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か
い
り
ゆ
う

い
し
よ
う

央
龍

伊
松
な
ど
と
云

つ
て
も
耳
新
ら
し
く
、
初
め
て
知
る
人
も

多

い
か
と
思
ふ
。
而
か
も
此
の
人
は
、

白
隙
和
尚
法
嗣
筆
頭
第

一

の
人
で
あ
る
。

然
る
に
此
の
人
は
世
上

一
般
の
人
に
殆
ど
知
ら
れ

ず

に
居
る
の
は
兎
も
角
と
し
て
、
白
隙
下
と
構
す
る
現
今
臨
濟
輝

界

の
人
々
が
知
ら
ず

に
居
る
こ
と
は
、

如
何
に
も
不
思
議
の
こ
と

で
あ
る
。
か
く
云
ふ
私
も
嘗

て
は
此
の

一
人
で
あ
つ
た
の
だ
。

最
近
暉
ブ
ー
ム
な
ど
と
云
は
れ
て
居
る
が
、

其
の
内
容
に
つ
い

て
は
墾
登

に
堪

へ
ぬ
も
の
が
あ
る
。

輝
は
古
來
よ
り
佛
心
宗
と
云

は
れ
最
も
正
し
く
繹
尊
の
思
想
を
傳
ふ
可
き

宗
旨
で
あ
る
に
拘
ら

ず
、
現
今

の
輝
に
は
歪
曲
思
想
が
横
行
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

私

は
微
力
な
が
ら
其
是
正
を
念
願
し
て
是
が
論
稿
を
作
ら
ん
と
思
索

を
重
ね
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
其
原
因
探
究
の
爲
め
、

白
隠
和
尚

の
研
究
に
着
手
し
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
驚
い
た
こ
と
に
は
、

不

可
解
の
こ
と
が
績
出
す
る
の
で
あ
る
。

白
隠
に
つ
い
て
何
故
に
斯

く
も
種
々
の
こ
と
が
忽
諸
に
附
せ
ら
れ
て

居
た
の
か
と
了
解

に
苦

し
む
次
第
で
あ
る
。
此
の
央
龍
和
尚
の
こ
と
も
其
の

一
つ
で
あ
る
。

私
が
こ
＼
に
書
く
央
龍
和
筒
の
傳
記
考
な
る
も
の
は
満
足
す
べ

き
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
埋
も
れ
居

る
古
人
を
顯
揚
し
、

併

せ
て
白
隠
和
尚
傳
を
補
足
し
以
て
歪
曲
せ

る
暉
宗
思
想
是
正
の

一

端
に
資
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
般

に
行
は
れ
て
い
る
白
隠
和
爾
の
法
嗣
圖
を
見
る
と
、
途
翁
、

東
嶺
に
始
ま
り
大
休
以
下
数
十
人
が
並
ら

べ
記
さ
れ
て
い
る
。

此

の
法
嗣
圖
は
何
を
根
襟
と
し
て
斯
く
の
如
く

羅
列
し
た
も
の
で
あ

る
の
か
、
妙
心
寺
大
本
山
の
宗
脈
圖
は
見

た
こ
と
は
な
い
が
、

妙

心
寺
史
を
見
る
と
矢
張
り
此
の
様
で
あ
る
か
ら
、

恐
ら
く
は
同
様

に
記
さ
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

今
日

の
臨
濟
宗
の
人
々
は
、
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皆
な
白
隠
下
の
法
賑
下
に
統
括
さ
れ
て
お
り
、

悉
く
白
隠
下
の
見

孫

な
り
と
云
は
れ
て
い
る
が
、
臨
濟
宗
に
於
て
は
以
心
傳
心
と
か
、

一
器
の
水
を

一
器
に
移
す
が
如
く
と
か
、

特
に
傳
法
を
尚
び
法
脈

を
喧
か
ま
し
く
云
ふ
の
で
あ
る
。

然
る
に
往
古
の
こ
と
は
兎
も
角

と
し
て
、
近
世
白
隠
和
尚
直
下
に
、

斯
か
る
法
脈
問
題
に
於
て
納

得
の
行
か
な
い
こ
と
の
あ
る
の
は
、
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

藪
に
央
龍
和
尚
の
こ
と
を
提
示
し
て
、

此
の
問
題
に
燭
れ
て
見
た

い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

先
づ
白
隙
和
省
研
究
に
着
手
す
る
場
合
、

其
の
直
接
資
料
と
な

る
も
の
は
其
の
著
作
で
あ
る
。

是
等
は
白
隠
和
尚
全
集
に
其
の
殆

ど
が
牧
録
さ
れ
て
お
り
、
其
他
に
於
て
は
遺
墨
、

手
紙
類
と
門
下

の
人
々
の
文
献
が
あ
る
が
、

其
の
傳
記
の
根
本
資
料
と
な
つ
て
居

る
も
の
は
、

東
嶺
和
尚
撰
述
の
濁
妙
輝
師
年
譜

(以
下
白
隙
年
譜

と
略
稻
す
る
)
で
あ
る
。

此
の
年
譜

に
つ
い
て
は
別

に
研
究
を
要

す

る
こ
と
も
あ
る
が

一
鷹
文
政
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
龍
澤
寺
藏
版

の
も
の
に
よ
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。

此
の
年
譜
に
よ
る
と
白
隠
和
筒
の
法
嗣
は
、
央
龍
松
、
東
嶺
慈
、

途
翁
盧
、
東
巖
元
の
四
名
と
な

つ
て
お
り
、
其
他
の
人
々
は
軍
に

師

の
燈
鞘
に
出
で
た
る
も
の
と
し
て

一
括
に
記
さ
れ

特
定

の
個
人

名

は
記
さ
れ
て
居
な
い
の
で
あ
る
。
然
れ
ば
白
隙
和
尚

の
的
々
相

承

た
る
正
規
の
法
嗣
者
は
、

此
の
四
名
以
外

に
な
い
の
で
あ
る
。

而

し
て
其
の
傳
法
順
序
も
記
載
の
順
序
で
あ
る
こ
と
は
、
年
譜
其

他
を
精
査
す
れ
ば
略
ぼ
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
で
あ
る
の
に
、
現

