
な
ら
ば
、
末
へ
も
と
を
ら
ず
と
人
を
も
う
ベ
し
。
」
ハ
一
二
四

O
〉

，
J

F

 

出
－
一
山
内
－
諸
宗
の
学
者
に
法
門
あ
る
べ
か
ら
ず
。
」
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ハ
一
四
八
七
〉

i
l晩
年
後
期

l
l永
住
。

大
坊
・
小
坊

馬

舎

新

築

（
弘
安
四
年
〉

「
文
永
十
一
年
六
月
十
七
日
こ
の
山
に
入
り
候
て
今
年
（
弘
安
四
年
〉
十
二
月
八
日
に
い
た
る
ま

で
、
此
の
山
出
ず
る
事
一
歩
も
候
は
ず
。
」

〈
一
八
九
六
）

「
い
づ
く
に
て
死
に
候
と
も
、
基
を
ば
み
の
ぷ
の
沢
に
せ
さ
せ
候
ベ
く
候
。
」

（
一
九
二
四
〉

「
仏
使
日
蓮
」
と
し
て
の
立
場
は
、
在
山
中
の
各
御
書
の
中
で
、
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

《

nv

《

忽

》

の
法
華
経
の
行
者
な
り
」
と
い
う
自
負
か
ら
、
「
仏
の
御
使
と
し
て
世
間
に
は
一
分
の
失
な
き
者
」
と
い
う
自
覚
を
も
っ
て
、
身
延
山
を

こ
れ
に
対
し
て
、

「
日
蓮
は
閤
浮
第

本
朝
の
霊
鷲
山
と
み
な
し
、
霊
山
浄
土
で
あ
っ
て
、
法
華
経
の
根
本
霊
場
と
さ
だ
め
、
末
法
万
年
の
拠
点
と
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
の
で

身
延
在
山
中
の
日
蓮
聖
人
ハ
上
回
〉



身
延
在
山
中
の
日
蓮
聖
人
ハ
上
回
〉

あ
る
。こ

の
「
人
間
日
蓮
」
と
し
て
の
立
場
、
す
な
わ
ち
「
日
蓮
は
凡
夫
な
均
一
》
と
い
う
時
と
、

「
仏
の
御
使
」
と
い
う
時
と
で
は
、
自
ず
と

立
場
が
異
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
う
が
、
聖
人
の
場
合
は
こ
の
二
者
は
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
、

一
身
の
中
に
あ
っ
て
、

「
法
華
経
行
者
」

の
二
面
性
を
持
続
さ
れ
て
い
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
凡
夫
日
蓮
」
と
、

「
仏
使
日
蓮
」
は
、
全
く
別

の
存
在
と
い
う
の
で
は
な
く
、

《
剖
》

仏
の
御
使
ぞ
か
し
。
」
と
い
う
両
面
性
を
持
っ
た
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
聖
人
の
ま
た
複
合
性
を
も
っ
た
末
法
の

「
法
華
経
行
者
」
の
一
身
の
中
に
収
ま
り
、

「
日
蓮
は
幼
若
の
者
な
れ
ど
も
、
法
華
経
を
弘
む
れ
ば
釈
迦

導
師
と
し
て
の
あ
り
方
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

容》

「
日
蓮
は
怯
弱
の
者
に
て
候
へ
ば
」
と
い
う
場
合
は
、

「
人
間
日
蓮
」
で
あ
り
、

「
凡
夫
日
蓮
」
を
指
し
て
い
る
と
い
え
る
。
建
治

年
に
光
日
房
へ
宛
た
御
番
の
中
で
、

ふ
か
く
を
も
う
ゆ
へ
に
生
国
へ
は
い
た
ら
ね
ど
も
、
さ
す
が
こ

《
鵠
》

ひ
し
く
て
、
吹
風
、
立
つ
く
も
ま
で
も
、
東
の
か
た
と
申
せ
ば
、
庵
を
い
で
て
身
に
ふ
れ
、
庭
に
立
ち
て
み
る
な
り
。
」
と
い
う
父
母
を

「
父
母
の
は
か
を
も
み
よ
か
し
と
、

( 80 ) 

