
∵

凡
そ
人
の
虞
債
は
棺
を
蔽
う
て
然
る
後
知
る
と
言
は
れ
て
ゐ

る
が
､
併
し
そ
の
人
が
授
し
て
か
ら
随
分
長
い
白
月
を
経
過
し

乍
ら
備
ほ
そ
の
人
の
虞
債
が
正
常
に
許
憤
せ
ら
れ
な
い
場
合
も

決
し
て
少
-
な
い
｡
悌
敦
に
於
け
る
沙
門
が
悌
教
史
上
と

一
般

女

化
史
上
の
爾
途
に
亘
っ
て
偉
大
な
功
績
を
遺
し
乍
ら
'
何
れ

の
方
面
か
ら
も
ぞ
の
存
春
情
値
が
充
分
認
め
ら
れ
な
い
と
い
っ

た
場
合
の
如
き
も
そ
の
1
で
あ
る
.
抄
門
.一
行
は
'
唐
の
高
宗

の
弘
道
元
年
(
六
八
三
)

よ
り
玄
宗
の
.開
元
十
五
年
(七
二
七
)
吃

至
る
僅
か
四
十
五
年
の
問
生
存
し
乍
ら
'
そ
の
密
教
史
上
と
天

文
暦
拳
史
上
に
遺
し
た
足
跡
の
偉
大
さ
は
'
唐
恰
中
屈
指
の
大

人
物
で
あ
り
t
L
が
も
そ
の
件
数
界
に
寄
興
し
た
貢
献
は

一
般

赦
骨
に
認
め
ら
れ
す
'
叉
そ
の
文
化
史
上
に
遺

し
た
足
跡
の
偉

朋

1
大
さ
は
併
教
界
拡
於
い
て
理
解
せ
ら
れ
な
S
と
い
ふ
,
い
は
ゞ

日

穐

智

斯
う
し
た
不
遇
の

一
人
で
あ
る
と
思
は
れ
る
｡
か
1
る
現
象
は

一
行
ば
か
-
で
な
ぐ
'
例

へ
ば
唐
代
の
沙
門
に
し
て
文
革
者
と

し
て
有
名
な
樺
山
集
十
巻
の
作
者
瞭
然
'
輝
月
集
二
十
五
巻
の

作
者
貫
休
､
.白
蓮
集
十
巷
の
作
者
暫
己
の
如
き
も
､
そ
の
功
績

は
俳
数
鼎
'
文
拳
史
上
共
に
求
だ
充
分
認
鼓
せ
ふ
れ
て
ゐ
な
･い

暦
術
に
関
す
る
功
績
は
全
-
俳
教
聾
者
の
こ
の
種
の
科
挙
に
封

す
る
熱
意
が
映
け
て
ゐ
る
た
め
不
問
に
附
せ
ら
れ
て
あ
り
'
そ

の
密
教
に
関
す
る
貢
献
は

一
般
聾
者
の
顧
る
所
と
な
ら
す
'
結
-

①

局
そ
の
侍
の
.如
き
も
二
三
の
古
い
研
究
は
あ
る
に
心
て
も
'

未

だ
此
が
本
格
的
研
究
は
患
さ
れ
て
ゐ
な
か
つ
ね
よ
う
で
あ
る
｡

其
故
私
は
こ
1

で
は
t
か
ゝ

る
埋
れ
た
る
高
倍
の
俸
記
､
行
緒

を
明
ら
か
に
t
た
S
意
欲
の
下
に
､
些
か
>一
行
の
俸
記
厄
就
い

て
貧
し
5
考
察
を
加
へ
て
見
た
い
と
思
ふ
も
の
で
あ
る
O
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二

J

t
行
健
と
し
て
従
来
知
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
は
膏
唐
音

一
九

]

列
俸

l
四

二

宋
高
櫓
俸
五
所
収
の
被
の
本
俸
で
あ
っ
て
'
此

の
外
樺
門
正
統
八
､
俳
組
歴
代
通
我

1
三
､
六
畢
伶
侍
五
'
全

唐
文
九

l
四
等
に
ま
と
ま
っ
た
侍
記
が
載
っ
て
ゐ
る
が
'
右

の

㌔

多
-
は
薯
唐
音
､
宋
高
倍
侍
の
踏
襲
と
言
っ
て
軒

よ
い
位
の
む

の
で
あ
る
O
然
る
に
責
に
注
意
せ
ぬ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
､
糞
唐

音
は
後
菅
の
高
組
天
福
瓦
年
(五
四

〇
)
に
､
張
喝
遠
等
の
兜
官

に
詔
し
て
唐
史
を
編
纂
せ
し
め
'
出
帝
の
開
運
二
年
(九
四
五
)

宰
臣
劉
的
が
此
を
奉
っ
た
も
の
で
あ
り
､
叉
宋
高
簡
博
は
朱
の

太
宗
の
太
平
興
国
七
年
(九
八
二
)適
意
大
師
賀
率
が
勅
旨
を
奉

じ
た
編
纂
に
か
1

り
'
端
扶
元
年
(九
八
八
)
に
で
き
上
っ
て
之

を
進
上
L

J･.も
の
で
あ
っ
て
i
更
に
其
よ
ゎ
遥
か
に
苗
い
唐
代

の
記
録
に
'
之
と
同
種
の
記
事
が
彩
し
く
散
見
せ
ら
れ
る
の
で

あ
る
O
そ
の
最
も
代
表
的
な
も
の
は
'
文
京
武
宗
宣
宗
塊
宗
の

朝
に
生
存
し
て
ゐ
た
と
思
は
れ
る
段
銭
式
の
酉
陽
報
硯
で
あ
っ

て
､
本
音
の
中
に
漉
｣

一
行
の
生
涯
に
関
す
る
逸
話
の
大
部
分

が
既
に
収
録
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡
叉
栄
の
太
宗
の
太
平
興

図
二
年
(九
七
七
)
に
李
坊
等
が
勅
を
奉
じ
で
編
纂
に
か
1

つ
た

と
い
ふ
太
平
供
託
に
は
'
大
唐
俸
我
を
始
め
､
大
唐
新
語
'
松

賓
雑
錦
'
酉
揚
雄
視
'
明
皇
雑
録
､
開
犬
侍
信
託
等
の
苗
逸
書

が
引
か
れ
て
屠
-
､
そ
の
文
章
73殆
ん
ど
皆
大
同
小
異
で
あ
る

が
'
此
等
が
殆
ん
ど
そ
の
ま
土

行
の
本
俸
に
探
り
入
れ
ら
れ

た
で
あ
ら
う
こ
と
は
､ノ
其
等
の
文
章
を

.I
諌
す
れ
ば
容
易
に
認
.

め
ら
れ
る
所
で
あ
る
｡
大
庸
俸
我
は
そ
の
撰
者
は
詳
か
で
食
い

が
'

そ
の
逸
文

一
巻
は
守
山
閣
叢
書
子
部
に
収
め
ら
れ
て

ゐ

p
.
大
庸
新
語
は
唐
の
劉
繭
の
鍵
で
あ
っ
て
､
重
較
説
郭
弓
第

四
十
八
に
は

一
巻
の
輯
逸
書
が
あ
る
が
'

一
行
に
関
す
る
記
事

は
甘
え
す
t.
稗
海
第
二
套
所
収
の
十
三
巻
本
に
之
餅
見
え
て
ゐ

る
｡
松
窟
雑
録
は
今
季
清
の
一
巻
本
が
原
本
説
郭
奄
三
､
同
四

十
六
､
顧
氏
文
虜
小
説
'
奇
習
密
叢
書
に
牧
め
ら
れ
て
ゐ
る
｡

然
る
に
此
に
就
い
て
は
重
絞
説
部
弓
箱
凶
十
六
に
赴
萄
鶴
の
松

窓
雑
録
｣
巷
が
載
せ
て
あ
ii
P
そ
の
中
に
李
渚
の
本
と
同
じ
文

章
が
牧
め
ら
れ
て
ゐ
る
ー｡
杜
葡
鶴
の
は
貴
地
発
哲
遺
書
唐
人
集

第
七
唐
風
集
後
丁
重
較
説
部
弓
第
四
十
六
､
五
朝
小
説
唐
人
首

､

家
小
説
偏
錬
家
､
原
本
説
郭
巻
四
の
中
に
松
賓
雑
記

一
巻
が
収

め
ら
れ
て
あ
り
､
此
に
は

一
行
の
記
事
は
見
え
な
い
が
'
上
述
ノ

の
富
較
説
郭
弓
第
四
十
竃
に
叉
杜
苛
税
の
松
窓
雑
鎗

一
巻
が
載

せ
て
あ
り
､
此
に
は

一
府
の
記
事
が
李
潜
の
雑
録
の
文
そ
の
ま

1
に
載
せ
て
あ
る
｡
松
窓
耗
銀

か
松
寮
雑
記
か
'
李
港
の
按
か

32.--
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杜
葡
鶴
の
按
か
'
今
此
を
決
定
す
る
こ
と
は
遜
か
に
容
易
で
は

