
尋
尊
の
大
乗
院
寺
社
雑
蛎
記
に
は
（
文
明
元
、
八
）
↑
当
時
興
福
寺
に
存
在
し
た
諸
院
諸
坊
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
に
‐
東
院

松
林
院
、
東
北
院
、
西
南
院
、
喜
多
院
、
修
南
院
な
ど
、
有
力
な
寺
院
が
見
ら
れ
る
こ
と
先
諭
で
あ
る
が
、
な
お
そ
の
他
に
㈲
百
六
十
余

の
院
名
が
列
挙
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
に
竹
林
院
、
北
戒
壇
院
、
勝
願
院
、
佛
地
院
、
慈
恩
院
、
三
蔵
院
、
法
雲
院
な
ど
、
い
、
つ

れ
も
鎌
倉
時
代
よ
り
、
そ
の
名
が
見
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
の
寺
院
は
、
い
づ
れ
も
連
綿
と
相
承
さ
れ
た
と
い
え
な

い
が
、
し
か
し
す
で
に
鎌
倉
時
代
に
、
そ
の
名
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
諸
院
は
、
文
明
年
間
に
、
興
福
寺
に
あ
っ
た

百
六
十
余
の
塔
中
寺
院
に
比
す
れ
ば
、
わ
ず
か
に
、
そ
の
一
割
ほ
ど
に
す
ぎ
な
い
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
ら
の
諸
院
は
、
有
数
の
塔
中
寺
院

そ
し
て
尋
尊
の
雑
事
記
よ
り
、
お
よ
そ
百
年
後
に
記
録
さ
れ
た
も
の
に
、
英
俊
の
多
聞
院
日
記
が
あ
る
。
こ
の
多
聞
院
日
記
に
も
、
ま

た
当
時
、
興
福
寺
に
あ
っ
た
院
坊
の
名
が
、
い
ろ
い
ろ
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
に
、
前
記
の
諸
院
が
見
ら
れ
る
こ
と
先
論
で
あ

で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

鎌
倉
未
ｌ
南
北
朝
の
唯
識
宗

富
貴
原

章

信

勺 甸
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る
が
、
な
お
そ
の
他
＄
多
く
の
院
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
尋
尊
、
雑
事
記
の
寺
中
諸
院
諸
坊
事
と
い
う
中
に
も
、
ま
た
多
聞
院
日
記

の
う
ち
に
も
見
ら
れ
る
も
の
を
記
す
な
ら
ば
、

阿
弥
陀
院
安
養
院
観
禅
院
北
角
院
吉
祥
院
窪
之
院
花
蔵
坊
光
林
院

興
善
院
金
勝
院
西
林
院
慈
明
坊
持
宝
院
釈
迦
院
清
浄
院
成
身
院

浄
名
院
浄
瑠
璃
院
惣
珠
院
多
聞
院
知
足
坊
転
経
院
南
喜
院
南
井
坊

檜
皮
屋
発
心
院
摩
尼
珠
院
明
星
院
明
王
院
妙
徳
院
蓮
成
院

な
ど
か
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
院
は
足
利
の
中
期
に
も
、
ま
た
末
期
に
も
存
在
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
れ
ら
諸
院
の
う
ち

に
は
、
さ
ら
に
遡
っ
て
、
鎌
倉
時
代
に
存
在
し
た
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
い
づ
れ
と
、
い
づ
れ
で
あ
る
か
、
確
た
る
こ
と
は

不
明
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
う
ち
若
干
の
も
の
は
、
す
で
に
鎌
倉
時
代
よ
り
存
続
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
院
坊
に
は
、
多
く
の
学
侶
が
住
し
て
い
た
。
若
い
学
侶
を
六
方
と
い
う
が
、
こ
れ
ら
学
侶
は
多
く
は
公
家
の
子
弟
で

あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
に
は
上
流
の
公
家
も
あ
れ
ば
、
中
流
以
下
の
公
家
も
ま
た
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
公
家
出
身
の
学
侶
の
子
弟
が

さ
ら
に
出
家
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
い
づ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
学
侶
は
、
僧
位
僧
官
を
う
る
資
格
が
あ
る
寺
門
の
支
配
層
に
屈
し

そ
し
て
興
桶
寺
の
よ
う
な
大
寺
に
は
、
学
州
の
他
に
多
く
の
衆
徒
が
任
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
衆
徒
の
う
ち
に
は
、
妻
子
を
た
く
わ

え
、
刀
槍
を
た
づ
さ
え
る
も
の
も
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
も
の
は
有
事
の
と
き
僧
兵
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
常
時
の
法
会
神
事
な

ど
に
出
仕
の
と
き
は
‐
諸
僧
に
同
じ
装
束
を
つ
け
、
戒
噸
の
次
第
に
よ
っ
て
着
座
し
た
と
い
う
。
ま
た
衆
徒
が
す
、
へ
て
僧
兵
と
な
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
が
、
し
か
し
学
侶
と
区
別
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
衆
徒
は
学
侶
の
使
用
人
の
子
弟
、
あ
る
い
は
寺
領
荘
園
の
地
方
領
主
の
子
弟
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
右
の
諸
院
の
う

ち
に
は
、
こ
の
よ
う
な
衆
徒
が
住
す
る
院
坊
も
、
ま
た
可
な
り
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
衆
徒
の
う
ち
に
、
学
才
が
あ

て
い
た
ｃ
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り
、
あ
る
い
は
道
心
が
あ
っ
て
、
学
侶
と
な
る
人
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
鎌
倉
時
代
に
あ
ら
わ
れ
、
と
く
に
学
事

の
方
面
に
お
い
て
、
重
要
な
役
割
を
果
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三
会
定
一
記
、
文
応
元
年
（
三
一
六
○
）
探
題
の
下
に
、
権
大
僧
都
、
専
英
を
あ
げ
、
こ
こ
に
住
侶
と
肩
書
し
て
い
る
。
こ
れ
は
專
英
が

庶
民
出
身
の
学
侶
な
る
こ
と
を
示
す
。
ま
た
そ
の
専
英
の
下
に
、
実
の
探
題
で
は
な
い
が
、
か
わ
っ
て
勤
仕
し
た
前
例
か
と
註
す
る
。
こ

の
と
き
実
の
探
題
は
、
大
乗
院
の
尊
信
別
当
で
あ
っ
た
が
、
何
か
故
膵
が
あ
っ
た
た
め
専
英
に
か
わ
っ
て
も
ら
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
寺

