
　
　
　
第
九
岱
　
維
纂
　
尋
傘
僻
正
ミ
時
勢

き
た
寒
入
を
知
る
事
が
毘
摩
る
の
で
は
な
い
か
ご
思
ふ
。

、
花
押
の
研
究
の
如
き
も
、
其
所
ま
で
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
第
閃
…
號
　
　
　
　
七
六
　
　
（
五
七
四
）

な
い
ご
思
ふ
。
さ
う
し
た
あ
入
物
研
究
の
如
き
も
必
ず
新

生
面
を
開
拓
し
得
る
の
で
は
な
い
か
ご
患
ふ
。

尋
奪
僧
正
ご
時
勢

（
下
）

牧
　
野
　
信
　
之
　
助

　
賢
答
の
絶
叫
し
た
三
實
滅
亡
の
盤
は
、
同
時
に
良
己
の

階
級
の
滅
亡
で
あ
り
、
も
つ
ご
直
戴
に
云
へ
ば
、
自
己
の

経
伊
江
生
活
の
際
ざ
い
脅
威
で
あ
る
。
故
に
寺
子
日
に
非

な
る
渦
流
の
中
に
乞
え
ぎ
つ
、
出
來
得
る
限
b
置
歌
維
持

に
努
力
し
た
。
そ
の
手
段
こ
そ
は
全
く
｝
生
懸
命
で
あ
っ

た
。
そ
の
常
軌
を
逸
し
た
行
動
の
中
に
は
頗
る
猛
烈
な
も

の
が
あ
る
。
彼
は
大
乗
院
ご
一
乗
院
こ
の
寺
領
を
比
較
し

て
、
そ
の
あ
ま
り
の
懸
隔
に
悲
魏
し
穴
ご
見
え
、
交
明
元

年
十
一
月
の
記
事
に
は
、
一
乗
院
寺
領
が
大
和
一
國
の
三

分
ノ
ニ
に
及
べ
る
に
言
及
し
、
之
に
比
し
て
大
乗
院
領
は

九
牛
の
一
毛
に
過
ぎ
す
ご
云
ひ
、
　
一
乗
院
末
の
吉
野
の
如

き
下
編
な
互
刹
が
嘗
て
大
乗
院
領
で
あ
っ
た
こ
ご
を
記
し

つ
＼
、
現
在
の
第
　
末
寺
長
谷
の
如
き
は
吉
野
に
比
し
て

二
十
分
一
の
急
設
し
か
な
い
こ
ご
を
繰
返
し
て
み
る
。
こ

の
苦
し
き
三
密
の
念
は
同
門
の
維
贅
の
上
に
も
及
ぼ
さ
れ

た
。
尋
奪
襲
経
雄
の
煮
汁
疎
隔
は
前
述
の
如
く
で
あ
る
が

尋
奪
の
心
底
に
は
、
第
一
経
壁
の
財
産
が
豊
富
で
あ
る
こ

ご
を
嫉
む
潜
在
意
識
を
ぐ
・
う
す
る
こ
ざ
も
出
來
な
か
っ

た
．
故
に
日
記
の
中
に
は
随
所
露
骨
な
批
評
を
浴
び
せ
て

み
た
。



　
然
し
尋
麓
の
最
も
鮮
明
に
膨
涛
こ
し
て
押
し
寄
せ
た
時

代
の
濤
を
押
し
切
っ
た
手
腕
は
、
彼
の
庄
民
に
鋼
す
る
魔

置
に
見
る
こ
ご
が
出
遡
る
。
そ
し
て
一
面
に
は
、
痛
ま
し

い
孚
議
の
爲
め
に
傷
つ
い
て
行
く
無
智
な
百
姓
ご
．
無
理

解
な
業
主
ご
を
そ
こ
に
見
出
す
の
で
あ
る
。
勿
論
旧
事
の

謝
飢
民
爾
係
に
あ
り
て
も
、
欝
時
諸
勢
．
並
み
の
式
足
り
を

以
て
、
一
慮
は
理
非
を
旧
し
て
そ
の
窮
境
を
蓮
べ
た
場
合

も
な
い
で
は
な
い
。
コ
殿
下
御
下
向
労
京
都
衆
濟
々
御
坐

之
問
、
靭
夕
等
進
物
及
二
三
四
年
M
備
進
無
二
細
管
一
條
門
跡

迷
惑
也
，
秘
去
年
月
迫
里
庄
之
用
米
事
仰
二
二
之
↓
則
所

々
致
二
共
沙
汰
一
瞬
．
並
直
撃
干
レ
今
無
沙
汰
叡
聞
、
近
丁
令
レ

致
二
催
促
｝
者
也
、
且
無
二
先
例
一
之
冒
種
々
雄
二
歎
串
入
】
今

度
事
ハ
別
段
事
也
、
殿
下
如
レ
此
永
㌣
御
坐
事
無
二
其
三
一

上
渚
、
叉
如
レ
此
新
儀
等
不
レ
被
レ
仰
之
者
、
必
門
跡
難
義
可
二

野
來
｝
上
者
、
不
ゾ
可
レ
及
二
是
非
之
由
、
念
比
二
型
二
恩
之
…

了
、
（
中
略
）
合
六
十
四
ケ
所
也
、
段
鏡
三
二
其
沙
汰
一
庄
々

　
　
　
策
九
巷
　
維
纂
　
尋
嬢
岱
正
ミ
痔
塾

也
」
ご
く
ざ
一
し
く
縷
述
し
た
用
米
賦
課
の
扁
例
は
、

飢
を
避
け
て
奏
薦
寺
に
寄
留
し
た
乃
父
早
良
の
場
合
で
あ

っ
て
、
儒
正
こ
し
て
は
最
も
穏
當
な
出
方
で
あ
っ
た
。
然

し
謙
求
に
勢
れ
た
る
早
期
は
、
無
條
件
で
之
を
受
け
入
る

＼
筈
は
な
い
9
二
度
目
の
記
事
は
漸
く
強
請
の
筆
陣
を
見

せ
、
三
度
四
度
ご
嘆
訴
の
重
な
る
に
從
ふ
て
僧
正
の
決
心

は
強
硬
に
な
っ
た
。
そ
し
て
仔
細
を
蓋
し
た
陳
状
も
、
結

局
「
不
レ
可
レ
叶
ご
仰
了
し
で
絡
っ
て
み
る
。

　
斯
し
て
、
信
正
は
或
場
合
に
は
そ
の
命
倉
に
服
し
な
い

庄
土
に
謝
し
て
は
、
巧
み
に
他
機
を
利
用
し
て
之
を
威
赫

せ
し
め
、
以