今
流
傳
の
宗
脈
圖

に
は
、

東
嶺
と
途
翁
二
人
は
あ
れ
ど
央
龍
松
も

東
巖
元
も
見
る
こ
と
な
く
、

而
か
も
是
に
封
し
何
等

の
疑
問
を
抱

く
論
議
の
如
き
も
の
を
、
寡
見
に
し
て
知

る
と
こ
ろ
が
な
い
。

ま

こ
と
に
不
可
解
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。

今

嗣
法
表
を
記
せ
ば
次
の

通
り
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。

白
隠

i
央
龍
松

i
東
嶺
慈

ー
途
翁
盧

ー
東
巖
元

右
は
東
嶺
撰
述
の
年
譜
を
基
礎
と

し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
若
し

是
を
否
定
す
る
な
ら
ば
、
年
譜
を
否
定
す

る
こ
と
に
な
る
。

さ
す

れ
ば
其
年
譜
は
無
灌
威
と
な
り
、

白
隠
傳

の
根
祇
が
崩
れ
る
こ
と

に
な
る
。

東
嶺
は
白
隠
残
後
二
十
四
年
間
生
存
し
て
お
り

(途
翁

は
二
十

一
年
間
生
存
)
白
隠
化
導
の
獲
展
を
劃
し
て
居
た
の
で
あ

る
か
ら
、

其
年
譜
に
つ
き
訂
正
加
除
す
べ
き
も
の
あ
り
と
せ
ば
、

無
論
そ
れ
を
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は

云
ふ
迄
も
な
い
こ
と

で
あ

つ
て
、
.特
別
に
も
大
切
な
る
嗣
法
者

の
貼
に
於
て
最
も
然
り

と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。

當
時
東
嶺
の
此
の
鮎
に
關
し
批
難
や
異
議

あ
り
と
す
れ
ば
、

こ
れ
が
其
儘
に
な

つ
て
居
た
と
は
考

へ
ら
れ
ぬ

こ
と
で
あ
る
。

何
と
な
れ
ば
此
の
年
譜
は
、
東
嶺
の
撰
述
と
は
な

つ
て
居
る
と
は
云
へ
東
嶺
の
專
噺
に
よ
り

て
決
定
し
た
も
の
で
は

'
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な
く
、

必
ず
途
翁
と
も
協
議
さ
れ
門
下

一
同
の
公
認
と
な
つ
て
居

た
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

故
に
東
嶺
生
存
中
は
、
白

隙

の
法
嗣
と
し
て
は
、
四
名
に
限
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

印

ち
東
嶺
の
目
の
玉
の
黒
い
中
は
是
を
動
か
す
ご
ど
は

な
か
つ
た
の

で
あ
る
。
是
の
故
に
白
隠
法
嗣
者
が

其
後
附
加
し
た
も
の
な
る
こ

と
は
東
嶺
死
後
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

而
し
て
其
附
加
が

よ
い
加
減
で
あ

つ
た
が
爲
め
に
却
て
重
要
な
る
二
名
が
、

何
時
の

間

に
か
逸
脱
し
て
し
ま

つ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

今
日
で
こ
そ
白
隠

々
々
と
云
ふ
が
、
白
隙
残
後
に
途
翁
、

東
嶺
順
世
し
た
あ
と
白
隠

の
勢
望
も
若
干
だ
れ
氣
味
で
、
下
た
火
と
な
つ
た
も
の
と
見
ゆ
る
。

其
詮
檬
に
は
白
隙
門
下
以
後
の
傳
記
さ

へ
も

記
し
傳

へ
る
も
の
な

く
、
其
の
行
蹟
も
多
く
は
不
明
と
な
り

つ
＼
あ
つ
た
。

白
隙
残
後

六
十
鯨
年
を
経
た
文
政
十
二
年
に
妙
喜
和
㈲
が
、

是
を
遺
憾
の
こ

と

㌧
し
て
、

其
の
遺
聞
を
据
拾
し
て
荊
棘
叢
談
な
る

一
書
を
著
は

し
て
、
漸
く
其
れ
等
の
片
鱗
を
記
し
留
め
た
。

夫
れ
が
爲
め
に
今

日
そ
れ
が
傳
は
り
得
た
の
を
以
て
し
て
も

其
潰
息
が
知
ら
る
る
の

で
あ
る
。

其
後
相
國
寺
の
荻
野
濁
園
師
が
明
治
時
代
に
な
つ
て
近
世
暉
林

僧
寳
傳
三
巻
を
著
は
し
て
至
道
無
難
以
下
の
櫓
傳
を
書

い
た
が
、

白
隙
下
に
關
す
る
の
は
妙
喜
和
尚
の
荊
棘
叢
談
を
其
儘
轄
記
し
た

の

み
で
何
等
の
研
究
も
補
足
も
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

昭
和
に
入

つ
て
同
寺
小
畠
文
鼎
師
が
績
近
世
繹
林
僧
寳
傳
六
巻
を
著
は
し
白

隠
以
後
の
臨
濟
信
傳
を
明
ら
か
に
し
た
。

同
師
は
實
に
篤
學
で
あ

つ
て
從
來
の
縄
儒
傳
の
不
備
を
慨
し
、

非
常
の
努
力
を
し
て
此
の

著
を
完
成
し
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
以

て
し
て
も
猫
其
の
傳
記

の
資
料
得
難
く
し
て
其
傳
を
作
り
得
ぎ
る
も

の
が
あ
り
、

是
を
巻

末
に

一
括
し
て
未
詳
者

一
覧
表
を
附
し
た
。

此
の
未
詳
者
の
中
に

前
記
の
央
龍
と
東
巖
の
二
人
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

私
は

小
畠
文
鼎
師
と
は
面
識
と
文
交
が
あ
り
、

其
信
傳
編
纂
に
つ
き
若

干

の
資
料
を
提
供
し
て
、

非
常
に
喜
ば
れ
た
こ
と
も
あ
つ
て
同
師

の
眞
摯
な
る

一
面
を
知

つ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

當
時
私
は
白
隠

研
究
に
つ
い
て
今
日
丈
け
の
知
識
な
く
、

途
に
此
の
商
量
に
及
び

得
な
か

つ
た
こ
と
は
淺
念
で
あ
る
。

央
龍
の
央
は
、
快
と
同
義
で
あ
る
爲
め
快
龍
と
書
く
場
合
も
あ

る
。
字
名
は

(伊
松
、
恵
松
と
云
)。
元
來

は
白
隙
の
道
友
に
て
梢

々
先
輩
で
あ
つ
た
様
で
あ
る
が
、
其
力
量
の
及
ば
ざ
る
を
知
り
て
、

自
ら
下
つ
て
法
弟

の
位
置

に
つ
き
、

後
に
は
嗣
法
者
と
な
つ
た
よ

う
で
あ
る
。
白
隠
年
譜
。

寳
永
三
年

(白
隙
二
十
三
歳
)
の
條
を

見
る
と
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

夏
法
弟
松
藏
司
、
行
脚
し
て
濃
州
に
至
る
と
聞
き
、

乃
ち
松
を

侶

つ
て
倶
に
豫
州
正
宗
寺
に
至
り
、

逸

琿
和
省
の
佛
租
三
経
を

講
ず
る
を
聞
く
。

と
あ
る
が
、
こ
の
松
藏
司
と
あ
る
の
が
央
龍
伊
松
そ
の
人
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
白
隙
と
央
龍
と
は
深
か
き
相
識
關
係
で

あ
つ
た
の
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で
、
白
隠
が
央
龍
を
誘
引
し
て
伊
豫
松
山
の
正
宗
寺

へ
行
く
の
で

あ

る
。
白
隠
は
此
の
寺

で
四
十
二
章
経
を
讃
ん

で

登
憤
す

る

こ

と
が
同
條
下
に
記
さ
れ
て
い
る
。

而
し
て
前
記
の

「
行
脚
し
て
濃

州

に
至
る
と
聞
き
」
と
あ
る
の
は
、

美
濃
大
垣
在
の
檜
村

(現
在

は
大
垣
市

へ
編
入
)
な
る
馬
翁

の
瑞
雲
寺

の
よ
う
で
あ
る
。

此
の

瑞
雲
寺
馬
翁
の
庭

へ
は
其
前
年
以
來
、

白
隙
が
掛
搭
し
た
庭
で
あ

る
。
壁
生
草
に
は
こ
㌧
の
威
を
次
の
様

に
書
い
て
あ
る
。

翌
年
春

(寳
永
三
年
)
師
弟
恵
松
、

後
に
源
立
快
龍
和
尚
予
が

述
を
追
ふ
て
遙
か
に
瑞
雲
に
到
る
。
草
鮭

一
銭
な
き
客
信
。

瑞

雲
は
例
の
通
り
の
大
貧
寺
な
り
。

留
錫
肩
か
ら
相
叶
は
ず
、
せ

ん
方
な
く
近
隣
の
寺
に
願

つ
て
且
ら
く
掛
錫
せ
し
む
。

と
あ
る
か
ら
馬
翁
を
訪
ね
て
來
た
央
龍
を
、

白
隠
は
近
庭
の
寺

へ

預

け
て
馬
翁
に
通
参
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
て
知
ら
る

る
様
に
、

當
時
の
行
脚
檜
は
殆
ど
無
銭
族
行
に
等
し
い
雲
水
の
修

行

振
り
で
あ
つ
た
。

か
く
し
て
央
龍
の
解
決
を
つ
け
た
白
隠
自
身
は
。

若
州
小
濱
の

常
光
寺
に
於
け
る
萬
里
和
筒
の
虚
堂
會
に
行

つ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
地
で
伊
豫
松
山
の
正
宗
寺
は
富
裕
の
寺
で
あ
り
、