門
の
う
ち
に
は
、
大
い
に
不
満
を
い
だ
く
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
よ
う
に
定
一
記
は
註
す
る
の
で
あ
る
。

お
よ
そ
三
会
の
探
越
と
な
る
こ
と
は
、
当
時
の
学
侶
と
し
て
最
高
の
栄
誉
で
あ
っ
て
、
庶
民
出
身
の
学
侶
が
つ
と
め
る
こ
と
は
、
今
ま

で
に
そ
の
前
例
が
な
か
っ
た
。
と
く
に
身
分
と
い
う
こ
と
が
、
や
か
ま
し
い
封
建
時
代
に
お
い
て
、
こ
れ
は
全
く
破
格
で
あ
っ
た
に
ち
が

い
な
い
。
た
と
え
破
格
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
ぬ
ほ
ど
、
す
で
に
時
代
は
変
っ
て
い
た
。
学
問
の
方
面
で
は

も
は
や
公
家
の
能
力
は
退
潮
期
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
定
一
記
、
正
応
五
年
（
三
九
二
）
講
師
の
下
に
、
権
少
僧
都
、
英
禅
を
あ
げ
、
住
侶
、
縁
願
房
、
七
十
五
と
註
し
，
さ
ら
に
凡
人

の
僧
綱
講
師
、
先
規
こ
れ
な
き
か
。
学
効
の
誉
に
よ
り
、
こ
れ
を
恥
る
さ
る
。
こ
れ
而
Ⅱ
と
い
う
か
と
記
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て

英
禅
も
ま
た
庶
民
出
身
の
学
侶
で
あ
り
、
こ
と
に
篤
学
の
論
匠
で
あ
っ
た
た
め
に
、
七
十
五
と
い
う
老
齢
を
も
っ
て
、
講
師
を
つ
と
め
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
当
時
、
公
家
出
身
の
学
侶
で
あ
れ
ば
、
三
十
か
四
十
ほ
ど
で
、
す
で
に
講
師
を
つ
と
め
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら

ば
、
身
分
の
相
違
が
僧
位
僧
官
を
左
右
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
庶
民
出
身
の
も
の
が
一
宗
学
事
の
方
面
に
お
い
て
、
重
要
な
役
割
を
果
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
た

だ
し
英
禅
の
下
に
先
規
こ
れ
な
き
か
と
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
以
前
に
お
い
て
、
す
で
に
専
英
が
宝
治
二
年
に
、
三
会
の
講
師
を
つ
と
め

て
い
た
か
ら
、
前
例
が
な
い
と
い
え
な
い
。
そ
し
て
一
宗
学
事
の
方
面
に
お
い
て
、
庶
民
出
身
の
も
の
が
重
要
な
役
割
を
果
す
こ
と
は
、

い
ま
だ
前
の
時
代
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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ま
た
鎌
倉
の
中
期
以
後
、
公
家
出
身
の
人
が
、
全
く
一
宗
の
学
事
よ
り
脱
落
し
て
し
ま
っ
た
と
云
え
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
中
心
勢
力

と
な
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
こ
こ
に
時
代
の
推
移
が
み
ら
れ
る
。
名
も
な
い
庶
民
よ
り
出
家
し
、
そ
し
て
逆
心
堅
固
に
修
行
し
、
学
問

に
専
念
す
る
人
女
の
う
ち
か
ら
、
令
法
久
住
の
た
め
に
一
生
を
さ
さ
げ
る
人
が
あ
ら
わ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
人
女
に
よ
っ
て
、
一
宗
の

法
燈
は
謹
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
い
う
人
が
な
け
れ
ば
、
す
で
に
当
時
、
唯
識
の
教
学
は
滅
び
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

そ
し
て
そ
れ
ら
の
人
女
は
、
身
分
も
師
承
も
住
坊
も
不
明
で
あ
る
。
ま
た
あ
る
人
は
、
そ
の
在
世
年
代
さ
え
も
知
る
こ
と
が
で
き
な
い

が
、
し
か
し
正
法
護
持
の
た
め
に
、
そ
の
一
生
を
さ
さ
げ
た
と
い
う
貴
い
功
績
が
、
今
日
ま
で
の
こ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
名
利
を
す

て
た
高
貴
な
努
力
に
よ
っ
て
、
日
本
に
お
い
て
唯
識
宗
は
、
千
余
年
の
生
命
を
保
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
と
に
戦
乱
の
時
代
に
お
い
て
は
、

宗
教
は
先
視
せ
ら
れ
、
学
問
は
弊
履
の
如
く
、
す
て
て
願
ら
れ
な
い
。
ち
ょ
う
ど
鎌
倉
時
代
の
末
期
は
、
そ
う
い
う
時
代
で
あ
っ
た
が
、

し
か
し
こ
の
時
代
に
お
い
て
も
、
や
は
り
法
怖
を
ま
も
り
つ
づ
け
る
人
が
あ
っ
た
。

前
の
時
代
に
お
い
て
は
、
覚
憲
、
貞
慶
、
良
遍
な
ど
が
輩
出
し
、
こ
れ
が
た
め
大
い
に
唯
識
宗
は
復
興
さ
れ
た
が
、
し
か
も
こ
れ
ら
の

人
次
は
公
家
出
身
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
、
こ
の
当
時
に
お
い
て
も
、
蔵
俊
、
良
算
な
ど
の
よ
う
に
、
庶
民
出
身
で
あ
っ
て
、
し
か
も
教

学
復
興
の
た
め
に
、
大
い
に
功
献
し
た
人
も
あ
る
が
、
し
か
し
良
算
が
三
会
の
講
師
を
つ
と
め
、
あ
る
い
は
探
題
と
な
っ
た
こ
と
を
聞
か

な
い
。
お
そ
ら
く
当
時
に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
社
会
的
な
情
勢
が
、
そ
の
こ
と
を
実
現
す
る
ま
で
、
進
展
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る

ｐ
一
Ｊ
〃
Ｉ
Ｄ
Ｌ
￥

Ｏ

》
「
ノ

興
福
寺
の
内
紛
は
、
一
三
二
七
年
に
大
乗
院
覚
尊
と
同
聖
信
の
間
に
生
じ
‐
た
。
こ
れ
が
た
め
、
聖
信
は
隠
岐
に
流
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
が
、
そ
れ
よ
り
四
年
後
、
聖
信
は
奈
良
に
か
え
り
、
そ
し
て
覚
尊
が
淡
路
へ
流
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
間
↑
衆
徒
は
し
ば
し
ば
金
堂

