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R
e
isc

hauer教
授
の

Ennin}s
D
iary

夷

謬
入
唐
求
法
巡
鰻
行
記
〕
に
つ
い
て

小

野

午

ハ
ー
バ
ー
ド
大
挙
の
ラ
イ
シ
ャ
ウ
ワ
-
教
授

の
近
業

E
n
l
in
.s

D
iar
y

お

よ
び

E
n
n
in
'S
T

rave
t
in

T
'a

n
g
C
h
in
a
に
つ
い
て
か
ね
て
う
わ
さ
に

は
聞
い
て
い
た
も
の
の

､
こ
の
程
よ
う
や
く
天
理
囲
書
館
鈴
木
治
氏
の
厚
意
で

披
見
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
感
謝
に
た
え
な
い
｡
申
す
ま
で
も
な
く
､
教
授

は
東
京
の
生
れ
で
'
オ
ペ
リ
ン
大
草
卒
業
の
後
'
パ
ヮ
大
草
や
東
大

･
京
大
な

ど
に
尊
び
､
中
国

･
朝
鮮
な
ど
に
も
遊
び
'
そ
の
後
教
程
の
論
著
な
ど
も
あ
.り
'

日
本
古
代
文
畢
お
よ
び
極
東
史
の
権
威
と
し
て
'
わ
が
国
の
東
方
聾
者
の
間
に

知
ら
れ
て
い
る
聾
者
で
あ
る
｡
も
れ
聞
く
と
こ
ろ
で
は
本
書
が
教
授
の
単
位
請

求
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
.
E
n
n
in
's
D
ia
ry
は
求
洋
行
記

の
完

評
で
あ
っ
て
'
こ
れ
に
脚
証
を
は
と
こ
L
t
索
引
な
ど
を
も
付

し
た
も

の
｡

E
r
mi
n.sT
r

avels
inT
.
alg
Chinaは
こ
の
銅
鐸
を
基
礎
と
し
て
出
来
上

っ
た
研
究
を
と
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
｡
後
者
の
内
容
は
先
づ
'
マ
ル
コ
･

ポ
ー

ロ
'
玄
英
'
成
尋
な
ど
の
旗
行
記
と
比
較
し
て
求
法
行
記
の
解
説
を
行
い
'

著
者
慈
覚
大
師
の
笹
記
を
述
べ
'
入
唐
の
経
過
を
語
り
'
唐
に
お
け
る
求
法
の

有
様
や
彼
の
地
の
官
憲
と
の
接
衝
を
明
か
に
L
t
在
磨
十
ヶ
年
に
わ
た
る
生
活

や
唐
土
の
風
俗
習
慣
'
或
は
常
時
の
併
教
事
情
'
さ
ら
に
脅
昌
の
排
僻
や
唐
に

お
け
る
新
羅
人
の
活
動
な
ど
な
ど
に
つ
い
て
記
し
'
そ
の
節
朝
の
こ
と
に
及
ん

だ
主
と
し
て

一
般
的
課
題
を
と
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
.
前
者
は
出
来
る
限
り

刻
明
な
離
岸
を
ほ
ど
こ
し
た
も
の
で
あ
っ
て
'
固
有
名
詞
の
こ
と
き
も
'
日
本

風
'
中
国
風
お
よ
び
朝
鮮
風
､
さ
ら
に
事
柄
に
N
.つ
て
焚
譜
な
ど
に
置
換
え
る

な
ど
'
そ
れ
ぞ
れ
に
麿
じ
て
氏
の
琵
博
な
知
識
を
活
用
す
る
と
共
に
'
行
文
中

難
解
の
も
の
に
封
し
て
は
一
々
考
産
を
加
え
'
自
己
の
見
解
の
み
な
ら
ず
'
贋

く
典
接
を
渉
猟
L
t
忠
賓
に
先
拳
の
関
係
論
文
を
あ
げ
'
そ
れ
で
も
達
に
詳
し

え
ざ
る
と
こ
ろ
は
必
ず
明
確
に
附
託
に
断
っ
て
S.る
な
ど
'
そ
の
翠
的
良
心
を

示
め
す
に
充
分
な
も
の
が
あ
り
'
し
か
し
て
ま
た
こ
の
書
が
短
期
間
の
著
作
と

は
相
遷
し
'
か
な
り
の
年
期
と
た
ゆ
ま
ざ
る
努
力
と
に
な
る
を
競
わ
し
め
て
3,

る
｡
そ
の
結
果
､
所
謂

｢先
人
の
幽
光
を
牽
揚
L
L
t
贋
く
世
界
に
勤
し
'
慈
覚

大
師
と
同
時
代
的
背
景
を
紹
介
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
'
そ
の
業
績
は
嘗
然
高

く
評
債
せ
ら
る
べ
き
も
の
が
あ
る
｡
た
ま
た
ま
自
分
も
求
法
行
記
に
封
し

て年

来
少
な
か
ら
ざ
る
関
心
と
興
味
と
を
3.だ
い
て
い
る
の
で
'
期
待
を
も
っ
て
本

書
を

一
讃
L
t
多
く
の
示
唆
や
利
鎧
を
得
る
こ
と
が
出
乗
､
そ
の
苦
心
に
つ
い

て
も
い
さ
ゝ
か
の
理
解
を
持
っ
て
い
る
と
自
負
し
て
い
る
.
し
た
が
っ
て
教
授
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の
成
果
に
封
し
て
は
心
か
ら
な
る
讃
辞
を
量
す
る
と
共
に
'
斯
界
の
た
め
に
大