な
い
が
､
何
れ
に
し
て
も
共
は
酉
揚
雑
弧
の
撰
述
年
代
と
錬
り

か
け
離
れ
て
ゐ
な
い
時
代
の
製
作
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
も
の

で
あ
る
｡
次
に
明
皇
雑
録
は
唐
の
宣
宗
の
大
中
九
年
(八
五
五
)

秘
書
省
校
喜
郎
郷
虚
轟
が
玄
宗
皇
帝
の
通
事
を
雑
録
し
た
も
の

で
'
現
存
原
本
説
郭
巻
三
､
間
三
二
､
墨
海
金
義
子
部
､
守
山

開
業
音
子
部
竺

一巻
本
が
収
め
ら
れ
'
殊
に
墨
海
金
壷
本
と
守

山
閣
叢
書
本
は
､

1
行
の
記
事
が
頗
る
詳
し
い
o
叉
開
天
俸
信

記
は
唐
の
鄭
集
の
峡
で
､

一.巻
本
が
石
川
拳
海
乙
集
'
重
編
百

川
畢
海
内
集
､
笹
津
討
原
第
十
六
集
に
収
め
ら
れ
て
ゐ
る
｡
以

上
の
記
録
は
皆
唐
代
の
'
し
か
も

一
行
の
入
寂
を
去
る
百
年
乃

至
二
百
年
前
後
の
筆
録
と
目
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
､
此

が

一
行
俸
研
究
の
重
要
な
資
料
で
あ
る
こ
と
は
疑
払
な
い
所
で

あ
る
｡
た
ゞ
こ
1
に
注
意
す
べ
き
は
'
此
等
の
著
銀
の
性
質
が

正
し
S
歴
史
的
性
格
を
持
つ
も
町
と
は
考

へ
ら
れ
な
い
か
ら
､

此
が
樽
を
製
作
す
る
場
合
に
'
底
ち
に
此
を
第

一
茸
料
i
Jす
る

/

と
い
ふ
乙
と
は
極
め
∵
危
険
で
あ
っ
て
'
此
の
粘
菌
唐
音
'
乗

高
伶
鳥
の
記
事
も
可
成
り
批
判
的
に
膚
検
討
せ
ら
る
べ
き
も
の

な
る
こ
と
は
'
敢
べ
て
言
ふ
迄
も
な
S
こ
と
で
あ
る
O

然
る
空

行
樽
を
研
究
ず
る
者
に
と
っ
て
'
今

1
つ
注
意
す

べ
き
は
唐
代
に
於
け
る
日
唐
交
通
史
上
の
入
唐
倍
の
菜
縛
で
あ

る
.
我
が
国
の
些

一日
宗
の
開
組
で
透
り
'
哀

富
密
教
の
虞
の
大

成
者
と
も
い
ふ
べ
き
弘
法
大
師
客
海
が
入
唐
し
た
の
は
桓
武
天

皇
の
延
暦
二
十
三
年
(
八

〇
四
)即
ち
唐
の
徳
采
の
頁
元
二
十
年

で
あ
り
'
そ
の
蹄
朝
は
平
城
天
皇
の
大
同
元
年
(八
〇
六
)即
ち㌔

唐
の
惹
宗
の
元
利
元
年
で
あ
る
｡
叉
天
台
宗
の
開
山
倦
敦
大
師

最
澄
も
年
を
同
じ
う
し
て
入
居
し
>翌
年
七
月
露
朝
し
て
ゐ
る
Q

延
麿
二
十
三
年
は

一
行
の
滅
後
僅
か
に
七
十
七
年

の
後

で
あ

こ

り
､
塞
海
は
鐸
朝
の
後
淳
和
天
皇
の
天
長
六
年
(八
二
九
)虞
言

付
法
倦

一
巻
､
即
ち
喝
付
法
億
を
壊
し
て

一
行
の
侍
を
記
し
て

′

ゐ
る
｡
天
長
六
年
は
唐
の
文
宗
の
大
和
三
年
に
嘗
り
､此
が

一
行

侍
研
究
と
し
て
如
何
疫
徹
威
あ
る
も
の
で
あ
る
か
は
此
に
依
っ

て
も
知
ら
れ
よ
㌣

殊
に
そ
の
中
に
引
用
せ
ら
る
1
玄
宗
皇
帝

御
撰
の
一
行
碍
師
碑
銘
な
る
も
の
は
､
賛
唐
音
宋
高
恰
侍
以
兼

矢
釜
し
い
も
の
で
あ
る
に
拘
は
ら
や
､
彼
の
地
に
は
全
-
滅
ん

で
そ
の
全
文
が
猫
｡
我
が
国
に
の
み
侍
は
つ
た
も
の
P
二

行

俸
研
究
の
無
二
の
賓
料
で
あ
る
こ
と
は
最
も
愉
快
に
塔

へ
な
S

所
で
あ
る
.
叉
最
澄
は
蹄
朝
の
後
嵯
峨
天
皇
の
弘
仁
十
年

(八

一
九
)
即
ち
唐
の
患
宗
の
元
和
十
四
年
に
内
詳
併
法
相
承
血
脈

譜
を
撰
し
て
ゐ
る
が
､
そ
の
中
､
胎
齢
金
剛
蘭
島
茶
羅
相
承
櫛

- 33-
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師
血
肢
譜
の
促
に

一
行
大
師
の
健
を
詳
し
-
綴
介
し
て
替
わ
i

此
亦

l
行
停
研
究
の
有
力
な
賓
料
と
言
は
ね
は
な
ら
な
S
｡
此

の
外
轟
わ
が
国
で
は
後
冷
泉
天
皇
の
康
平
三
年

二

〇
六
〇
･

北
宗
仁
宗
の
嘉
砧
五
年
)
に
成
尊
恰
都
の
壊
し
た
虞
言
付
法
等

要
砂

一
巻
.
承
淀
の
阿
姿
縛
抄
巷

一
九
四
'
玄
棟
の
三
困
倖
記

巻
二
等
が
あ
っ
て
'
此
が
研
究
に
賓
す
る
所
が
少
-
な
い
｡

以
上
は

1
行
偉
研
究
資
料
の
主
た
る
も
の
で
あ
る
が
｣
此
の

外
居
合
要
､
新
唐
音
､
弘
簡
錬
'
唐
文
粋
､
仝
唐
文
､
文
献
通

考
等
を
拳
ぐ
れ
ば
枚
挙
に
追
が
な
S
｡
併
し
英
等
は
ま
と
ま
っ

た
賓
料
で
は
な
S
か
ら
､
必
要
に
鷹
じ
て
栢
介
し
て
見
た
い
と

息
ふ
｡
な
は
新
唐
音
五
九
重
文
志
四
九
に
李
書
甫
の
一
行
倖

一

巻
が
あ
つ
た
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
が
'
今
日
偉
は
ら
な
い
の
は
残

念
で
あ
る
｡
李
書
甫
(七
五
八
-
八

1
四
)
は
吉
宗
の
潮
延
に
あ

っ
て
宰
相
と
し
て
敏
腕
を
ふ
る
つ
た
人
で
'
有
名
た
こ冗
和
郡
鯨

志
の
挟
者
と
し
て
も
知
か
れ
て
ゐ
る
人
で
あ
る
｡
そ
の
一
行
侍

の
散
逸
こ
そ
惜
し
み
て
も
飴
り
あ
る
も
の
と
首
ふ
べ
き
で
あ
ら

う
〇

三

㊥

｣
行
は
俗
名
を
張
速
と
呼
び
'
貌

州
邑
楽
(河
北
省
甫
紫
蘇
}

③

の
人
と
も
い
払
'
叉
拒

鹿
(河
北
省
軒
鹿
鯨
)
の
人
と
も
あ
り
'