に
た
て
こ
も
り
、
合
戦
し
た
と
い
う
が
、
こ
れ
は
鎌
倉
幕
府
が
滅
亡
す
る
三
・
四
年
前
で
あ
っ
た
。

’
一

30



そ
の
出
身
な
ど
不
明
で
あ
る
。
正
中
二
年
、
三
十
六
を
も
っ
て
三
会
の
講
師
を
つ
と
め
、
建
武
二
年
、
暦
応
元
年
、
同
二
年
の
三
回
、

三
会
の
探
題
と
な
っ
た
。
三
会
定
一
記
に
は
、
そ
の
最
後
に
大
僧
都
と
あ
り
、
そ
の
後
に
は
所
見
が
な
い
。
範
縁
の
出
生
は
一
二
九
○
で

あ
る
か
ら
、
善
憲
よ
り
三
十
年
の
後
輩
で
あ
る
が
、
し
か
し
善
憲
よ
り
三
十
年
も
前
に
、
講
師
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
範
縁
は

公
家
の
出
身
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
光
胤
の
訓
諭
聞
害
（
大
正
六
六
、
七
五
二
）
に
は
、
範
縁
僧
正
の
説
が
み
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
僧
正

は
僧
都
の
写
誤
で
あ
ろ
う
が
、
範
縁
も
ま
た
当
時
の
学
匠
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
、
一
三
五
一
年
に
、
大
乗
院
孝
覚
と
一
乗
院
実
玄
と
紛
争
を
生
じ
た
。
そ
の
原
因
は
斉
恩
寺
庄
に
お
い
て
、
神
人
が
打
郷
さ
れ

た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
が
（
興
棉
寺
細
々
要
記
抜
害
）
、
十
七
年
も
つ
＊
つ
い
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
紛
争
が
お
こ
っ
た
の
は
、
南
北
朝

の
社
会
的
な
混
乱
期
に
乗
じ
て
、
地
方
在
地
の
領
主
が
、
自
己
の
勢
力
を
拡
大
す
る
た
め
動
き
は
じ
め
、
そ
れ
が
中
央
の
権
力
者
に
策
動

し
て
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
が
た
め
寺
領
の
荘
園
制
度
は
、
ま
す
ま
す
崩
壊
に
頻
し
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

三
二
口
芳
談
に
は
、
昔
の
上
人
は
一
期
、
道
心
の
有
元
を
沙
汰
し
き
。
次
の
世
の
上
人
は
法
門
を
相
談
す
。
当
世
の
上
人
は
合
戦
物
語
る

と
い
う
が
、
鎌
倉
未
よ
り
南
北
朝
に
わ
た
り
、
與
福
寺
の
上
人
た
ち
は
、
合
戦
を
物
語
る
の
み
で
は
な
く
、
実
に
寺
門
に
お
い
て
、
自
ら

合
戦
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
状
態
で
あ
っ
て
、
教
学
の
振
興
と
い
う
こ
と
は
全
く
期
待
さ
れ
な
い
・

三
会
定
一
記
に
よ
れ
ば
、
南
北
朝
、
五
十
八
年
の
間
に
、
毎
年
、
執
行
さ
る
、
へ
き
大
会
が
、
二
十
七
回
、
執
行
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
い
か
に
寺
門
が
混
乱
状
態
に
あ
っ
た
か
、
充
分
に
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
、
令
法
久
住

の
た
め
に
尽
し
た
人
に
、
い
か
な
る
人
女
が
あ
っ
た
か
と
い
う
に
、

そ
の
出
身
な
ど
不
明
で
あ
る
。
貞
和
二
年
、
三
会
の
竪
義
と
な
っ
た
。
前
に
厳
寛
が
竪
義
と
な
っ
た
と
き
、
五
十
一
で
あ
っ
た
か
ら
ゞ

お
そ
ら
く
懐
融
の
年
輩
も
、
同
じ
頃
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
て
み
る
と
、
そ
の
川
生
は
一
二
九
七
頃
と
な
り
、
前
の
範
縁
よ
り
七
年
ほ

懐
融

範
縁
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そ
の
出
身
な
ど
不
明
で
あ
る
。
貞
和
二
年
、
法
華
会
の
竪
義
と
な
り
（
尋
尊
雑
辮
記
、
文
明
十
八
、
五
）
、
応
安
三
年
、
五
十
八
を
も
っ
て
維

摩
会
の
研
学
と
な
っ
た
。
そ
れ
よ
り
十
一
年
の
後
、
永
徳
二
年
に
定
一
記
に
は
、
専
重
の
名
が
み
え
る
が
、
そ
の
後
に
は
所
見
が
な
い
。

こ
の
頃
に
入
滅
し
た
と
す
れ
ば
、
專
重
は
一
三
一
三
’
一
三
八
二
頃
の
人
で
、
前
の
印
覚
よ
り
六
年
の
後
輩
で
あ
る
。
大
乗
院
孝
尋
（
一

三
五
九
’
一
四
三
八
）
の
同
学
と
し
て
、
そ
の
学
問
を
指
導
し
、
ま
た
光
胤
の
聞
耆
に
も
観
識
房
の
説
が
み
ら
れ
る
（
大
正
六
六
、
七
五
二
。
八
七
四
）
。

專
重
も
ま
た
当
時
の
学
匠
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

円
覚
法
印
の
孫
、
寛
豪
法
眼
の
子
と
い
う
か
ら
、
松
洞
院
顕
親
（
三
五
三
’
二
三
七
？
）
と
従
兄
弟
で
あ
り
、
ま
た
理
趣
院
印
寛
の
血
縁

と
な
る
。
貞
治
五
年
、
三
会
の
講
師
と
な
り
、
こ
こ
に
定
一
記
に
は
松
洞
院
と
あ
る
。
永
和
元
（
三
）
年
に
別
当
と
な
り
、
同
四
年
に
七

十
三
を
も
っ
て
入
滅
し
た
（
別
当
次
第
）
。
し
て
み
る
と
印
覚
は
一
三
○
七
’
一
三
七
八
の
人
で
、
前
の
懐
融
よ
り
十
年
ほ
ど
の
後
輩
で
あ
る
。