て
寺
門
の
望
め
の
大
慶
こ
な
し
つ
、
も
、
猶

下
剋
上
紳
威
を
失
す
る
黙
に
あ
っ
て
は
、
悲
嘆
の
限
り
な

り
ε
云
っ
て
み
る
。
そ
の
調
庄
盤
根
の
最
極
端
な
例
こ
し

て
は
、
或
は
家
屋
の
破
壌
を
命
じ
、
若
し
く
は
放
火
を
以

て
膚
懲
の
得
的
を
達
せ
ん
こ
す
る
に
至
っ
た
…
場
合
が
あ
る

斯
る
例
謹
を
念
入
り
に
捜
し
た
な
ら
ば
、
大
乗
院
を
中
心

ビ
し
て
見
た
る
當
時
の
小
作
孚
議
史
は
わ
け
な
く
作
り
上

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
七
七
　
（
五
七
五
）



　
　
　
第
九
巻
　
雑
纂
　
尋
穣
露
正
定
琳
勢

げ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
然
し
一
等
の
事
項
の
逐
條
論
議
は

こ
の
小
感
…
に
は
居
り
に
モ
ノ
ト
ー
ナ
ス
で
あ
る
か
ら
、
唯

［
つ
の
事
件
を
抽
鵠
し
、
鴇
合
に
質
倉
的
の
紅
蓮
を
試
み

て
僑
正
の
封
庄
民
策
の
叫
瞥
に
代
へ
た
い
ご
思
ふ
。

　
春
日
癒
蕪
興
蕨
寺
こ
し
て
、
猶
適
切
に
云
へ
ば
大
乗
院

の
主
こ
し
て
支
配
し
て
み
た
諸
庄
の
中
、
最
も
重
大
な
も

の
に
河
員
及
一
極
庄
が
あ
る
。
共
に
越
前
坂
井
郡
に
所
在

し
て
、
河
口
は
颪
積
六
百
町
、
自
筆
院
時
代
の
寄
進
に
係

う
、
圷
江
は
一
百
町
に
掬
ふ
る
に
三
國
の
海
港
を
有
ち
、

前
記
し
た
如
く
後
深
草
院
の
御
寄
進
応
仁
絶
え
す
南
都
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

そ
の
養
米
を
輸
し
て
み
る
。
儒
官
の
日
記
中
に
「
北
國
」
ご

見
え
る
の
は
、
主
こ
し
て
こ
の
庄
を
指
す
の
で
あ
る
。

　
問
題
の
孚
議
は
長
隷
四
年
に
そ
の
嚢
端
を
示
し
π
。
帥

ち
同
年
九
月
田
樂
頭
数
三
萬
疋
の
所
課
は
、
醜
い
葛
藤
の

繭
因
を
惹
超
し
た
こ
ご
で
あ
る
Q
こ
の
賦
課
に
樹
す
る
庄

民
の
態
度
は
、
言
下
に
之
を
延
引
す
る
こ
ご
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
第
M
四
鰍
繍
　
　
　
　
七
入
　
（
五
七
六
）

そ
の
申
交
の
主
旨
は
、
式
足
り
の
地
方
的
旱
損
水
損
若
し

く
は
兵
禍
を
誇
大
し
た
も
の
で
は
な
く
、
稀
有
の
凶
歳
を

理
霞
こ
し
た
。
「
河
口
庄
百
姓
注
進
、
自
二
去
年
多
「
至
二
五

月
一
餓
死
分
九
千
二
百
六
十
八
人
云
々
、
又
趣
這
分
七
百
五

十
七
入
．
以
上
河
日
惚
三
分
」
こ
し
て
、
雑
事
記
寛
正
こ
年

七
月
二
十
尉
の
條
の
書
付
が
そ
の
惨
状
を
示
し
て
録
り
あ

る
Q
餓
死
分
に
或
世
聞
事
」
ご
傍
書
し
て
あ
る
の
は
、
或

は
そ
の
方
が
正
直
か
も
知
れ
な
い
が
、
何
れ
に
し
て
も
こ

の
銀
天
の
下
に
あ
っ
て
、
臨
時
の
所
納
は
不
可
能
で
あ
っ

た
。
庄
民
の
正
式
に
陳
斌
を
捧
げ
て
上
洛
し
た
の
は
、
コ

年
七
月
の
こ
ご
で
あ
っ
た
。
然
し
儒
正
こ
し
て
は
、
昨
年

完
納
す
べ
き
を
一
ヶ
年
の
猶
豫
は
以
外
の
事
ご
し
て
、
苑

除
延
引
共
に
叶
ふ
ぺ
か
ら
す
ご
し
て
使
者
を
逡
返
し
て
み

る
。
然
し
猶
在
留
中
の
使
者
は
、
修
羅
は
一
百
貫
、
残
額

二
百
貫
は
明
年
に
延
期
を
串
出
し
た
が
、
之
重
圏
る
、
こ

＼
ろ
こ
な
ら
な
か
っ
た
つ
刀
を
超
え
て
九
月
、
百
姓
の
多

薮
は
露
國
し
た
が
，
獲
留
の
も
の
、
陳
上
で
は
．
段
銭
の



中
四
五
千
疋
を
嘗
年
納
入
の
こ
ご
、
し
、
次
に
例
年
の
年

貢
は
＋
郷
李
均
し
て
大
約
五
割
に
減
額
せ
ら
る
べ
き
を
提

議
し
た
Q
彼
は
不
F
及
二
返
事
…
ご
し
て
之
に
癒
じ
な
か
っ

た
。
事
件
は
交
渉
の
茂
を
重
興
る
毎
に
身
離
に
な
り
、
途

に
僧
正
は
登
動
的
に
寺
官
を
上
洛
せ
し
め
、
滞
京
中
の
朝

倉
弾
正
に
會
見
せ
し
め
、
併
せ
て
河
幅
埣
江
爾
庄
段
銭
の

前
例
を
示
す
ご
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
見
易
い
爲
め
に
表
示
す