何
れ
が
展
で
あ
る
か
ほ
う
き
か
し
な
い
O
庫
鹿
常
襲
は
共
に
河

北
省
の
南
に
あ
る
が
､
.そ
の
距
離
は
梢
偏
っ
て
ゐ
る
.
彼
は
唐

b

①

初
衰
州
都
督
で
ぁ
っ

た
郷
国
公
達
の
曾

孫
と
5
は
れ
'
父
懐

は

大
使
丞
で
あ
っ
た
.
そ
の
母
は
陵
西
の
李
氏
､
唐
の
高
宗
の
弘

道
元
年
に
生
る
.
後
は
托
胎
の
日
､
母
の
覇
上
に
二
三
寸
の
白

㊥

光
が
硯
は
れ
.
此
に
依
っ
て
十
歳
の
時
'
父
が
神
童
の
科
挙
に

上
さ
ん
と
し
た
が
'
母
の
反
封
す
る
と
こ
･ろ
と
な
か
,
此
が
後

年
彼
の
出
家
の
機
因
と
な
っ
た
も
の
1
如
-
で
あ
る
｡
彼
は
幼
.

少
か
ら
聴
明
の
昏
高
く
､
十
五
歳
に
し
て
博
-
経
史
を
披
翫
し
､.

九
流
を
畢
ん
だ
が
'
二
十

1
歳
卸
ち
則
天
武
后
の
長
凄
三
年

(七
〇
三
)
に
二
親
を
失
払
'
遂
に
厭
世
の
志
動
き
､
剤
州
書

取

山
恒
景
律
師
に
従
っ
て
出
家
し
た
の
で
あ
る
｡
彼
の
車
間
は
輝

を
嵩
山
大
照
輝
師
普
寂
に
習
ひ
､戒
律
を
常
陽
の
伶
虞
に
象
び
､

密
教
を
洛
陽
準
備
寺
金
剛
智
弁
び
に
洛
京
聖
書
寺
善
無
長
に
受

け
た
も
の
で
あ
る
o
文
鎮
が
恒
景
よ
れ
天
台
を
相
承
せ
る
こ
と

も
種
々
の
文
献
が
澄
明
し
て
誤
ら
な
い
所
で
あ
る
.
,例

へ
ば
智

詮
大
師
園
珍
の
作
と
稀
せ
ら
れ
る
諸
家
教
相
同
異
集
に
は
'

相
俸
云
｡
章
安
大
師
弟
子
道
東
律
師
｡
遺
棄
律
師
節
子
弘
景

律
師
.
弘
景
律
師
弟
子

1
行
阿
開
裂
也
｡

と
い
ひ
'
智
嶺
-
湛
頂
1
道
東
-
恒
景
-
一
行
と
相
侍
へ
て
行

4
I
qノ
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っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
ゐ
る
｡
此
に
依
っ
て
仁
基
の
呑
日
経
養

樺
捜
決
抄

1
に
山
王
院
記
を
引
用
L
t

.

一
行
和
侍
亦
智
者
第
四
弟
子
也
.
骨
於
常
陽
弘
景
輝
師
t
.久

ー

習
天
台
法
華
止
観
｡

と
記
し
て
ゐ
る
｡
叉
仁
和
元
年
(
八
八
五
)即
ち
唐
の
倦
宗
の
光

啓
元
年
､
安
然
の
挟
し
た
胎
戒
金
剛
菩
提
心
義
略
問
答
抄

一
に

依
れ
ば
､｢
此
是
天
台
宗

一
行
和
上
｣
と
S
払
'
同
三
に
は

｢
一

行
和
倍
元
是
天
台

一
行
三
昧
輝
師
｡
詑
待
天
台
鳳
満
宗
趣
｣
と

⑦

も
述
べ
て
ゐ
る
｡
恒
最
は
天
台
を
遺
棄
に
承
け
た
ば
か
り
で
な

-
､
戒
律
を
賂
南
山
遺
量
に
受
け
た
こ
と
は
'
凝
然
の
律
宗
竣

′

鑑
章
井
び
に
三
園
俳
法
博
通
縁
起
に
明
記
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
.
何
れ
に
せ
よ
恒
最
が
天
台
律
宗
の
相
承
者
で
あ
ゎ
'
叉
伶

虞
の
教
授
を
経
て
､
⊥
行
が
天
台
と
律
と
を
享
け
侍

へ
た
こ
と

に
は
疑
を
挟
む
飴
地
は
億
い
.

-

㊥普
寂
(
六
五
1-

七
三
九
)
は
北
宗
輝
の
派
組
紳
秀
の
高
弟
で
､

紳
秀
の
城
後
そ
の
迭
衆
を
統
領
し
､

一
代
に
重
き
を
な
し
た
歌

舞
の
賓
力
者
で
あ
る
｡
此
に
依
っ
て
一
行
の
韓
は
北
京
を
相
乗

し
て
ゐ
る
こ
と
が
解
る
｡
柴
秋
の
太
日
経
疏
縁
起
に
と
の
こ
と

を
記
し
､

准
蹄
門
師
資
承
聾
樹
所
示
､
東

五
組
弘
慈
大
師
門
下
､
有
二

弟
子
｡

一
是
凄
絶
｡
都
南
宗
也
｡

一
是
紳
秀
｡
即
北
京
也
o

弟
子
名
日
管
寂
.
即
疏
主
(
1
行
)
之
師
也
｡

4
'記
し
て
ゐ
る
.
恰
贋
に
就
い
て
は
今
彼
の
偉
記
を
明
か
に
す

る
何
等
の
事
係
わ
を
持
た
な
い
｡
山
川
智
鷹
氏
ぬ
現
代
沸
教
第

七
票

七
三
鳥

篭

)
に
於
い
て
,｢
中
庸
に
於
け
る
天
空

恥

と

一
行
阿
開
裂
の
法
服
｣
な
る
論
文
を
弊
衣
L
t
倍
虞
を
鑑
展

で
あ
ら
う
と
S
ふ
私
見
を
述
べ
て
ゐ
ら
れ
る
が
､
共
は
軍
に
私

見
に
止
ま
少
'
何
等
の
根
操
な
き
憶
測
で
あ
る
が
ら
'
此
に
従

④

ふ
こ
と
は
で
き
な
い
｡

⑩
.

金

剛
智
(
六
六
二

-
七
三
二
)
は
兜
名
を
紋
日
羅
菩
提

(V
a･

j
lJa
･b
o_d
h
i)
と
い
ひ
､･
群
欄
陀
寺
そ
の
他
印
度
セ
イ
ロ
ン
南
海

を
遊
歴
し
て
野
九
七
年
長
安
に
達
し
､
密
教
の
弘
通
に
貢
献
し

た
人
で
'
展
言
付
法
の
第
五
組
と
し
て
'
そ
の
郵
欝
は
主
と
し

て
金
剛
頂
部
の
経
典
を
樽

へ
て
ゐ
る
Q
基
海
の
秘
密
亀
英
雄
教

付
法
俸
即
ち
鹿
付
法
侍
の
金
剛
智
侯
に
t
.i

I

抄
門

一
行
;
欽
斯
秘
法
､
数
就
謂
絢
.
湖
上

〓

指
腐
｡
儀

廃
立
境
港
演
0

1
行
敬
受
斯
法
'
請
謬
流
通
｡

と
述
べ
て
ゐ
る
｡
文
書
無
畏
〇
ハ
三
七

-
七
三
五
)
は
虞
音
素
俸

拝
の
第
五
組
と
し
･tJ
知
ら
れ
'
粍
名
を
成
婆
掲
練
磨
封
(
G

u
I

bhak
a
ra
･･･Siq
lha)と
呼
び
'
挿
師
子
と
謬
す
べ
き
で
あ
る
が
'

- 35JT
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義
翻
し
て
善
無
長
と
い
ひ
'
略
し
て
無
塵
と
稲
す
る
と
い
.ば
れ