光
胤
の
聞
耆
（
大
正
六
六
、
七
一
五
に
は
、
印
覚
僧
正
の
説
が
み
ら
れ
る
。
印
覚
も
ま
た
当
時
の
学
匠
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
光
胤
聞
書
（
六
二
九
）
に
よ
れ
ば
、
故
東
院
（
光
暁
、
一
三
五
九
’
一
四
三
三
）
の
御
物
語
と
し
て
、
次
の
説
話
が
つ
た
え
ら
れ
る
。
故
印

覚
僧
正
が
異
熟
能
変
の
談
義
を
さ
れ
た
と
き
、
こ
の
五
位
（
異
生
、
有
学
、
光
学
、
菩
薩
、
如
来
）
を
、
つ
れ
の
資
糧
等
の
五
位
の
よ
う
に
仰
せ

ら
れ
た
。
心
の
う
ち
で
、
そ
う
で
は
な
い
と
思
い
な
が
ら
、
そ
う
は
申
さ
な
い
で
終
っ
た
。
明
匠
も
ま
た
下
地
を
御
覧
な
さ
れ
ぬ
こ
と
も

あ
る
か
。
実
に
人
が
あ
や
ま
る
、
へ
き
こ
と
で
あ
る
と
、
故
東
院
は
述
懐
さ
れ
た
と
い
う
。

ら
れ
た
。

あ
る
か
。

専
重

ろ
う
ゞ

ど
の
後
輩
で
あ
る
。
光
胤
の
聞
書
（
大
正
六
六
、
七
八
二
）
に
は
、
懐
融
得
業
の
説
が
み
ら
れ
る
。
懐
融
も
ま
た
当
時
の
学
匠
で
あ
っ
た
で
あ
鉋

そ
の
出
身
な
ど
不
明
で
あ
る
。
貞
和
四
年
、
三
十
四
を
も
っ
て
法
華
会
の
竪
義
と
な
っ
た
（
尋
尊
雑
事
記
、
文
明
十
八
、
五
）
。
定
一
記
に
は

印
覚
（
松
洞
院
）

良
意
（
長
恩
一
房
）

観
識
房



そ
の
出
身
な
ど
不
明
で
あ
る
。
尋
尊
の
雑
事
記
に
よ
れ
ば
、
貞
治
六
年
に
法
華
会
の
竪
義
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
何
歳
で
あ
っ
た
か
記

さ
れ
な
い
が
、
前
の
良
意
な
ど
に
同
じ
く
、
三
十
三
頃
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
定
一
記
に
よ
れ
ば
、
応
永
十
一
年
に
三
会
の
講
師
を
つ
と

め
、
こ
こ
に
浄
忠
房
と
肩
書
さ
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
忠
は
恩
の
写
誤
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
定
一
記
に
は
応
永
十
三
年
ま
で
、
そ
の

重
耀
（
了
文
房
、
知
足
坊
）

そ
の
出
身
な
ど
不
明
で
あ
る
。
貞
治
二
年
＄
三
十
四
を
も
っ
て
法
華
会
の
竪
義
と
な
っ
た
（
尋
尊
雑
郡
記
）
。
そ
れ
よ
り
十
一
年
の
後
、
至

徳
元
年
に
三
会
の
研
学
を
つ
と
め
た
。
重
耀
の
出
生
は
一
三
三
○
で
あ
る
か
ら
、
前
の
寿
円
よ
り
一
年
ぼ
ど
の
後
輩
と
な
る
。
一
乗
院
良

昭
（
一
三
六
三
’
一
四
○
二
）
の
同
学
と
な
り
、
ま
た
光
胤
の
聞
害
（
大
正
六
六
、
六
八
九
）
に
も
、
了
文
房
僧
都
の
説
が
み
ら
れ
る
。
重
耀
も
ま
た

当
時
の
学
匠
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

寿
円
（
北
戒
嬉
一
院
）

そ
の
出
身
な
ど
不
明
で
あ
る
。
永
徳
三
年
に
法
華
会
の
精
義
と
な
っ
た
（
尋
尊
雑
事
記
、
文
明
十
八
、
六
）
。
当
時
、
法
華
会
の
精
義
と
な
る

の
は
、
五
十
五
ほ
ど
で
あ
っ
た
か
ら
、
お
そ
ら
く
寿
円
も
、
そ
れ
ほ
ど
の
年
輩
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
て
み
る
と
、
寿
円
の
出
生
は
一

三
二
九
頃
と
な
り
、
前
の
良
意
よ
り
十
三
年
ほ
ど
の
後
輩
と
な
る
。
ま
た
尋
尊
の
雑
事
記
（
明
応
六
、
八
）
に
は
，
寿
円
得
業
が
北
戒
壇
院

の
坊
主
で
あ
り
、
そ
し
て
長
懐
僧
正
（
松
林
院
、
二
両
一
丁
二
一
兀
六
）
、
実
雅
僧
正
（
同
上
、
二
一
五
○
’
一
川
○
九
頃
）
、
光
雅
僧
正
（
同
上
、
三
一
五
五

ｌ
一
山
三
）
の
師
匠
で
あ
っ
た
と
い
う
。
光
胤
の
聞
耆
（
大
正
六
六
、
七
八
六
）
に
も
、
寿
円
得
業
の
説
が
み
ら
れ
る
。
寿
円
も
ま
た
当
代
の

学
匠
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

学
匠
で
あ
っ
た
で

重
曜
（
了
文
房
、

全
く
そ
の
所
見
が
な
い
。
良
意
の
出
生
は
一
三
一
六
で
あ
る
か
ら
、
前
の
專
重
よ
り
三
年
の
後
輩
で
あ
る
。
専
重
と
と
も
に
孝
尋
の
同
学

と
な
り
、
ま
た
光
胤
の
聞
書
に
も
、
長
恩
房
の
説
が
み
ら
れ
る
（
大
正
室
ハ
、
七
五
二
。
八
五
二
）
。
良
意
も
ま
た
一
代
の
学
匠
で
あ
っ
た
で
あ

と
な
ｈ

ろ
》
フ
。

良
継
（
浄
恩
房
）

つ つ

｡｡



名
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
後
ま
も
な
く
入
滅
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
て
み
る
と
、
良
継
は
三
三
四
’
一
四
○
六
頃
の
人
で
、
前
の
重
耀
よ
り

四
年
ほ
ど
の
後
輩
と
な
る
。
前
の
良
意
と
と
も
に
孝
尋
の
同
学
と
な
り
、
ま
た
光
胤
の
聞
書
に
も
浄
恩
房
の
説
が
み
ら
れ
る
。
（
大
正
六
六
、