S.な
る
喜
び
と
す
る
こ
と
は
人
後
に
寧
ろ
な
い
｡

し
か
し
'
徒
ら
に
こ
の
よ
う
な
讃
辞
に
終
始
す
る
の
み
で
は
固
よ
り
､
著
者

の
本
意
で
は
あ
る
ま
い
｡
そ
こ
で
讃
過
の
際
､
気
付
い
た
研
詔
に
つ
い
て
の
若

干
の
こ
と
が
ら
に
関
し
て
こ
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
無
意
味
で
は
な

3,と
思
い
'
自
ら
捕
ら
ず
も
記
し
て
み
る
こ
と
ゝ

し
た
.

1
㌧
(三
･七
･二
四
)
西
池
寺
講
起
信
論
座
主
謙
云
々
を

T
h
e
H
si･c
h
.ih･

ssu
h
eld
a
Lecture
on
the
K
ishinro
n
,T
h

e
A
bbot
w
as･･･(p
.21)

と
し
て
S,る
が

'
こ
れ
は
西
池
寺
の
講
起
信
諭
座
主
の
許
と
す
べ
き
で
あ

っ
て
'

同
様
に
悪
照
寺
の
贋
約
に
つ
い
て
も
法
花
座
主
と
あ
る
の
は

(三
･九
二

九
)

講
法
葦
軽
座
主
の
路
で
あ
っ
て
､
こ
れ
を

an
A
bbot
o
f
t
heT
e

nd
a
i
L
otu
s

Sect.
(p
.40)
と
す
る
の
は
如
何
か
と
思
わ
れ
る
｡

1
㌧
(三
･八
･二
九
)
定
紋

:
emp
ty
m
eal"
･･････in
d
i
cate
that
thi臥

is

a
substitute
term

f
or
Sai,
(p
.34
)
と
託
し
て
S,る
が
'
基
餌
と
欝
と

は
要
す
る
に
同

一
で
あ
っ
た
と
し
て
も
'
基
の
義
は
塞
首
葬
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
て
'
後
文
の
基
茶
な
ど
も
同
様
'
敬
ん
で
差
上
げ
る
食
事
と
い
う
意
味
で
あ

る
｡1

'
(三
･
二

･二
九
)
悪
雲
法
師

P
resum
ab
ty
the
C
h.angI
an
m
onk

o
f
th
is
n
am
e
m
en
tio
ned
o
n
X

t4,
(p,60)と
註
し
て
い
る
が

'
隻
は
こ

の
悉
雲
は
鑑
塵
に
従
っ
て
来
朝
し
た
人
で
'
日
本
得
宗
の
第
五
組
'
四
囲
屋
島

.

寺
の
開
基
と
な
っ
た
僧
を
指
し
､
千
綿
寺
の
悉
雲
と
は
同
名
異
人
と
解
さ
れ
る
.

一
㌧
開
成
四
年
二
月
入
日
か
ら
十
四
日
に
到
る
間
の
錯
簡
に
つ
い
て
は
す
で

に
気
付
か
れ
'
詳
記
し
て
は
い
る
も
の
ゝ

'
未
だ
原
典
に
封
す
る
復
背
を
試
み

て
い
な
3,｡
私
見
に
よ
れ
ば
'
八
日
の
記
事
は
偽
決
変
慎
者
で
終
っ
て
い
て
'

第
四
舶
射
手
以
下
'
廿

一
日

･
甘
二
日

･
廿
三
日

･
廿
四
日

･
廿
五
日

･
廿
六

日
お
よ
び
甘
七
日
の
膝
の
請
篠
法
師
'
不
許
往
台
州
'
左
右
轟
謀
'
遂
不
被
許
'

是
以
歎
息
者
ま
で
の
記
事
が
甘
八
日
の
膝
の
前
に
置
か
る
べ
く
､
し
か
し
て
こ

の
文
に
続
く
十
四

･
十
五

･
十
六
此
三
箇
日
是
塞
食
日
よ
り
十
七
日
･十
八
日
･

十
九
日
の
族
す
な
わ
ち
大
座
主
寄
上
天
台
山
書

一
曲
杵
柄
袈
裟
及
寺
家
未
決

･

修
樺
寺
未
決
等
並
分
付
雷
撃
倍
既
ア
ま
で
が
偽
深
夏
恨
者
に
続
く
の
で
あ
る
｡

か
-
錯
簡
を
正
す
こ
と
混
よ
っ
て
前
後
の
記
載
の
意
味
が
よ
く
通
ず
る
の
で
あ

る
｡
従
来
の
刊
本
も
未
だ
そ
の
報
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
先
般

｢大
和

文
化
研
究
｣
紙
上
に
梱
れ
て
か
S.た

･(三
′
二
).