な
つ
か
し
み
、
望
郷
の
念
や
る
せ
な
き
身
を
、
素
直
に
表
現
し
て
い
る
。
ま
さ
に
「
人
間
と
し
て
の
日
蓮
」
が
筆
を
と
っ
た
も
の
と
い
え

棟
梁
也

予
を
失
ふ
tま
日
本
国
の
柱
櫨
を
倒
す「
な法
りa華
。包経
」を
と弘
いめ
うる
仏こ
使と
の」
立に
場ょ
に り

そ
の
ま
ま
移
行
し
て

く
の
で
あ
る。
強
盛
の
信
念

ょ
う
。
そ
の
幼
若
な
る
「
人
間
日
蓮
」
が
、

「
釈
迦
仏
の
御
使
」
と
し
て
、

「
日
蓮
は
日
本
国
の

を
持
っ
て
、
法
華
経
を
弘
め
る
こ
と
に
よ
り
、
閤
浮
第
一
の
行
者
と
な
り
、
仏
使
と
し
て
い
か
な
る
迫
害
に
も
屈
し
な
い
不
退
転
の
信
に

生
き
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
人
間
日
進
」
は
、
法
華
経
弘
布
と
い
う
実
践
を
通
す
こ
と
に
よ
り
、

「
仏
使
日
蓮
」
と
し
て
の
立
場
に
、
そ
の
ま
ま
展
開
し

て
行
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
場
合
「
仏
使
日
蓮
」
と
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

「
人
間
日
蓮
」
か
否
定
さ
れ
、
消
滅
し



て
し
ま
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。

「
人
閥
日
蓮
」
の
中
に
展
開
さ
れ
た
「
仏
使
日
蓮
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
一
方

に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
方
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
仏
使
日
蓮
」
の
立
場
に
あ
っ
て
、
法
敵

を
折
伏
す
る
勇
猛
精
進
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
門
下
の
不
幸
に
対
し
て
は
共
に
涙
を
流
し
て
慰
め
る
と
い
う
人
間
性
を
失
っ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。

＼

幼

若

の

者

／

＼

閤

浮

第

一

／

一
人
間
日
蓮
一
／
怯
弱
の
者
＼
凡
夫
日
蓮
↓
辰
噂
峰
崎
怖
一
↓
法
華
経
の
行
者
／
日
本
の
棟
梁
＼
広
崎
市
随
一

五

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
身
延
山
の
聖
人
は
、

「
人
間
日
進
」
と
し
て
の
一
面
と
、

「
仏
使
日
蓮
」
と
し
て
の
一
商
を
、
双
方
一
身

( 81 ) 

に
備
え
て
の
入
山
で
あ
り
、
時
・
機
に
し
た
が
っ
て
対
応
さ
れ
て
い
っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

《却》

し
た
が
っ
て
、
同
じ
身
延
山
を
、
交
通
不
便
な
辺
境
と
み
な
し
、
八
寒
地
獄
の
苦
難
を
味
わ
っ
て
い
る
と
述
べ
て
、
人
間
的
に
耐
え
が

た
さ
を
訴
え
て
い
る
一
面
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
反
面
に
は
こ
の
身
延
山
は
自
然
の
美
し
い
所
で
、
景
観
の
佳
さ
を
述
べ
、
最
も
勝
れ
た

山
と
し
て
、
霊
鷲
山
に
勝
る
と
も
劣
ら
ぬ
霊
山
で
あ
る
と
し
、
法
華
経
行
者
の
住
所
な
る
が
故
に
、
浄
土
で
あ
っ
て
根
本
の
地
で
あ
る
と

《卸》

論
じ
、
仏
使
の
立
場
で
身
延
を
最
勝
最
尊
の
地
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

或
る
時
は
、

「
人
間
日
蓮
」
の
立
場
で
、
身
延
山
は
辺
境
な
難
所
に
あ
っ
て
、
衣
・
食
・
住
共
に
窮
乏
で
あ
り
、
苦
難
の
生
活
を
送
っ

て
い
る
所
で
あ
り
、
訪
ね
て
来
る
者
と
て
も
な
く
、
隠
棲
の
わ
び
住
い
で
あ
っ
て
、
弟
子
ら
や
付
き
人
ら
に
も
捨
て
ら
れ
た
よ
う
な
日
常