れ
ば
次
の
如
く
に
な
る
。

　
費
徳
四
　
造
門
跡
段
銭
（
段
別
百
文
）

　
　
　
　
　
河
U
口
器
六
百
魯
貝
点
久
　
　
　
奉
行
分
二
十
喜
畏
｛
久

　
　
　
　
　
玉
江
庄
戸
貫
文
　
　
　
岡
　
　
五
貫
丈

　
享
徳
三
　
維
摩
會
講
師
用
段
鋭
（
段
溺
百
文
）

　
　
　
　
　
河
口
』
圧
五
百
【
任
徳
結
文
　
　
［
罰
　
　
　
　
｝
｝
十
帯
艮
文

　
　
　
　
　
三
江
庄
八
十
貫
丈
　
　
奉
行
三
五
貫
文

　
康
正
二
　
造
大
内
当
用
段
銭
（
段
剃
五
＋
文
）

　
　
　
　
　
河
口
庄
三
百
貫
文
　
　
同
　
　
二
十
貫
文

　
　
　
　
　
埣
江
庄
三
十
三
貫
丈
　
同
　
　
五
貫
文

　
師
ち
最
近
十
年
閥
に
鞭
て
、
三
回
迄
、
爾
庄
は
斯
く
の

　
　
　
第
九
巷
　
　
雑
　
纂
　
　
尋
魚
償
正
ミ
噂
数

如
き
多
額
な
臨
時
賦
課
を
完
納
し
た
前
例
を
有
し
て
み
る

こ
ご
を
示
し
、
単
均
三
年
一
詞
の
こ
の
強
講
が
、
ビ
も
か
・

く
意
の
如
く
行
は
れ
た
る
を
以
て
、
丁
度
こ
の
週
期
に
當

っ
て
是
非
ご
も
容
求
を
充
さ
せ
や
う
ご
考
へ
π
。
而
し
て

此
場
合
特
に
注
序
す
べ
き
現
象
は
、
尋
愈
ビ
し
て
可
成
直

接
に
里
民
こ
の
折
衝
を
避
け
、
之
に
代
ふ
る
に
頻
る
巧
明

な
手
段
i
庄
民
に
旨
し
て
直
接
の
脅
威
者
を
指
向
け
、

威
赫
手
段
を
執
っ
た
こ
ご
之
で
あ
る
。
帥
ち
難
奪
の
使
者

が
朝
倉
弾
正
こ
の
會
見
は
何
の
必
要
が
あ
っ
た
か
。
朝
倉
，

弾
正
は
、
南
北
朝
の
初
期
越
前
に
下
っ
た
、
但
馬
日
下
部

の
一
流
の
後
驚
孝
景
へ
賊
虐
に
敏
景
）
そ
の
人
で
あ
り
、
後

癒
仁
飢
に
東
軍
一
方
の
雄
ご
し
て
守
護
を
貼
付
か
つ
た
の

で
あ
る
が
、
彼
等
豪
族
の
響
は
し
ご
し
て
、
國
中
有
徳
な

三
門
に
縁
引
し
て
表
面
領
圭
の
配
下
に
立
ち
、
漸
次
そ
の

庄
地
を
獄
食
し
實
椹
を
掌
握
し
た
。
彼
は
甲
斐
織
田
な
ざ

の
面
々
ご
共
に
斯
波
家
の
家
臣
に
列
し
た
が
、
他
方
に
あ

っ
て
は
、
立
涙
に
諸
庄
、
就
中
興
編
寺
領
の
庄
官
こ
し
て

　
　
　
　
　
　
　
第
囚
號
　
　
　
七
九
　
（
五
七
七
）



　
　
　
第
九
巷
　
　
雑
　
纂
　
　
奪
寧
総
滋
ミ
瞳
勢

勢
力
を
扶
殖
し
つ
、
あ
っ
た
Q
喪
具
寺
側
で
は
職
人
こ
し

て
之
を
使
用
し
た
Q
職
人
ご
は
嘗
時
興
編
寺
領
に
あ
っ
て

庄
園
若
し
く
は
そ
の
所
轄
の
藁
座
に
難
じ
て
或
種
の
庄
官

を
呼
幕
し
だ
も
の
で
、
一
面
か
ら
云
へ
ば
彼
等
の
中
に
は

詩
導
者
が
大
多
数
を
占
め
て
み
る
。
こ
の
講
三
者
、
師
ち

ブ
官
ー
葭
葺
の
進
達
は
．
庄
園
の
管
理
上
の
蓮
則
か
ら
云

へ
ば
、
直
務
邸
ち
直
接
支
配
と
相
封
ず
る
も
の
で
あ
っ
て

領
主
に
黒
し
一
定
の
請
負
料
を
支
錦
ぴ
つ
＼
庄
園
管
理
を

委
任
せ
ら
れ
、
利
盆
を
獲
得
し
や
う
こ
す
る
も
の
で
、
庄

園
の
衰
退
に
非
常
の
關
係
が
あ
り
、
叉
た
そ
の
過
程
に
は

見
る
こ
ご
の
田
來
な
い
現
象
で
あ
っ
た
。
今
尋
尊
は
、
そ

の
導
入
中
の
勢
力
者
で
あ
る
靭
蔓
を
使
役
し
て
、
爾
議
の

展
開
に
着
手
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
日
記
の
こ
｝
の
員
の

條
下
に
、
三
具
唐
布
を
鯛
倉
方
に
遣
す
ご
あ
る
の
は
、
勿

論
軍
に
一
遍
の
時
宜
で
は
無
か
っ
た
だ
ら
う
。
朝
倉
は
二

期
の
如
く
大
粟
院
宛
に
講
交
を
提
醜
し
た
。
そ
の
全
文
．

「
越
前
國
河
二
方
血
糊
庄
田
樂
段
銭
事
被
二
仰
付
一
塁
、
勿

　
　
　
　
　
　
　
　
鎮
四
盤
　
　
　
八
○
　
（
五
七
入
）

任
二
焦
元
例
一
段
列
百
・
文
河
口
為
圧
ム
ハ
甲
臼
脅
ハ
文
奉
行
・
方
二
十
一
貰
丈

平
信
庄
分
百
貫
文
墨
行
方
玉
貫
文
各
早
々
可
二
進
上
一
候
、

期
當
年
中
必
可
二
完
進
仕
［
候
、
縦
如
何
模
之
難
義
子
細
候

共
、
此
段
丈
不
レ
可
山
勘
墾
串
一
五
、
傍
請
丈
之
條
如
レ
件
。
し

ご
見
え
る
。
即
ち
大
乗
院
の
庄
官
ご
し
て
そ
の
爪
牙
こ
な

り
、
飽
く
迄
諒
求
の
目
的
を
達
成
す
べ
き
旨
を
誓
言
し
た

の
で
あ
っ
て
、
附
記
し
て
、
下
國
直
接
の
催
促
に
は
、
そ

の
弟
久
侍
蒋
之
に
當
る
よ
し
を
告
げ
て
み
る
。
電
光
の
如

き
威
望
を
押
え
切
る
こ
ご
の
　
出
営
な
い
儒
正
は
、
随
所
に

手
根
し
い
言
句
を
書
き
付
る
の
を
常
こ
し
た
が
、
こ
の
請

交
の
直
ぐ
次
の
條
下
に
、
朝
倉
弾
正
が
、
特
軍
か
ら
越
前

越
中
雨
避
よ
b
七
ヶ
所
の
聖
地
を
給
付
せ
ら
れ
た
こ
ご
、

丼
び
に
越
前
守
謹
代
た
る
旨
の
内
書
を
得
た
趣
を
載
せ
て

み
る
Q
之
は
強
ち
処
暑
が
謝
謝
の
代
官
の
勢
力
を
強
め
る

が
鴬
め
に
幕
府
へ
手
を
廻
し
て
か
く
あ
ら
し
め
た
ビ
考
へ

る
べ
き
筋
の
も