一
㌧
(四
･二
三

〇
)
克
郎
水
門
を

T
u
n
g⊥an
g
W
ater
G
ate
(p.∞∽)と

し
て
S,る
が
勿
論
揚
州
の
東
都
水
門
の
こ
と
で
あ
る
.
後
文
に
東
廊
と

あ
る
も

ま
た
東
廓
の
誤
｡

1
'
(四
･二
･二
･六
)
同
十
将
に
つ
い
て

sim
pty
a
cop
y
is
t.s
eu
or

(p.88)
と
託
し
て
S,る
が
'
十
将
と
は
唐
宋
時
代
主
と
し
て
地
方

'
こ
と
に
節

度
使
な
ど
に
属
し
た
下
級
将
校
の
名
稀
で
'
同
十
将
も
ま
た
'
時
々
記
録
に
見

え
て
い
る
.
こ
れ
は
S.わ
ば
準
尉
に
嘗
る
も
の
で
あ
ろ
う
.

1
'
(E
I･二
･二
七
)
甘
堂
際
に
つ
い
て
も
ま
た
証
し
て
t
m
igh
t
b
e
K

an
-

t.ang
甘
堂

in
the
ne
igh

borhood
of
l･y
ang
宜
陽

6
n
the
Lo
洛

R
iv
e
r
.w

estofLo･y

ang､
but
I
cann
ot
identify
T
,ien･chou
境

(p,
9
0
)

と
述
べ
て
い
る
｡

甘
堂
陣
は
宜
陽
よ
り
寧
ろ
隣
州
城
内
に
比
定
す
べ
き

で
あ
る
.
境
が
果
し
て
隣
の
誤
り
で
あ
る
か
否
か
を
確
欝
す
る
材
料
を
持
合
せ

て
S.な
い
が
'
こ
れ
に
つ
い
て
は
更
に
考
究
し
て
見
た
い
.

T
t
(四
･三
･三
)
克
行
は
義
庭
の
別
名

(p,9
2
)

で
は
な
く
最
澄
の
高
弟
の

一
人
と
し
て
最
澄
侍
な
ど
に
見
え
'
そ
の
虞
鏡
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
三
井
寺

燕
三
条
嘩
戒
示
に
筏
っ
て
い
る
｡
さ
き
に

｢
五
基
山
｣
で
か
く
話
し
た
9
を
そ

Q
ま
～

引
用
し
て
い
る
が
'
こ
れ
は
失
捻
で
あ
る
か
ら
訂
正
す
る
｡
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一
'
(四
･三
･二
二
)
大
坂
腰
背

6
saka
m
ay
indicate
the
ptace
of

m
an
u
factu
re
in
Japa
n
.
b
u
t
o
n
e
cann
o
t
te
E

w
hich
G
saka
is

m
eant
(p.94)
と
註
し
て
い
る
.
大
坂
腰
帯
と
は
大
坂
石
を
用
い
て
飾
り
と

し
た
腰
背
の
こ
と
で
あ
っ
て
'
範
世
膏
寺
資
財
帳
な
ど
に
も
大
坂
石
を
用
い
て

作
っ
た
腰
背
の
記
載
が
あ
る
｡
延
苗
式
に
は
大
坂
沙
の
名
が
見
え
'
こ
れ
は
河
●

内
の
大
坂
山
で
'
金
剛
沙
の
こ
と
き
性
質
の
も
の
だ
と
の
こ
と
で
あ
る
｡
大
坂

石
と
大
坂
沙
と
が
同

一
地
方
の
所
産
で
あ
る
か
否
か
に
つ
S,て
は
大
方
の
示
教

に
倹
つ
こ
と
ゝ
L

t
こ
ゝ

で
は
し
ば
ら
く
美
麗
な
石
材
の
名
と
解
し
度
3,｡

1
､
(四
･三
･二
二
)
越
智
島
原
の
傭
人
の
飛
乗
の
た
め
'
転
宿
益
が
月
内

を
限
っ
て
本
船
に
来
る
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
記
事
に
証

し

て

P
resu
m
abty

the
act
had
m
ade
him
ritually
.im
p
u
r
e.(p
,95)
と
説
明
し
て
い
る
.

謬
文
に
飛
喪

(T
o
b
im
o
)
に
つ
い
て
の
説
明
語
の
な
S.の
は
恐
ら
-
取
落
で
あ

ろ
う
.
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
な
ら
ば
'
寛
は
急
死
の
原
因
が
両
人
の
間
に

起
っ
た
傷
害
事
件
の
結
果
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
わ
か
.
か
く
て
そ
の
乗
船

.不
許
可
も
恐
ら
く
刑
法
的
原
因
に
よ
る
も
の
と
解
す
べ
く
'
異
な
る
ritua音

im
pure
の
た
め
で
は
あ
る
ま
い
｡

1
㌧
(四
･三
･二
三
)
大
使
確
近
江
博
士
家
継
を

A
m
baSsador.s
a
t.ten
･

dant.
the
O
mi

p
rofessor.
A
w
a
da
no
letsu
gu
･･-
･と
し
'
さ
ら
に

証
し
て

○
mi

近
江

p
resum
abty
w
as
letsu
g
u.sp
rovi
n
ce
o
f
o
ri
g
in
,

(p
.9
6)
と
し
て
い
る
が
'
寧
ろ
も
と
大
使
傾
従
江
博
士
栗
田
家
継
と
あ
っ
た
の

が
従
が
近
に
誤
害
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
｡
江
博
士
は
悪
博
士
な
ど
も
書
き
'