托
鉢
も
可
能

で
あ
る
こ
と
を
聞
き
知
つ
た
の
で
、

又
瑞
雲
寺

へ
鋸
り
央
龍
を
件

つ
て
松
山
の
正
宗
寺

へ
行
く
の
で
あ
る
。

松
山
の
正
宗
寺
は
富
裕

で
あ
る
か
ら
、
生
活
に
つ
い
て
は
問
題
は
無

い
が
、

そ
れ
と
は
別

に
師
家
の
逸
暉
和
尚
も
相
當
名
の
聞

へ
た
人
で

あ

つ
た

と
見
ゆ

る
。
壁
生
草
に
は
次

の
様
に
書

い
て
あ
る
α

こ
＼
に
於
て
瑞
雲
に
蹄
り
、

恵
松
を
誘

ふ
て
松
山
の
正
宗
の
衆

寮
に
到
る
。

是

に
よ
り
て
も
知
れ
る
通
り
、

白
隠
と
央
龍
と
の
親
さ
の
様
子
が

よ
く
窺
ひ
知
り
得
る
の
で
あ
る
。

大
観
和
省
の
白
隠
年
譜
補
註
、

寳
永
三
年
の
條
に

松
藏
主
、
名
は
伊
松
、
師
の
法
兄
な
り
。

才
及
ぼ
ぎ
る
を
以
て

謙
り
て
弟
と
爲

る
。
師

(白
隙
)
亦
た
愛
顧
他
に
過
ぐ
。

後
に

本
州
蓼
原
源
立
寺

に
住
し
、
快
龍
と
號

す
。

此
の
寺
元
と
四
宗

兼
備
、
泉
涌
派
下
に
属
す
。
之
に
依
て
比
奈
無
量
寺
を
中
興
す
。

師

(白
隙
)
に
請
ふ
て
開
山
と
爲
し
、

再
び
師
の
法
を
嗣
ぐ
、

病
革
む
る
に
臨
み
、
位
を
妙
心
第

一
座

に
轄
じ
而
し
て
化
す
。

と
あ
つ
て
、

後
に
源
立
寺
、
無
量
寺
の
關
係
に
於
て
更

に
白
隠
と

深
か
き
交
渉
と
關
係
を
知
る
こ
と
が
出
來

る
の
で
あ
る
。

猫
夫
龍

の
字
名
は
伊
松
で
あ
る
が
、
壁
生
草
は
恵
松
と
な
つ
て
い
る
。

恐

ら
く
は
駿
河
地
方
の
護
音
に
於
て
イ
が

ヱ
に
な
つ
て
伊
松
を
恵
松

と
書
く
も
の
か
と
思
ふ
。

白
隠
は
央
龍
伊
松
に
封
し

「
愛
顧
他
に
過
ぐ
」
と

大
観
の
言
に

あ
る
通
り
で
、
白
隠
は
此
の
外
に
も

常
に
伊
松
を
件

つ
て
各
地
を

行
脚
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

白
隙
は
件
を
結
ん
で
、
よ
く
諸

方
を
遍
歴
す
る
流
義
の
よ
う
で
あ

つ
た
が
、

爾
人
は
特
別
に
も
至

極
親
密
で
あ
り
、
是
は
絡
生
攣
ら
な
か
つ
た
よ
う
で
あ
る
。

從
て
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、
央
龍
伊
松
が
中
興
し
た
源
立
寺
は
、

現
在
は
静
岡
縣
冨
士

市
蓼
原
町
に
あ
り
、
玄
立
寺
と
も
云

つ
た
ら
し
い
。

山
號
は

大
富
泉
山
と
云
ふ
が
昔
は
白
泉
山
と
も
云
つ
た
と
聞
く
。

今

は
古
義
眞
昏、口宗
、
泉
涌
汲
の
寺
で
あ
る
。

而
し
て
小
児
の
瘡

の
虫
藥

の
寺
と
云
ふ
こ
と
で
有
名
に
て
、

其
藥
名
は
氣
紳
丸

と
云
つ
て
い
る
.
開
創
は
貞
鷹

二
年

二

二
二
三
)
で
あ
る
。

開
山
は
廣
運
和
尚
大
律
師
、
天
正
十
八
年

(
=
血
九
〇
)
庚

寅
五
月
二
十
六
日
寂
と
な
つ
て
い
る
.

、
元
來
は
眞
.冒
、
天
台
、
律
、

法
相
四
宗
兼
學
の
特
別
の
寺

で
あ
つ
た
、
寺
内
に
は
小
田
原
城
主
北
條
氏
政
の
首
塚
が
あ

り
、
冨
七
市
の
史
蹟
指
定
と
な
つ
て
お
り
、

叉
清
水
の
次
郎

長
の
喧
嘩
相
手
の
宮
島
俊
藏
の
墓
も
あ
り
、

古
來
相
常
の
由

得 り り び で 間 の あ 源
一 た 、'是 私 あ に で る 立

Q

寺
の
中
興
、

無
量
詣
創
立
な
ど
の
こ
と
が
行
は
れ
た
も
の
で

、

央
龍
の
こ
と
は
源
立
寺
中
興
以
前
の
生
活
が
如
何
な
る
も

あ
つ
た
か
、

資
料
の
得
べ
き
も
の
な
く
不
明
で
あ
る
が
此
の

必
ず
語
る
べ
き
何
か
が
あ
る
で
あ
ろ
う
と
遺
憾
に
思
ふ
次
第

る
。

は
昭
和
三
十
五
年

一
月
初
め
て
源
立
寺
及
無
量
寺
の
所
在
及

れ
が
央
龍
和
尚
の
寺
な

る

こ
と

を
知
り
て
其
調
査
に
か

＼

叉
同
年
十
月
静
岡
市
の
白
隠
研
究
家
な
る
秋
山
寛
治
と
相
知

同
氏
の
同
行
を
得
て
其
地
方
を
踏
査
し
、
漸
く
左
の
要
領
を

結
の
あ
る
寺
の
.様
で
、

裏

の
墓
地
に
は
大
き
な
老
松
が
樹

つ

て
い
る
、
併
し
今
の
寺
傳
に
は
自
隠
和
両
の
こ
と
も
央
龍
和

爾
の
こ
と
も

一
切
傳
は
つ
て
居
ら
ず
、

吾
等

の
話
を
聞

い
て

初
め
て
か

＼
る
史
實
を
知

つ
た
と
、

寺
で
は
驚
い
て
居
た
、

そ
れ
は
其
後
ロ塁
.口
宗
の
寺
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
の
で
、

自
然

課
宗
關
係
の
所
傳
は
泊

へ
て
し
ま
つ
た
こ
と
＼
思
ふ
。

併
し

其
の
過
去
帳
に
も
、

又
寺
域
の
墓
地

に
も
之
を
誰
す
る
立
派

な
石
塔
が
あ
る
か
ら
間
違
は
な
い
、

、
過
去
帳
に
よ
れ
ば
、

央
龍
和
尚
は
第
十
世
に
て
準
中
興
と

な
つ
て
居
る
。
墓
碑
は
篤
眞
の
通
り

で
あ
る
が
、

そ
れ
に
よ

る
と
寂
年
は
寛
延
元
年

二

七
四
八

)
戊
辰
十
二
月
十
七
日
、

源
立
寺
央
龍
和
爾
石
塔
正
面

鍵
翻

酬難
蠣

　

ほ

ぴ
し

"滋
擁

馬

に　

む

・

ド

煎
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蕗 撫,縞 戴強
圃榊騰

、
'、輿

源
立
寺
央
罐
和
術
石
塔
背
面

世
諄
は
不
詳
で
あ
る
。
此
年
白
隠
は
六
十
四
歳
、

東
嶺
は
二

十
八
歳
で
未
だ
東
嶺
と
云
は
ず

道
果
と
云
つ
て
居
り
宗
門
無
甑

誰
燈
論
を
著
は
し
た
年
で
あ
る
.