の
で
は
な
い
。
蓋
七
彼
の
勢
力
が
幕
府
の

重
用
す
る
こ
こ
ろ
こ
な
っ
て
、
恰
も
こ
の
時
機
に
偶
然
斯



く
な
か
つ
だ
の
で
あ
ら
う
が
、
然
し
こ
、
へ
麗
々
し
く
書

付
け
ら
れ
た
の
は
、
尋
奪
の
心
的
事
態
か
ら
推
し
て
、
心

強
き
部
下
の
職
人
こ
し
て
の
朝
倉
を
筆
太
に
塗
り
上
げ
つ

、
、
一
方
に
庄
民
の
屈
服
を
楽
想
し
た
。
捷
ち
誇
れ
る
躍

動
を
思
は
し
め
る
も
の
が
な
い
で
も
な
い
。
掌
記
に
は
績

い
て
月
の
二
十
日
四
十
籐
名
の
同
類
下
國
の
由
を
記
し
、

久
侍
者
は
少
し
遽
れ
て
二
十
四
日
号
狡
の
こ
ε
を
も
連
記

し
て
み
る
。
月
を
越
え
て
十
一
月
に
は
、
果
然
庄
民
側
の

狼
狽
そ
の
極
に
達
し
た
情
報
が
あ
っ
た
。
尋
奪
の
謀
賂
が

そ
の
圖
に
的
中
し
た
の
で
あ
る
。

　
庄
民
こ
し
て
、
何
よ
り
も
苦
手
で
あ
る
朝
倉
の
登
向
は

到
底
如
何
ご
も
す
る
こ
ご
の
三
選
な
い
も
の
で
あ
っ
た
り

・
愁
朕
相
次
で
至
り
、
切
々
警
語
策
を
申
入
れ
淀
。
そ
の
主

意
は
、
賦
課
穂
額
の
中
四
百
貫
を
ニ
ケ
年
分
納
こ
し
打
切

り
ご
な
さ
ん
ご
す
る
に
あ
っ
た
が
、
繰
り
返
し
て
、
朝
倉

の
下
向
は
庄
家
の
大
儀
た
る
べ
き
を
以
て
、
之
を
中
止
せ

ら
れ
ん
こ
ご
を
切
言
し
た
。
然
し
激
ち
誇
つ
π
僑
正
は
之

　
　
　
第
九
谷
　
　
雑
　
纂
　
　
．
尋
無
器
皿
定
畦
勢

の
衷
言
を
賠
入
る
べ
き
由
も
な
く
、
彼
の
言
を
認
り
て
云

へ
ば
．
「
百
姓
沙
汰
次
第
無
二
是
非
一
宿
也
，
，
成
二
只
ム
」
如

レ
此
申
状
比
興
次
第
」
の
一
句
を
浴
び
せ
る
丈
け
で
あ
っ
た

そ
し
て
朝
倉
を
獲
零
せ
し
め
た
理
由
こ
し
て
は
、
彼
は
も

こ
よ
り
庄
内
歪
畿
青
立
以
下
数
ヶ
所
の
職
人
た
る

以
上
、
紛
れ
も
な
き
南
都
奉
公
の
仁
で
あ
る
Q
然
も
新
規

に
任
命
し
だ
職
人
で
は
な
く
、
累
代
の
庄
官
ε
し
て
、
ム
・

斯
る
任
務
に
就
く
の
は
當
然
の
奉
公
で
あ
ε
。
そ
れ
は
寺

家
ご
し
て
も
左
右
す
べ
か
ら
ざ
る
旨
を
告
げ
て
み
る
」
こ

の
種
の
誰
辮
が
か
っ
た
然
し
な
が
ら
透
徹
し
元
論
法
は
、

實
に
尋
尊
の
得
意
こ
す
る
こ
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
屡
々
そ
の

類
例
を
見
出
す
こ
ご
で
あ
る
。
斯
く
し
て
新
規
交
渉
の
三

百
貫
減
額
、
井
び
に
朝
倉
召
返
し
は
共
に
採
用
し
難
き
旨

を
簾
達
し
た
。
於
上
庄
民
は
一
切
聖
衆
を
動
か
し
て
、
そ

の
申
次
に
よ
り
、
更
ら
に
段
銭
は
三
百
貫
納
入
、
そ
の
中

二
百
貫
は
今
年
、
百
貫
は
明
年
ざ
し
、
猶
朝
倉
の
召
還
を

迫
っ
た
。
全
訳
は
納
入
額
の
異
墾
i
前
月
に
は
四
百
貫

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
八
「
（
五
七
九
）



　
　
　
第
九
巻
　
維
纂
　
尋
舘
欝
正
虐
曝
勢

ご
云
ひ
，
今
亦
三
百
貫
に
減
額
せ
る
を
怒
）
、
欝
督
促
使

の
召
返
し
は
思
ひ
も
よ
ら
ざ
る
冒
を
復
渋
し
だ
、
痩
者
は

こ
の
強
硬
の
態
度
を
見
て
、
更
ら
に
庄
裏
側
の
威
赫
手
段

を
進
言
し
た
。
そ
れ
は
萬
｝
、
庄
民
側
の
申
出
し
に
し
て

行
は
れ
ざ
る
場
合
に
は
、
逃
叡
を
決
行
す
べ
き
旨
を
以
て

し
た
。
附
言
し
て
「
其
時
は
御
供
米
以
下
可
二
違
警
“
然
者

馬
前
勤
行
可
二
退
轄
一
撃
也
、
其
時
岩
可
レ
訴
炉
串
京
都
［
候
、

絵
一
校
所
ご
供
養
可
レ
鴬
二
不
和
一
華
齢
鍬
、
ア
フ
レ
供
養
取
爾
・

隠
朝
倉
議
事
御
難
易
候
へ
か
し
」
ざ
迄
切
言
し
た
。
庄
民

の
逃
散
が
冠
婚
の
荒
康
こ
な
る
事
例
・
一
彼
等
が
常
套

手
段
こ
し
て
、
頒
主
に
復
仇
の
方
便
を
講
ず
る
最
後
の
方

法
で
あ
る
こ
ご
は
、
こ
の
世
聞
馴
れ
た
老
俗
正
に
は
、
あ

ま
り
に
知
れ
切
っ
た
事
例
で
あ
っ
た
。
然
も
庄
民
の
内
兜

を
見
透
し
だ
彼
は
、
頑
こ
し
て
之
に
癒
じ
な
か
っ
た
○
「
行

末
可
二
逃
散
…
か
ご
て
、
可
鵠
催
促
…
者
を
可
・
欄
事
如
何
、
若

左
楼
之
儀
出
來
候
者
、
其
時
之
事
也
。
只
今
可
二
蓮
墾
㎝
條

不
〆
可
レ
叶
者
也
。
し
ご
云
ふ
の
は
、
如
何
に
も
捷
ち
誇
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
八
二
　
（
鴬
入
○
）

鞍
懸
の
頑
強
な
心
置
主
の
俗
を
見
呈
す
に
適
は
し
い
捨
苔

葉
で
あ
っ
た
。

　
斯
し
て
寛
正
こ
年
中
は
．
十
こ
月
に
入
っ
て
猶
紛
儀
は

治
定
す
る
に
至
ら
す
、
尋
奪
は
切
り
に
前
例
を
繰
ら
返
し

庄
民
は
夢
前
の
窮
釈
を
縷
帯
し
て
互
に
下
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
結
末
の
詳
細
は
謡
扇
で
は
少
し
く
鮮
朗
を
敏
い
て
る

