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蓮
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｜
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を
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と
し
て
｜
｜

上

回

本

昌

一
、
概

況

あ
ら
ゆ
る
生
類
に
と
っ
て
、

水
は
生
命
の
根
源
と
密
接
に
か
か
わ
り
、

不
可
欠
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。

即
ち
河
川
は
古

来
、
人
聞
社
会
の
成
立
・
発
展
に
重
要
な
役
目
を
果
し
て
き
て
お
り
、

「
命
の
水
」
と
い
わ
れ
る
位
に
、
人
類
の
発
祥
は
大
旨
大
河
の
流
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域
か
ら
始
っ
た
と
い
え
る
。

例
え
ば
中
国
の
揚
子
江
は
全
長
五
千
キ
ロ
以
上
に
及
び
、
黄
河
の
四
千
キ
ロ
以
上
に
及
ぶ
大
河
と
共
に
中
国
文
化
の
発
祥
地
を
、
そ
の

流
域
に
抱
え
て
い
る
。
仏
教
の
隆
昌
も
叉
こ
う
し
た
地
域
と
不
可
離
の
関
係
を
保
っ
て
き
て
い
る
。
叉
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ズ
ー
教
を
生
み
出

し
た
ガ
ン
ジ
ス
河
、

イ
ン
ダ
ス
文
明
を
起
し
た
パ
キ
ス
タ
ン
の
イ
ン
ダ
ス
河
、

エ
ジ
プ
ト
文
明
の
母
胎
と
な
っ
た
ナ
イ
ル
河
、

メ
ソ
ポ
タ

ミ
ア
文
明
の
源
泉
と
な
っ
た
ユ

l
フ
ラ
テ
ス
河
等
、
数
え
上
げ
る
と
こ
の
他
に
も
、
人
類
と
深
く
か
か
わ
っ
て
き
た
河
川
だ
け
で
も
、

ア

ジ
ア
地
域
の
ア
ム
ー
ル
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ド
エ
エ
プ
ル
、
ド
ナ
ウ
。
ア
フ
リ
カ
の
ナ
イ
ル
。
カ
ナ
ダ
の
マ
ッ
ケ
ン
ジ
l
。
ア
メ
リ
カ
の
ミ

シ
シ
ッ
ピ
、

コ
ロ
ン
ビ
ア
。
ブ
ラ
ジ
ル
の
ア
マ
ゾ
ン
等
、

い
づ
れ
も
大
河
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
人
聞
社
会
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら

し
続
け
、
今
な
お
深
い
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
蓮
聖
人
と
身
廷
の
環
境
ハ
上
回
〉



日
蓮
聖
人
と
身
延
の
環
境
ハ
上
田
〉

古
代
の
人
聞
社
会
は
、
主
と
し
て
大
き
な
河
川
の
流
域
に
集
落
を
構
え
、
生
産
・
交
通
の
便
を
計
り
、
境
界
線
と
し
て
も
利
用
し
て
き

た
よ
う
で
あ
る
。
日
本
の
河
川
も
、
海
外
の
上
記
大
河
と
比
較
す
る
と
、
遥
か
に
規
模
の
小
さ
な
も
の
で
、
足
元
に
も
及
ば
な
い
が
、
そ

れ
で
も
利
根
・
石
狩
・
信
濃
・
北
上
・
木
曽
・
天
竜
・
富
士
等
の
諸
川
は
、
わ
が
国
の
主
要
河
川
と
し
て
、
日
本
人
に
古
く
か
ら
か
か
わ

り
あ
っ
て
き
て
い
る
。

古
代
人
は
河
川
を
も
っ
て
恵
み
を
も
た
ら
す
「
母
な
る
川
」
と
し
て
親
し
む
反
面
、
洪
水
・
侵
食
等
に
よ
る
恐
怖
の
存
在
と
し
て
も
と

ら
え
、
両
面
か
ら
河
川
に
対
す
る
関
心
度
は
、
大
き
く
深
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
河
川
の
中
に
、
こ
れ
を

統
御
す
る
神
の
存
在
を
認
め
、
河
神
又
は
水
神
の
信
仰
が
生
れ
て
い
き
、
祭
も
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
現
在
、
日
本
の

各
地
に
川
を
中
心
と
し
た
祭
が
あ
る
の
は
、
そ
の
表
れ
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

二
、
四
河
に
つ
い
て
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と
こ
ろ
で
、
日
蓮
聖
人
は
文
永
十
一
年
三
二
七
四
〉
五
月
十
七
日
身
延
山
に
到
着
さ
れ
、
翌
六
月
十
七
日
に
、
西
谷
の
草
庵
へ
入
ら

れ
た
が
、
暫
く
し
て
門
下
・
檀
越
が
訪
ね
て
来
た
り
、
便
り
を
も
た
ら
す
度
ご
と
に
書
信
を
発
し
、
そ
の
中
で
身
延
山
の
位
置
・
状
況
・

自
然
の
移
り
変
り
に
つ
い
て
、
詳
し
く
伝
え
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
身
延
山
は
専
ら
四
山
四
河
に
固
ま
れ
た
中
に
在
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
四
山
に
つ
い
て
は
、
既
に
一

と
通
り
の
観
察
を
済
ま
せ
て
い
る
の
勺
v

こ
こ
で
は
主
と
し
て
四
河
に
中
心
を
置
い
て
、
聖
人
の
心
境
に
お
け
る
一
端
を
窺
っ
て
み
る
こ

と
に
し
た
い
。

遺
文
中
に
四
河
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
主
と
し
て
四
山
と
対
照
し
或
い
は
並
列
的
に
扱
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。



例
え
ば「

此
郷
之
内
、
民
亥
の
方
に
入
て
二
十
余
里
の
深
山
あ
り
。
北
は
身
延
山
、
南
は
鷹
取
山
、
西
は
七
面
山
、
東
は
天
子
岳
也
。
板
を
四

テ

’

y

p

枚
つ
い
立
た
る
が
如
し
。
此
外
を
回
て
四
の
河
あ
り
。
従
ν北
南
へ
富
士
河
、
自
レ
西
東
へ
早
河
、
此
は
後
也
。
前
に
西
よ
り
東
へ
波

木
井
河
中
に
一
の
滝
あ
り
。
身
延
河
と
名
け
た
り
。
中
天
竺
之
鷲
峰
山
を
此
処
に
移
せ
る
欺
。
将
叉
漢
土
の
天
台
山
の
来
る
歎
と
覚