て
ゐ
る
｡
彼
の
葬
朝
は
開
元
四
年
で
､
そ
の
来
朝
の
経
路
は
金

剛
智
と
は
反
封
に
'
陸
路
迦
海
浦
羅
烏
葺
図
突
既
吐
巷
の
地
を

経
て
長
安
に
達
し
た
o
被
け
謬
経
中
量
も
特
筆
大
書
せ
ら
滝
べ

き
は
犬
毘
巌
遷
都
成
悌
面
壁
加
持
鮭
七
番
即
ち
大
日
経
の
帝
露

で
､
本
鰹
は
胎
磯
部
の
根
本
聖
典
と
し
て
金
剛
部
の
金
剛
薗
経

と
並
び
栴
せ
ら
れ
る
密
教
の
最
重
要
聖
典
で
あ
る
｡

一
行
の
大

日
鮭
疏
二
十
番
は
'
善
無
豊
の
謬
場
に
垂
七
て
箸
受
の
符
を
果

し
な
が
ら
､
そ
の
口
説
を
記
録
し
て
出
発
上
っ
た
も
の
で
､
大

日
経
研
究
の
秘
鍵
と
栴
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
｡

7
鰹
大
汗
経

の
原
本
は
､
唐
の
高
宗
の
乾
符
二
年
(
六
六
七
)入
竺
し
て
彼
の

地
で
病
残
し
た
支
部
修
の
贋
行
が
､
人
に
托
し
て
唐

へ
送
り
届

け
た
六
巻
本
と
､
善
無
豊
感
得
の
一
巻
と
を
合
冊
し
て
潮
謬
し

た
も
の
で
'

一
行
の
疏
は
そ
の
中
静
六
撃

二
十

言
m
に
就
い
て

註
樺
を
加

へ
た
も
の
で
あ
る
｡
然
し
て
大

月
経
の
漸
欝
は
開
元

十
三
年
に
謬
了
し
た
の
で
､

｢
行
は
疏
の
完
成
に
力
を
注
い
だ

が
､
未
だ
再
治
に
及
ぼ
す
し
て
残
し
て
了
つ
た
｡
東
密
所
俵
の

疏
は
こ
の
事
駄
本
で
あ
る
｡
然
る
に
一
行
は
そ
の
滅
時
'
之
が

再
治
を
弟
子
の
智
償
､
温
古
等
に
托

し
尭
の
で
'
そ
の
再
治
本

が
義
輝
と
呼
ば
れ
'
い
ま
台
密
所
俵
の
疏
と
な
っ
て
ゐ
る
｡

斯

の
如
く

一
行
の
密
教
史
上
に
占
む
る
地
位
は
非
常
に
茎
要
な
る

ヽ

意
義
を
持
つ
も
の
で
､
彼
が
密
教
の
二
大
眼
目
た
る
金
胎
両
部

を
相
承
し
､
･速
に
俸
持
第
六
組
と
な
つ
た
こ
と
は
､
ま
こ
と
に

由
あ
り
と
言
ふ
べ
き
で
あ
ら
ち
｡

四

1
行
の
畢
間
は
軍
に
併
教
拳
の
み
に
止
ま
ら
ず
.､
博
-
陰
傷

讃
轟
算
法
に
通
じ
'
殊
に
そ
の
天
文
暦
法
の
知
識
は
遠
く
他
人

/の
追
随
を
許
さ
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
･｡
此
は
彼
の
強
記
と
結
び
合

せ
て
理
解
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

f

∴
行
が
玄
宗
に
召
出
さ
れ
た
の
は
'
薯
唐
音

1九

二

弘
簡

銀
五
九
等
に
依
れ
ば
開
元
五
年
(七

一
七
)
彼
が
三
十
五
歳
の
時

⑪

で
あ
っ
た
｡
此
よ
り
先
'
彼
の
単
行
の
聾
が
高
-
な
る
に
つ
れ
'

彼
と
交
-
を
求
む
る
者
が
多
-
'
彼
の
則
天
武
后
の

一
族
で
営

時
確
率
を
悪
に
し
た
琴

二
恩
の
如
き
も
彼
に
近
づ
か
ん
と
し
た

が
'

一
行
は
逃
げ
て
高
山
に
陰
れ
た
と
い
ほ
れ
て
ゐ
る
C
そ
の

後
客
宗
が
東
都
留
守
奉
安
石
を
使
者
と
し
て
鄭
重
に
彼
を
召
出

さ
ん
と
し
た
が
､
こ
の
時
も
疾
と
構
し
て
起
た
な
か
っ
た
｡
玄

宗
の
俊
は
そ
の
族
叔
渡
部
郎
中
治
で
､
其
の
最
初
の
封
両
の
際

一

玄
宗
が
鹿

の
記
憶
力
を
試
放
し
､
息
は
す
御
喝
を
降
っ
て
;r
行

⑭

を
渡
し
､
聖
人
と
嗣
し
た
こ
と
が
億

へ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
此
よ
り

･･･-36
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一
行
の
信
任
は
芝

浮
-
針
先
大
殿
に
置
い
て
訪
ふ
に
安
閑
麗

人
の
道
を
以
て
せ
ら
れ
'
開
元
十
年
(七
二
二
)
永
路
公
主
が
王

辞
に
下
嫁
せ
ら
る
1

に
常
わ
､
玄
宗
が
過
度
の
仕
立
て
を
飾
っ

て
之
を
迭
-
出
さ
ん
と
し
た
時
も
'
彼
は
太
平
公
主
の
政
事
を

引
い
て
切
諌
し
て
か
る
位
で
あ
る
O
此
に
依
っ
て
も

一
行
が
'

常
時
廟
堂
で
如
何
に
有
力
で
あ
っ
た
か
ゞ

察
知
で
き
_る
主

恩

ふ
｡支

部
に
於
け
る
魔
法
の
研
究
は
､
唐
文
粋
九
四
､
全
唐
文
二

二
五
に
載
す
る
宰
瑚
張
説
の
大
街
麿
序
に
も
見
ゆ
る
や
う
に
'

太
初
よ
-
鱗
徳
麿
迄
二
十
三
家
を
数

へ
る
程
姦
か
っ
た
｡
然
る

⑪
に
開
元
九
年
(七
二

7
)
に
な
っ
て
､
そ
れ
迄
使
っ
て
き
た
鱗
徳

麿
の
日
蝕
が
度
合
は
な
-
な
っ
た
｡
そ
こ
で
ど
う
し
て
も
新
暦

を
作
製
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
､
そ
の
第

1
の
候
補
に
上
っ
た
の

が
ー一
行
で
あ
る
O
然
し
て
こ
の
時

一
行
を
朝
廷
に
推
薦
し
た
淡

⑯

は
前
述
の
張
説
で
あ
っ
た
O

そ
こ
で

7
行
は
暦
法
を
制
定
す
る

に
就
i
て
は
ど
う
し
て
も
天
鰹
の
観
測
を
行
は
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
の
で
'
慮
ち
に
上
奏
し
て
之
が
観
測
器
の
製
作
に
と
り
か
｣

,O
た
.
此
が
所
謂
黄
道
葬
儀
で
あ
っ
て
､
彼
は
之
を
常
時
の
天

文
象
と
し
て
知
ら
れ
て
ゐ
た
梁
令
喝
と
協
力
し
て
開
元
十
三
年

に
完
成
し
て
あ
る
｡
奮
唐
音
三
五
志

1
五
天
文
上
の
株
に
こ
の

時
の
こ
と
を
述
べ
て
..