る
が
、
大
豊
町
正
善
の
生
張
が
多
く
漏
れ
ら
る
、
こ
ご
、

な
り
、
増
増
民
話
の
安
論
策
一
減
額
ε
即
智
退
表
も
兎

も
角
隠
っ
た
ら
し
く
、
三
年
二
月
以
降
．
漸
次
段
銭
納
入

の
記
事
が
見
え
る
。
三
年
に
亙
る
孚
議
は
、
斯
く
の
如
く

に
し
て
絡
結
し
た
。
然
し
事
魯
三
主
に
問
も
な
く
、
劉
に

寛
正
四
年
二
月
の
河
口
曳
民
の
捧
げ
た
態
駿
に
は
、
朝
倉

時
非
分
の
塗
鞘
種
々
裾
付
購
へ
鼎
難
く
、
霧
姓
多
く
逃
散
せ
る

を
以
て
、
そ
の
改
磨
を
申
出
て
み
る
。
斯
る
愁
歌
を
早
く

も
手
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
参
勤
は
、
如
何
に
こ

の
皮
肉
の
癒
報
を
眺
め
た
こ
ご
で
あ
ら
う
Q

　
我
等
は
こ
の
爾
議
を
通
じ
て
考
へ
さ
せ
ら
れ
る
多
く
の



碍
題
を
慰
み
得
る
が
、
殊
夏
頷
空
誉
か
ら
職
人
一
職
業

的
管
理
人
を
派
遣
し
て
こ
の
問
題
を
取
扱
は
せ
た
黙
に
、

時
代
の
反
映
を
見
出
す
こ
ご
が
出
來
る
ご
思
ふ
つ
斯
く
し

て
領
主
側
か
ら
は
利
用
し
た
こ
思
は
れ
た
職
入
が
、
そ
の
．

被
依
頼
者
働
こ
し
て
の
強
味
を
以
て
、
一
層
言
寿
を
背
景

こ
し
π
る
唐
己
の
勢
力
を
強
大
に
扶
濁
し
つ
、
、
扱
く
べ

か
ら
ざ
る
根
媛
を
培
養
し
、
そ
の
培
養
壷
の
滋
養
分
を
満

喫
し
つ
、
、
そ
れ
を
踏
壷
に
し
て
、
下
露
共
に
完
全
な
領

主
こ
し
て
化
成
し
た
っ
之
は
唯
一
職
人
朝
倉
の
み
で
は
な

い
。
中
灌
末
の
諸
領
主
を
通
じ
て
看
取
さ
れ
る
現
象
で
あ

っ
た
Q

　
庄
．
園
の
外
に
門
跡
領
こ
し
て
喜
入
の
昼
的
物
こ
な
っ
た

も
の
に
座
が
あ
る
。
日
記
の
長
禄
三
年
五
月
の
條
に
は
、

當
三
座
こ
し
て
四
十
蝕
座
を
列
記
し
、
溺
に
、
尋
奪
の
爵

筆
に
な
っ
た
大
乗
院
円
跡
傾
目
録
に
は
二
十
除
座
を
畢
げ

て
る
る
。
そ
の
爾
…
者
は
如
…
何
だ
か
る
風
に
書
き
分
け
ら
れ
て

　
　
　
第
九
巷
　
　
雑
　
纂
　
　
尋
麓
僻
正
定
隊
数

あ
る
か
詳
か
で
な
い
が
、
紺
座
盤
座
番
匠
座
の
如
き
湘
當

に
規
模
の
大
な
る
も
の
か
ら
、
心
太
叢
な
ご
の
極
め
て
鎖

細
な
も
の
迄
を
包
括
し
て
居
り
、
そ
の
多
罵
は
興
顧
寺
附

近
に
所
在
し
た
が
、
中
に
は
奈
良
以
外
に
本
座
を
有
す
る

も
の
も
あ
っ
た
。
此
等
の
塵
の
筆
墨
が
、
院
資
を
補
ふ
に

カ
あ
っ
た
こ
ご
は
勿
論
で
あ
る
が
．
頻
労
す
る
座
商
闘
の

紛
乱
に
當
っ
て
は
、
爾
正
一
流
の
鏡
鋒
を
以
て
、
そ
の
所

薦
の
座
を
辮
著
し
た
例
は
随
所
に
児
え
て
み
る
。
但
し
、

総
膿
的
に
座
の
管
理
、
及
び
牧
二
等
に
驕
す
る
不
例
を
干

る
べ
き
記
事
は
見
當
ら
言
い
、
唯
一
ケ
條
、
群
議
五
年
三

月
二
十
・
七
日
の
條
に
コ
、
大
乗
院
座
盤
駄
問
識
任
命
、

百
二
十
疋
給
ノ
中
三
十
疋
の
一
乗
院
、
籐
ハ
大
乗
院
、
馬

一
疋
一
ヶ
月
百
交
年
貢
．
同
方
欝
り
｝
静
注
交
ヲ
門
跡
二

出
ス
、
季
群
郡
立
野
龍
田
言
動
等
ノ
商
人
也
。
」
ご
あ
る
の

が
、
不
充
分
な
が
ら
、
而
も
貴
重
す
べ
き
呉
動
的
一
例
讃

こ
な
っ
て
み
る
。

　
市
に
つ
い
て
も
、
彼
は
面
目
な
ぐ
糧
々
の
方
面
か
ら
之

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
入
構
　
（
五
入
一
）



　
　
　
第
九
巷
　
　
雑
　
纂
　
　
尋
寧
僧
正
ミ
畦
勢

を
保
護
し
つ
、
、
牧
盆
の
目
的
た
ら
し
め
た
。
彼
の
癒
永

二
十
一
年
に
成
立
し
た
一
乗
院
ビ
聯
合
の
南
北
今
の
三
市

の
如
き
も
、
一
歳
中
絶
し
た
が
、
長
腺
四
年
五
月
そ
の
北

市
再
興
に
際
し
、
六
方
衆
の
反
響
に
會
し
て
、
極
力
開
市

を
生
張
し
た
こ
ご
が
あ
り
、
叉
他
國
商
入
の
入
國
に
帯
し

て
は
、
必
ず
し
も
之
を
禁
止
す
べ
き
主
張
を
有
た
す
、
公

事
の
徴
牧
を
沙
汰
す
べ
き
ご
云
ひ
、
文
明
十
七
年
七
月
、

元