四
、
此
の
寺
の
中
興
は
第
八
世

藍
水
和
尚

(寳
永
三
年
丙
戌
八

月
九
日
寂
)

(自
隠

二
十
二
蕨
)。
此
の
人
は
清
水
の
長
輻
寺

及
び
輝
叢
寺
に
住
し
た
。

第
十

一
世
は
郊
巌
和
尚
で
寳
暦
四

年
甲
戌
二
月
八
日
寂
。
世
諄
三
十
九
。
(白
隠
七
十
歳
)。

源
立
寺
は
冨
卜
川
の
洪
水
の
爲
め
幾
度
も

災
害
を
受
け
た
の
で

寺

の
古
記
録
其
他
は
流
失
し
た
と
の
こ
と
で
、

以
上
の
外
何
も
知

る
こ
と
は
出
來
な
か
つ
た
。

私
の
所
藏
す
る
荊
叢
毒
蘂
巻
八
の
十

八
丁
に
、
東
嶺
和
尚
と
傳
え
ら
れ
る
左
の
書
き
入
れ
が
あ
る
、

藍
水
は
密
印
和
尚
を
し
て
、
泉
涌
兼
傳

の
法
を
嗣
が
し
め
、

以

て
央
龍
和
尚

に
傳

ふ
。
)
密
印
は
源
立
第
九
世
。

享
保
十
五
年

二

七
三
〇
)
庚
戌
正
月
十
九
日
寂
。
自
隠
四
十
六
歳
)
。

η
ハ寛
保
三
年
臼
隠
五
十
九
戯

(束
嶺
初
め
て
白
懸
に
謁
す
)
の
時

に
書
い
た
、

侍
者
玄
賦

の
息
耕
録
開
鐘
普
説
印
解

の
序
文
中
に
次

の
襟
な
こ
と
が
あ
る
。

元
文
四
年
の
冬
、

虚
堂
録
會
を
松
蔭
寺

に
て
催
す
爲
め
に
寺
内

の
修
理
を
す
る
こ
と
と
な
つ
た
の
で
、
其
聞
自
懸
は
、

純
、
航

(純
は
後
の
圓
桂
和
爾
、

航
は
後
の
大
休
和
尚
)
二
子
を
携

へ

て
遁
が
れ
、
旬
日
蘇
を
白
水
に
滝
留
す
。

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
自
水
と
は
白
泉
山
源
立
寺
の
こ
と
で
あ
る
。

是
は
央
龍
和
尚
が
迎

へ
た
も
の
と
見
ゆ
る
、
此
の
時
に
於
て
も
白

隠
と
央
龍
と
は
日
夕
親
し
ん
だ
も
の
と
想
像
さ
る
る
。

叉
延
享
三

年

(
一
七
四
六
)
丙
寅
、
白
隠
年
譜
六
十

二
旗
の
條
に

源
立
の
請
に
感
じ
て

一
乗
経
を
講
ず
展
笹
普
説
あ
り
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。

一
乗
経
と
は
法
華
経

の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ

は
央
龍
が
自
隠
を
請
じ
て
行

つ
た
も
の
で
、

其
の
普
説
の
中
に
は

次
の
様
な
挿
話
が
記
さ
れ
て
あ
る
か
ら
、

是
に
よ
つ
て
推
考
す
る

と
法
華
経
中
の
方
便
品
を
講
ぜ
ら
れ
た
も

の
ら
し
い
。

そ
れ
は
荊

叢
毒
蘂
巻
二
に
あ
る
か
ら
是
を
拉
抄
し
て
見
る
、

惟
れ
時
延
享
第
三
。
丙
寅
春
。

自
水
山
主

(央
龍
の
こ
と
)
畷

劫
扶
宗

の
願
輪
に
鞭
ち
、
無
遮
法
會
を
設
け
、
山
野
に
命
じ
て
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諸
佛
出
世
の
本
懐
を
敷
演
せ
し
む
、
量
に
小
縁
な
ら
ん
哉
。