八
五
五
）
。
良
継
も
ま
た
一
代
の
学
匠
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

右
の
如
く
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
庶
民
出
身
の
学
侶
の
う
ち
か
ら
、
一
乗
院
、
大
乗
院
、
両
門
跡
の
同
学
と
な
り
、
そ
の
学
事
指
導

に
あ
た
る
人
が
出
で
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
次
の
足
利
時
代
と
な
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
。
前
の
鎌
倉
中
期
ま
で
は
、
公
家
出
身
の
学
侶
の

う
ち
、
と
く
に
学
徳
の
す
ぐ
れ
た
人
が
、
両
門
跡
の
学
事
を
指
導
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
鎌
倉
未
よ
り
南
北
朝
に
な
る
と
、
も
は
や

公
家
出
身
の
人
に
は
、
そ
う
い
う
適
任
者
が
い
な
く
な
っ
た
。
良
意
等
は
、
興
福
寺
の
別
当
に
も
な
ら
ず
、
ま
た
僧
正
で
も
な
か
っ
た
。

そ
う
い
う
人
に
よ
っ
て
、
両
門
跡
の
学
事
指
導
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
明
か
に
学
問
の
中
心
が
庶
民
出
身
の
人
女
に
移

公
家
出
身
の
人
に
は
、
そ
う
峰

そ
う
い
う
人
に
よ
っ
て
、
両
則

っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
当
時
、
い
か
に
学
問
研
究
が
行
わ
』

た
か
知
る
由
も
な
い
。
前
記
の
人
女
は
、
光
胤
曳

全
く
断
片
的
な
も
の
で
、
と
う
て
い
、
そ
の
全
貌
幸

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
教
学
の
衰
微
も
ま
た
甚
し
く
、

た
と
み
ら
れ
る
。

興
福
寺
に
は
、
そ
の
当
時
、
百
に
あ
ま
る
諸
院
諸
坊
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
諸
院
に
住
す
る
人
が
、
み
な
学
侶
で
あ
る
と
い
え
な

い
。
そ
の
う
ち
に
は
衆
徒
が
住
す
る
院
坊
も
、
ま
た
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
学
侶
の
院
坊
も
、
ま
た
可
な
り
存
在
し
て
い
た
と
み

ら
れ
る
。
若
い
学
侶
を
六
方
と
い
う
が
、
こ
の
よ
う
な
初
学
者
は
、
ま
づ
何
を
研
究
し
た
か
と
い
う
に
、
し
ば
ら
く
多
聞
院
日
記
に
よ
れ

い
か
に
学
問
研
究
が
行
わ
れ
て
い
た
か
、
ま
た
そ
の
学
問
研
究
が
前
の
時
代
に
比
較
し
て
、
い
か
に
変
化
し
て
い

前
記
の
人
女
は
、
光
胤
の
訓
諭
聞
耆
の
う
ち
に
、
そ
の
学
説
の
一
端
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
そ
れ
も

、
と
う
て
い
、
そ
の
全
貌
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
当
時
は
興
福
寺
全
体
が
動
揺
し
、
混
乱
し
て
い
た
時
代
で

学
の
衰
微
も
ま
た
陸
し
く
、
そ
の
伝
統
が
絶
え
な
い
よ
う
に
、
後
世
に
つ
た
え
る
こ
と
に
、
全
力
が
注
が
れ
て
い

三
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つ
ぎ
に
唯
識
本
論
を
聴
講
し
た
。
こ
れ
は
唯
識
宗
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
も
足
利
時
代
に
お
い
て
、
そ
れ
が
訓
諭
と
な

づ
け
ら
れ
た
。
尋
尊
の
雑
事
記
に
も
、
ま
た
多
聞
院
日
記
に
も
、
こ
れ
は
随
所
に
記
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
訓
諭
と
い
ぅ
は
、
光
胤
の

訓
諭
聞
耆
に
あ
る
よ
う
に
、
唯
識
論
の
綱
要
に
つ
い
て
、
討
論
談
義
を
お
こ
な
い
、
も
っ
て
本
論
全
体
の
正
意
を
、
領
解
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
唯
識
諭
の
講
抗
と
い
う
こ
と
も
↑
や
は
り
鎌
倉
時
代
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

良
遍
の
護
持
正
法
章
に
よ
れ
ば
、
唯
識
論
を
ひ
ら
く
こ
と
な
く
、
講
会
の
論
義
を
つ
と
め
る
よ
う
な
人
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
全
く
未
曾

有
の
非
法
で
あ
り
、
た
め
に
佛
法
は
ま
す
ま
す
衰
微
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
か
た
く
蕊
止
す
等
へ
き
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
講
会
の
諭
義

が
行
わ
れ
る
と
き
、
す
で
に
諭
栽
の
草
案
は
古
徳
に
よ
っ
て
幾
通
り
も
用
意
せ
ら
れ
、
も
は
や
直
接
、
本
論
な
ど
の
研
究
に
、
少
し
も
努

力
し
な
い
と
し
て
も
、
川
と
か
、
講
会
の
揃
義
は
す
ま
さ
れ
る
状
態
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
、
そ
う
い
う
状
態
で
は
、
諭
義
の
的
と
な
る
と
こ
ろ
は
、
果
し
て
唯
識
論
全
体
に
お
い
て
、
い
か
な
る
位
侭
を
占
め
て
い
る

か
、
全
く
理
解
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
砿
持
章
に
は
‐
ま
づ
当
巻
を
よ
む
ゞ
へ
し
と
い
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
よ
む
と
い
う
も

そ
れ
は
独
白
に
読
む
こ
と
で
は
な
い
。
も
し
独
自
に
よ
む
な
ら
ば
、
み
だ
り
に
欺
証
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る

と
、
唯
識
本
流
を
訓
沈
す
る
こ
と
も
、
お
そ
ら
く
鎌
倉
時
代
に
も
行
わ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
訓
諭
と
と
も
に
行
わ
れ
た
の
は
、
講
会
の
諭
義
で
あ
る
。
論
義
は
、
あ
る
諭
鼬
に
つ
い
て
（
そ
れ
を
選
択
決
定
す
る
人
が
探
題
で
あ
る
）

間
者
（
竪
我
）
と
答
者
（
榊
仙
と
の
間
に
、
お
こ
な
わ
れ
る
討
論
談
義
で
あ
る
。
唯
識
流
の
う
ち
、
問
題
と
な
る
箇
所
に
つ
い
て
、
述
記
、