給

(葺
)
博
士
に
嘗
る
の
で
あ
っ
て
'
家
鰭
が
近
江
の
出
身
で
あ
る
が
た
め
に

近
江
博
士
と
い
っ
た
と
い
ぅ
よ
う
な
こ
と
は
恐
ら
Y
根
接
の
な

い
こ
と
で
あ

ろ
う
｡
平
安
初
期
に

お

け
る
注
意
す
べ
き
渡
航
書
家
の
た
め
に

三
石
記
し
て
お

く
0

1
'
(四
･四
･二
二
)挟
抄
を
P
osSibly
m
eaning
a
scribe
or
Serv
an
t･

(p
.)
19
)

と
解
す
る
は
誤
り
'
か
じ
と
り
と
訓
む
べ
き
で
あ
る
｡

一'

(四
･五
･二
)
話
に
庸
絹
と
爽
相
と
を
同

1
の
も
の
と
し

て

い
る
が

(p
.)22
)

如
何
で
あ
ろ
う
か
.

両
者
と
も
こ
の
時
代
の
寛
例
は
な
い
が
'
正
倉

院
に
は
奈
良
時
代
の
も
の
が
多
-
頻
っ
て
い
る
｡
後
者
は

一
に
裾
糠
と
も
書
き
､

そ
の
技
法
は
な
お
は
っ
き
り
し
て
い
な
3,が
'
梨
鞄
を
二
つ
或
は
四
つ
折
り
し

て
横
様
を
彫
り
抜
い
た
二
枚
の
板
の
間
に
.は
さ
み
'
染
料
を
注
い
で
染
め
た
も

の
と
解
さ
れ
て
い
る
｡
.前
者
は

1
に
旦
父

(
め
ゆ
い
)
と
も
S,わ
し
ぼ
り
染
で

あ
る
か
ら
'
そ
の
技
法
は
異
る
｡

1
'
(四
･五
･二
八
)
石
碑
環
鳴
.
石
碑
に
証
し
て
S,ぅ
'

m
eanil
g

the

thu
n
d
er･g
o
d
,
presu
m
a
bty
becau
se
o
f
the
id
en
tiG
catio
n

in
Japa
n

o
f
certa
in
ston
es.
p
articu
tarty
n
eotithic
w
eap

ons,
wi
th
th
u
n
d
er･

bo
tts.
(p.)28)
し
か
し
こ
れ
は
国
文
拳
に
お
け
る
､
S,そ
の
か
み
ふ
る
云
々

と
い
う
振
る
の
枕
詞
を
漢
文
風
に
現
し
た
も
の
で
あ
る
.
従
っ
て
直
接
に
は
石

神
は
大
和
の
石
上
潮
紅
を
さ
し
'
石

(
い
そ
)
は
磯
に
通
じ
'
-放
浪
の
磯
に
荒

れ
狂
う
有
様
を
形
容
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
3,.
も
っ
と
も

こ

の
石
上
神
政
の

は
じ
め
が
石
韓
時
代
の
武
器
と
関
係
の
あ
る
な
し
に
つ
い
て
は
し
ば
ら
く
ふ
れ

な
い
こ
と
ゝ

す
る
.

1
㌧
(四
･九
･
1
二
)将
理
不
侍
所
由
恐
動
著
も
亦
頗
る
難
解
で
あ
る
(p
･)48)0

し
か
し
前
文
か
ら
綾
け
て
'
詰
み
て
格
を
換
す
る
の
に
'
恰
尼
の
頑
陀
を
行
す

る
も
の
の
'
州
願
に
到
る
も
の
有
ら
ば
'
安
濯
し
て
も
っ
て
理
む
る
に
任
か
せ
'

所
由

(役
人
)
を
し
て
恐
れ
動
か
し
む
る
を
え
ざ
れ
よ
と
い
え
り
と
謹
む
な
ら

ば
意
は
少
し
く
通
す
る
で
あ
ろ
う
｡

1
'
(甲

二

･二
二
)
寿
箇
書

(p
.(5
5
)
と
あ
る
望
卑
筒
書
に
改
む
べ
く
'

当
時
の
育
州
節
度
使
葦
長
の
こ
と
で
'
彼
の
こ
と
は
唐
蓄

･
全
唐
文
に
も
あ
る
｡
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1
'
(四
･七
･二
八
)
郷
事
老
人
に
つ
い
て
は

p
oss
ib
ty

a
copy
is
t.s

erro
r
for
h
si
an
gc
h

.i
･1ao
郷
蓄
老

(p
.139)
と
解
し
て
い
る
o
L
か
し

前
後
の
閲
係
か
ら

〔帽
〕
郷
'
寄
差
入

〔勘
事
由
〕
と
す
べ
き
で
､
老
は
差
の

欝
窯
と
見
倣
L
t
郷
に
帖

(-
煤
)
L
t
暮
ら
人
を
差
し
て
事
由
を
勘
ら
べ
し

め
よ
と
讃
む
べ
き
で
あ
ろ
う

｡

1
㌧
(四
･九
･三
)
告
示
畜
聴
状
州
状
上
着

(p
.)44)
は
証
の
よ
う
に
頗
る

難
解
で
'
恐
ら
く
.%
字
か
脱
落
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
｡
但
し
'
書
は
遊
方
停
叢