《却〉

で
あ
る
と
し
、
身
延
生
活
を
こ
の
上
な
く
わ
び
し
い
も
の
と
感
じ
、
消
息
文
に
赤
裸
々
な
人
間
性
を
診
ま
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

身
延
在
山
中
の
日
蓮
聖
人
（
上
回
〉



身
延
在
山
中
の
日
蓮
聖
人
ハ
上
回
〉

そ
し
て
ま
た
或
る
時
は
、
閤
浮
第
一
の
法
華
経
の
行
者
、
す
な
わ
ち
「
仏
使
日
蓮
」
の
立
場
に
あ
っ
て
、
同
じ
身
延
山
を
も
っ
て
、
人

倫
を
離
れ
た
心
細
い
幽
窟
で
は
あ
っ
て
も
、
教
主
釈
尊
の
一
大
事
の
秘
法
を
相
伝
し
た
行
者
の
住
所
で
あ
る
の
で
、

い
み
じ
き
山
で
あ
り

霊
山
浄
土
に
劣
ら
ざ
る
所
で
あ
っ
て
、
無
始
の
罪
障
も
忽
に
消
滅
す
る
聖
地
で
あ
る
と
感
受
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

nav 

は
本
朝
此
身
延
の
嶺
也
」
と
い
う
立
場
は
、
ま
さ
に
「
本
化
仏
使
」
と
し
て
の
領
域
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

「
彼
月
氏
の
霊
鷲
山

身
延
山
と
い
う
同
一
住
所
で
あ
っ
て
も
、
聖
人
の
心
に
は
こ
の
よ
う
に
、
正
反
対
と
も
思
え
る
よ
う
な
映
り
方
を
し
、

し
か
も
矛
盾
せ

ず
に
時
に
ふ
れ
、
折
り
に
ふ
れ
つ
つ
人
間
性
と
霊
性
の
両
立
場
を
持
続
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
、
奇
異
な
こ
と
の
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
再
往
は
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
感
受
を
さ
れ
る
こ
と
の
方
が
、
当
然
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

「
仏
使

日
蓮
」
と
い
え
ど
も
、

「
人
間
日
蓮
」
を
離
れ
て
、
全
く
別
の
存
在
と
い
う
の
で
は
な
く
、

「
人
間
日
蓮
」
の
中
に
、

「
仏
使
日
蓮
」
が

存
在
し
、

「
仏
使
日
蓮
」
は
ま
た

「
人
間
日
蓮
」

の
中
か
ら
展
開
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

両
者
は
共
に

「
法
華
経
の
実
践
者
日

( 82 ) 

蓮
」
の
中
に
あ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
両
者
が
全
く
別
個
に
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
交
渉
を
も
っ
て
い
な
い
と
考
え
る
こ
と
の
方
が
、
奇
異
で
あ
る
と
い
わ
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

コ
一
に
し
て
一
」

で
あ
り
、

ご
に
し
て
二
」
な
る
存
在
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
こ
と
を
証
す
る
御
書

は
、
在
山
中
の
諸
御
書
に
散
見
し
て
い
る
の
で
、
挙
げ
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
が
、
敢
て
一
番
の
例
示
を
す
る
な
ら
ば
、
建
治
二
年
三
月
の

富
木
入
道
に
与
え
た
『
忘
持
経
事
』
が
あ
る
。

9

b

k

r

v

’
’
aw

ナ
M

V

H

Z

’’ち畠
V
州

「
峨
々
大
山
重
々
、
漫
々
大
河
多
々
。
登
＝
高
山
－
頭
粁
ν
天
下
＝
幽
谷
－
足
踏
ν雲
。
非
ν烏
難
ν渡
非
ν庇
難
ν松
阪
舷
足
冷
羅
什
三
蔵
葱
嶺

J

e

ナ’
a

F

C
劃
』

・
役
優
婆
塞
大
峰
只
今
云
云
。
」

と
あ
っ
て
、

富
木
入
道
が
は
る
ば
る
下
総
固
か
ら
甲
州
身
延
山
へ
至
る
ま
で
の
道
中
に
つ
い
て
、

そ
の
難
儀
の
状
態
を
表
し
た
も
の
で
あ



る
。
多
少
文
章
上
の
綾
は
あ
る
に
せ
よ
、
当
時
の
身
延
へ
の
路
は
、
相
当
の
不
便
き
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
四
山
四
河
に
固
ま
れ
た