三
ヵ
疏
を
は
じ
め
、
そ
の
他
、
必
要
な
註
釈
を
し
ら
ゞ
へ
、
正
義
を
た
て
て
異
説
を
会
す
る
た
め
に
、
諭
義
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
論
義
を
、
唯
識
本
論
の
順
序
に
し
た
が
い
編
集
し
た
の
が
、
す
な
わ
ち
同
学
抄
で
あ
る
。
そ
し
て
同
学
抄
が
成
立
し
た
後
に
お
い

て
も
、
ま
た
幾
多
の
学
匠
に
よ
っ
て
、
数
多
の
諭
草
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ぱ
、
良
遍
の
二
巻
抄
、
観
心
覚
夢
抄
、
百
法
問
答
抄
、
あ
る
い
は
貞
慶
の
注
三
十
頌
な
ど
を
研
究
し
た
。
お
そ
ら
く
鎌
倉
の
中
期
以
後
、

そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

－
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（
一
）
寺
門
の
学
辨
に
お
い
て
、
権
威
あ
る
学
匠
が
指
導
者
と
な
り
、
数
人
、
ま
た
は
十
数
人
の
学
偶
が
参
集
し
、
間
者
、
講
師
を
順

次
に
き
め
て
、
一
の
論
題
に
つ
き
講
間
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
毎
月
一
Ｍ
の
こ
と
も
あ
れ
ば
、
隔
月
の
こ
と
も
あ
り
、
年
に
四
川
、
も
し

く
は
二
回
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
会
所
は
、
あ
る
院
坊
に
決
定
し
て
い
た
一
」
と
も
あ
れ
ば
、
ま
た
寺
中
の
諸
院
が
順
番
に
引
請
け
る

く
は
二
回

こ
と
も
あ

ら
れ
る（

二
）
興
福
寺
に
お
い
て
、

方
広
会
、
長
講
会
な
ど
で
あ
壷

が
集
ま
っ
て
執
行
せ
ら
れ
た
。

（
三
）
維
摩
会
、
御
斎
会
、
最
勝
会
の
三
大
会
で
あ
る
。
こ
の
三
大
会
の
講
師
を
つ
と
め
た
も
の
が
、
三
会
の
已
講
で
あ
る
。
勅
使
の

参
向
が
あ
り
、
毎
年
、
重
要
な
則
家
的
行
事
と
し
て
行
わ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
、
い
ろ
い
ろ
の
講
問
が
す
で
に
鎌
倉
時
代
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
以
前
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
良
遍
の
護
持
章

に
よ
れ
ば
、
前
の
淵
州
会
、
僕
陽
講
な
ど
に
宿
徳
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
出
仕
し
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
寺
家
の
恥
辱
で
あ
る

と
警
告
し
て
い
る
。
当
時
の
学
侶
は
、
い
ろ
い
ろ
の
講
会
に
お
い
て
、
竪
義
、
講
師
な
ど
の
詣
役
を
つ
と
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、

こ
れ
ら
の
講
会
も
ま
た
数
百
年
の
伝
統
を
生
ず
る
と
、
そ
れ
は
全
く
形
式
的
と
な
っ
て
、
種
之
の
弊
害
を
生
じ
て
い
た
。
良
遍
の
護
持
章

に
は
、
こ
れ
を
歎
じ
て
、
時
は
澆
季
と
な
り
世
は
像
末
で
あ
る
。
い
よ
い
よ
修
学
は
衰
微
し
、
わ
が
寺
の
法
滅
は
余
所
に
す
ぐ
と
い
う
。

た
だ
し
法
滅
の
寺
川
は
た
だ
興
福
寺
の
み
で
は
な
く
、
ま
た
延
暦
寺
な
ど
も
同
で
あ
っ
た
。
沙
石
集
（
十
下
）
に
は
、
法
相
、
天
台
の
学

者
は
多
け
れ
ど
も
、
末
代
は
坐
禅
修
練
し
て
、
唯
識
の
観
念
、
円
頓
の
妙
行
す
る
人
も
稀
な
る
に
や
。
た
だ
諭
談
決
択
を
こ
と
と
し
、
宗

の
権
実
を
課
ひ
教
の
浅
深
を
論
ず
。
一
期
の
学
は
今
生
の
た
め
な
れ
ば
、
臨
終
に
は
何
事
を
か
、
な
す
ゞ
へ
き
と
て
、
或
は
念
佛
↑
或
は
真

ま
た
諭
義
が
行
わ
れ
る
講
間
に
も
、
大
小
い
ろ
い
ろ
の
も
の
が
あ
っ
た
。
多
聞
院
日
記
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
に
次
の
三
類
が
あ
っ
た
と
み
弧

興
福
寺
に
お
い
て
、
年
中
行
事
と
し
て
行
わ
れ
る
講
会
が
あ
る
。
そ
れ
は
三
蔵
会
、
慈
恩
会
、
淵
州
会
、
樅
陽
講
、

長
講
会
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
講
会
に
お
い
て
は
竪
義
、
講
師
、
精
義
、
探
題
な
ど
の
渚
役
が
決
定
せ
ら
れ
、

ヘ
ノ
幸
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言
↑
時
に
の
ぞ
み
て
思
わ
づ
ら
ふ
。
ま
こ
と
に
渇
に
の
ぞ
み
て
井
を
ほ
る
が
如
し
。
さ
し
も
一
大
事
の
生
死
を
出
つ
。
へ
き
計
を
、
平
生
に

能
友
思
し
た
た
め
功
を
つ
む
ゞ
へ
き
に
、
名
利
の
た
め
に
の
み
学
し
て
、
最
後
に
臨
ん
で
忙
然
た
る
こ
と
可
悲
可
悲
と
あ
る
。
い
》
つ
こ
も
同

じ
悲
し
む
、
へ
き
状
態
で
あ
っ
た
。

た
が
＄
し
か
し
そ
の
脚
搾
な
蕪

な
る
も
の
に
、
次
の
よ
う
な
色

（
一
）
学
問
を
志
望
し
て
も

寺
を
去
る
も
の
が
あ
る
こ
と
。

か
り
で
は
な
い
。
さ
ら
に
囚

大
い
に
恥
ず
、
へ
き
で
あ
る
。

（
三
）
勝
負
、
囲
碁
、
隻
六
、
将
棊
な
ど
、
か
た
く
禁
止
す
べ
き
こ
と
。
終
日
、
眼
を
疲
れ
し
め
、
党
夜
、
燈
を
つ
く
し
て
之
を
行
う