ゆ
。
此
四
山
四
河
之
中
に
、
手
の
広
さ
程
の
平
か
な
る
処
あ
り
。
」

と
『
秋
元
御
書
』
に
記
し
て
い
る
如
く
、
四
山
を
回
り
て
四
河
が
流
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
即
ち
、

－l
北
か
ら
南
へ
向
っ
て
！
↓
富
士
河

T
西
よ
り
東
へ
向
っ
て

i
↓
早
河
（
後
方
〉

四
河
1

一一ー
西
よ
り
東
へ
向
っ
て

i
↓
波
木
井
河
（
前
方
〉

「
波
木
井
河
の
中
の
一
つ
の
滝
l
l
L
V
身
延
河
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こ
の
四
河
の
位
置
は
、
西
谷
の
草
庵
か
ら
見
た
方
角
に
当
る
わ
け
で
、
こ
の
四
山
四
河
に
固
ま
れ
た
環
境
で
の
生
活
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
の
位
置
付
け
に
よ
り
、
当
時
の
草
庵
が
ほ
ぼ
ど
の
辺
に
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
特
に
後
方
に
早
河
を
配
し
、
前

に
は
波
木
井
河
の
支
流
た
る
ご
つ
の
滝
」
を
置
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
滝
が
身
延
河
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
草
庵
は
や

は
り
身
延
河
を
前
に
し
た
河
添
い
に
建
立
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
く
る
。
前
述
の
如
く
人
の
生
活
に
は
、
河
川
が
必
要
で
あ
っ
て
、

水
利
の
使
の
悪
る
い
処
で
は
、
居
往
に
適
し
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
特
に
山
中
で
の
生
活
に
は
、
天
水
の
み
を
頼
り
に
す
る
と
な
る
と
、

当
時
全
国
を
襲
っ
て
い
た
天
変
地
夫
の
中
で
も
牟
越
に
よ
る
被
害
は
著
し
く
、

各
地
で
雨
乞
の
祈
鵡
が
催
さ
れ
て
い
た
事
実
か
ら
み
て

も
、
生
存
が
あ
や
ぶ
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
事
明
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
ど
う
し
て
も
河
の
流
れ
に
添
っ
た
場
所
が
選
択
さ
れ
る
に
至

日
蓮
聖
人
と
身
延
の
環
境
ハ
上
田
〉



日
蓮
聖
人
と
身
延
の
環
境
（
上
回
〉

っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

そ
こ
で
、
前
に
は
身
延
河
が
流
れ
、
後
に
は
鷹
取
山
が
鍛
え
る
場
所
、
即
ち
「
身
延
の
践
に
決
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
身
延
河

に
つ
い
て
は
又
後
で
詳
し
く
ふ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
総
称
と
し
て
の
四
河
に
つ
い
て
は
、

『
種
種
御
振
舞
御
書
』
の
中
に
も
、
四
山
に

続
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
四
の
山
高
き
こ
と
天
に
付
き
、
さ
が
し
き
こ
と
飛
鳥
も
と
び
が
た
し
。
中
に
四
の
河
あ
り
。
所
調
富
士
河
・
早
川
・
大
白
河
・
身
延

河
也
。
其
中
に
一
町
ば
か
り
聞
の
候
に
庵
室
を
結
て
候
ov

」

愛
で
は
波
木
井
河
の
代
り
に
大
白
河
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
波
木
井
河
の
上
流
に
大
城
・
相
叉
の
二
河
が
あ
り
、
合
流
し
て
波
木
井

河
と
い
う
。

即
ち
下
流
で
は
三
川
一
流
で
、

身
延
河
も
こ
の
河
に
合
流
し
、

つ
い
に
は
早
河
と
同
様
最
終
的
に
は
富
士
河
に
皆
合
流
し

て
、
駿
河
湾
へ
注
い
で
い
る
。
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三
、
富

土

I
 
l
 

－－，， 

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
草
庵
の
位
置
を
示
す
上
で
、
重
要
な
役
割
を
果
し
て
き
で
い
る
身
延
河
を
含
め
、
聖
人
の
晩
年
の
生
活
と
密
接
な

る
関
係
に
あ
る
四
河
に
つ
い
て
、
更
に
詳
し
く
一
河
ご
と
に
観
察
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

先
ず
初
め
に
四
河
の
中
で
も
最
大
の
規
模
を
持
つ
富
士
河
か
ら
み
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
河
は
周
知
の
如
く
甲
府
盆
地
の
水
を

集
め
て
、
ほ
ぼ
山
梨
県
の
中
央
部
を
南
に
流
れ
、
駿
河
湾
に
注
い
で
い
る
。
釜
無
川
や
笛
吹
川
を
上
流
に
持
ち
、
日
本
三
大
急
流
の
一
つ

に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
山
聞
を
急
速
な
流
れ
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
四
河
の
一
つ
で
あ
る
早
川
と
合
流
す
る
地
点
は
、
扉
風
岩
と

日
蓮
聖
人
と
身
延
の
環
境
（
上
回
）



称
す
る
難
所
と
さ
れ
、
古
来
舟
で
上
下
す
る
旅
人
に
と
っ
て
は
、
最
も
恐
れ
ら
れ
て
い
た
激
流
の
箇
所
で
あ
っ
た
。
全
長
＝
一
九
キ
ロ
、

流
域
面
積
は
約
三
、
六
五
一
平
方
キ
ロ
に
及
ん
で
い
る
。
身
延
の
地
で
大
城
川
・
身
延
川
を
持
つ
波
木
井
川
が
合
流
し
、
水
量
を
増
し
て

一
気
に
南
下
し
、
南
部
の
地
で
栗
川
を
合
せ
、
次
第
に
蛇
行
を
大
き
く
し
て
河
口
に
向
っ
て
行
く
。

日
蓮
聖
人
が
入
山
さ
れ
た
頃
の
富
士
河
は
、
現
在
の
河
の
状
態
と
は
異
る
点
も
多
い
で
あ
ろ
う
が
、
全
く
違
っ
た
所
を
流
れ
て
い
る
と

も
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、

ほ
ぼ
七
百
年
の
流
れ
は
大
き
な
差
異
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
平
地
を
流
れ
る
河
で
あ
れ
ば
、

或
い
は
洪
水
に
よ
り
、
大
き
く
流
れ
を
変
え
る
こ
と
も
珍
ら
し
く
は
な
い
が
、
両
岸
が
峻
峻
た
る
山
地
で
固
ま
れ
て
い
る
場
合
は
、
流
れ