興
寺
南
大
門
前
に
於
け
る
馬
市
の
開
市
の
際
な
ざ
で
も

そ
れ
は
直
接
關
係
の
な
い
こ
ご
で
あ
っ
「
た
が
、
「
可
レ
然
興

隆
事
也
、
近
郷
繁
昌
也
」
ご
、
何
こ
な
く
思
ひ
の
ま
、
を

書
き
つ
け
て
み
る
、
こ
の
一
句
は
叉
一
面
尋
奪
を
通
じ
て

見
出
さ
れ
る
主
張
で
あ
る
。
さ
れ
ば
敵
味
方
を
問
は
す
、

働
離
の
泄
に
際
し
て
、
第
一
に
關
所
の
設
立
ご
交
通
の
妨

害
ご
を
非
常
に
嫌
悪
し
た
。
そ
れ
に
は
前
述
し
た
如
く
、

皇
室
を
す
ら
山
城
の
關
所
造
管
の
爲
め
に
之
を
批
難
し
た

一
尤
も
そ
れ
は
所
領
の
灯
影
運
逡
に
支
障
を
黙
す
黙
が

主
因
を
し
て
み
る
も
の
、
、
交
通
ご
商
業
ご
云
ふ
着
眼
黙

　
　
　
　
　
　
　
第
四
醗
　
　
入
四
（
五
八
二
）

か
ら
、
一
面
之
を
論
議
し
だ
黙
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

斯
く
し
て
南
山
城
の
國
民
一
揆
の
如
き
す
ら
、
一
揆
そ
の

も
の
に
は
深
き
嫌
悪
の
情
を
有
し
て
み
る
に
係
は
ら
す
、

そ
の
議
決
し
た
艶
言
撤
退
の
一
黙
に
つ
い
て
は
、
會
心
の

喜
悦
を
表
明
し
て
み
る
の
で
あ
る
◎

　
以
上
は
、
尋
愈
自
身
に
關
係
の
極
め
て
密
接
な
事
件
を

歴
食
し
て
、
そ
の
抱
懐
し
だ
意
中
を
付
度
し
た
積
り
で
あ

る
が
、
我
等
は
そ
の
日
記
を
蓮
要
し
て
、
他
の
一
面
に
、

尋
尊
が
何
よ
り
も
最
も
多
く
の
愚
昧
を
戚
じ
て
を
つ
た
こ

思
は
れ
る
．
一
事
件
に
、
支
那
を
野
照
ご
し
て
み
る
こ
ご
を

見
逃
す
こ
ご
は
出
拠
な
い
Q
そ
れ
は
既
に
前
回
に
、
博
多
の

唐
董
哀
唱
の
悲
劇
を
寓
し
て
み
た
こ
ご
も
…
例
こ
な
す
べ

き
で
あ
り
、
そ
の
他
大
内
氏
の
素
性
が
、
欝
本
人
に
辞
す

し
て
蒙
古
叉
は
高
麗
人
ご
総
せ
ら
れ
、
最
初
移
住
し
た
多

々
羅
濱
の
地
名
を
氏
こ
し
た
こ
と
を
、
さ
も
面
目
げ
に
筆

記
し
て
み
る
の
も
、
矢
張
彼
の
性
好
の
一
つ
ご
見
て
い
～



で
あ
ら
う
O
然
し
、
左
機
な
聞
書
き
は
誰
も
日
録
随
筆
に
は

あ
勢
勝
ち
の
事
で
、
あ
な
が
ち
我
が
僧
正
を
待
つ
迄
も
な

い
こ
ご
で
あ
る
。
唯
、
我
等
の
頗
る
賊
難
を
惹
く
こ
ご
は

支
那
ご
云
っ
て
も
特
に
渡
唐
船
に
つ
い
て
、
如
何
に
熟
心
・

に
繰
b
返
し
つ
、
之
を
詳
記
し
て
み
る
黙
で
あ
る
。
論
者

或
は
云
ふ
で
あ
ら
う
。
室
町
時
代
ご
云
へ
ば
、
彼
の
幕
府

の
天
龍
寺
船
の
涙
遣
以
降
、
貿
易
船
の
往
復
は
頗
る
盛
行

せ
ら
れ
、
支
那
事
情
の
歴
妙
な
ご
は
、
當
時
の
記
録
に
は

寧
ろ
尋
常
事
で
あ
っ
た
ら
う
ご
ρ
勿
論
尋
鯨
は
そ
の
門
跡

世
代
中
貿
易
船
め
涙
遣
に
加
入
し
た
こ
ご
は
無
か
っ
た
か

ら
、
日
記
に
も
直
接
貿
易
に
當
つ
允
記
事
は
見
る
よ
し
も

な
い
。
唯
、
　
一
貿
易
…
關
係
者
を
蓮
じ
て
聴
取
し
た
聞
書
が

主
も
で
あ
る
。
然
も
我
等
が
特
に
此
等
の
記
事
に
興
昧
を

有
つ
理
由
は
、
尋
尊
が
之
を
丹
念
に
書
き
留
め
た
動
機
で

あ
る
。
其
程
彼
は
こ
の
題
目
の
下
に
多
く
の
日
記
の
場
面

を
埋
め
セ
の
で
あ
る
Q

．
實
際
渡
唐
船
の
記
事
は
、
我
等
の
一
通
り
通
賭
し
た
こ

　
　
　
第
九
巷
　
雑
纂
　
尋
奪
儒
正
定
暗
勢

こ
ろ
で
も
、
日
記
及
び
尋
奪
の
雑
記
類
を
加
へ
て
そ
の
個

所
十
二
三
ヶ
所
に
及
ん
で
み
る
。
そ
れ
は
彼
が
得
度
入
室

の
璽
年
十
二
歳
の
時
か
ら
四
十
六
年
問
奈
良
に
あ
っ
て
、

常
に
大
乗
院
に
出
入
し
て
居
っ
た
天
笠
人
西
忽
に
聴
か
さ

れ
た
筆
鎌
で
あ
る
。
西
下
は
渡
華
船
の
乗
工
人
こ
し
て
場

藪
を
経
た
船
頭
で
あ
る
Q
但
し
十
二
三
回
の
何
れ
も
可
な

り
詳
細
な
記
事
も
、
筋
は
比
較
的
簡
短
で
、
永
享
四
年
度

享
徳
元
年
度
、
以
上
．
二
回
の
場
合
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
。
・