峡
地
は
、
鳥
獣
の
よ
う
な
身
の
こ
な
し
ゃ
足
の
強
い
者
で
な
く
て
は
、
な
か
な
か
に
困
難
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
眼
舷
み
足
冷
ゆ
る
旅

で
あ
っ
た
こ
と
を
推
察
で
き
る
。
つ
ま
り
こ
の
よ
う
な
辺
境
な
交
通
不
便
、
要
害
の
地
で
、
人
聞
が
住
む
に
は
適
し
な
い
よ
う
な
所
で
あ

る
こ
と
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
か
に
も
苦
渋
に
満
ち
た
環
境
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

ιw

串

q

，
s

b

’

J

A

守

「
然
後
、
尋
＝
入
深
洞
－
見
三
庵
室
－
。
法
華
経
読
諦
音
響
－
－
青
天
－
、
一
乗
談
義
言
開
＝
山
中
－
。
触
＝
案
内
－
入
レ
室
教
主
釈
尊
御
宝
前
安
－
－

息
子
J

五
依
慎
地
合
弘
院
－
両
院
託
尋
窓
口
、
歓
喜
れ
乳
争
乱
紅
白
や
」

と
続
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
身
廷
に
至
る
ま
で
の
苦
難
に
満
ち
た
道
程
は
、
こ
こ
に
お
い
て
一
変
し
、
妙
経
の
音
声
天
に
響
き
、
山

中
に
は
一
乗
の
談
戸
が
涌
く
霊
境
と
な
り
、
教
主
釈
尊
の
御
宝
前
に
ぬ
か
ず
い
て
母
の
遺
骨
を
奉
じ
、
歓
喜
の
あ
ま
り
に
身
心
の
苦
し
み

が
、
た
ち
ま
ち
に
消
滅
し
た
と
い
う
、
ま
さ
に
浄
土
へ
の
登
詣
を
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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こ
の
よ
う
に
一
番
の
中
で
も
、
苦
難
の
環
境
で
あ
る
こ
と
を
示
す
一
文
と
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
な
お
か
つ
浄
土
と
し
て
の
存
在
を
示

す
一
文
と
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
と
し
て
の
一
面
と
、
仏
使
と
し
て
の
一
面
を
、

一
身
の
中
に
調
和
さ
せ
な
が
ら
、
身
延
で
の
生

活
を
送
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
一
番
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
見
矛
盾
と
も
思
え
る
二
つ
の
立
場
が
、
身
延
の
大
自
然
に
交
っ
た

聖
人
の
心
中
で
調
和
し
な
が
ら
持
続
さ
れ
て
行
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
人
間
の
心
理
は
複
雑
な
も
の
で
、

一
概
に
決
め
つ
け
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
一
世
の
聖
者
・
偉
人
と
称
さ
れ
る
人
々
の
聞
で
は
、
心
の
推
移
に
お
い
て
、

一
層
重
厚
な
も
の
で

あ
る
こ
と
は
、
論
を
ま
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
や
聖
人
の
よ
う
に
、
深
い
宗
教
的
な
自
覚
や
使
命
感
に
生
き
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
凡
人
の
推
測
を
は
る
か
に
越
え
た
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
身
延
山
の
聖
人
に
お
け
る
心
境
の
推
移
に
つ
い
て
、
上
述
の
ご
と
く
思
想
的
・
宗
教
的
な
理
由
の
他
に
、
も
う
一
つ
健
康
上

身
延
在
山
中
の
日
蓮
聖
人
ハ
上
回
〉
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の
問
題
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
「
か
り
そ
め
の
あ
じ
ち
」
と
し
て
、
「
し
ば
ら
く
は
候
は
ん
」
と
い
う
心
境
か
ら
べ

-, 
ゆ

え
も
な
く
は
し
り
出
づ
る
」
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
さ
ら
に
「
何
な
る
主
上
女
院
の
御
意
た
り
と
云
へ
ど
も
」
出
山
は
考
え
て
い
な
い