も
自
ず
と
定
ま
っ
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

特
に
早
川
・
波
木
井
川
が
合
流
す
る
あ
た
り
か
ら
川
巾
の
さ
は
あ
る
に
し
て
も
南
部
・
富
沢
を
経
て
、
静
岡
県
側
に
入
り
山
間
部
を
ぬ

け
出
す
ま
で
の
蛇
行
し
き
り
な
地
帯
で
は
、
多
少
の
異
動
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、
流
れ
の
大
き
な
変
動
は
、
地
形
か
ら
い
っ
て
も
考
え
ら
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れ
そ
う
も
な
い
の
で
あ
る
。

「
一
と
雨
ご
と
に
瀬
を
変
え
る
」
と
い
わ
れ
る
富
士
河
は
、
主
と
し
て
盆
地
か
ら
山
間
部
に
至
る
ま
で
の
比

較
的
河
巾
の
広
い
範
囲
で
い
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
山
峡
を
流
れ
る
区
間
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
源
流
地
帯

か
ら
盆
地
を
経
て
鰍
沢
町
近
辺
の
山
間
部
に
至
る
ま
で
と
、
河
口
か
ら
富
沢
町
の
山
間
部
に
至
る
ま
で
の
、
比
較
的
に
平
坦
な
流
れ
は
別

と
し
て
、
鰍
沢
町
か
ら
富
沢
町
に
至
る
聞
の
山
峡
地
帯
で
は
川
巾
も
狭
く
流
れ
も
激
し
さ
を
加
え
、
人
馬
共
に
渡
り
難
き
場
所
と
し
て
、

旅
す
る
者
は
こ
の
間
の
渡
河
は
避
け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
河
巾
の
広
く
流
れ
も
ゆ
る
や
か
な
場
所
を
選
ん
で
渡
河
す
る

の
が
常
識
で
あ
る
か
ら
、
敢
て
激
流
の
難
所
を
渡
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
当
時
の
旅
人
が
、
駿
河
国
よ
り
甲
斐
国
へ
入
る
場
合
は
恐
ら

く
は
こ
の
激
流
地
帯
た
る
山
聞
の
峡
流
を
さ
け
て
、
下
流
の
渡
河
し
や
す
い
場
所
を
選
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

日
蓮
聖
人
が
ど
の
辺
で
富
士
河
を
渡
り
、
甲
斐
の
南
部
へ
到
着
さ
れ
た
か
、
さ
だ
か
で
は
な
い
が
河
の
状
勢
か
ら
い
っ
て
、
大
宮
を
出

日
蓮
聖
人
と
身
廷
の
環
境
ハ
上
回
）



日
蓮
聖
人
と
身
延
の
環
境
ハ
上
回
〉

た
あ
と
天
子
岳
の
麓
を
通
っ
て
、

な
る
べ
く
平
坦
な
流
れ
の
広
い
お
だ
や
か
な
浅
瀬
を
渡
っ
て
北
上
し
て
行
っ
た
も
の
と
推
察
す
る
の

が
、
常
識
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
当
時
の
富
士
河
が
ど
の
よ
う
な
流
れ
方
を
し
て
い
た
か
、
聖
人
の
筆
を
借
り
て
表
し
て
み
る
と

「
＠
此
所
を
ば
身
延
の
撤
と
申
。
駿
河
の
国
は
南
に
あ
た
り
た
り
。
彼
国
の
浮
島
が
は
ら
の
海
ぎ
は
よ
り
、
此
甲
斐
園
波
木
井
の
御
身

延
の
嶺
へ
は
百
余
里
に
及
ぶ
。
余
の
道
千
里
よ
り
も
わ
づ
ら
は
し
。

倒
富
士
河
と
申
日
本
第
一
の
は
や
き
河
、
北
よ
り
南
へ
流
た
り
。
此
河
は
東
西
は
高
山
な
り
。
谷
深
く
、
左
右
は
大
石
に
し
て
高
き

テ

J

扉
風
を
立
並
べ
た
る
が
ご
と
く
な
り
。
河
水
は
筒
中
に
強
兵
が
矢
を
射
出
し
た
る
が
ご
と
し
。

ω此
の
河
の
左
右
の
岸
を
っ
た
い
、
或
は
河
を
渡
り
、
或
時
は
河
は
や
く
石
多
け
れ
ば
、
舟
破
て
微
塵
と
な
る
。
か
か
る
所
を
す
ぎ

ゆ
き
て
、
身
延
の
嶺
と
申
大
山
あ
り
。
」

と
あ
る
。

ωで
は
身
延
の
位
置
と
大
ま
か
な
距
離
を
示
し
、
仰
で
は
身
延
入
山
の
途
次
に
あ
る
大
河
富
士
河
に
つ
い
て
、
そ
の
流
れ
の
激
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し
さ
を
述
べ
、
さ
ら
に
ゆ
で
は
、
両
岸
の
様
子
と
難
所
た
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
は
入
山
の
翌
年
二
月
に
新
尼
御
前
へ
宛
た
御
返

事
の
最
初
の
部
分
で
あ
る
が
、
文
章
表
現
上
、
多
少
の
綾
は
あ
る
に
し
て
も
、
身
延
入
山
の
旅
が
、
決
し
て
安
易
な
も
の
で
な
か
っ
た
こ

と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
主
と
し
て

ωと
O
の
文
に
つ
い
て
更
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
先
ず
、
倒
で
は
日
本

第
一
の
急
流
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
富
士
河
が
、
北
か
ら
南
へ
向
っ
て
流
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
河
の
位
置
・
方
角
の
設
定
が
な

さ
れ
て
い
る
。

次
に
両
岸
は
高
山
で
さ
え
ぎ
ら
れ
、

左
右
の
岸
は
扉
風
を
立
て
た
よ
う
で
、

水
速
は
筒
の
中
へ
強
兵
が
矢
を
射
込
む
よ

う
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
激
流
ぶ
り
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
状
態
で
は
人
馬
共
に
渡
河
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ

る
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
難
所
は
勿
論
さ
け
た
と
し
て
も
、
比
較
的
渡
り
易
い
所
を
選
ぶ
こ
と
は
、
想
像
以
上
に
困
難
で
あ
り
、
危
険
が
つ
き
ま
と
っ



て
い
た
よ
う
で
あ
る

0
0の
よ
う
に
左
右
の
岸
を
伝
っ
て
、
北
上
を
続
け
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
急
流
や
岩
石
が
多
い
た
め
、
難
破
し
て
沈