書
本
の
よ
う
に
審
と
解
す
る
よ
-
'
む
し
ろ
雷
の
誤
-
と
す
べ
き
で
は
あ
る
ま

S.か
.
ち
な
み
に
告
示
は
前
句
に
綬
き
'
こ
ゝ

に
旬
報
が
打
た
る
べ
き
で
あ
る
｡

一
､
(五
･
丁
二
一
)
謹
空

orig
in
aE
y
m
eaPin
g
tha
t
a
b-ank
space

had
been
teft
at
the
end
o
f

the
tetter
t
o

p
e
r
m

i
t

a
s
i
m
pte
repty
,

･･･‥
･(p
.)62)
と
説
明
し
て
い
る
｡
し
か
し
基
は
基
飯
の
場
合
と
同
じ
く
基
首

葬
の
義
で
あ
っ
て
､
頓
首
な
ど
ゝ

い
う
に
同
じ
｡

一
'
(
五
･二
･二
八
)
開
成
五
年
二
月
二
十
八
日
の
村
人
於
堂
前
､

同
賓
各

自
成
と
此
開
元
寺
宿
と
の
間
に
錯
簡
が
あ
-
'
こ
れ
を
正
し
て
責
む
必
要
の
あ

る
こ
と
は
す
で
に
拙
文

(入
唐
求
法
巡
鰻
行
記
研
究
概
報

〔大
和
文
化
研
究
〕

≡
ノ
二
)
に
述
べ
た
ど
と
-
で
あ
る
｡
か
く
て
法
要
寺
を
莱
州
府

志

の
記
録

に
従
っ
て
維
麻
の
西
五
十
里
に
も
と
め
る
岡
田
博
士
の
説
を
採
用
す

る

こ
と

(p
.)90)
は
何
等
限
接
の
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
法
雲
寺
は
嚢
村
す
な
わ
ち
今
の

牢
乎
解
任
蔓
集
に
あ
っ
た
寺
院
で
あ
る
｡
果
し
て
し
か
ら
ば
'
若
し
仔
藁
集
に
.

到
っ
て
捜
す
と
き
或
は
そ
こ
に
王
行
則
の
碑
文
を
再
び
見
付
け
出
す
こ
と
が
出

来
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
｡

1
㌧
(五
･三
･
一
四
)
中
卒
村

(p
,)88
)
抱
囲
を
按
す
る
に
こ
の
附
近
に
苧

李
な
る
地
名
が
存
し
て
い
る
o
か
く
て
中
は
平
の
誤
り
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
0

1
㌧
(五
･三
二

七
)家
婦
喋
恕
'
夫
解
揮
戯
を

T
h
e
lad
y

o
f
t
h

e
house

reviled
us
.
b
u
t

her
husban
d
expta
in
e
d

that
she
w

as
m
akin
g

a

joke.
(p.)91)
と
評
す
る
は
精
々
原
意
上
達
い
も
の
が
あ
る
｡

揮
厳
と
は

拳
を
し
て
あ
そ
ぶ
こ
と
で
'
家
婦
の
ど
な
り
ち
ら
し
た
こ
と
な
ど
も
必
ず
し
も

園
仁
の
一
行
の
み
に
封
す
る
も
の
と
決
っ
た
わ
け
で
な
く
'
そ
の
夫
の
遊
び
人

で
あ
る
こ
と
に
向
っ
て
で
あ
っ
た
と
の
解
棒
を
擁
ん
で
み
る
飴
地
が
な
い
の
で

は
な
い
｡

一
㌧
(五
･三
･二
五
)
尭
賜

一
中

(p
.196)
l
中
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
同
様

解
鰐
に
苦
し
む
も
の
で
あ
る
が
'
或
は

1
断
中
衛
の
略
稀
で
は
あ
る
ま
い
か
.

こ
の
手
紙
の
宛
先
き
で
あ
る
張
副
使
は
圃
仁
の
た
め
に
二
十
三
日
に
六
七
人
の

官
人
と
共
に
蘭
を
修
め
て
い
る
｡

一
'
(五
･四
･五
)
不
村
の
不
は
聾
窯
の
誤
り
で
あ
ろ
う
と
し
て

い
る

(p
.

2
0
)
)