弦

に

一
段
難
入
底
の
秘
訣
有
り
。
山
野
二
十
年
前
、

燈
下
に
讐
喩

品
を
讃
み
見
得
徹
す
。
一
見
白
汗
を
流
出
す
る
底
の
大
義
な
り
。

久
し
く
此
の
要
を
獣
し
連
説
を
務
め
ず
。

此
の
日
眉
毛
を
惜
し

ま
ず
運
出
し
て
法
施
に
充

つ
。

三
藏
の
行
人
は
縦
ひ
見
得
著
す

る
も
聾
の
如
く
唖
の
如
く
し
て
驚
走
せ
ん
。

通
別
の
機
は
信
受

疑
は
ず
と
錐
も
、
分
明
に
見
得
透
す
る
こ
と
能
は
ず
、

特
と
り

圓
頓
上
乗
の
菩
薩
の
み
有
つ
て
醍
醐
を
呑
む
が
如
く
、

長
者
の

寳
聚
求
め
ぎ
る
に
乍
ち
手
に
入
ら
ん
。

寛
保
の
初
め

一
士
人
有
り
、

江
州
彦
根

の
武
臣
藤
氏
某
甲
な
り

と
。
爾
金
五
百
を
裏
ん
で
、
東
の
方
武
陵
に
使
す
。

從
者
三
五

輩
、
路
は
尾
濃
の
間
を
歴

る
。

一
夫
有
り
從
者

に
交

つ
て
且
つ

走
り
且

つ
行
く
。
寄
宿
も
亦
た
倶

に
す
。

其

の
謹
愼
周
密
な
る

態
度
は
流
輩
に
超
ゆ
。

士
亦
た
甚
だ
之
を
愛
す
。

一
日
雨
金
五

片
を
出
し
て
士
人
に
告
げ
て
曰
く
、

幸
に
し
て
賢
君
の
後
塵
に

属
從
し
て
長
途
危
瞼

の
恐
怖
を
遁
る
。

吾
は
是
れ
濃
陽
の
邊
境

の
細
民
の
子
な
り
。
家
兄
武
陵
に
在
て
重
痢
月
を
重

ぬ
。

父
母

小
奴
を
し
て
之
を
迎

へ
し
む
。
金
は
其
の
糧
な
り
。

願
く
は
賢

君

の
履
袋

の
傍
に
加

へ
て
以
て
枕
を
安
ぜ
ん
。

蚤
莫
に
武
陵
に

到
ら
ば
必
ず
是
を
賜

へ
と
。

士
微
笑
し
て
革
嚢
裡
に
納
る
。
出

つ
れ
ば
則
ち
之
を
提
げ
て
出
で
、

入
れ
ば
則
ち
之
を
提
げ
て
入

り
、
乗
れ
ば
乃
ち
言
く
、
革
嚢
好
在
な
り
や
。

下
れ
ば
則
ち
言

ふ
、
革
嚢
好
在
な
り
や
と
。

一
朝
乍
ち
夫
の
所
在
を
失
す
。

革

嚢
も
亦
た
無
し
。
諸
卒
皆
な
驚
顧
す
。

士
特
と
り
自
若
と
し
て

飲
轍
し
畢
り
、
微
笑
し
て
師
ち
嚢
す
。
練

か
に
三
四
喉
を
歴
て
、

一
夫
の
東
よ
り
來
り
短
書
札
を
呈
し
て
走

過
す
る
者
有
り
。

士

一
見
し
了
て
微
笑
し
て
印
ち
行
く
。

行

て
騨
亭
に
到
れ
ば
嚢
子

は
佳
着
し
て
亭
の
柱
に
在
り
。

士
印
ち
金
壼
封
を
出
し
て
嚢
を

接
し
、
微
笑
し
て
又
行
く
。
從
者
皆
な
怪

し
む
。

晩
陰
に
到
て

嚢
を
開
け
ば
裡
面
皆
な
石
な
り
。

諸
卒
羅
舞
し
て
其
の
端
由
を

問
ふ
。
士
乃
ち
懐
を
開
い
て

一
書
札
を
出

し
て
之
を
示
す
。
是

れ
彼
の

一
夫
の
走
り
來
て
馬
上
に
寄
呈
す

る
底
の
短
書
な
り
。

、
其
詞
に
曰
く
。
草
賊
小
盤
某
甲
死
罪
死
罪
。
恐
催
作
禮
。
謹
で

賢
君
藤
大
人
の
鞍
下
に
寄
呈
し
奉
る
。

伏
し
て
惟
れ
ば
草
賊
盤

奴
、
貧
糞
の
母
の
乳
を
鼠
め
て
頑
愚
の
父

の
手
に
長
と
な
れ
り
。

母
は
貧
窒
に
し
て
常
に
糟
糠
に
厭
か
ず
、

厭
か
ず
と
錐
も
終
に

寸
練
も
他
物
を
犯
か
さ
ず
、
父
は
頑
愚
に
し
て

一
丁
字
を
知
ら

ず
、
知
ら
ず
と
錐
も
常
に
貧
潔
に
甘

へ
て
鱗
ゆ
。

盤
身
財
六
尺

に
近
か
く
し
て
耳
目
萬
夫
に
劣
ら
ず
と
錐
も
、

賦
性
凶
悪
に
し

て
夷
齊
を
拙
と
し
、
妬
驕
を
廉
な
り
と
し
、

侯
黒
と
親
し
み
交

は
り
、
侯
白
と
友
と
し
好
し
。

父
母
の
死
生
を
知
ら
ぎ
る
者
蓋

し
此
に
十
年
な
り
。
倉
庫
の
底
を
穿
ち
、

康
庚
の
壁
を
裁
り
、

室
の
福
戸
に
穴
あ
け
、
人
の
牛
馬
を
騙
る
。

喉
の
受
く
る
所
、

肩
の
懸
く
る
所
、
皆
な
是
れ
他
人
の
涙
血
な
り
。

刀
姐
は
盤
が
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終
を
期
し
、
鴉
犬
は
盤
が
肉
を
遅
し
と
す
。