む
舟
も
少
な
く
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
掌
に
聖
人
の
一
行
は
こ
う
し
た
難
所
を
越
え
つ
つ
大
宮
か
ら
南
部
へ
の
旅
を
無
事
に
続
け
、

身
延
到
着
を
果
し
た
の
で
あ
っ
た
。
叉
妙
法
比
丘
尼
へ
与
え
ら
れ
た
御
返
事
に
よ
る
と
、
四
山
四
河
に
ふ
れ
た
あ
と
、

「
東
に
は
富
士
河
、
北
よ
り
南
へ
流
れ
た
り
。
せ
ん
の
ほ
こ
（
鉾
〉
を
つ
く
が
如
し
。
」

と
も
記
し
て
い
る
。
流
れ
の
速
さ
と
勢
い
の
鋭
い
こ
と
を
表
し
た
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
弘
安
二
年
に
新
池
殿
へ
送
っ
た
御
返
事
に
よ
る

と
、
遠
江
国
よ
り
身
延
山
ま
で
の
道
程
に
つ
い
て
三
百
余
里
に
及
ぶ
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
道
中
に
つ
い
て
、

「
宿
々
の
い
ぶ
せ
き
、
嶺
に
昇
れ
ば
日
月
を
い
た
だ
き
、
谷
へ
下
れ
ば
穴
へ
入
か
と
覚
ゆ
。
河
の
水
は
矢
を
射
る
が
如
く
早
し
。
大
石

な
が
れ
て
人
馬
む
か
ひ
難
し
。
船
あ
や
う
く
し
て
紙
を
水
に
ひ
た
せ
る
が
如
し
。
男
は
山
か
っ
、
女
は
山
母
の
如
し
。
道
は
縄
の
如

串

，

ヒ

く
ほ
そ
く
、
木
は
草
の
如
く
し
げ
し
。
か
か
る
所
へ
尋
入
せ
給
候
事
、
何
な
る
宿
習
な
る
ら
ん
。
」
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と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
文
中
に
河
と
あ
る
の
は
、
明
ら
か
に
富
士
河
の
こ
と
で
あ
り
、
当
時
の
富
士
河
を
湖
る
身
延
路
が
、
如
何
に
困
難

を
極
め
た
も
の
で
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

聖
人
が
入
山
に
際
し
、
こ
う
し
た
富
士
河
と
そ
の
両
岸
の
山
々
を
、
難
渋
し
な
が
ら
糊
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
後
、
聖
人
を
慕
っ

て
登
っ
て
来
た
弟
子
や
檀
越
の
人
々
も
、
同
じ
思
い
を
し
な
が
ら
通
行
し
た
こ
と
に
な
り
、
駿
河
方
面
か
ら
の
身
延
詣
は
、
相
当
に
不
便

な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
悪
条
件
の
中
を
、

し
ば
し
ば
西
谷
へ
訪
れ
た
門
下
の
人
々
は
、
強
い
信
仰

と
聖
人
に
対
す
る
帰
依
の
念
が
、
篤
く
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
も
か
く
も
富
士
河
が
、
身
延
入
り
の
最
大
の
ネ
ッ
ク
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
逆
く
に
富
士

河
が
、
他
の
三
河
と
共
に
身
延
山
の
外
濠
と
し
て
の
役
目
を
果
し
、
安
易
に
他
か
ら
の
侵
入
を
防
ぐ
た
め
の
働
き
に
も
な
っ
て
い
た
と
い

日
蓮
聖
人
と
身
延
の
環
境
ハ
上
回
〉
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う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
聖
人
は
身
延
入
山
の
一
つ
の
因
由
と
し
て
、
大
蒙
古
国
の
来
襲
に
備
え
身
延
の
深
山
に
引
き
鎚
っ
て
時
勢
を
待
つ

と
い
っ
た
考
え
方
、
も
あ
る
の
で
、
こ
う
し
た
峨
岨
要
害
の
地
を
選
ば
れ
た
の
で
は
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
早
河
・
波
木
井
河
・
大
白
河

の
身
延
を
囲
む
水
を
集
め
、
堂
堂
と
駿
河
湾
に
注
ぐ
大
河
だ
け
に
、
そ
の
存
在
は
多
様
な
意
味
を
持
っ
て
流
れ
続
け
て
来
た
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。

三
、
早

河

で
は
次
に
、

こ
の
富
士
河
に
注
ぐ
も
う
一
つ
の
急
流
と
し
て
知
ら
れ
る
早
河
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
の
河
は
周
知
の
通

り
、
南
ア
ル
プ
ス
の
赤
石
山
脈
に
源
を
発
し
、
白
鳳
渓
谷
を
伝
っ
て
、
上
流
は
野
巴
川
と
い
わ
れ
、
奈
良
田
・
西
山
温
泉
を
経
て
新
倉
川

・
雨
畑
川
が
合
流
し
、
早
河
と
な
っ
て
身
延
町
と
中
富
町
の
境
を
東
流
し
、
身
延
町
下
山
地
内
で
富
士
河
に
注
い
で
い
る
。
富
士
河
は
こ
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の
早
河
が
合
流
す
る
こ
と
に
よ
り
、
急
流
と
な
っ
て
水
嵩
を
増
し
、
特
に
合
流
地
点
を
扉
風
岩
と
称
し
、
前
述
の
如
く
富
士
河
を
利
用
し

て
身
延
参
詣
を
す
る
者
に
と
っ
て
、
最
も
危
険
な
難
所
と
さ
れ
て
い
た
。

富
士
河
の
支
流
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、
白
根
・
鳳
風
と
い
っ
た
重
嶺
畳
峰
の
聞
か
ら
出
て
、
野
呂
川
の
渓
谷
で
は
沙
金
を
産
し
、
中
世

に
一
時
的
に
も
せ
よ
注
目
さ
れ
た
河
川
で
あ
る
。
身
延
へ
向
っ
て
甲
府
盆
地
方
面
か
ら
来
る
者
に
と
っ
て
は
、
必
ず
こ
の
河
を
渡
ら
な
く

て
は
な
ら
な
い
位
置
に
あ
り
、
聖
人
当
時
も
武
蔵
国
・
信
濃
国
等
か
ら
身
延
山
へ
の
道
程
で
は
、
さ
け
ら
れ
な
い
河
川
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
遺
文
中
に
も
、
四
山
四
河
の
一
河
と
し
て
、
し
ば
し
ば
記
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、