然
し
地
圏
に
よ
る
と
附
近
に
見
阜
萩
と
い
う
地
名
が
あ
り
'
常
時

こ
の

附
近
が
阜
村
と
呼
ば
れ
て
3,た
と
の
推
測
も
不
可
能
で
は
な
い
.
果
し
て
し
か

ら
ば
不
と
早
は
看
過
で

一
概
に
誤
り
と
も
断
定
し
難
く
な
っ

て来
る
の
で
は
あ

る
ま
わ
か
0

1
､
(五
･四
･
二

)高
城
斯
界
鳶
婚
村
里
甫
家
に
つ
い
て
L
i
F
u
p
r
obabty

is
a

cop
y
is
t
.s
error
f

or
the
surnam
e

H
u
an
g･F
'u

皇
南
と
註
し
て

い
る

(p
･2
05
)
し
か
し
む
し
ろ
里
を
村
裡
村
裏
な
ど
の
同
音
と
見
て
漕
増
村
裸

の
商
家
と
解
し
た
方
が
穏
雷
で
あ
ろ
う
｡

一
㌧
(五
･七
･三
)
淘
海
倍
貞
素
が
登
仙
の
た
め
に
害
し
た
詩
揮
序
は
行
記

中
で
も
難
解
の
箇
虞
で
あ
る
.
教
授
が
敢
然
こ
の
離
籍
を
試
み
て
お
ら
れ
る
の

は
敬
服
に
値
L
t
特
に

〔麿
〕
公
什
而
習
之
の
仲
を
助
の
誤
り
と
す
る
粘
は
仲

々
の
思
わ
付
き
で
首
官
す
る
に
足
る
も
の
が
あ
ろ
う
.
し
か
し
覇
業
を
覇
葉
の

誤
り
と
し
鼻
薬
の
こ
と
に
擬
せ
ん
と
す
る
の
は
如
何
で
あ
ろ
う
か

(p
.NP
)覇

業
と
は
こ
こ
で
は
躍
の
よ
う
な
も
の
を
指
し

てい
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
慮
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考
し
度
い
の
で
あ
る
が
'
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
切
に
大
方
の
示
教
に
侠
つ
も
の

で
あ
る
O
さ
ら
に
書
信
始
而
復
終
以
下
'
四
月
糞
渚
如

二

首
途
室
尽
之
耳
の

こ
と
き
も
'
如

一
を
加

1
と
し
'
之
耳
を
之
zIIと
改
め
る
な
ら
ば
多
少
通
じ
易

-
な
る
の
で
あ
る
が
'
こ
れ
も
又
切
に
示
教
に
倹
つ
も
の
で
あ
る
｡

二

(五
･七
･
二

1)古
城
村
の
位
置
に
つ
い
て

A
K
u
･c
h
.el
g
is
sh
ow
n

just
n
orth
o
f
th
e
m
ord
ern
tow
n
of
T
.ai
･y
iian･h
sien
in
S
h
an
Ih
si

t.u
n
g
･c
h
ih
2
.5
a
.(p
.267
-

8
)
と
証
し
て
'
こ
れ
を
太
原
麻
城
の
北
の
古
城

村
に
常
て
て
い
る
.
し
か
し
こ
の
古
城
村
こ
そ
唐
の
晋
陽
城
の
所
在
地
で
あ
る

か
ら
'
行
記
に
い
う
と
こ
ろ
の
古
城
村
は
嘗
然
別
所
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
O
古
城
村
の
位
置
を
何
虞
に
比
定
す
べ
き
か
は
今
の
と
こ
ろ
結
論
を
え
る
に

至
っ
て
い
な
い
が
､
現
在
の
古
城
村
と
同
税
す
べ
き
で
な
S.こ
と
は
確
で
あ
る
.

〃･

1
'
(
五
･八
･
1
)
沿
州
南
行
門
｡
戟
智
院
本
は
南
行
門
と
な
っ
て
い
る
｡

同
署
に
よ
る
と
〝
は
行
字
誤
字
な
ど
の
し
る
L
に
用
い

てS,A
.
し
た
が
っ
て

南
門
と
改
め
る
の
が
正
し
い
O
英
文
は

th
e
sou
th
G
ate
(p
,840
)
と
あ
る

か
ら
評
に
は
何
等
の
誤
-
は
な
3.の
で
あ
る
が
校
勘
の
際
の
注
意
と
し
て
蛇
足

な
が
ら
記
し
て
お
-
｡

1
㌧
(
五
･八
･
1
五
)
こ
の
店
を

Store
と
謬
す
る
こ
と
は
こ
の
場
合
通
常

で
は
な
く
､
寧
ろ
in
n
と
し
た
方
が
事
賓
に
即
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
｡
古
今
課

に
店
置
也
'
所
以
置
貨
幣
物
也

(簾
幣
字
典
)
と
見
え
'

一
般
に
み
せ

(店
舗
)

の
意
味
に
用
い
鳴
れ
る
が
'
唐
代
に
は
別
に
倉
庫
'
居
酒
屋
や
旅
館
を
意
味
し

た
こ
と
は
加
藤
博
士
や
小
川
教
授
が
考
許
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
-
で
あ
っ
て

(東
洋
史
研
究

二
二
ノ
六
の
五
三
五
-

大
京
)
こ
と
に
道
路
に
臨
ん
だ
店
を
も

っ
て
行
族
の
依
託
す
る
と
こ
ろ
な
り
と
説
明
し
た
例
が
惰
苦
学
韓
侍
に
見
え
る
O

か
ゝ

る
臨
道
の
族
舎
式
人
寄
り
場
所
が
中
心
と
な
り
や
が
て
地
名
化
し
て
い
く

例
は
か
な
り
奮
い
時
代
か
ら
の
こ
と
ら
し
く
'
行
記
に
も
某
店
と
い
う
宿
場
名

が
し
ば
し
ば
出
て
き
て
い
る
o

l
'
(五
･八
･二
九
)
管
幕
に
話
し

て
is

presu
m
ab
ty
an
err
or
for

骨
董

(p
,282
)
と
L
t
幕
を
茎
の
誤
寓
と
解
し
て
い
る
が
'
こ
ゝ
に
管
幕
と
は

野
外
に
軍
除
が
宿
営
し
て
S,る
こ

と
を
形
容
し
た
も
の
で
あ
っ
て
'
瞥
幕
の
軍

隊
と
讃
む
べ
-
'
謬
文
に

T
h
e
tom
b
b
u
itders
an
d
soLdiers
stretch
ed

ou
t
for
fiv
e

ti,
と
し
て
い
る
の
は
首
肯
し
難
S..