常
に
萬
死
の
中
に

坐
臥
し
て
僅
か
に

一
生
を
楡
む
。
朝

に
し
て
夕
を
待

つ
、

一
身

を
束
ね
て
生
け
り
と
爲
さ
ざ
る
も
の
久
し
　
。
身

に

一
滴
の
生

血
無
く
、
心
中

一
黙
の
仁
恕
無
し
。

人
の
屋
を
焼
き
人
の
子
を

殺
し
て
銭
財
を
盗
奪
す
と
錐
も
、
己
が
身
を
賑
は
す
に
到
て
は
、

牛
月
の
用
を
作
さ
ず
。
盤
が
如
き
は
建
に
是
れ
泥
摯
の
人
な
り
。

先
き
に
大
人
が
金
に
東
都
に
使
す
る
を
窺
て
、

肺
騎
を
砕
ひ
て

此
の
鄙
計
を
設
く
。

何
ぞ
量
ら
ん
還
つ
て
賢
君

の
奇
計

に
罹
ら

ん
と
は
焉
。
大
凡
そ
人
の
財
を
取
る
者
は
、

主
若
し
西
す
れ
ぼ

賊
は
必
ず
東
す
。
主
若
し
東
す
れ
ば
賊
は
必
ず
西
す
。

然

る
に

今
賢
駕
の
東
を
指
す
を
見

て
、
奴
も
亦
た
東
に
走
り
、

暗
喉
八

九
を
過
ぐ
る
者
は
何
ぞ
哉
。
賊
奴
心
に
矯
か
に
謂

へ
ら
く
、

事

若
し
成
る
こ
と
を
得
ば
是
れ
可
な
り
。

若
し
成
る
こ
と
を
得
ず

ん
ば
再
び
賢
君
の
恩
波

に
浴
さ
ん
と
。

是
れ
盤
が
大
人
を
以
て

庸
流
に
擬

せ
ざ

る
所
以
な
り
。
若
し
然
ら
ず
ん
ば
、

盤
量
に
走

て
東
す
る
こ
と
を
爲
さ
ん
哉
。

果
し
て
盤
が
豫
じ
め
知
る
所
の

如
し
。
大
凡
そ
盤
が
経
歴
す
る
所
、
奥
羽
の
東
、

肥
筑
の
西
、

士
に
農
に
、
工
に
商
に
、

盤
が
邪
計
に
蹟
せ
ざ
る
者
は
牛
箇
も

亦
た
無
し
。
特
と
り
賢
君
の
み
有
て
、

還
つ
て
倒
ま
に
盤
を
捉

へ
て
此
の
坑
璽
に
推
す
。
建
に
謄
冷

へ
股
載
の
く
。
恨
む
る
所

は
草
賊
萬
死
の
残
躯
、

頸
を
伸
べ
て
大
人
の
足
下
に
死
せ
ぎ
る

こ
と
を
焉
。
嵯
あ
、
死
せ
ず
し
て
何
を
か
待
た
ん
哉
。

是
れ
墜

が
大
に
漸
偲
す
る
所
の
者
な
り
。

嚢
は
次
騨
の
亭
柱
に
桂
け
て

以
て
進
反
す
。
願
く
は
向
き
に
寄
す
る
所
の
小
金
を
賜

へ
。

是

れ
盤
が
前
日
欺
き
得
る
所
の
人
の
涙
血
な
り
。

豊
に
大
人
の
仁

徳
の
手
脚
を
汚
さ
ん
哉
。
欽

み
翼
く
は
藤

大
人
、

眉
壽
は
南
極

の
老
星
に
等
し
く
、

豫
算
は
北
辰
の
高

輝
を
増
さ
ん
こ
と
を
。

盤
頓
首
、
死
罪
死
罪
。

恐
濯
作
禮
し
て
藤
大
人
の
鞍
下
に
寄
呈

し
奉
る
と
。

鵠
林
牛
死
の
残
喘
、
大
法
鼓
を
打
ち
、

大
法
座
に
登
り
、

多
少

の
明
明
を
打
す
。
那
庭
か
是
れ
難
透
底

の
秘
腱
。

道
ふ
こ
と
莫

れ
、
鵠
林
老
ひ
去
て
輝
を
読
く
こ
と
孔
籔
無
し
と
。

此
は
是
れ

山
野
、
佛
に
代
つ
て
化
を
揚
ぐ
る
底
の
出
世
の
本
懐
な
り
。

若

し
人
見
得
著

せ
ば
、
必
ず
璽
山
未
散
の
會

を
見
ん
。

所
以
に
言

ふ
、
前
日
風
雨
の
裡
、
故
人
此
よ
り
去

る
と
。

何
を
以
て
か
験

と
爲
さ
ん
。
経
に
曰
く
、
諦
斯
経
故
獲
罪
如
此
。

久
立
大
衆
伏

し
て
惟
れ
ば
珍
重
。
又

一
偶
有
り
。
葛
藤
窟
裡
の
曙
老
漢
。

葛

藤
を
把
著
し
て
難
を
避
け
ず
。
八
萬
の
人
天
蹉
過
了
。

蓮
華
経

裡
の
虎
狼
關
。

と
あ
る
の
で
其
の
場
の
大
要
を
知
る
こ
と
が
出
來

る
。

更

に
荊
叢

毒
蘂
巻
之
四
に
、

羅
喉
阿
修
羅
障
弊
日
月
辮
と

云

ふ

一
文
が

あ

る
。

是
は
日
蝕
月
蝕
に
つ
い
て
同
時
、
同
所
、
同
會
に
於
て
作

つ

た
も
の
で
あ
る
。
是
を
見
る
と
此
の
時
の
法
華
経
は
序
品
か
ら
講

ぜ
ら
れ
た
様

に
も
解
せ
る
。
そ
れ
は
兎
も
角

、
こ
の
辮
の
内
容
は
、
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科
註
法
華
経

一
の
十
紙
に
あ
る
注
の
中
に
、

羅
喉
と
日
蝕
の
こ
と

が
註
さ
れ
て
い
る
の
に
封
し
白
隠

一
流
の
辮
解
を
弄
し
た
長
文
の

も
の
で
あ
る
が
、
今
日
の
天
文
學
か
ら
見
る
と
時
代
離
れ
の
し
た

日
蝕
論
で
あ
る
。

藪
に
詳
記
す
る
贋
値
は
な
い
か
ら
省
略
す
る
。

以
上
の
外
央
龍

の
中
間

の
事
蹟
に
つ
い
て
は
知
る
と
こ
ろ
は
な

い
が
、
後
年
に
な
つ
て
無
量
寺
の
創
建
が
起
り
、

央
龍
と
白
隠
に

深
い
關
係
が
生
じ
て
來
る
の
で
あ
る
。
こ
の
無
量
寺
と
云
ふ
の
は
、

現
今
静
岡
縣
吉
原
市
比
奈

に
あ
つ
た
寺
で
、

惜
し
い
か
な
現
在
は

屡
寺

に
な
つ
て
い
る
爲
め
、
資
料
は
殆
ど
散
株
し
て
仕
舞

つ
て
居

る
。

そ
れ
故
少
し
淺

つ
て
居
る
も
の
を
拾
ろ
ひ
集
め
て
、

若
干
の

見
聞

を
交

へ
て
書
い
て
見
る
。

白
隠
年
譜
。
寳
暦
二
年
壬
申
、
白
隙
六
十
八
歳

の
條

に

春
松
蔭
に
在

つ
て
碧
岩
録
の
遺
講
を
評
唱
す
、
四
衆
漏
堂
。

四

月

八
日
新
無
量
寺
落
成
。
乃
ち
補
序
を
圓
慈
に
托
す
。

初
め
信

州
濁
園
老
、
癒
基
を
修
し
て
後
脆
首
座
居
る
。

延
享
中
、
央
龍

薔
趾
を
復
し
師

(白
隠
)
に
開
租
と
な
る
こ
と
を
請
は
ん
と
欲

し
、
果
さ
ず
し
て
化
し
百
金
の
資
を
留
む
。

石
井
玄
徳
、
古
郡

卒

七
、
杉
山
総
左
衛
門
宿
志
を
全
せ
ん
と
、

三
人
命
を
稟
け
て

力

を
蓋
し
て
漸
を
以
て
而
し
て
成
る
焉
。

(中
略
)
冬
地
観
居
士

圓
慈
を
し
て
七
威
の
設
利
を
奉
じ
て
無
量

に
安
置
せ
し
む
。

同

三
年
師

(白
隙
)
六
十
九
歳
。
春
二
月
無
量
の
設
利
を
拝
し
、

甲
府
能
成
に
赴
く
。

是
に
よ
る
と
無
量
寺
の
大
要
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

更
に
關
係
の

こ
と
を
書
い
て
見
る
。

こ
の
無
量
寺
の
開
山
は
白
隙
和
尚
と
な
つ
て
お
り
、

中
興
開
山

は
央
龍
和
尚
と
な
つ
て
い
る
。
元
來
此
の
寺

の
虞
は
、
脱
首
座
(超

宗
解
腕
首
座
)
が
庵
を
作

つ
て
居
た
も
の
で
、

其
趾
を
享
け
て
央

龍
和
尚
が

一
寺
を
建
立
す
る
こ
と
に
な
つ
た
も
の
で
あ
る
。

其
の

後
援
者
は
白
隠
門
下
の
所
謂
比
奈
の
三
伯
と

云
は
る
る
人
達
で
、

印
ち
古
郡
蕪
道
、
石
井
玄
徳
、

杉
澤
宗
信
で
何
れ
も
同
地
方
の
有

力
者
で
あ
つ
た
。

脱
首
座
は
白
隙
年
譜
に
は
無
量
の
脱
首
座
と
記

さ
れ
て
お
る
の
で
、

そ
こ
が
同
首
座
の
住
居

で
あ
つ
た
こ
と
が
知

ら
る
る
の
で
あ
る
。

白
隠
年
譜
享
保
五
年

(臼
隙
三
十
六
歳
)
の

條
を
見
る
と

秋
。
清
見
の
陽
春
和
省
碧
岩
録
を
講
ず
。

師

(白
隙
)

一
日
會

に
預
る
。
次
の
日
、
春
、
衆
に
語

つ
て
曰
く
、

昨
日
松
蔭

(白

隙
の
こ
と
)
座
下
に
在
り
。
幾
ん
ど
提
唱

を
螢
す
と
。

無
量
の

脱
首
座
之
を
聞
い
て
意
甚
だ
之
を
怪
し
む
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
大
観
和
尚
の
年
譜
補
註
に

脱
本
と
、
信
の
濁
園
和
尚
に
駿
の
天
澤
に
侍
す
。

後
に
無
量
、

神
護
の
二
寺
に
随
ふ
。
園
滅
後
法
運
開
か
ず
、

二
寺
を
師
白
隙

に
委
す
。
師
乃
す
中
興
す
。

と
あ
る
に
よ
り
知
ら
る
る
人
で
あ
る
。

天
澤
と
あ
る
の
は
同
地
よ

り
五
キ

ロ
程
離
れ
た
慮
に
あ
る
聯
谷
の
天
澤
寺
の
こ
と
で
、

こ
㌧
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に
燭
園
は
住
し
て
居
た
の
で
あ
る
。
猫
同
譜
に

享
保
十
四
年
師

(白
隠
)
四
十
五
歳
。

腕
上
座
古
郡
兼
道
を
件

ひ
謁
し
て
曰
く
、
此
子
道
を
求
む
、

願
く
は

一
則
の
公
案
を
與

へ
よ
。
師
曰
く
、
何
ぞ
取
與
を
論
ぜ
ん
、

正
與
慶
の
時
全
罐
現

成
と
。
睨
曰
く
初
心
方
便
し
玉
へ
。

師
便
ち
筆
を
把

つ
て
書
し

て
日
く
、
如
何
な
る
か
是
れ
見
聞
覧
知
の
性
と
。

通
禮
受
し
て

去
る
。
後

一
年
に
し
て
省
あ
り
。
偶
を
呈
し
て
日
く
、

萬
例
瞼
崖
屈
倒
の
時
。

鋤
頭
火
を
出
し
て
宇
宙
を
焼
く
。

身
灰
儘
と
成

つ
て
四
も
を
回
看
す
れ
ば
。

肝
階
依
然
と
し
て
禾
穂
就
る
。

師
便
ち
向
上
の
鉗
鎚
を
與
ふ
。

是
れ
よ
り
脱
、
通
、
徳
、
信
共

に
盟
を
結
ん
で
参
訣
す
。
是
を
比
奈
の

一
公
三
伯
と
云
ふ
。

と
あ
り
、
又
其
翌
十
五
年
の
條
に

比
奈
邑
、
杉
山
氏
の
寡
婦
名
は
政
。

脱
公
の
鮎
嚢
に
よ
り
参
暉

尤
も
切
な
り
。

と
あ
り
て
脱
首
座
の
大
要
を
知
り
得

る
の
で
あ
る
。

此
の
脱
首
座

の
あ
と
を
享
け
て
央
龍
は
無
量
寺
を
創
建
し
、

白
隙
を
開
山
と
仰

い
だ
の
で
あ
る
が
、

實
は
白
隙
は
此
の
無
量
寺
の
創
建
と
其
の
後

の
維
持
に
つ
い
て
、
少
な
か
ら
ぬ
苦
心
と
蓋
力
を
な
す
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
自
己
が
開
山
と
云
ふ
關
係
も
あ
る
が
、