《

9
》

「従
ν北
南
ヘ
富
士
河
、
自
ν西
東
へ
早
河
、
此
は
後
也
。
」

三
ut

「
四
の
山
は
扉
風
の
如
し
。
北
に
大
河
あ
り
。
早
河
と
久
く
o
早
き
事
箭
を
い
る
が
如

b
」



と
あ
る
如
く
、
西
谷
か
ら
の
位
置
が
わ
か
る
。
身
延
山
の
後
側
を
西
か
ら
東
へ
向
っ
て
流
れ
て
お
り
、
名
の
如
く
に
急
流
で
、
箭
を
い
る

ょ
う
で
あ
る
と
い
う
か
ら
、
富
士
河
の
流
れ
と
同
様
に
、
水
の
速
さ
も
激
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
は
実
際
に
聖
人
が
、
こ
の
河
を
目
前
に
し
て
渡
河
さ
れ
た
経
験
か
ら
出
た
文
章
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
河
の
流
れ
の
方
位
、
位
置
、

流
れ
の
状
況
等
、
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
点
、
富
士
河
の
時
と
同
様
の
筆
致
な
ど
、
現
実
に
見
た
り
渡
っ
た
こ
と
が
な
く
て
は
表
せ
な
い

文
章
で
あ
ろ
う
。

惟
う
に
聖
人
は
、
西
谷
の
草
庵
建
立
中
の
一
か
月
間
を
利
用
し
て
、
身
延
近
辺
の
山
里
を
遊
行
し
教
化
さ
れ
た
。
現
在
そ
の
折
り
の
霊

跡
が
伝
っ
て
い
る
川
市
》
こ
う
し
た
際
に
、
早
河
を
眺
め
、
或
い
は
渡
河
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
o

『
上
野
殿
御
返
事
』
に
よ
る
と
、

「
北
は
早

h
～
と
述
べ
、
草
庵
か
ら
は
北
に
当
り
、
身
延
山
の
後
方
を
西
か
ら
東
へ
向
っ
て
流
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
現
在
地
と
ほ
ぼ

一
致
し
て
い
る
と
い
え
る
。
早
河
の
こ
と
を
「
此
は
後
也
」
と
記
し
て
い
る
点
は
、
特
に
実
際
に
即
し
て
見
た
場
合
で
な
い
と
、
わ
か
ら

な
い
こ
と
で
あ
り
、
身
延
山
を
取
り
囲
む
四
河
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
聖
人
が
自
ら
の
足
で
確
め
ら
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
身
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延
山
の
後
方
を
東
流
す
る
早
河
を
直
接
限
で
た
し
か
め
ら
れ
、
「
自
レ
西
東
へ
早
河
、
此
は
後
也
」
と
記
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

「
早
き
事
箭
を
い
る
が
如
し
」
と
い
う
臨
場
感
も
、
自
づ
と
そ
こ
に
湧
い
て
く
る
も
の
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
観
察
し
て
く
る
と
、
西
谷
の
草
庵
は
北
に
身
延
山
が
饗
え
、
そ
の
更
に
後
方
に
は
早
河
が
流
れ
て
、
北
方
の
守
り
を
な
す

型
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
大
河
早
河
を
配
し
、
身
延
山
を
背
負
う
位
置
は
、
法
城
を
守
る
上
か
ら
も
極
め
て
堅
固
な
地
型
を
選

ん
だ
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
鎌
倉
時
代
戦
乱
の
絶
聞
な
い
世
上
を
反
映
し
、
更
に
当
時
全
国
民
の
不
安
と
恐
怖
を
巻
き
起
し
た
他
国

侵
一
過
の
困
難
を
目
前
に
し
て
、
堅
固
な
地
を
定
め
る
こ
と
は
、
先
見
の
明
を
持
っ
た
聖
人
に
し
て
み
る
と
、
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う

円悶》

と
考
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
早
河
は
か
く
て
身
延
山
に
と
り
、
北
の
守
り
を
司
ど
る
一
役
を
持
っ
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
。

日
蓮
聖
人
と
身
廷
の
環
境
〈
上
回
〉
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四
、
波
木
井
河

そ
れ
で
は
次
に
、
早
河
と
並
行
す
る
形
で
、
身
延
山
の
前
面
を
流
れ
る
波
木
井
河
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
こ
の
河
は
現
在
、
国
道
五

十
二
号
線
を
静
岡
方
面
か
ら
湖
っ
て
来
る
と
、
身
延
町
地
内
で
相
叉
川
の
流
れ
と
出
会
い
、
こ
れ
に
添
っ
て
大
城
川
が
合
流
し
、
更
に
総

門
附
近
で
身
延
川
が
合
流
し
、
波
木
井
河
と
な
っ
て
、
波
木
井
地
内
で
富
士
河
に
注
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
聖
人
が
入
山
の
際
は
、
文
永
十
一
年
五
月
十
六
日
、
南
部
に
一
泊
さ
れ
て
、
翌
十
七
日
に
身
延
山
の
麓
で
あ
る
逢
島
（
現
在

総
門
が
建
立
さ
れ
て
い
る
あ
た
り
）
に
到
着
さ
れ
て
い
る
の
で
、
南
部
か
ら
恐
ら
く
は
相
叉
河
に
添
い
、
大
域
河
を
渡
っ
て
、
身
延
河
と

大
城
河
の
合
流
地
点
た
る
逢
島
に
来
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
故
に
聖
人
は
波
木
井
河
と
い
っ
た
り
、
叉
は
大
白
河
（
大

城
河
）
と
も
呼
ん
で
い
る
。
現
在
の
波
木
井
河
は
総
門
よ
り
約
二
キ
ロ
の
地
点
で
大
城
河
・
相
文
河
が
合
流
し
て
お
り
、
全
長
は
約
四
キ
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ロ
程
で
あ
る
。

『
種
種
御
振
舞
御
番
』
の
「
大
白
河
」
は
、
こ
の
大
域
河
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
河
は
水
源
を
古
谷
裁
か
ら
更
に
さ
か

の
ぼ
っ
て
、
二
千
米
近
い
高
山
や
安
部
峠
近
辺
か
ら
発
し
て
お
り
、
他
の
三
河
と
同
様
に
い
く
つ
も
の
沢
を
集
め
て
、
相
叉
河
と
合
流
し

波
木
井
河
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
も
う
一
つ
の
相
又
河
は
大
城
口
よ
り
南
に
添
っ
て
断
層
谷
を
な
し
、
小
沢
川
を
合
流
さ
せ
な
が
ら
、
静
岡
県
境
の
山
々
の
水
を