と
す
る
心
構
え
、
そ
し
て
、

「
此
の
山
を
出
ず
る
事
一
歩
も
候
は
ず
」

「
い
づ
く
に
て
死
に
候
と
も
、
墓
を
ば
み
の
ぷ
の
沢
に
」
と
い
う

常
住
か
ら
永
住
へ
と
移
っ
て
行
っ
た
心
中
に
は
、
聖
者
と
し
て
の
心
境
も
充
分
に
考
慮
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
も
う
一
つ

は
聖
人
自
身
の
健
康
上
の
こ
と
が
、
加
わ
っ
て
く
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

入
山
し
て
三
年
た
っ
た
頃
、
即
ち
建
治
三
年
の
暮
に
は
、
消
化
器
疾
患
に
な
り
、
下
痢
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
。
永
い
聞
の
勇
猛
精
進
に

よ
る
救
済
活
動
か
ら
、

北
海
の
孤
島
佐
渡
島
の
流
人
生
活
を
経
て
、

身
延
入
山
を
果
し
た
聖
人
に
し
て
み
る
と
、

健
康
上
の
無
理
を
し

て
、
激
し
い
「
行
者
」
と
し
て
の
日
常
か
ら
身
体
に
不
調
を
き
た
し
て
も
、
不
思
議
は
な
い
程
の
生
活
ぷ
り
で
あ
っ
た
ろ
う
。

加
え
て
身
延
の
冬
は
厳
し
く
、
豪
雪
・
寒
冷
の
山
間
に
あ
っ
て
は
、
健
康
に
相
当
恵
ま
れ
た
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
影
響
は
大
き
い
も
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の
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
翌
弘
安
元
年
の
六
月
頃
に
な
る
と
、
病
状
は
さ
ら
に
悪
化
し
て
い
っ
た
。

カ

晶

「
日
連
下
痢
去
年
十
二
月
三
十
日
事
起
り
、
今
年
六
月
三
日
・
四
日
、
日
々
に
度
を
ま
し
月
々
倍
増
す
。
定
業
か
と
存
処
に
貴
辺
の
良

門担》

薬
を
服
て
よ
り
己
来
、
日
々
月
々
に
減
じ
て
今
百
分
の
一
と
な
れ
り
。
」

「
は
ら
の
け
（
下
痢
）
は
さ
ゑ
も
ん
殿
の
御
薬
に
な
を
り
て
候
。
叉
こ
の
み
を
な
め
て
、

《お】

い
よ
い
よ
心
ち
な
を
り
候
ぬ
。
」

と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
以
来
聖
人
の
病
状
は
一
進
一
退
を
た
ど
り
つ
つ
、
加
齢
・
環
境
・
気
象
条
件
等
に
よ
り
、
次
第
に
衰
弱
し
、
弘
安

四
年
に
入
る
と
春
以
来
病
勢
が
強
ま
っ
て
、
筆
を
執
る
こ
と
も
思
う
よ
う
に
行
か
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
年
の
十
一
月
に
は
、
厳
し

い
冬
の
冷
え
込
み
に
あ
っ
て
、
さ
ら
に
悪
化
し
、
「
老
病
の
上
、
不
食
気
い
ま
だ
心
よ
か
ら
ざ
る
ゆ
へ
に
、
法
門
な
ん
ど
も
か
き
つ
け
て

へ訓
v

申
さ
ず
し
て
、
さ
て
は
て
ん
事
な
げ
き
入
て
伊
」
と
病
悩
の
状
況
を
記
し
て
い
る
。



食
欲
も
衰
え
、
体
力
も
減
退
し
、
弘
安
五
年
の
冬
を
越
す
こ
と
は
困
難
と
思
え
た
。
弟
子
・
信
徒
ら
の
勧
め
に
よ
り
、
常
陸
の
湯
で
療

養
す
べ
く
、

つ
い
に
九
月
八
日
下
山
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
は
、
す
で
に
一
年
前
、
大
坊
・
小
坊
・
馬
舎
を
も
っ
た
寺

院
と
し
て
、
草
庵
の
生
活
か
ら
は
離
れ
て
、
設
備
も
一
応
は
調
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
重
い
病
状
の
聖
人
に
し
て
み
る
と
、
厳
し
い
寒
冷

（鑓》

の
山
地
で
は
、
相
当
な
影
響
を
与
え
て
い
た
に
ち
が
い
な
か
ろ
う
。

こ
う
し
た
健
康
上
の
問
題
も
加
味
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
恐
ら
く
健
康
に
恵
ま
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
入
山
当
初
の
考
え
通
り
、
時