而
も
永
享
四
年
に
は
尋
奪
は
未
だ
繊
里
中
の
こ
ご
で
あ
り

享
徳
元
年
に
あ
っ
て
も
、
大
乗
院
に
於
け
る
位
㎎
直
は
云
ふ

に
足
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
殊
更
度
重
ね
て

書
き
つ
け
て
み
る
の
は
、
】
に
は
前
者
に
は
大
乗
院
の
船

が
そ
の
悪
妻
に
あ
り
、
難
燃
に
は
末
寺
多
武
峯
の
貿
易
船

が
沸
は
つ
て
み
た
こ
ご
、
、
全
野
が
自
ら
渡
航
の
経
験
を

有
っ
た
黒
め
で
あ
る
。
そ
の
華
々
し
い
利
盆
を
占
め
て
騰

朝
し
た
過
去
の
夢
を
握
ま
ん
こ
す
る
こ
ε
が
尋
奪
の
念
慮

で．

?
っ
た
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
入
五
　
（
五
八
三
）



第
九
磐
　

雑
纂
　
導
奪
欝
正
ミ
噂
勢

　
西
怨
一
i
楠
葉
入
滋
の
渡
唐
船
の
聞
書
を
書
き
付
け
た

も
の
は
、
長
轍
三
年
十
】
月
の
大
僧
疋
記
を
初
見
こ
す
る
。

そ
の
分
は
綿
密
に
長
享
四
年
ご
享
徳
元
年
分
の
渡
航
船
数

ご
、
組
合
の
寺
耐
武
門
を
刻
記
し
、
貿
易
品
こ
し
て
の
銅

硫
黄
太
刀
等
の
数
量
を
記
し
．
殊
に
硫
黄
は
追
加
し
て
多

量
の
績
込
の
あ
っ
た
こ
ご
を
示
し
て
み
る
。
次
の
所
見
は

文
明
五
年
六
月
の
寺
胱
雑
事
記
の
條
項
て
．
天
笠
人
西
忍

の
談
こ
し
て
、
頗
る
詳
細
を
極
め
た
所
謂
渡
唐
巡
風
機
の

列
記
で
あ
る
が
、
盗
れ
は
既
刊
大
日
本
史
料
に
も
抄
録
さ

れ
て
み
る
こ
ご
で
、
殊
更
摘
記
串
，
る
に
も
及
ば
な
い
が
、

大
唐
國
の
方
位
、
貿
易
船
の
援
着
港
、
井
び
に
そ
の
航
路

梅
北
適
正
、
明
帝
の
世
系
、
南
京
の
防
禦
、
糞
詰
こ
の
貿

易
沿
革
、
勘
合
、
永
享
中
渡
唐
の
實
際
、
欝
時
渡
航
船
の

場
合
者
㎞
等
に
亙
り
、
細
…
大
浦
さ
ふ
9
，
記
載
さ
れ
て
あ
る
。
そ

れ
ぽ
種
々
な
意
昧
か
ら
俗
話
の
好
奇
心
を
惹
く
に
充
分

で
あ
っ
た
が
、
然
し
彼
は
之
を
丹
念
に
ノ
；
ト
し
た
附
け

　
　
　
　
　
　
　
　
姦
婦
號
　
　
　
入
六
　
（
五
二
四
）

で
、
あ
ま
り
そ
れ
に
つ
い
て
爵
己
の
意
見
を
書
い
て
み
な

か
っ
た
Q

　
第
三
は
文
明
十
二
年
十
二
月
半
條
で
、
翌
十
三
年
幕
府

渡
唐
船
の
催
し
が
あ
る
よ
し
の
風
聞
か
ら
、
西
面
を
召
し

て
貿
易
談
に
及
ん
だ
筆
記
で
あ
る
Q
こ
の
鼻
下
で
は
主
こ

し
て
、
交
易
島
の
品
目
を
列
重
し
、
西
怨
の
平
蕪
上
如
何

な
る
貨
物
が
尤
も
利
盆
を
牧
む
る
か
に
つ
き
問
答
し
た
も

の
こ
見
え
る
○
そ
の
中
に
第
　
、
、
「
驚
異
の
利
は
不
レ
可
ゾ
過
二

生
綜
【
馨
し
と
特
記
し
て
、
將
來
の
継
糸
一
斤
二
百
五
十
目

の
も
の
は
日
本
に
て
五
貫
目
、
帥
ち
二
十
借
の
利
を
股
む

べ
き
を
蓮
ぺ
、
そ
の
他
輪
蕾
め
銅
は
五
倍
、
金
も
五
倍
、

蘇
黄
は
十
縫
二
極
達
す
る
こ
ご
な
ざ
を
示
し
て
み
る
。
尋

奪
の
質
問
は
漸
次
西
怨
の
経
験
し
た
秘
傳
に
及
ん
だ
こ
ご

が
解
か
る
。
其
に
直
ぐ
横
笛
し
て
、
交
明
十
五
年
正
月
に

あ
っ
て
は
、
重
ね
！
、
宿
怨
の
渡
唐
船
物
語
を
書
き
留
め

て
み
る
。
最
初
永
享
度
の
渡
箸
に
つ
い
て
組
合
船
の
船
数

組
合
の
趾
寺
武
門
を
歴
記
し
て
み
る
こ
ご
は
例
の
如
く
で



あ
る
が
、
此
記
は
特
に
便
乗
者
に
つ
い
て
の
秘
事
を
載
せ

て
み
る
。
そ
れ
は
外
官
及
び
そ
の
從
者
に
つ
い
て
「
此
外

官
井
從
ニ
ハ
有
徳
ノ
商
人
ヲ
成
ヵ
秘
事
ナ
ツ
、
十
分
一
ヲ

取
故
事
、
一
萬
貫
ニ
ハ
…
千
貫
取
レ
三
者
也
、
日
本
郵
家
物

二
代
物
ヲ
付
テ
ソ
“
7
分
一
ヲ
煮
殻
、
野
史
仁
ハ
不
レ
可
レ
叶

事
也
．
能
々
可
二
畳
悟
｝
事
也
」
ご
あ
っ
て
、
豪
商
の
便
乗

を
計
っ
て
利
得
を
牧
む
べ
き
を
云
っ
て
み
る
。
又
、
商
人

を
も
便
乗
せ
し
め
、
そ
の
利
得
を
割
分
す
べ
き
も
の
な
る

を
云
ひ
、
次
で
王
城
に
入
ら
し
む
べ
き
商
入
は
、
「
イ
カ
ニ

モ
物
ヲ
ヲ
ク
モ
タ
〃
大
商
入
」
た
る
べ
き
を
以
て
し
、
こ

れ
秘
事
中
の
第
】
な
る
こ
ご
を
告
げ
、
こ
れ
あ
れ
ば
こ
そ

且
額
の
徳
分
を
牧
む
る
を
得
べ
き
な
り
ご
明
し
て
み
る
。

こ
の
條
項
は
西
怨
の
経
験
談
こ
し
て
尤
も
詳
細
を
謎
し
だ

も
の
で
、
常
時
貿
易
の
利
釜
を
具
騰
的
に
書
き
た
て
た
資

料
こ
し
て
、
図
る
重
親
せ
ら
る
べ
き
内
容
を
持
っ
て
る
る

斯
く
て
こ
そ
尋
尊
は
日
記
の
場
醤
を
惜
し
げ
も
な
く
書
き

つ
ぶ
し
だ
所
以
で
あ
る
。
次
で
西
忍
の
珊
瑚
は
更
に
貿
易

　
　
　
第
九
巷
　
雑
纂
　
寒
奪
偲
正
亡
噂
勢

品
に
及
び
、
積
込
の
貨
物
は
可
成
慰
種
他
襟
を
撰
び
、
以

て
湿
土
需
用
の
好
樹
8
鍵
化
ざ
に
備
ふ
べ
き
よ
し
を
述
べ

た
　
彼
の
言
葉
を
籍
り
て
云
へ
ば
［
、
就
中
唐
土
エ
可
レ
持
物

ハ
假
令
百
貫
匁
ニ
チ
ハ
十
色
二
物
ヲ
可
・
可
也
、
其
時
笛

々
々
に
て
不
レ
定
点
也
、
一
物
ニ
テ
十
倍
二
＋
倍
に
成
事

モ
在
レ
之
一
物
ハ
一
向
二
不
レ
立
ゾ
用
シ
テ
ア
ル
物
モ
ア
リ
、

能
々
可
二
畳
悟
一
事
也
し
ご
記
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
経
験
上
か
ら
轍
出
入
の
貨
物
を
列
記
し
た
が
、
將
來
品