7
､
(
五
二

二
･二
五
)
更
別
入
新
年
を

sin
ce
w
e
w
ere
o
n
ce
agai
n

enterin
g
a
n
ew
y

e
a
r,････-
と
詳
し
て
い
る
､(p
,296)
更
別
を
さ
ら
に
す

な
わ
ち
と
読
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
が
'
こ
1

で
は
の
り
を
あ
ら
た
め
て
と
解
す
べ

き
で
5あ
ろ
う
.

T
P
(六
･二
･
二
)
葺
三
蔵
摩
頂
桧
樹
を
摩
損
で
句
切
り
t
O

nthewatt

w
a
s
p
ai
n
te
d

tou
chin
g
th
e
L
e2Lrned
D
octor.s
h
ead
in

o
r
din
ation
.

T
h
e
H
sin
g･fu
･ssu
w
e
st
o
f
th
e
S
un
g
･sh
u
･ch
ie
h
枚
樹
衛
-
･･･(p,3
0

1

I
2)
と
謬
し
て
い
る
が
､
三
蔵
摩
頂
の
桧
駕
と
讃
む
べ
き
で
'
橡
樹
種
な
ど

と
S.ふ
荷
路
は
長
安
に
は
な
い
O
こ
ゝ

に
街
と
は
朱
雀
大
筒
の
こ
と
で
あ
る
O

興
編
寺
は
修
穂
坊
に
存
L
t
朱
雀
待
と
は
や
ゝ

離
れ
て
い
る
が
'
常
時
長
安
は

こ
の
御
道
を
も
っ
て
東
西
二
京
に
分
ち
'

1
に
東
西
荷
と
も
左
右
衛
と
も
呼
ん

だ
.
衛
西
と
い
ふ
は
恐
ら
-
西
衛
と
い
う
に
同
じ
で
あ
ろ
う
.
な
お
玄
英
三
蔵

摩
頂
の
校
の
俸
詮
は
傍
観
統
記
な
ど
に
も
あ
る
有
名
な
話
で
あ
る
が
'
こ
れ
で

見
る
と
義
浮
の
場
合
も
か
ゝ

る
停
説
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

1
㌧
(三
･六
･二
八
)
両
港
寺
を
司
農
寺
と
い
う
役
所
名
に
解
す
る
こ
と
に

も
ま
た
問
題
が
あ
る
(p
.333)両
港
寺
は
西
内
に
あ
る
両
龍
寺
の
誤
り
と
考
え

ら
れ
'
欝
唐
等
武
宗
本
紀
禽
昌
三
年
六
月
の
俵
に
西
内
両
龍
寺
災
と
あ
る
の
に

款
嘗
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
0
同
書
五
行
志
は
殖
龍
宮
と
な
っ
て
い
る
が
'
宵
で

な
く
寺
が
正
し
い
と
思
う
.

一････63-



234

二

(四
･九
･
〇
)宗
平
太
羅
天
を
T
su
n
g
･p
.in
g
･t.ail)o
H
eaven
(p
.35))

と
す
る
の
も
如
何
か
と
思
わ
れ
る
｡
平
に
は
非
ら
ナ
乎
で
'
も
と
乎
或
は
子
と

あ
っ
た
の
が
誤
害
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
果

し
て
然
ら
ば
大
窪
天
を
す

み
か
と
す
る
の
義
と
な
る
の
で
あ
る
｡

一
'
(
五
･三
･三
)
里
乗
越
著
に
証
し
て
理
乗
越
著
と
し
て
い
る
(p
.357)の

も
ま
た
不
適
常
で
'
こ
の
膝
も
畳
は
黒
の
誤
り
'
黒
衣

(僧
侶
)
の
束
が
黄
衣

(道
士
)
の
気
に
勝
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
.

1
㌧
(五
･五
･
l
六
)
留
期
分
は
留
斯
分
の
誤
窯
で
あ
る
が
'
そ
れ
を

Stay

a

w
h
ile
Lo
n
ger
(
p
,367)と
評
す
の
は
如
何
に
讃
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
.
｢留

ま
り
て
こ
ゝ
に
分
か

れ
ん
｣
と
謹
む
べ
き
で
遜
る
.

一
'
(五
･六
･九
)
賛
辞
は
貴
樺
で
あ
っ
て
'
自
分
の
み
膏
群
を
葺

っ
て
他

を
拒
む
の
義
で
あ
ろ
う

(P
,3
70
)
さ
ら
に
≡
封
行
宮
遠
道
走
釆

(p
.370
)
も
ま

た
辞
し
て
い
な
い
が
'
三
組
の
地
過
り
役
人
が
お
お
い
く

と
ゆ
-
て
を
さ
え

ぎ
り
つ
ゝ

走
っ
て
来
た
と
の
意
味
で
あ
る
.
遠
道
は

1
に
喝
道
と
も
晋
通
す
る
O

唱
道
と
は
行
列
の
初
に
立
っ
て
下
に
下
に
と
露
梯
い
す
る
こ
と
で
あ
る
｡

1
'
(
五
･七
･九
)
暫
期
を
to
k
eep
に
'
相
期
を

tater
(p
.278
)
と
鐸
し

て
い
る
が
'
期
を
留
と
む

･
相
期
す
る
な
ど
何
れ
も
約
束
の
義
と
考
え
ら
れ
る
.1

以
上
'
現
々
取
る
に
足
ら
ぬ
事
柄
に
つ
い
て
'
鰭
を
失
す
る
な
き
や
と
憐
れ

つ
ゝ

'
敢
て
私
見
を
述
べ
て
み
た
｡
勿
率
の
間
の
過
眼
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で