､
於
是
玄
宗
祝
悠
製
銘
'
置
之
於
罪
垂
､
以
孝
農
産
｡
､鼻
二
十

八
番
及
中
外
官
､
輿
石
経
不
同
者
､.
凡
数
十
傑
｡.I

と
記
し
て
ゐ
る
｡

一
行
は
又
玄
宗
の
詔
を
受
け
て
契
合
項
と
銅

を
璃
て
風
項
に
象
っ
て
揮
天
儀
を
造
っ
て
ゐ
る
｡
此
は
出
来
上

る
と
水
蓮
揮
天
傭
硯
恩
と
呼
ば
れ
'
武
威
殿
に
置
5
て
百
寮
に

示
し
た
も
の
で
'
常
時
そ
の
精
妙
な
る
科
挙
的
知
識
は
普
く
駕

嘆
せ
fd
所
で
あ
っ
た
が
､
間
も
な
-
機
械
が
錆
び
て
勤
か
な
く

な
つ
た
と
い
ふ
Q
兎
も
角

1
行
は
此
等
の
横
桟
を
利
用
し
'
開

,元
十
二
年
に
は
俵
を
諸
州
に
分
遣
し
て
天
鰹
の
観
測
を
行
は
ん

′

と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
'
ー彼
が
大
街
麗
と
か
覆
矩
蘭
を
作
つ

た
と
S
ふ
記
録
か
ら
見
て
も
'
そ
れ
が
決
し
て
耕
上
の
墨
絵
で

な
か
っ
た
こ
と
を
詮
明
す
る
も
の
で
あ
る
O

一
行
の
暦
は
開
元
十
五
年
(七
二
七
)そ
の
草
稿
が
で
き
た
だ

け
で
一
行
が
死
ん
だ
ゆ
で
､
畜

不
は
更
に
簡
進
張
説
と
暦
官
陳

玄
景
等
に
詔
し
て
之
を
完
成
せ
し
め
､
明
年
八
月
張
説
が
此
を

開
元
大
桁
警

名
づ
-

奉
猷
J@
･

去

年
亮

讐

せ
し
め
･

㊨た
｡
新
奮
唐
音
の
膚
志
は
殆
ん
ど
ご
の

開
元
大
田
暦
の
持
載
と

言
っ
て
よ
い
位
で
'
欧
傷
修
も
此
を
'

′

⑩自

大
初
至
鱗
徳
麿
'
有
二
十
三
家
､
輿
天
錐
近
､
而
未
常
也
｡

37･-
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至

一
行
審
美
｡
其
倍
数
立
迭
'
尉
無
以
易
也
｡
後
世
鍵
有
攻

作
者
､
皆
依
倣
而
巴
.
･

と
激
賞
し
て
ゐ
る
O
併
し
乍
ら
'
強
払
て
.そ
の
快
鮎
を
撃
ぐ
れ

ぽ
'
本
暦
は
そ
の
名
の
示
す
が
如
く
'
周
易
大
街
の
数
よ
'D
推

し
て
術
を
立
て
た
も
の
で
あ
っ
て
'
朱
文
轟
も
そ
の
暦
法
遺
志

に
'
清
の
院
元
の
噂
人
俸

一
六
の
言
を
引
い
て
'

a;)
債

分
終
噺
､
穿
詮
博
引
､
翁
唐
暦
之
冠
｡
惟
使
易
孝
之
数
､

麓
立
法
之
嬢
.
不
免
附
倉
牽
渉
｡
噂
人
俸
論
日
.
昔
人
謂
d

l
行
斑
入
於
易
'
以
絃
衆
｡
是
乃
千
石
定
論
也
｡

と
述
べ
て
ゐ
る
｡
叉
菌
唐
音
三
二
志

一
二
麿

一
の
侯
に
依
れ
ば

本
暦
は
を

の
後
五
十
年
近
く
行
は
れ
た
′も
の
1
如
-
で
あ
る
｡

五

開
元
十
五
年
前
九
月
'

一
行
生
見
師
華
厳
寺
に
於
S
て
疾
薦

J

-
'
玄
宗
は
心
痛
の
飴
り
彼
の
た
め
に
大
道
場
を
立
て
上
梅
を

所
ら
し
め
た
が
そ
.の
功
な
く
'
十
月
八
日
新
馨
に
随
行
し
て
蓮

に
そ
こ
で
示
寂
し
た
も
の
で
あ
る
.
時
に
年
四
十
五
､
依
っ
て

遺
骸
を
同
棲
寺
に
と
ゞ
め
､
銭
五
十
寓
を
出
し
て
塔
を
納
入
原

に
建
て
'
犬
慧
輝
師
の
誼
貌

t
を
賜
は
り
､
帝
自
ら
そ
の
碑
銘
を

製
し
賜
う
た
｡
翌
年
叉
玄
宗
は
温
湯
に
行
事
の
際
､
一
行
の
塔

前
に
断
筆
し
て
惜
別
の
悲
し
み
史
衣
は
L
r
松
柏
を
蒔
か
し
め

ら
れ
た
と
い
ふ
｡
以
て
彼
が
如
何
に
人
君
の
脊
癖
を
厚
く
し
産

か
ゞ
想
像
で
き
る
で
あ
ら
う
｡

.

二
行
の
逸
話
は
今
浮
山
俸
は
っ
て
ゐ
る
｡
香
寧
ろ
彼
の
偉
革

-

は
か
1
る
虞
偽
不
明
の
偉
誼
の
た
め
に
'
そ
の
異
相
が
捉
払
灘

い
憾
み
が
あ
る
｡
併
し
偉
人
の
侍
に
は
必
す
此
に
附
曾
す
る
侍
.

詮
が
あ
り
､
此
が
叉
そ
の
人
の
性
格
を
最
も
よ
く
表
現
し
て
ゐ

る
場
合
が
少
く
な
い
か
ら
'
以
下
少
し
く
庇
を
紹
介
し
て
一.狩

人

侍
の
補
遺
と
も
し
て
乳
だ
い
と
思
ふ
｡

･-

⑳

そ
の
一
O
一
行
は
幼
時
家
が
貧
し
か
っ
た
の
で
畢
費
が
な
か

っ
た
.
偶
'
･隣
に
王
姥
計
る
も
の
か
あ
っ
.て
､
彼
に
数
十
寓
を

輿
へ
て
勉
強
さ
せ
て
や
っ
た
.

一
行
が
出
世
し
て
か
ら
､
王
姥

の
子
が
殺
人
罪
で
獄
に
附
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
O
姥
は
早
速

｣
行
を
訪
ね
二

行
の
力
で
命

乞
ひ
を

し
て
洩
ら
は
ん
と
し
た
｡

併
し

一
行
は
主
法
の
柾
ぐ
べ
か
ら
ざ
る
を
説
き
､
銀
で
で
き
る

と
と
な
ら
い
く
ら
で
も
お
返
し
す
る
が
と
言
つ
歴
ら
､
王
姥
牲

大
聾
で
役
を
罵
つ
な
の
で
'

一
行
も
詮
方
な
-
掃
天
寺
中
に
呪

法
を
行
払
､
大
赦
を
奏
請
じ
て
王
姥
の
子
を
助
け
た
.

@

そ
の
二
.
一
行
が
大
宿
を
鍵
ぽ
ん
と
し
て
諸
方
を
遊
訪
中
の
=

こ
と
'
天
台
山
閥
務
寺
の
古
松
あ
る
一
院
で
算
港
を
求
め
ん
と

し
た
･｡

然
る
に
一
行
わ
至
る
や
束
流
し
て
ね
た
門
前
の
水
が
忽

一･38-



39

ち
蓮
に
西
流
し
た
｡

曾

そ
の
三
.

一
行
が
背
景
門
下
に
あ
っ
て
嵩
山
で
勉
強
し
て
ゐ

た
｡

一
日
寂
は
大
い
に
群
倍
を
集
め
て
施
食
し
∵
集
る
も
の
千

-

絵
人
に
及
ん
だ
｡
そ
の
時
陰
士
底
鴻
な
る
者
が
あ
っ
て
そ
の
大

倉
の
讃
嘆
文
を
作
り
､
寂
の
門
下
を
し
て
之
を
讃
ま
し
め
ん
と

⊥
た
｡
然
る
に
鴇
の
作
文
は
文
字
が
ゆ
が
ん
で
且
つ
言
葉
が
諌

怪
で
あ
っ
た
.Q
で
'
之
を
読
む
人
は
よ
ほ

どの
人
で
な
け
れ
ば

謹
め
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡
そ
の
時
宵
さ
れ
た
の
が
一
行

で
､
彼
は
立
っ
て
巻
紙
を
伸
ば
す
と

一
驚
し
て
に
っ
こ
り
笑
っ

て
之
を
桝
の
上
に
置
い
た
O
底
鴇
は
そ
の
軽
卒
な
る
を
怪
し
ん

だ
が
､
い
よ
ツ
1
衆
倍
の
1
堂
に
脅
し
た
時

一
行
が
枚
を
嬢
っ

て
進
み
'
音
吐
朗
々
と
し
て
一
字
も
誤
ら
な
い
の
に
惰
然
と
し

て
驚
き
､｢
こ
れ
は
と
て
も
君
の
教
ふ
べ
き
人
物
で
は
な
い
｣
と

普
寂
に
語
-
､

一
行
を
し
て
遊
撃
の
速
に
上
ら
し
め
た
.

⑳

そ
の
四
.