期
を
選
ん
で
、
日
本
国
中
を
巡
り
．
法
華
信
仰
の
流
布
に
、
旅
を
重
ね
て
お
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
と
も
推
察
で
き
よ
う
。
不
惜
身
命
の
弘
通

は
、
聖
人
の
使
命
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

一
天
四
海
・
皆
帰
妙
法
の
理
想
実
現
ま
で
は
、
身
を
休
ま
せ
る
聞
な
ど
考
え
ら
れ
な
か
っ
た

こ
と
と
い
え
る
。

身
延
山
に
常
住
し
、
さ
ら
に
永
住
さ
れ
る
に
至
っ
た
主
因
は
、
上
述
の
諸
要
件
と
共
に
、
こ
う
し
た
聖
人
自
身
の
健
康
上
の
問
題
も
、

av 

無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
。

( BS ) 

・
『
別
頭
統
紀
』
や
『
高
祖
年
譜
』
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に

よ
れ
ば
、
弘
安
五
年
十
月
十
一
日
、
池
上
で
の
入
滅
に
先
立
っ
て
、
経
一
麿
を
枕
辺
に
召
し
、
帝
都
の
弘
通
を
委
嘱
さ
れ
て
い
努
お
そ

『
玄
旨
本
尊
添
状
』

ら
く
は
、
身
延
山
で
『
撰
時
・
報
恩
』
の
両
抄
を
著
作
し
、

一
代
の
教
学
を
し
め
く
く
ら
れ
た
あ
と
、
健
康
が
許
せ
ば
、
聖
人
自
身
、
帝

都
へ
の
弘
通
に
上
り
、
献
身
そ
の
大
任
を
果
し
て
お
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
も
推
察
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
入
山
間
も
な
く
病
身
と
な
っ
た
こ
と
も
一
因
と
な
っ
て
、
三
年
四
年
と
在
山
す
る
う
ち
に
、
す
な
わ
ち
、
初
期
か
ら
中
期

に
か
け
て
、
離
れ
難
い
心
境
に
進
み
、
次
第
に
身
延
の
山
を
霊
山
浄
土
と
し
て
受
容
さ
れ
、

つ
い
に
は
身
延
以
外
の
地
へ
出
て
行
く
こ
と

は
、
全
く
考
え
ら
れ
な
い
心
境
へ
と
推
移
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
所
論
か
ら
、
聖
人
の
身
延
永
住
は
、
複
合
性
を
も

っ
た
心
境
の
上
に
、
成
立
し
て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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人
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一
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ハ
お
〉
身
延
山
に
お
け
る
聖
人
の
健
康
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
英
修
博
士
が
、

で
、
参
考
さ
れ
た
い
。

（
お
〉
上
野
殿
母
尼
御
前
御
返
事
に
よ
れ
ば
、
「
た
だ
し
八
年
が
聞
や
せ
や
ま
い
と
申
し
、
齢
と
申
し
、
と
し
λ
＼
に
身
ゆ
わ
く
、
心
を
ぼ
れ
候
つ
る
ほ

ど
に
云
云
」
（
一
八
九
六
頁
〉
と
あ
っ
て
、
在
山
九
年
の
う
ち
、
八
年
ま
で
は
軽
重
の
差
こ
そ
あ
れ
、
何
ら
か
の
病
状
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
入
山
一
年
後
頃
か
ら
、
す
で
に
病
身
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

g
『
玄
旨
本
尊
添
状
』
ハ
宗
全
上
聖
部
三
四
頁
参
照
〉
0

『
高
祖
年
譜
』
に
「
金
一
色
－
回
、
汝
蛋
祝
香
菜
偽
皆
＝
私
家
」
〈
五
一
〉

と
あ
り
、
『
別
頭
統
紀
』
に
は
「
親
召
ニ
経
一
麻
呂
－
目
ハ
乃
至
〉
英
ν忽
＝
帝
都
弘
経
乙
〈
八

l
二
五
〉
等
と
伝
え
て
い
る
。

「
大
崎
学
報
」

（第一

O
三
号
〉
の
中
で
、
す
で
に
研
究
さ
れ
て
い
る
の
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