集
め
て
流
れ
、
深
い
絡
谷
を
な
し
て
、
遺
文
に
表
現
さ
れ
て
い
る
如
く
、
地
の
底
を
の
ぞ
く
が
如
き
感
を
深
く
す
る
も
の
が
あ
る
。

大
城
・
相
又
二
河
共
に
上
流
は
深
山
で
あ
り
、
急
勾
配
で
蛇
行
も
激
し
く
、
浸
食
作
用
も
甚
し
い
も
の
で
、
礁
岩
が
累
積
し
て
い
て
、

大
雨
・
台
風
等
に
よ
る
増
水
時
は
、
崩
壊
作
用
が
大
き
く
、
身
延
河
や
早
河
と
同
様
に
、

「
強
兵
が
筒
の
中
へ
矢
を
注
ぐ
が
如
き
」
激
状

を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。



波
木
井
河
と
い
う
の
は
、
地
名
を
と

鷹
取
山

七
面
山

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
甲
斐
の

圏
内
に
あ
る
中
・
小
の
河
川
は
数
多
く

｜身延山草庵略図｜

南

あ
る
が
、
そ
の
呼
び
方
は
必
ず
し
も

定
し
て
お
ら
ず
、
地
域
に
よ
っ
て
は
異

っ
た
呼
び
名
が
付
け
ら
れ
、
上
・
中

下
流
で
そ
れ
河
の
呼
び
名
が
違
う
場
合

が
珍
ら
し
く
な
い
。
先
の
早
河
に
し
て

東
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も
、
上
流
で
は
「
野
呂
河
」
と
称
さ
れ

て
い
る
が
如
き
、
そ
の
一
例
と
い
え
よ

う

「
南
に
河
あ
り
、
波
木
井
河
と
名
ツ

く
、
大
石
を
木
ノ
薬
の
飢
配
布
」

。
ぬ
》

「
南
は
波
木
井
河
」
或
い
は

と
い
う
一
文
は
、
激
流
波
木
井
河
の
性
格
を
よ
く
表
し
て
い
る
と
い
え
る
o

位
置
を
示
す
祖
番
と
し
て
は

。。
「
前
に
西
よ
り
東
へ
波
木
井
町
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
文
は
単
に
河
の
流
れ
の
位
置
を
示
し
て
い
る
の
み
で
な
く
、
草
庵
の
向
き

を
、
同
時
に
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

「
前
に
西
よ
り
東
へ
」
と
い
う
こ
と
は
、
草
庵
が
南
か
又
は
そ
れ
に
近
い
向
き
で
建
立
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
南
に
河
あ
り
」
と
記
し
、

「
前
に
」
波
木
井
河
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
西
谷
の
草
庵
の
向

回
避
聖
人
と
身
延
の
環
境
〈
上
回
〉



回
避
聖
人
と
身
延
の
環
境
ハ
上
回
〉

き
が
、
こ
れ
で
ほ
ぼ
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
、
現
在
の
西
谷
草
庵
跡
に
立
っ
て
見
る
と
、
石
畳
の
敷
き
詰
め
ら
れ
、
石
垣
で
固
ま
れ
た
旧
践
は
、
鷹
取
山
の
裾
が
身
延
河
に

ひ
た
っ
て
い
る
「
掌
程
の
広
さ
」
の
地
に
、
南
東
向
き
の
形
で
遣
さ
れ
て
い
る
。
聖
人
に
と
っ
て
東
の
方
向
は
、
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な

p

y

o

。
。
。

い
故
郷
の
地
に
続
く
も
の
で
あ
り
、
「
生
国
へ
は
い
た
ら
ね
ど
も
、
さ
す
が
こ
ひ
し
く
て
、
吹
風
、
立
く
も
ま
で
も
、
東
の
か
た
と
申
せ

チ

《

U
V

ば
、
庵
を
い
で
て
身
に
ふ
れ
、
庭
に
立
て
み
る
な
り
。
」
と
い
う
心
情
か
ら
考
え
、
東
か
又
は
そ
れ
に
近
い
向
き
に
建
立
さ
れ
た
と
し
て

も
、
不
思
議
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
更
に
建
築
物
の
常
識
と
し
て
、
北
を
背
に
南
へ
向
い
て
建
て
ら
れ
る
こ
と
は
、
日
当
り
や
風
向
き
等
か

ら
い
っ
て
当
然
の
こ
と
と
も
い
え
る
。

従
っ
て
、
草
庵
は
南
東
の
向
き
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
因
み
に
現
在
の
身
延
山
久
遠
寺
祖
師
堂
・
大
本
堂
・

( 68 ) 

仏
殿
共
に
北
を
背
に
し
て
南
向
き
に
建
立
さ
れ
て
い
る
し
、
法
華
経
に
ふ
か
い
縁
起
を
持
つ
中
国
の
天
台
山
国
清
寺
も
、
大
雄
宝
殿
は
、

花
頂
・
仏
踏
の
峰
々
を
う
し
ろ
に
、
北
を
背
に
し
て
南
向
き
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
波
木
井
河
は
、
大
城
・
相
又
の
二
河
へ
、
更
に
総
門
の
附
近
で
身
延
河
を
合
流
せ
し
め
、
波
木
井
地
内
で
富
士
河
に
注
い

で
い
る
の
で
あ
る
が
、
草
庵
を
囲
む
よ
う
な
形
で
、
四
山
と
共
に
身
延
の
守
り
を
自
然
の
中
に
果
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
山
が
険
難

で
あ
り
、
河
が
激
流
を
極
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

一
面
か
ら
す
る
と
、
確
か
に
交
通
不
便
で
出
入
り
に
難
渋
す
る
の
で
あ
る
が
、
叉

反
面
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
だ
け
に
守
り
は
堅
固
と
な
り
、
簡
単
に
は
進
入
で
き
ず
、
前
述
の
如
く
外
部
か
ら
の
攻
撃
に
対
し
自
然
の
砦
に

am》

恵
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
も
な
る
。

前
記
中
国
の
天
台
山
に
し
て
も
、
主
峰
の
花
頂
を
始
め
と
し
て
仏
隣
・
桐
柏
・
赤
裁
の
四
峰
は
、
い
づ
れ
も
峻
厳
で
あ
り
、
石
梁
飛
操