山行
が
嘗
つ
て
遺
士
夢
崇
の
所
に
至
っ
て
楊
雄
の

太
玄
鮭
を
僧
り
溌
こ
と
が
あ
る
｡
数
日
の
後
彼
が
そ
の
本
を
返

し
に
行
く
と
単
票
は
驚
い
て
Pr
此
は
意
旨
深
遠
で
'
冶
協
は
数

年
か
1

つ
て
も
そ
の
意
味
の
通
ぜ
な
S
と
こ
ろ
が
あ
る
の
に
'

貴
公
は
も
う
返
す
の
か
｣

と
言
っ
た
｡
そ
こ
で

一
行
が
そ
の
挟

し
た
大
街
玄
勧
井
に
義
訣

一
巻
を
示
t
た
ら
'
崇
は
大
い
に
嘆

じ
て

｢後
生
め
顔
子
｣
と
い
′つ
た
と
い
ふ
JO

そ
の
五
品

和
瑛
が
漠
の
警

閲
の
言
着

い
て
､
蒜

に

コ

行
は
聖
人
か
｣
と
言
っ
た
こ
rq
Jが
掛
る
バ

.

@

そ
の
六
｡
1行
は
も
と
某
を
知
ら
な
か
っ
た
が
､
た
ま
～

]

張
説
の
宅
で
王
横
薪
の
某
局
を
見
'
趣
に
之
と
封
等
で
布
局
し

た
｡
役
は
笑
っ
て
張
詮
に
言
ふ
や
う

｢
此
は
た
ゞ
先
手
を
寧
ふ
.

だ
け
で
あ
る
｡
著
し
我
が
輩
の
四
句
を
念
じ
た
な
ら
ば
'
･東

に

自
在
の
芋
が
打
て
る
｣
と
言
っ
た
の
で
､･-
<
頂
は
国
手
で
あ
巧

と
言
っ
た
と
い
ふ
.

r

⑯

孝
の
七
｡
開
元
中
日
照
り
が
療
き
'
妄

宗
の
請
に
依
っ
て
経

を
下
し
て
雨
を
降
ら
せ
た
｡

そ
の
八
｡
玄
棟
の
三
園
侍
記
撃

て

一
行
阿
周
梨
事
の
健
に

一
行
が
楊
貴
妃
を
相
し
て
玄
宗
の
避
鱗
に
陶
れ
､
果
経
国

へ
埼

さ
れ
る
途
中
'｢
九
曜
の
易
の
固
｣
を
描
い
た
と
あ
る
が
t
.此
は

一
行
の
九
曜
農
園
に
開
す
る
後
世
の
附
倉
の
説
と
思
は
れ
る
｡

㊥

･'
そ
の
九
O
開
元
申
玄
宗
が
東
都
に
車
し
.･
歌
舞
の
天
官
尊
閥

に
登
っ
て
眺
望
を
悪
に
せ
ら
れ
た
時
'
帝
が

｢
我
甲
子
経
に
意

な
き
を
得
ん
や
｣
と
凄
然
i
t

て
轟
嘆
せ
ら
れ
潜
.
す
る
と
｣

行
は

｢
樫
下
行
幸
再
選
'
翌
酢
無
彊
な
ら
ん
｣
と
申
上
げ
た
と

の
L
)と
で
あ
fP
が
､
そ
の
後
膏
が
琴
の
高
男
橋
に
畢
生
､
始
め

∫
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40

て
そ
の
意
味
が
解
っ
た
と
い
ふ
O

そ
の
二

〇
｡
太
平
鷹
記

一
四
〇
番
に
魔
神
異
録
を
引
き
､
開

元
十
五
年

7
行
寂
滅
の
と
き
'
表
を
奉
っ
て

｢
後
慎
ん
で
宗
子

を
粕
と
な
し
､
蕃
臣
を
婿
と
な
す
勿
れ
｣
と
言
っ
た
が
､
そ
れ

は
李
林
甫
と
安
藤
山
の
乙
やと
を
濠
言
し
た
も
の
と
さ
れ
て
ゐ

る
｡

㊧

そ
の
二

｡
一
行
は
又
臨
終
に
遺
物

一
封
を
猷
上
し
た
..｡

玄

宗
が
開
い
て
見
る
と

｢
筒
音
蹄
｣
の
三
字
が
書
い
て
あ
っ
た
O

初
め
帝
は
そ
の
意
味
が
解
ら
な
か
っ
た
が
､
軍
に
行
事
す
る
に

〟

及
ん
で
探
′､J
止
を
嘆
具
し
た
｡

⑲

そ
の
1
二
O
開
亮
中
河
南
の
夢
糞
寛
が
悌
教
を
好
ん
で
一
行

の
師
普
茶
に
師
事
し
た
｡

一
夕
彼
は
菅
寂
の
所
へ
訪
ね
て
行
-

と
､
そ
の
日
に
限
っ
て
普
寂
は
小
用
が
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
､

彼
を
別
室
に
休
憩
さ
せ
て
お
い
た
｡
間
も
な
-
背
景
が
そ
の
居

室
を
清
潔
に
し
て
香
を
焚
い
て
端
坐
し
て
ゐ
右
と
､｢
天
師

一
行

和
侍
の
御
入
葬
｣
と
い
ふ
聾
が
し
て
二

行
が
は
い
つ
て
き
た
｡

二
人
は
薩
を
交
す
と
､
普
寂
は

1
行
の
耳
に
何
か
噴
い
た
が
､

一
行
は
た
ど

｢
よ
し
'
よ
し
｣
と
い
ふ
だ
け
で
あ
っ
た
｡
や
が

て
一
行
は
階
を
降
る
と
南
堂
に
這
入
っ
た
.
.そ
の
時
普
寂
は
弟

子
を
し
て
鐘
を
接
か
し
め
た
が
､
英
は

一
行
の
示
寂
と
同
時
で

あ
っ
た
｡
後
襲
寛
は
徒
歩
し
て
一
行
の
葬
式
を
遭
っ
た
が
'
そ

の
併
教
に
封
す
る
厚
穂
は
括
紳
の
護
り
を

招
い
た
程
で
､あ
っ

た
｡右

の
外
二

行
の
交
友
に
就
い
て

妄
写

れ
ば
発
つ
常
時
の

宰
相
で
あ
っ
た
特
進
集
腎
院
拳
士
修
固
史
上
庄
園
燕
図
公
張
詮

が
あ
ゎ
､

一
行
を
玄
宗
に
薦
め
た
の
も
張
説
で
あ
れ
ば
､

一
行

の
造
つ
暑
大
街
暦
を
完
成
し
て
玄
宗
に
奉
献
し
た
の
も
張
詮
で

あ
っ
た
.
張
説
の
大
術
暦
序
は
前
述
の
如
t
,
で
あ
る
が
､
此
の

外
全
唐
文
二
二
二
に
は
開
元
正
暦
提
乾
符
噴
'
同
二
二
三
に
は

賀
大
宿
暦
表
が
残
っ
て
ゐ
る
Q
又
同
九

1
四
に
は

一
行
の
答
張

燕
公
準
が
俸
は
っ
て
ゐ
る
｡
大
唐
新
語
巻

一
､
匡
賀
第

一
の
健

に
張
説
の
こ
と
を
述
べ
て
'

-

引
文
儀
之
士
､r
以
佐
王
化
｡
得
恰

一
行
､
賢
明
陰
傷
律
暦
｡

.
以
敬
捜
人
｡

と
あ
る
は
こ
の
間
の
滑
息
を
傍
へ
て
飴
り
あ
る
で
あ
ら
う
.
叉

⑲

河
南
の
常
襲
寛
と
の
関
係
は
前
記
の
轟
り
で
あ
fQ
が
､
奮
唐
音

八
八
列
侍
三
八
蘇
州
呉
解
の
人
陸
元
方
の
供
に
､
そ
の
干
魚

先
'
具
備
'･
景
融
､
景
獣
､
景
衛
等
の
こ
と
を
運
べ
､

倫

一
行
､
少
時
嘗
輿
最
先
昆
弊
和
書
｡
常
謂
入
日
｡
陣
氏
兄

弟
､
皆
有
才
行
｡
苗
之
葡
陳
'
無
以
加
也
｡
其
麓
常
時
所
柄

- 43-



如

此
｡

J
＼

と
言
っ
て
ゐ
る
｡
象
先
は
本
名
を
最
初
と
い
払
､
開
元
二
十
四

年
七
十
二
歳
で
卒
し
､
倍
音
左
丞
相
を
潜
ら
れ
た
人
.で
透
り
'