こ
と
な
ど
、
学
侶
の
身
分
と
し
て
、
ふ
か
く
慎
し
む
、
へ
き
で
あ
る
。

（
四
）
寺
中
の
も
の
が
徒
ら
に
京
都
に
追
従
す
る
こ
と
、
こ
れ
は
権
勢
に
阿
ね
る
こ
と
て
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
佛
法
は
衰
え
‐
財
物

は
乱
黄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
か
た
く
禁
止
す
ゞ
へ
き
で
あ
る
。

（
五
）
京
童
、
こ
れ
は
徒
党
の
失
で
あ
り
、
散
乱
の
も
と
で
あ
り
、
ま
た
稽
古
の
魔
事
と
な
る
か
ら
、
決
し
て
親
近
し
て
は
な
ら
ぬ
。

お
よ
そ
京
童
と
は
京
都
市
中
を
俳
個
す
る
暴
力
団
で
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
に
辿
絡
の
あ
る
も
の
が
、
興
福
寺
に
も
ま
た
あ
っ
た
と
見
え

そ
し
て
良
遍
の
時
代
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
唯
識
宗
が
大
い
に
復
興
さ
れ
た
当
時
で
あ
る
。
す
で
に
解
脱
上
人
侭
麿
は
入
滅
さ
れ
て
い

が
、
し
か
し
そ
の
厳
格
な
顛
陶
を
う
け
た
人
が
い
ま
だ
在
世
し
て
い
た
。
そ
う
い
う
時
代
に
お
い
て
も
、
や
は
り
修
学
の
さ
ま
た
げ
と

る
も
の
に
、
次
の
よ
う
な
色
女
の
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。

へ
っ
学
制
を
志
望
し
て
も
、
寺
に
住
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
し
、
ま
た
寺
に
住
し
て
い
て
も
、
学
問
に
た
え
ら
れ
ず
、

（
二
）
散
乱
放
逸
の
も
の
が
あ
る
こ
と
、
大
酒
美
食
を
好
む
も
の
が
あ
る
こ
と
。
こ
れ
は
修
学
が
衰
微
す
る
、
最
大
の
原
因
と
な
る
ば

ソ
で
ぱ
な
い
。
さ
ら
に
財
物
を
浪
費
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
良
家
（
公
家
出
３
の
も
の
は
も
と
よ
り
、
凡
人
（
庶
民
出
３
と
い
え
ど
も

四
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る
。
こ
の
こ
と
は
寺
中
の
衆
徒
の
う
ち
に
、
僧
兵
が
い
る
か
ぎ
り
、
強
ち
に
な
い
と
云
え
な
い
。

右
の
如
く
、
種
だ
の
弊
害
が
、
す
で
に
良
遍
の
時
代
に
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
ま
た
血
慶
の
修
学
記
に

も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
沙
石
集
因
）
に
も
、
そ
う
い
う
滑
稽
談
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
入
道
は
囲
碁
を
好
み
、
冬
の
夜
に

よ
も
す
が
ら
打
ち
あ
か
し
た
。
中
風
の
気
が
あ
っ
て
↑
手
が
ひ
え
て
く
る
か
ら
、
か
わ
ら
け
（
土
滞
）
で
石
を
あ
ぶ
っ
て
打
ち
、
ま
た
汕
が

つ
き
た
た
め
に
、
萩
を
た
い
て
打
っ
て
い
る
と
；
そ
の
灰
が
身
に
ふ
り
か
か
る
の
で
、
つ
い
に
笠
を
か
む
っ
て
打
ち
あ
か
し
た
。
そ
う
い

う
話
を
、
近
頃
、
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
に
坐
禅
修
行
し
た
な
ら
ば
、
悟
道
も
難
く
あ
る
ま
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
下
手
の
法
師
で
酒
を
好
む
も
の
か
あ
っ
た
。
元
一
文
の
ま
ま
に
、
一
衣
の
片
袖
を
解
い
て
飲
ん
で
し
ま
っ
た
。
こ
れ
ほ
ど
に
三
宝

を
供
養
し
、
父
母
に
孝
養
を
つ
く
し
↑
そ
し
て
悲
田
に
施
し
、
惜
し
む
心
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
感
応
も
空
し
い
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
物

が
な
い
と
い
っ
て
善
柵
を
な
さ
ぬ
の
で
あ
る
が
、
実
は
物
が
な
い
の
で
は
な
く
、
た
だ
志
が
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

ま
た
南
部
の
あ
る
寺
の
僧
は
、
朝
粥
を
食
わ
ず
、
日
が
高
く
な
る
ま
で
眠
っ
て
い
た
。
ど
う
し
て
粥
を
め
さ
れ
ぬ
か
と
、
人
に
た
づ
ね

ら
れ
る
と
、
粥
を
す
す
る
よ
り
も
寝
て
い
た
方
が
、
は
る
か
に
味
が
よ
ろ
し
い
と
客
え
た
と
い
う
。
こ
れ
ほ
ど
に
法
喜
禅
悦
の
食
を
愛
し

た
な
ら
ば
、
佛
道
成
就
も
ま
た
遠
く
は
あ
る
ま
い
。
そ
の
他
、
詩
歌
管
絃
を
こ
の
み
、
あ
る
い
は
博
突
Ⅲ
猟
を
愛
し
、
ま
た
婬
欲
に
ふ
け

り
酒
宴
に
お
ぼ
れ
る
な
ど
、
こ
れ
に
よ
っ
て
財
宝
を
費
し
、
身
命
を
ほ
ろ
ぼ
す
、
病
に
か
か
り
禍
を
ま
ね
く
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
。
お

そ
ら
く
当
時
に
お
い
て
は
、
こ
れ
が
寺
門
の
通
弊
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

沙
石
集
の
著
者
、
先
住
は
良
遍
よ
り
三
十
余
年
の
後
輩
で
あ
る
。
さ
ら
に
時
代
が
す
ぎ
て
鎌
倉
の
末
期
と
な
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
通
弊

は
ま
す
ま
す
甚
し
く
な
っ
て
い
た
。
講
会
の
諭
義
は
形
式
的
と
な
り
、
す
で
に
、
そ
の
生
命
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
出
家
す
る
も
の
は

あ
っ
た
が
、
道
心
堅
固
に
修
行
す
る
よ
う
な
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
っ
た
。
当
時
の
大
寺
に
は
広
大
な
寺
領
が
あ
る
。
生
活
の
安