或
は
却
っ
て
誤
解
も
あ
っ
て
'
そ
れ
を
.逆
に
示
教
せ
ら
れ
る
結
果
と
な
る
や
も

保
し
難
3..
さ
ら
に
ま
た
逐

l
原
文
と
対
照
す
る
こ
と
を
か
こ
た
れ
-

こ
の

こ
と
は
横
合
を
え
て
試
み
た
3.と
欲
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
-

そ
の
た
め

な
お
訂
正
補
足
を
加
う
べ
き
事
柄
の
磯
さ
れ
て
い
る
報
に
思
い
を
懐
か
し
め
る

も
の
が
あ
る
｡
し
か
し
'
著
し
更
に
多
少
訂
正
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考

え
ら
れ
る
よ
う
な
箇
所
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
'
賓
際
は
英
鍔
と
い
う
難
事
業
を

最
初
に
完
成
さ
れ
た
築
光
に
封
し
て
は
'
そ
の
よ
う
な
問
題
は
大
し
た
欠
陥
で

も
な
く
'
痛
岸
を
感
ぜ
し
む
る
も
の
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
｡
教
授
の
眼
目
と
す

る
と
こ
ろ
は
勿
論
出
来
う
る
限
り
の
患
賓
と
正
確
を
期
す
る
に
あ
る
が
'
翻
評

に
お
い
て
も
'
研
究
に
お
い
て
も
筋
と
大
局
を
誤
る
こ
と
な
く
'
内
容
の
本
質

を
把
超
し
た
'
所
謂
達
意
と
い
う
知
で
は
充
分
の
成
功
を
示
し
'
外
人
の
最
初

の
仕
事
と
し
て
は
そ
れ
で
ま
た
充
分
な
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

さ
て
､
か
ね
て
池
田
本
求
法
行
記
を
調
査
し
て
見
た
い
と
考
え
て
い
た
自
分

は
'
さ
き
頃
人
を
介
し
て
池
田
氏
に
原
本
の
有
無
を
問
い
合
は
せ
た
｡
し
か
る

と
こ
ろ
'
同
書
は
大
正
十
二
年
関
東
震
災
の
際
'
東
京
で
す
で
に
焼
失
し
た
と

の
返
事
で
あ
っ
た
.
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
賓
物
を
披
見
す
る
横
合
を
永
久
に
失

っ
た
こ
と
を
韓
念
に
患
う
｡
し
か
る
に
教
授
は
こ
の
他
田
本
の
性
質
に
就
い
て

の
批
評
を
ば
す
で
に
適
確
に
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
脅
昌
元
年
四

月
三
十
日
の
膝
に
お
い
て
'
唐
啓
で
は
三
十
日
ま
で
あ
る
.の
に
'
池
田
本
で
は

二
十
九
日
と
な
っ
て
お
り
'
し
か
も
日
本
暦
で
は
三
十
九
日
で
終
っ
て
い
る
鮎

を
注
意
し
'
そ
れ
に
話
し
て

T
h
is
is
o

neof
several
sm
al
t
ind
ications
that
iked
a.instead

of
r
epreS
en
ting
a
n
indep
endent
tr
an
sm
iss
ion
.o
flth
e
tex
t,
is

m

ere
ty
a
cop
y
of
T
63i
w
ith
certa
in
c
orrectio
n
(a
n
d
an
occasional

m
isco
rl･eCtion
)
m
ad
e
by
a
r
easo
na
b
ty
in.teltig
①
nt
copy
is
t.
(p
.306)

と
喝
破
し
て
お
ら
れ
る
｡
こ
の
一
事
を
例
と
す
る
だ
け
で
も
教
授
が
如
何
に

内
容
を
正
確
に
検
討
せ
ん
と
し
て
い
る
か
の
片
鱗
を
窺
わ
し
め
る
も
の
が
あ
る

で
あ
ろ
う
.
終
り
に
嘗
り
本
冒
お
よ
び
そ
の
研
究
を
通
じ
入
唐
求
法
巡
建
行
記

が
贋
く
欧
米
に
紹
介
さ
れ
'
人
々
に
親
ま
れ
'
そ
の
虞
億
が
愈
々
襲
拝
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
'
長
期
に
亘
る
教
授
の
努
力
へ
の
何
も
の
に
も

か
え
難
い
酬
い
で
あ
る
と
信
す
る
も
の
で
あ
り
'
こ

れ
を
喜
び
と
す
る
も
の
1

人
著
者
の
み
に
非
ら
す
'
地
下
の
大
師
は
勿
論
の
こ

と
東
洋
聾
に
た
す
き
わ
る

わ
れ
わ
れ
に
お
い
て
も
亦
同
様
で
あ
る
こ

と
を
持
記
し
た
い
｡
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