景
情
は
監
察
御
史
に
､
景
融
は
左
右
丞
工
部
倍
音
､
景
獣
は
殿

中
侍
御
史
､
景
融
は
弥
南
の
令
と
な
っ
て
ゐ
る
｡

六
●

一
行
の
著
作
中
最
も
重
要
な
る
も
の
は
悌
教
で
は
大
日
経
疏

即
ち
大
毘
虞
遷
都
成
併
鮭
疏
二
十
巻
で
あ
り
'
沸
教
以
外
で
は

開
元
大
街
麿

一
巻
で
あ
る
.
い
ま
大
在
蔵
経
中
よ
り
彼
の
関
係

し
た
謬
出
併
典
井
に
撰
述
を
列
車
す
れ
ば
次
の
如
-
で
あ
る
.｡

二

大
毘
虞
遷
都
成
悌
面
壁
加
持
鮭
七
番

善
無
畏
共
謬

二
'
金
剛
頗
経
毘
底
遷
都

一
百
八
尊
法
身
契
印

一
巻

善
無
畏

共
謬

三
､
薬
師
琉
璃
光
如
来
滑
災
険
難
念
涌
儀
軌

一
巻

i
行
艶

四
､
犬
毘
慮
遮
弗
悌
眼
修
行
俵
軌

一
巻

一
行
記

,

五
､
星
殊
室
利
格
鼻
徳
迦
寓
愛
秘
術
如
意
法

一
巻

一
行
撰

六
'
宿
曜
儀
軌

一
巻

一
行
撰

七
､
七
曜
髭
辰
別
行
法

一
巻

一
行
挟
ー

八
'
北
斗
七
屋
護
摩
法

1
番

一
行
撰

那

九
･
大
毘
鹿
遮
郵
成
俳
紅
疏
二
〇
巻

右

記

右
の
申
-
大
日
経
と
そ
の
続
に
就
い
て
は
上
潜
し
た
O
薬
師

滑
災
俵
軌
は
薬
師
法
の
本
軌
と
L
JtJ
名
高
い
も
の
で
あ
る
.
叉

■

轟

五
の
鼻
殊
室
利
法
は
大
威
徳
明
王
の
法
を
行
ふ
雑
密
軌
と
し

て
知
ら
れ
て
ゐ
る
6
此
の
外
囲
仁
の
入
唐
新
求
聖
教
目
録
､
安

然
の
諸
阿
開
裂
虞
言
密
教
部
類
惣
鉢
巻
上
等
に
依
れ
ば
'

1
0
'
最
上
乗
受
菩
提
心
魂
及
心
地
秘
訣

一
巻

無
畏
流
出

1
行
記

〓

'
棒
大
毘
虞
遷
都
成
悌
面
壁
題
持
経
八
蓮
花
胎
戒
海
念
悲

生
鼻
茶
羅
戯
大
念
詞
俵
軌
三
番

無
畏
謬

一
札
輩
受

.
瞥
月
評
語

一
二
'
調
伏
域
十
巻

等
が
瞥
げ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
調
伏
磯
は
蕎
唐
音
の

一
行
偉
'
弘
簡

銀
に
謂
ふ
梼
調
伏
蔵
な
る
こ
と
は
言
ふ
迄
も
な
い
｡
叉
沸
教
以
′

外
の
資
料
中
で
は
'
新
暦
書
巻
五
七
､
同
五
九
の
萄
文
志
中
に

一
行
の
著
作
と
し
て
次
の
如
-

十
七
部
の
多
数
を

奉
げ
て
ゐ

41-丁

る
｡

二
二
'
周
易
論
鯛

一
四
､
大
田
玄
固

一
巻

一
五
'
茸
決

一
巻

･一
六
'
大
宿
諭
二

〇
番
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七
'
樺
氏
系
錬

1
番

一
八
'
開
元
大
街
暦

一
巻

一
九
'
暦
議
十
番

二O
t
暦
立
成

〓

一食

二
二

暦
夢
二
四
番

二
二
､
七
政
長
麿
三
春

二
三
'
心
機
算
術
括

一
巻

二
四
､
天
一
太

一
経

一
巻

二
五
､
遁
甲
十
八
局

一
巻

二
六
'
太

一
局
遁
甲
腔

一
巻

二
七
､
五
宮
地
理
経

一
五
奄

二
八
､
六
壬
明
鏡
連
珠
歌

一
巻

二
九
'
六
壬
随
経
三
春

七

上
兼

一
行
の
侍
と
そ
の
著
作
tを
大
方
紹
介
し
た
つ
も
り
で
あ

る
が
､
此
に
依
っ
て
教
界
井
に
俗
界
に
占
む
る
彼
の
宣
歩
が
大

方
了
解
で
き
る
と
思
ふ
｡
然
る
に
一
行
の
如
き
恰
俗
に
亘
る
偉

大
な
人
物
で
さ
へ
今
迄
軍
に

7
部
の
人
の
間
に
そ
の
部
分
的
功

績
し
か
認
め
ら
れ
て
ゐ
な
い
こ
と
を
知
れ
ば
'
そ
の
他
の
人
々

が
'
-そ
の
教
界
に
毒
し
た
功
績
を
認
め
ら
る
れ
ぼ
国
家
融
合
畢

界
望
見
猷
し
た
努
力
が
忘
れ
ら
れ
､
妾
の
国
家
鹿
骨
車
界
に
毒

し
た
貢
猷
が
認
め
ら
る
れ
ば
教
界
に
放
け
る
寮
際
玖
仕
事
が
理

解
せ
ら
れ
な
-
な
る
と
い
ふ
こ
と
は
常
然
の
ご
と
で
あ
ら
う
｡
t

か
1

る
意
味
拡
於
S
て
>
教
界
で
正
常
に
認
識
せ
ら
れ
な
か
っ

た
人
物
､

一
般
文
化
史
上
に
於
い
て
伶
侶
た
る
が
故
に
冷
遇
さ

れ
て
漕
た
人
物
を
紹
介
す
る
こ
と
は
､
療

史
家
の
重
要
な
任
務

1

の
一
つ
で
は
な
い
か
と
思
ふ
も
の
で
あ
る
O
沙
門

一
行
は
密
教

史
上
か
ら
5
っ
て
も
､
暦
術
天
文
史
上
か
ら
JS
っ
て
溝
'
最
庵

重
要
な
人
物
や
あ
る
こ
と
扱
い
ふ
迄
も
な
い
が
'
彼
の
虞
倍
は

そ
の
両
方
面
か
ら
正
常
に
.LB=債
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
貸
し
S