を
始
め
と
す
る
天
水
飛
渡
（
桐
坑
渓
〉

・
銅
壷
滴
漏
・
及
び
国
清
寺
の
前
を
流
れ
る
瀦
渓
の
四
河
が
あ
り
、
山
外
か
ら
の
騎
馬
を
さ
え
ぎ



ム

四河略図｜

る
役
目
を
果
し
、
仏
道
に
精
進
す
る
出

五
、
身
延
河

家
者
の
安
全
と
、
修
行
の
妨
げ
を
防
ぐ

こ
と
が
で
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ

ぅ
。
特
に
天
台
大
師
が
箆
山
さ
れ
た
花

頂
・
仏
臨
の
峰
は
、
松
林
が
多
く
智
者

塔
院
へ
の
径
は
急
坂
で
あ
る
。
叉
修
禅

寺
跡
は
山
畑
の
中
に
在
り
、
放
生
池
も

今
は
灘
祇
用
の
貯
水
池
と
な
っ
て
い
る

が
、
こ
の
辺
の
山
は
ほ
と
ん
ど
樹
木
が

な
く
切
り
立
っ
た
岩
山
と
な
っ
て
い

( 69 ) 

て
、
要
害
堅
固
の
感
が
深
い
。

さ
て
、
四
河
の
最
後
、
身
延
河
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
述
の
波
木
井
河
の
一
支
流
で
あ
っ
て
、
さ
し
て
大
河
と
い
う
程
で
は
な
い
が
、

西
谷
の
草
庵
に
最
も
近
く
、
聖
人
に
と
っ
て
は
九
年
の
閥
、
日
夜
河
音
を
聞
き
、
そ
の
水
流
を
眺
め
ら
れ
、
或
い
は
生
活
上
の
用
水
と
さ

れ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
で
、
特
に
意
味
の
あ
る
河
と
い
え
よ
う
。

日
蓮
聖
人
と
身
延
の
環
境
ハ
上
回
〉



日
蓮
聖
人
と
身
廷
の
環
境
ハ
上
田
〉

先
ず
、
身
延
河
が
ど
の
よ
う
な
河
で
あ
り
、
流
れ
で
あ
っ
た
か
を
遺
文
に
聞
い
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

amv 

⑮
「
前
に
西
よ
り
東
へ
波
木
井
河
中
に
一
一
滝
あ
り
、
身
延
河
と
名
け
た
り
、
」

い

さ

さ

か

《

初

》

⑮
「
内
に
滝
あ
り
、
身
延
滝
と
申
ス
、
白
布
を
天
よ
り
引
ク
が
如
し
、
此
内
に
狭
小
の
地
あ
り
、
日
蓮
が
庵
室
な
り
。
」

《

nv

＠
「
谷
に
は
波
の
下
る
音
畿
を
打
つ
が
ご
と
し
。
」

＠
「
い
ぬ
い
（
戊
亥
〉
の
す
み
よ
り
か
は
は
な
が
れ
て
、
た
つ
み
ハ
辰
己
）
の
す
み
に
む
か
う
。
か
か
る
い
み
じ
き
と
こ
ろ
、
峯
に
は

円

nv

蝉
の
こ
へ
、
た
に
に
は
さ
る
の
さ
け
ぴ
、
木
は
あ
し
の
ご
と
し
、
く
さ
は
あ
め
に
に
た
り
。
」

⑮
の
文
は
波
木
井
河
と
の
関
連
を
示
し
て
お
り
、

一
つ
の
滝
と
し
て
扱
い
、
こ
れ
を
「
身
延
河
と
名
け
た
り
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

聖
人
の
名
命
と
も
と
れ
る
。
元
来
、
身
延
山
は
聖
人
の
入
山
以
前
は
、
全
く
知
ら
れ
ざ
る
山
で
あ
り
、
旧
名
を
「
麓
夫
」
と
称
し
た
も
の

を
「
身
延
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
戸
川
q
v
滝
に
も
身
延
河
と
い
う
名
命
を
さ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
か

( 70 ) 

ろ
う
。
⑥
の
文
も
同
様
に
滝
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。

「
白
布
を
天
よ
り
引
く
」

と
い
う
表
現
は
、

現
在
の
身
延
河
で
は
あ
て
は
ま
ら
ぬ

が
、
恐
ら
く
聖
人
の
頃
は
、
険
し
い
山
の
状
態
か
ら
見
て
、
充
分
首
肯
で
き
よ
う
。
現
に
大
正
・
昭
和
初
期
頃
か
ら
比
較
し
て
も
、
身
延

河
の
流
れ
は
台
風
や
水
害
に
よ
り
、
流
水
の
緩
急
に
変
化
を
来
た
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
し
て
や
七
百
年
の
歳
月
を
経
て
い

る
の
で
、
滝
の
変
化
も
当
然
と
い
え
よ
う
が
、
＠
の
波
音
は
激
流
に
聞
く
こ
と
の
で
き
る
水
の
響
き
が
、
谷
に
こ
だ
ま
す
る
状
態
で
も
あ

ろ
う
。次

の
＠
は
、
こ
れ
文
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
、
身
延
河
の
流
れ
を
示
す
と
同
時
に
、
草
庵
の
位
置
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
つ
か
め
る

も
の
と
い
え
る
。
つ
ま
り
「
戊
亥
〈
北
西
〉
の
す
み
よ
り
河
流
れ
て
、
辰
己
〈
南
東
〉
の
す
み
に
向
う
。
か
か
る
い
み
じ
き
と
こ
ろ
」
と

は
、
西
谷
の
草
庵
の
場
所
が
、
こ
う
し
た
地
点
に
建
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
即
ち
、
草
庵
の
北
西
か
ら
北
東



に
か
け
、
更
に
東
南
へ
と
身
延
河
が
流
れ
下
っ
て
、
草
庵
を
取
り
巻
く
形
を
と
り
、
南
西
は
鷹
取
山
が
鍵
え
て
、
城
壁
の
代
り
を
し
て
い

る
。
山
と
河
を
た
く
み
に
め
ぐ
ら
し
た
自
然
の
「
法
城
」
と
し
て
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
地
形
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て

「
か
か
る
い
み
じ
き
と
こ
ろ
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
要
害
堅
固
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
出
入
り
は
不
便
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は

表
裏
の
関
係
に
あ
る
た
め
、
尋
ね
て
来
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
難
儀
な
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
止
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
身
延
河
は
、
⑮
・
⑮
の
文
で
明
ら
か
な
如
く
滝
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
が
、
天
台
山
に
も
叉
滝
が
あ
り
、
聖
人
が
天
台
山
の
こ
と