定
を
求
め
て
出
家
す
る
も
の
は
あ
っ
た
が
、
そ
う
い
う
も
の
の
中
か
ら
、
大
食
美
食
を
む
さ
ぼ
り
、
大
禰
乱
酔
に
お
ぼ
れ
る
も
の
が
現
わ

れ

た
○
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博
突
隻
六
に
ふ
け
る
と
い
う
、
放
縦
な
生
活
に
お
ち
い
る
も
の
が
生
じ
、
こ
の
よ
う
な
状
態
で
は
、
一
宗
の
教
学
が
い
よ
い
よ
衰
微
す

る
こ
と
も
止
む
を
え
な
い
。
し
か
る
に
、
こ
の
よ
う
な
時
代
に
お
い
て
、
道
心
堅
固
に
修
行
し
、
清
貧
の
生
活
に
廿
じ
て
、
令
法
久
住
の

た
め
、
一
生
を
さ
さ
げ
る
人
が
な
い
で
は
な
か
っ
た
。
も
し
そ
う
い
う
人
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
す
で
に
唯
識
宗
は
当
時
ほ
ろ
び
て
い
た

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
人
女
は
、
名
も
な
い
庶
民
の
出
身
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
二
七
四
年
に
蒙
古
が
来
襲
し
た
の
は
、
生
駒
の
良
遍
が
入
滅
し
て
、
二
十
余
年
の
後
で
あ
っ
た
。
そ
の
当
時
、
鎌
倉
政
府
は
西
辺
の

防
備
の
た
め
に
、
莫
大
な
兵
力
財
力
を
消
耗
し
た
。
つ
い
に
再
度
の
来
襲
は
成
功
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
幕
府
は
次
第
に
疲
労
し
て
、
つ

い
に
窮
乏
状
態
に
お
ち
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
の
窮
乏
状
態
は
、
ま
た
寺
門
の
う
ち
に
端
的
に
波
及
し
て
き
た
。

良
遍
入
滅
の
直
後
に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
解
脱
上
人
貫
慶
）
、
良
算
、
良
遍
な
ど
の
面
授
の
弟
子
が
生
存
し
て
い
た
は
っ
で
あ
る
か
ら

た
と
え
昔
日
の
面
目
は
失
わ
れ
て
い
た
に
し
て
も
、
な
お
復
興
時
代
の
余
勢
が
の
こ
っ
て
い
た
と
云
え
よ
う
。
し
か
る
に
、
そ
れ
ら
の
学

匠
も
よ
う
や
く
世
を
去
る
頃
と
な
れ
ば
、
一
般
社
会
の
窮
乏
に
も
影
響
せ
ら
れ
、
い
よ
い
よ
唯
識
宗
は
衰
微
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
当
時
に
お
い
て
、
正
法
を
護
持
し
た
人
は
、
顕
範
、
縁
憲
、
厳
寛
な
ど
の
学
匠
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
別
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
こ
に
注
意
す
。
へ
き
は
、
当
時
の
学
匠
も
、
ま
た
道
心
堅
固
な
り
し
こ
と
で
あ
る
。
顕
範
は
一
生
不
犯
の
清
僧
で
あ
っ
た
。
縁

憲
は
令
法
久
住
の
た
め
に
一
生
を
さ
さ
げ
た
が
、
そ
の
在
世
年
代
さ
え
も
明
か
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
人
に
は
、
僧
位
も
僧
官
も
少
し
も

問
題
で
は
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
厳
寛
な
ど
も
、
そ
う
い
う
道
心
堅
固
な
人
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
厳
寛
の
頃
と
な
れ
ば
、
一
乗
院
大
乗
院
、
両
門
跡
の
学
問
指
導
に
あ
た
る
人
が
、
庶
民
出
身
の
学
侶
か
ら
選
ば
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
の
こ
と
は
公
家
出
身
の
学
侶
に
、
そ
う
い
う
適
任
者
が
い
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示
す
。
後
の
南
北
朝
、
足
利
時
代
と
な
っ
て
も

こ
の
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
そ
し
て
鎌
倉
未
よ
り
南
北
朝
に
わ
た
り
、
一
般
社
会
が
混
乱
に
お
ち
い
っ
た
ば
か
り
で
は
な
い
。
さ
ら
に
寺

門
の
う
ち
に
紛
争
が
生
じ
，
佛
堂
が
修
羅
場
と
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
で
は
、
教
学
の
振
興
な
ど
全
く
不
可
能
な
る
こ
と

は
云
う
ま
で
も
な
い
。

ふり



そ
し
て
当
時
の
学
匠
に
は
、
寿
円
、
懐
融
、
良
継
な
ど
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
学
匠
も
ま
た
庶
民
出
身
で
あ
る
。
す
で
に
寺
門
が
戦
塵

に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
と
き
に
、
正
法
を
護
持
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
難
中
の
難
事
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
そ
の
当
時
に
お
い
て
教
学
の
伝

統
が
、
と
に
か
く
維
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
と
に
合
戦
の
当
事
者
が
寺
門
の
う
ち
に
あ
る
と
き
、
そ
う
い
う
渦
中
に
ま
き
こ
ま
れ
ず
、

法
瞭
が
き
え
ぬ
よ
う
に
、
ま
も
る
た
め
に
は
、
余
ほ
ど
の
決
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
当
時
の
学
匠
も
ま
た
道
心

堅
固
に
、
令
法
久
住
の
た
め
に
、
一
生
を
さ
さ
げ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

た
だ
し
そ
う
い
う
時
代
に
お
い
て
、
教
学
の
研
究
に
、
思
想
的
な
発
展
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
お
そ
ら
く
前
代
の
遺
産
を
後

代
に
伝
え
る
こ
と
に
、
全
力
が
注
が
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
三
蔵
院
の
範
憲
が
一
三
二
四
年
に
、
同
学
抄
を
筆
写
し
た
と
き
、

行
末
の
な
か
れ
久
し
き
し
る
へ
か
な

ふ
る
き
御
法
の
み
つ
く
き
の
あ
と

と
述
懐
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
右
の
心
境
を
如
実
に
物
語
る
と
い
え
よ
う
。

（
こ
の
小
稿
は
大
谷
学
報
四
四
ノ
四
、
拙
稿
、
「
鎌
倉
後
期
の
唯
識
宗
」
の
姉
妹
篇
で
あ
る
。
参
見
あ
り
た
し
。
）
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