法
弟
た
る
央
龍
が

實

際
は
創
建
の
當
事
者
で
あ
つ
た
こ
と
で
も
あ
る

の
で
、

央
龍
残

後
は
、
東
嶺
和
尚
を
無
理
矢
理
に
此
の
寺
に
住
せ
し
め
て
、

色
々

面
倒
を
見
る
の
で
あ
る
。

此
の
無
量
寺
は
前
に
も
記
し
た
通
り
、

明
治
の
獲
佛
殿
繹
も
あ

つ
て
慶
寺
に
踊
し
、

若
干
の
も
の
は
前
記
神
谷
の
天
澤
寺
に
引
縫

が
れ
た
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
今
は
其
寺
趾
は
畑
地
と
な
り
、

同

寺
に
縁
故
が
有

つ
た
岡
田
家
に
よ
つ
て
支
配

さ
れ
て
お
り
、

其
屋

後
は
山
績
き
に
な
つ
て
い
る
。
其
麓
の
小
高

い
庭
に
竹
林
が
あ
り
、

此
竹
林
の
中
に
彼
の
有
名
な
る
竹
取
物
語

に
あ
る
香
具
耶
姫
の
出

た
竹
塚
が
あ
る
。
其

の
隣
績
き
に
無
量
寺

の
元
の
墓
地
が
當
時
の

儘
に
残

つ
て

お
り
、

そ

こ

に
央
龍
そ
の
他
の
籔
基
の
石
塔
が
あ

る
。

私
は
、
秋
山
寛
治
氏
と
共
に
雨
中
に
此
の
竹
林
の
中
に
分
け

入
り
舞
塔
し
た
の
で
あ
る
が
、

雨
申
の
爲

め
寓
眞
が
う
ま
く
撮
せ

な
か
つ
た
。
其
石
塔
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

無
量
寺
前
源
立
當
寺
憲

快
龍
和
竺

臨
濟
三
十
四
世
濁
園
利
和
尚
繹
師

正
徳
五
乙
未
歳
霜
月
塑
冥

前
住
當
院
解
脱
首
座

延
享
四
年
丁
卯
年
正
月
十
八
日
寂

こ
の
無
量
寺
か
ら
少
し
計
り
距

つ
た
庭

に
瀧
川
と
云
ふ
部
落
が
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あ
る
。

こ
＼
に
藤
澤
山
妙
善
寺
と

云
ふ
妙
心
寺
派
の
寺
院
が
あ

る
。
相
州
藤
澤
の
遊
行
寺
と
元
と
縁
故
が
あ
り
、

照
手
姫
に
關
し

て
の
傳
説
も
残

つ
て
い
る
。
此
の
寺
は
無
量
寺
と
近
か
き
爲
め
に
、

白
隠
及
び
其
他
の
門
下
の
も
の
も
來
遊
し
た
と
の
こ
と
だ
。

現
在

本
堂
正
面
の
額
は
白
隠
の
筆
で
あ
り
、

途
翁
の
墨
蹟
等
の
遺
品
が

あ

る
。
こ
の
寺
の
メ
モ
に
よ
る
と
、

脱
首
座
の
寂
後
央
龍
和
尚
が

原

よ
り
無
量
庵

へ
移
り
住
む

(延
享
元
年
)。
寳
暦
二
年
比
奈
無
量

寺
落
成
。
白
隙
開
山
と
な
る
。

同
三
年
白
隠
無
量
寺
の
設
利
を
舞

す

な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

央
龍
和
尚
と
脱
首
座
に
關
係
あ

る
濁
園
は
無
量
寺
と
神
護
寺

(
同
地
に
あ
り
し
が
如
し
)
に
住
し
、

後
に
神
谷
の
天
澤
寺
の
開

山

と
な
つ
た
も
の
で
、
諦
名
を
元
利
と
云
ひ
、

天
澤
の
寺
録
に
よ

る
と
信
州
上
伊
那
郡
中
澤
村
養
幅
寺
の
出
身
で
あ
つ
た
。

同
寺
に

於

け
る
其
師
慧
忠
和
尚
は
静
岡
市
臨
濟
寺
鐵
山
和
尚
の

五
世
の
孫

と
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
＼
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
此
の
當
時
猫