《

M
V

を
記
さ
れ
る
と
き
、
滝
の
こ
と
に
ふ
れ
て
い
る
例
が
多
い
。
同
じ
法
華
経
の
山
と
し
て
、
中
国
と
日
本
の
相
違
は
あ
っ
て
も
、
共
に
通
づ

る
点
も
又
い
く
つ
か
あ
る
の
で
あ
る
。

身
延
河
は
、
現
在
西
谷
の
檀
信
徒
研
修
道
場
の
辺
で
、
樋
沢
河
と
合
流
し
、
門
前
町
の
裏
手
を
東
寄
り
に
下
り
、
総
門
で
前
記
の
波
木

か
く
し
て
、
身
延
河
は
⑮
の
文
よ
り
聖
人
の
名
命
で
あ
る
こ
と
、
滝
の
一
つ
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
＠
の
文
か
ら
草
庵
を
取
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井
河
に
注
い
で
い
る
。
叉
上
流
は
妙
石
坊
の
附
近
で
北
沢
が
加
わ
り
、
水
量
を
増
し
て
、
草
庵
跡
へ
向
っ
て
い
る
。

り
囲
む
形
で
流
れ
て
い
た
こ
と
等
が
わ
か
る
。
同
時
に
こ
れ
は
聖
人
在
山
当
時
の
草
庵
の
周
囲
・
環
境
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、

貴
重
な
点
で
も
あ
る
と
い
え
る
。

4

、、ー、－円

｝

ノ

－

f
‘

結

以
上
、
四
河
を
中
心
と
し
て
、
身
延
山
西
谷
の
草
庵
の
周
囲
を
探
り
つ
つ
、
当
時
の
状
況
を
考
察
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
既
に
明
ら

か
な
如
く
、
四
山
と
共
に
四
河
は
、
身
延
の
草
庵
に
と
っ
て
、
大
事
な
役
目
を
果
し
て
き
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

富
士
・
大
白
・
早
川
の
三
河
は
、
さ
な
が
ら
外
濠
の
役
目
を
持
ち
、
身
延
河
は
内
濠
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
。
特
に
身
延
河
は
西
谷
の

日
蓮
聖
人
と
身
延
の
環
境
ハ
上
田
〉



日
蓮
聖
人
と
身
延
の
環
境
ハ
上
回
〉

聖
人
に
と
っ
て
、
最
も
身
近
か
で
あ
り
、
生
活
上
の
要
水
を
兼
ね
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
交
代
に
給
仕
し
た
六
老
僧
を
始
め
と
す

る
門
下
が
、
毎
日
水
を
汲
み
、
莱
を
洗
い
衣
を
濯
ぎ
、
身
を
浄
め
る
た
め
に
、
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
推
察
し
う

る。
時
に
聖
人
自
ら
、
命
名
さ
れ
た
身
延
の
清
流
を
汲
み
、
法
華
経
・
釈
迦
仏
に
千
歳
給
仕
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
、
山
水
に
固
ま
れ
た

「
い
み
じ
き
と
こ
ろ
」
と
称
し
て
い
る
文
か
ら
も
感
じ
得
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
西
谷
の
草
庵
を
中
心
と
し
て
見
た
と
き
、
う
し
ろ
に
は

こ
の
み

鷹
取
山
が
峨
々
と
し
て
銭
え
、
「
梢
に
一
乗
の
果
を
結
び
」
前
方
に
は
「
湯
湯
た
る
流
水
湛
て
、
実
相
真
如
の
月
浮
ぴ
」
庵
の
内
で
は
終

《お》

日
法
華
経
読
請
の
戸
、
論
談
の
灯
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
時
に
は
「
霧
立
ち
嵐
は
げ
し
き
折
折
も
、
山
に
入
り
て
薪
を
こ
り
、

《槌】

露
深
き
草
を
分
け
て
深
谷
に
下
て
芹
を
つ
み
、
山
河
の
流
も
は
や
き
巌
瀬
に
莱
を
す
ふ
ぎ
、
快
し
ほ
れ
て
干
わ
ぷ
る
思
ひ
」
を
さ
れ
た
で

あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
こ
よ
う
。
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こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
身
延
の
聖
人
に
と
っ
て
、
四
山
四
河
は
晩
年
の
人
生
に
お
い
て
、
極
め
て
重
要
な
環
境
づ
く
り
に
役
立
つ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
前
述
の
如
く
身
延
山
・
身
延
河
は
、
聖
人
の
日
常
に
於
て
、
不
可
欠
の
存
在
で
あ
り
、
生
存
そ
の
も
の
に

深
く
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
四
山
四
河
が
、
単
に
自
然
の
山
河
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う

だ
け
で
は
な
く
、
聖
人
の
思
想
・
信
仰
の
中
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
、
身
延
山
を
も
っ
て
「
霊
山
浄
土
」
と
し
て
の
受
容
に
ま
で
進

《
例
制
》

み
、
更
に
「
い
づ
く
に
て
死
に
候
と
も
、
基
を
ば
み
の
ぶ
の
さ
わ
（
沢
）
に
せ
さ
せ
候
ベ
く
候
。
」
と
い
う
遺
言
状
に
示
さ
れ
て
い
る
如

く
、
滅
後
永
遠
に
「
身
延
の
沢
」
を
墓
所
と
定
め
ら
れ
、

「
永
住
の
地
」
と
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
山
四
河
に
固
ま
れ
た
身
延
は
、
釈
迦
仏
・
法
華
経
を
始
め
、
十
方
の
諸
仏
・
守
護
の
諸
天
が
、
め
ぐ
み
を
垂
れ
、
天
下
り
ま
し
ま
す

霊
地
で
あ
り
、
聖
人
の
純
粋
に
宗
教
的
な
「
証
の
世
界
」
で
も
あ
り
、
昼
夜
に
感
得
さ
れ
て
お
ら
れ
た
「
霊
山
」
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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ハ
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教
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の
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で
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隠
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尚
、

「
身
延
山
と
天
台
山
」
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参
照
さ
れ
た
い
。

〈
お
〉
「
今
年
一
百
よ
人
の
人
を
山
中
に
や
し
な
ひ
て
、
十
二
時
の
法
華
経
を
よ
ま
し
め
談
義
し
て
侯
ぞ
。
」
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鎚
〉
身
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御
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九
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五
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ハ
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九
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同
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大
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学
報
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ハ
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