一
文
を
草
し
て
'
一識
者
の
御
批
判
を
乞
ふ
次
第
で
あ
る
O

註①
.
一
行
博
の
研
究
論
文
に
は
長
谷
賓
秀
氏
の
｢
｢
行
阿
開
梨
｣
(明
治

三
五
-
一
〇
･
二

､
遍
照
六
-
一
〇
･
二

)､

]ハ
大
新
帝
五
三

.
八
･五
四
七
(大
正
三
1
一
･三
)
併
載
の
｢
一
行
押
師
俸
｣､
岡
崎

密
薬
氏
の
〓

行
阿
閣
俸
記
考
｣
(密
宗
拳
報
二
八
'
大
正
四
-
一

〇
)､
山
川
智
塵
氏
の

｢
中
庸
に
_於
け
る
天
台
宗
と
tL
行
阿
閣
梨

の
法
脹
｣
へ現
代
倍
数
七
-

七
二
㌢
七
三
十
昭
和
五
1
四
孟
)
等
が

あ
り
'
山
川
氏
の
論
文
は
稗
参
考
と
す
る
に
足
る
も
'
他
は
鎗
ど

覇
.み
る
に
足
ら
な
い
.
伸
は
大
村
西
巌
氏
の
｢額
敦
褒
達
意
｣
五

警

大
正
七
年
刊
)
め
-
,
そ
の
三
巻

p
.4
5
)
に
三
野
侍
㊦
-
三

一
讃
せ
ら
れ
た
い
｡

∵
′
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㊥

啓
麿
書

一
九

二

列
倖

一
四

一1-Q

③

宋
高
鮒
博
玉
｡

④

略
付
汝
侍
､
内
設
備
法
相
承
血
脈
譜
併
引
の
稗
氏
要
鐘
'
大
卒
膜

記
引
用
の
大
鹿
新
語
に
依
る
｡
栗
高
僧
侍
は
玄
孫
と
い
ひ
'
奮
唐

illl

事
は
孫
に
作
る
｡

①

略
付
法
侍
､
樺
氏
要
錦
に
依
る
9
奮
唐
音
は
壇
に
作
-
'
武
功
の

令
と
い
ふ
｡

㊥

樺
氏
賓
銀
に
依
る
.
略
付
法
博
に
は
十
五
歳
の
こ
と
と
す
れ
ゼ
も

文
顧
適
考
三
五
､
準
轟
考
八
重
斜
に
.｢
唐
有
産
予
科
O
凡
十
歳
以

下
､
能
迫

.L
経
及
孝
経
論
語
､
毎
巻
詩
文
十
通
者
､
予
官
｡
通
七

着
､
輿
出
身
｣
と
あ
Ji
､
同
番
二
九
､
選
馨
孝
二
､
勢
士
僕
等
に

依
-
､
樺
氏
更
級
に
徒
ふ
｡

､

⑦

宋
高
僧
侍
五
に
は
被
が
覆
州
山
五
泉
寺
に
入
巨
､
智
者
の
舵
を
追

っ
て
~
止
観
を
聾
ん
だ
と
記
し
~
叉
凝
鋲
の
禅
宗
穐
錐
章
に
は
｢
弘

景
律
師
､
輿
合
宗
殊
持
株
特
℃
是
南
山
桑
受
戒
弟
子
｣
と
あ
-
､

同
じ
-
三
関
傭
法
博
通
縁
起
に
吠
丁
私
費
是
南
山
律
師
親
慶
授
具

弟
子
｡
随
草
安
大
師
'
畢
天
台
宗
｣
と
も
い
ほ
れ
て
ゐ
る
｡
恒
貴

は

.I
に
弘
貴
に
作
-
､
宋
高
僧
侍
に
は
律
師
文
綱
の
弟
子
と
あ
る

も
疑
は
し
-
'
凝
然
の
南
山
親
慶
の
弟
子
と
す
る
が
正
し
い
('
比

は
前
引
山
川
氏
の
論
文
を
見
れ
ば
明
瞭
で
あ
る
｡
又
凝
然
は
情
景

を
牽
安
の
弟
子
と
言
っ
て
億
-
､
比
の
敦
は
飾
訊
統
紀

一
〇
章
安

努
出
世
家
の
弘
貴
の
侍
に
も
透
る
も
の
で
あ
る
が
､
此
が
謀
-
LIB

る
こ
と
も
亦
山
川
氏
の
説
の
通
-
で
あ
る
｡
兎
も
角
情
景
の
博
に

関
し
て
は
疑
義
が
少
-
L･̂
い
の
で
'
そ
の
憩
潮
の
研
究
を
も
近
い

う
ち
に
し
て
み
た
い
と
考

へ
て
ゐ
る
O

①

宋
高
僧
侍
に
は
証
を
大
藩
辞
師
に
観
る
｡
大
審
は
弟
子
の

一
行
の

試
練
で
あ
る
｡
大
照
輝
師
の
餅
は
奮
唐
音

一
九

一
､
列
俸

一
四

1

内
諾
悌
法
相
承
血
脈
譜
､
虞
言
付
法
纂
要
妙
に
依
る
l｡

㊥

弘
簡
銀
五
九
に
は
彼
を
悟
虞
と
言
っ
て
ゐ
る
.

@

開
元
七
年
爽
朝
の
こ
と
は
､
彼
の
金
剛
頂
綬
義
訣
に

｢
於
開
元
七

年
中
'
至
於
西
安
｡

i
行
弼
師
'
求
我
湛
頂
｣
と
あ
る
か
.w
t
虞

首
付
法
基
礎
砂
の

｢
開
元
八
年
'
金
剛
智
東
漸
｣
の
寵
は
誤
と
見

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡

′

⑪

傭
糾
統
紀
四
〇
は
開
元
三
年
燦
に
記
す
も
､
傭
荊
歴
代
通
我
は
五

年
三
月
八
日
の
こ
と
と
す
｡

㊥

酋
勝
春
租
雪

崩

急
難
銀
p
太
平
療
記
九
二
'
毎

耐
歴
代
通
載

1

三
｡

⑲

薯
唐
音

一
九

1
'
唐
骨
嬰
六
~
賓
治
通
鑑
二
一
二
､
弘
簡
錬
五
九
~

倦
瓢
歴
代
通
我

三

.
永
穆
公
表
め

こ
Fと
は
薪
唐
書
八
三
列
侍
八

玄
宗
二
十
九
女
の
健
に

｢
永
穆
公
主
'
下
縁
主
審
｣
と
記
載
さ
れ

て
み
る
｡

⑭

菌
唐
書
三
五
志

一
五
天
文
上
'
新
唐
書
三

一
､
天
文
志
二

一/
'
新

唐
啓
二
七
上
席
志

一
七
上
､
唐
骨
婁
四

二

'
惑
距
二

1
二
開
元
九

年
健
､
弘
簡
鎮
五
九
､
悌
弼
席
代
通
載

一
三
'
先
史
轟
の
暦
法
通

志

一
四
八
貢
等
参
照
｡
太
平
験
紀
二

一
五
引
用
の
大
唐
新
語

(秤

海
本
巻

〓
ニ
)
に
依
れ
ば
､
編
纂
は
顔
め
光
大
殿
で
行
は
れ
｣
後

J
麗
正
殿
に
移
し
て
行
は
れ
書

･

⑯

薯
唐
音
二
三

志

二

一潜

一
俵
.

㌻i山‖Ⅶ

@

張
記
､
大
行
暦
序
っ
新
唐
音
二
七
上
席
詰

一
七
俵
､
文
献
鵡
孝
二

一
九
参
照
.
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ヽ

㊥

新
唐
凄
三
七
上
暦
志

一
七
土
､
暦
法
通
志
｡
J

㊥

新
唐
草

石

止
暦
志

山
七
上
｡

⑯

一
行
揮
師
碑
鈎
､
内
諾
傭
法
相
永
血
脈
譜
､
∵酋
唐
音

1
九

T
､
宋

高
僧
俸
革
.
備
瓢
歴
代
通
載

二
二
'
弘
簡
錬
五
九
O

⑳

西
院
奔
弧

1
､
明
急
難
錬
補
遺
､
太
平
廉
記
九
二
'
偽
糾
歴
代
通

載

二
二
｡

.

@

箇
陽
東
娘
五
､
明
皇
雑
録
､
明
星
雑
録
補
遺
'
太
平
唐
記
九
二
'

瀞
府
元
金
八
六
九
､
億
億
番

一
九

二

乗
高
曾
侍
五
､
弘
簡
銀
五

九
｡

㊥

曹
陽
顔
貌
五
､
明
曳
車
線
補
遺
､
太
平
療
記
九
二
､

矢
高
伶
侍
五
O

㊧

宮
陽
薙
弧
五
､､
明
虫
部
銀
補
遣
､
太
平
贋
記
九
二
'
蕉
唐
音

一
九

一
'
束
高
曾
侍
五
､
弘
簡
銀
五
九
g

㊨

酉
傷
雑
弧
五
､
明
皇
薙
錬
補
遺
､
太
平
麻
紀
九
二
､
奮
僚
番

.Z
九

一
､
宋
高
恰
僚
玉
｡

⑳

酉
駿
難
凱

〓

1.
大
卒
旗
記
二
二
八
｡

㊧

閏
陽
顔
貌
三
､
太
平
鹿
記
三
九
六
｡

㊥

侍
載
､
松
窓
薪
銀
､
於
寮
雑
記
､
太
辛
勝
記

1
三
六
O

⑳

開
天
倦
信
記
､
太
平
膳
記

〓
ニ
六
｡

㊨

酉
陽
難
凱
五
､
明
急
熱
錬
補
遺
ー
闘
犬
倦
信
詑
'
大
卒
鹿
記
九
二

宋
高
僧
偉
五
｡

⑳

筋
麻
元
亀
七
八
三
引
用
.
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