園

と
構
す
る
人
が
他
に
三
人
あ

つ
た
。

印
ち
至
道
無
難
下
の
濁
園

と
、
豊
後
月
桂
下
の
濁
園
と
、

白
隠
の
法
孫
に
あ
た
る
今

一
人
の

濁
園
が
そ
れ
で
あ
る
。

最
後
の
濁
園
は
信
州
温
泉
寺

(或
は
慈
雲

寺
)
の
出
身
に
て
松
本
恵
光
院

(白
隠
受
戒

の
寺
、

後
に
劫
運
和

尚
住
す
)
及
同
地
紳
宮
寺
に
住
し
、

何
れ
も
第
十

一
世
に
て
當
時

相
當
有
名
の
人
で
あ
つ
た
。
信
濃
高
櫓
略
傳
集
に
は
、

此
の
濁
園

を
以
て
肺
谷
天
澤
寺
の
濁
園
と
混
濡
誤
記
さ
れ
て
い
る
で

一
言
す

る
。
央
龍
は
無
量
寺
の
落
成
を
見
ず
し
て
示
寂
さ

れ

た

け

れ

ど

も
、
其
基
礎
を
築

い
た
の
で
あ
る
か
ら
、

申
興
開
山
と
な
つ
て
お

り
白
隠
が
開
山
と
な
つ
た
事
情
は
、

荊
叢
毒
蘂
に
あ
る
無
量
輝
寺

草
創
記
を
讃
め
ば
よ
く
わ
か
る
の
で
左
に
抜
抄
す
る
。

無
量
繹
寺
草
創
記

寺
を
雲
門
と
名
つ
く
。

赫
夜
仙
妃
誕
育
の
聖
跡
、
彼
の
竹
取
の

翁
の
居
庭
山
を
神
興
と
號
す
。
淺
間
大
士
本
述
不
二
。

故
と
の

無
量
壽

の
蕾
基
、
人
間
の
勝
場
、
海
内
の
璽
地
な
り
。

昔
し
景

行
帝
統
行

の
日
、
篁
中
夜
々
光
輝
を
放

つ
を
見
る
。

彼
の
竹
取

翁
蔵

つ
て
之
を
裂
く
。

竹
節
の
裏
に
箇
の
小
仙
女
を
得
た
り
。

爺
嬢
大
に
歓
喜
し
て
親
し
く
愛
育
す
。

天

の
作
せ
る
麗
質
鮮
光

肌

に
漏

つ
。

其
の
成
大
な
る
に
及
で
見
る
人
凝
心
酔

へ
る
が
如

し
。
龍
の
頷
下
誰
れ
か

一
顯
の
珠
を
奪
は
ん
。

高
官
人
將
さ
に

躯
命
を
損
さ
ん
と
す
。

燕
…巣
裡
量
に
九
穴

の
具
有
ら
ん
や
。
貴

公
子
暗
に
爾
眉
を
綴
ば
む
。
天
使
遙
か
に
來
り
窺
ふ
。

且
つ
驚

き
且
つ
疑
ふ
。
異
香
堂
に
漏
ち
天
光
屋
を
照
ら
す
。

故
に
天
子

遙
か
に
聞
て
棄
置
す
る
に
忍
び
ず
。

大
駕
遠
く
海
東
萬
里
の
瞼

危
を
指
す
。
爺
嬢
驚
き
恐
れ
て
以
て
患
難

と
爲
す
。

玉
貌
且
ら

く
舎
北

一
虞
の
石
窟
に
隙

る
。

俄
か
に
綿
實
と
購
魚
と
を
焼
い

て
葬
姻
を
近
遠
に
揚
ぐ
。

乍
ち
龍
袖
と
錦
衣
と
を
し
て
涙
痕
を

丘
岐
に
滴
ら
し
む
。

妃
久
し
か

ら

ず

し

て
芙
容
の
空
桐
に
入

る
。
郷
民
敬
し
て
淺
間
大
士
と
な
す
。

翁

は
蒼
鷹
を
愛
し
、
嬢
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あ
し
た
か

い
の
か
い

は
白
狗
を
養
ふ
。
故
に
今
愛
鷹
、
狗
飼
の
二
祠
有
り
。

年
代
深

遠
徒
ら
に
空
し
く
口
碑
有

る
の
み
。

近
頃
土
を
掘
て
箇
の
白
石

塔
を
見
る
。
傳

へ
言
ふ
此
の
地
、
中
ご
ろ
無
量
壽
寺
有
り
。

慮

さ
に
是
れ
淺
間
大
士
が
内
秘
の
所
爲
な
る
べ
し
。

今
又
新
た
に

新
無
量
壽
雲
門
庵
と
構
す
。

吾
が
黛
は
共
に
是
れ
紫
野
國
師
の

後
た
る
に
因
て
、

志
願
廣
大
に
し
て
力
の
乏
し
き
を
悲
し
む
。

回
復
時
至
る
も
、
孚
で
か
せ
ん
勢
微
な
る
こ
と
を
。

元
豫
の
初

め
濁
園
老
、
穫
せ
る
を
前
村
に
興
し

一
把
の
茅
を
結
ぶ
。

快
龍

師
願
つ
て
蕾
趾
に
復
し
て
百
金
の
資
を
留
む
。

石
井
居
士
其
の

志
を
縫
ぎ
其
の
謀
を
定
む
。

郡
、
杉
二
氏
他
の
遺
命
に
随
て
能

く
其
の
力
を
蓋
く
す
。

寳
暦
壬
申
佛
生
日
、
草
盧
練
か
に
成
る

を
得
て
井
竃
蚊
び
備
ふ
。

雲
門
を
し
て
少
し
く
門
榛
の
儀
を
敷

演
せ
し
む
。
予
乃
ち
合
掌
覗
し
て
曰
く
、
皇
基
輩
固
。
佛
日
増

輝
。
山
門
鎭
静
。
火
災
不
興
。

次
に
翼
く
は
後
來
此
の
山
に
住

す
る
者
は
、

常
に
不
退
の
願
輪
に
鞭
て
奪
命
の
神
符
を
掛
け
、

法
窟
の
爪
牙
を
磨
し
て
普
ね
く

一
切
を
利
せ
ん
こ
と
を
。

今
此

の
附
托
に
堪

へ
た
る
者
は
知
ん
ぬ
是
れ
誰
ぞ
。

東
嶺
庵
主
、
誰

は
圓
慈
。

是

に
よ
つ
て
見
れ
ば
開
山
は
白
隠
、
中
興
は
央
龍
、

其
あ
と
を
享

け
て
東
嶺
が
住
し
た
の
で
あ
る
。

斯
く
の
如
き
因
縁
の
深
か
き
寺

で
あ
る
爲
め
、

白
隠
遷
化
に
際
し
其

の
分
骨
を
松
蔭
と
龍
澤
之
此

の
無
量
の
三
個
所

へ
埋
め
た
の
で
あ
る
。

猫
荊
叢
毒
蘂
同
巻
に
於
て
、

其
績
き
に
聯
護
山
雲
門
無
量
壽
寺

佛
舎
利
寳
塔
安
置
の
記
が
あ
る
。

其
の
大
意
は
、
京
都
高
倉
の
世

縫
氏
が
如
來
眞
身
の
舎
利
を
得
た
爲
め
此
の
寺
に
納
め
た
。

而
し

て
舎
利
塔
を
建
て
た
の
で
、

豆
甲
遠
信
駿

の
勝
刹
と
し
て
盛
事
の

意
義
が
有
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
。

白
隙
は
以
上
の
二
文
を
書
い
て

い
る
が
、

此
の
双
方
の
こ
と
を
東
嶺
和
尚
も
同
じ
意
味
の
文
章
を

作

つ
て
お
り
、
更
に
同
寺
の
鐘
銘
を
も
作

つ
て
い
る
。
其
文
中
に

は
央
龍
和
尚
が
皆
其
基
礎
を
造

つ
た
と

の

こ

と

が

記
さ
れ
て
い

る
。

是
等
の
も
の
は
東
嶺
和
尚
の
文
集

「
退
養
雑
毒
海
」
に
載

っ

て
い
る

(白
隙
和
尚
全
集
第
七
巻
)。
猫
此

の
地
名
に
つ
い
て
は
、

駿
州
富
士
郡
乗
馬
郷
姫
名
村
と
記
し
て
い
る
が
、
「
比
奈
」
と
云
ふ

地
名
は

「
姫
名
」
か
ら
鱒
じ
た
も
の
ら
し
く
考

へ
ら
れ
る
。

又
此
の
無
量
寺
の
こ
と
は
、

白
隠
和
尚
全
集
第
六
春
の
白
隠
尺

綾
の
中
に
も
少
し
く
散
見
し
て
い
る
。

斯

の
如
き
白
隙
和
尚
と
央

龍
和
尚
と
の
深
か
き
間
柄
の
も
の
が

一
般
よ
り

忘
れ
去
ら
れ
た
原

因
の

一
つ
は
、

央
龍
の
死
は
白
隠
六
十
四
歳

の
時
の

こ
と

で

あ

り
、

白
隠
の
黄
金
時
代
は
こ
れ
よ
り
遙
か
後

の
途
翁
東
嶺
時
代
に

な
つ
た
か
ら
だ
の
で
、

更
に
其
後
の
人
々
は
其
等
の
こ
と
に
關
心

が
薄
す
く
、

又

一
方
に
於
て
は
途
翁
東
嶺

な
ど
が
名
を
成
す
に
從

ひ
、

途
に
其
の
陰
に
か
く
さ
れ
て
し
ま
つ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

例

へ
ば
樹
葉
が
生
ひ
茂

つ
て
、

幽
谷
の
惹
蘭
が
人
目
を
惹
か
ぬ
と

同
様
で
あ

つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

然
し
乍

ら
東
嶺
和
筒
の
撰
し



た
白
隠
年
譜
に
白
隙

の
法
嗣
と
し
て
正
確
に
書
か
れ
て
居
る
者
を

看
過
し
て
其
存
在
さ

へ
知
ら
ぬ
な
ど
の
こ
と
は
、

白
隠
の
児
孫
と

構
す

る
人
々
の
怠
慢
と
云
ふ
よ
り
は
罪
責
と
云
つ
て
も
過
言
で
は

な

い
と
考

へ
る
。

宜
う
し
く
此
の
埋
も
れ
居
る
故
人
を
認
識
顯
揚

す

べ
き
は
勿
論
。

直
に
白
隙
の
法
脈
系
譜
圖
を
改
訂
す
べ
き
も
の

と
思

ふ
。

猫

こ
㌧
に
遺
憾
と
思
ふ
こ
と
は
他
の

一
人
の
法
嗣
者
東
巖
元
の

こ
と
で
あ
る
。
此
の
傳
記
に
つ
い
て
は
寡
聞
淺
學
全
く
手
掛
り
が

な

い
。

是
も
此
の
儘
に
し
て
置
く
な
ら
ば
白
隙
傳
は
欠
階
の
ま
㌧

に
後
世
に
淺
る
の
で
あ
る
。

高
位
の
教
を
受
け
て
更
に
東
巖
元
の

概
略

に
て
も
知
り
た
い
も
の
で
あ
る
。

(昭
和

三
十
六
年
晩
久
・日
稿
)
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