ご
し
て
は
生
糸
が
第
｝
用
に
立
つ
も
の
こ
し
た
の
は
そ
れ

こ
し
て
、
多
士
の
弊
衣
、
女
房
の
古
衣
裳
の
如
き
、
彼
土

の
磨
棄
物
に
て
も
、
一
寸
二
寸
が
猫
大
金
に
な
る
ご
云
っ

た
の
は
、
東
山
當
時
の
好
争
を
反
映
し
て
み
る
黙
に
興
味

を
惹
・
も
の
が
あ
る
。

　
導
い
て
交
明
十
七
年
入
月
に
は
、
西
塔
が
寳
徳
度
の
渡

唐
船
入
巨
日
記
を
持
号
し
て
凍
た
こ
ご
を
記
し
、
そ
の
準

備
に
要
し
淀
費
用
在
留
取
下
行
物
注
文
、
衣
裳
日
記
、
蹄

朝
に
付
引
照
物
の
項
に
分
ち
、
そ
の
名
の
示
す
が
如
く
、

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
入
七
（
肩
入
鷺
）



　
　
　
第
九
巻
　
　
維
　
纂
　
　
尋
諏
曾
正
ミ
癖
勢

日
記
程
に
せ
ら
れ
た
詳
細
な
書
付
で
あ
る
。
西
怨
は
猶
射

つ
“
い
て
日
記
の
聴
き
を
亡
霊
し
た
。
そ
れ
に
は
外
官
に

弔
す
る
彼
地
の
下
行
物
一
切
を
詳
記
し
、
そ
の
待
遇
の
善

美
を
観
し
た
る
旨
を
刻
ね
て
「
凡
希
代
善
政
國
也
」
の
一
句

で
結
ん
で
み
る
Q
そ
れ
は
聴
か
せ
る
西
風
の
形
容
を
、
聴

手
の
尋
愈
が
全
く
異
口
同
音
で
書
き
留
め
た
戚
嘆
の
言
葉

で
あ
っ
た
ら
う
。
西
忍
は
そ
の
翌
九
月
に
も
猫
一
回
鐵
記

中
に
雨
垂
の
よ
し
を
記
さ
れ
て
み
る
が
、
そ
れ
に
は
渡
唐

談
は
無
く
、
軍
に
爾
者
の
永
年
に
亙
れ
る
談
ひ
を
述
べ
、

そ
の
相
當
の
學
才
の
持
主
で
あ
る
こ
ご
を
も
附
記
し
て
み

る
避
け
で
あ
る
．
、
そ
し
て
翌
十
期
年
二
月
に
は
、
九
十
三

の
天
球
を
以
て
逝
去
し
た
こ
の
老
恥
選
入
の
閲
歴
を
、
例

の
詳
細
な
筆
端
に
載
せ
て
み
る
　
西
忍
の
聞
書
は
以
上
で

粗
々
築
き
て
る
る
Q
猶
、
大
乗
院
蕉
藏
…
に
尋
電
冑
筆
の
唐

船
日
記
一
冊
が
あ
り
、
註
し
て
「
享
徳
二
年
三
月
天
笠
入

楠
葉
入
滋
西
怨
渡
唐
雨
度
之
内
第
二
度
日
記
」
ご
あ
お
が
噛

然
し
内
容
に
は
多
少
の
出
入
が
あ
る
に
せ
よ
、
交
明
十
七

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
入
入
　
（
五
八
六
）

年
賦
甦
の
持
幽
し
た
臼
記
を
抄
寓
し
た
も
の
で
あ
る
。
延

徳
頃
の
日
記
の
憲
末
に
寓
さ
れ
た
も
の
も
同
じ
性
質
の
も

の
で
あ
る
。
然
も
鱗
奪
は
そ
の
日
記
中
に
唯
以
上
の
如
き

聞
書
の
み
に
止
ら
す
、
常
時
往
返
し
た
渡
唐
船
そ
の
も
の

、
潰
息
を
風
聞
に
よ
っ
て
前
脳
き
付
け
る
興
昧
ご
熟
心
ご
を

忘
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
或
場
合
に
は
西
忍
に
よ
っ
て
學

ん
だ
豫
備
知
識
を
以
て
之
を
批
詳
し
た
Q
そ
の
著
し
い
代

表
的
記
事
は
、
ロ
記
明
癒
五
年
四
月
の
も
の
に
左
の
一
箇

が
あ
る
。

　
一
、
唐
船
三
士
當
年
並
・
一
蹄
朝
一
也
・
各
和
泉
錨
地
下
馬
一
萬
貫

　
別
物
積
〆
之
、
三
野
四
倍
二
可
成
之
間
、
『
艘
ハ
撒
萬
貫
足
ナ

　
リ
、
自
二
越
申
御
所
三
内
大
友
島
津
三
人
二
璽
兵
糎
米
二
艘

　
三
三
〆
下
ゾ
之
、
三
三
可
二
三
進
忠
一
旨
二
三
内
三
三
闘
　
仰
出
輔
各
畏

　
入
旨
申
入
、
御
請
其
榔
硬
奉
行
定
光
也
、
爲
二
事
實
購
者
商
入
共

　
可
ド
爲
二
迷
惑
一
盛
也
、
不
思
議
一
事
也
，
日
本
王
法
　
目
］
看
慮
二

　
異
朗
一
可
二
自
專
一
之
由
云
漁
，
然
上
者
、
蒔
田
朝
費
一
可
γ
迷
二
本
朝
一

　
之
木
意
事
［
目
［

　
少
し
く
難
護
の
黙
が
文
意
を
晦
糠
に
陥
せ
て
る
る
け
れ



こ
も
、
大
意
は
前
挿
鯨
帯
植
及
び
綴
故
の
西
國
大
名
の
横

暴
の
爲
め
、
苦
境
に
あ
る
堺
商
人
に
同
情
し
、
併
せ
て
異

國
自
專
の
風
聞
を
も
結
び
付
け
て
之
を
書
き
付
け
た
．
も
の

で
あ
る
。
我
等
は
日
記
の
全
容
を
蓮
じ
て
、
大
乗
院
に
直

接
に
堺
商
人
の
關
係
の
有
無
を
認
め
る
こ
ご
は
出
漁
な
か

っ
た
が
、
こ
の
商
入
に
肩
を
持
つ
た
書
き
振
り
は
、
如
何

に
し
て
も
尋
電
の
騰
裡
に
浸
染
し
た
利
得
主
義
を
思
は
し

め
る
。
そ
し
て
利
盆
を
牧
め
る
の
に
都
合
の
よ
い
ビ
思
は

れ
る
、
「
凡
希
代
之
善
政
國
」
た
る
異
朝
に
適
し
て
思
慕
の
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�
y
せ
た
か
を
思
は
し
め
る
。

　
尋
奪
の
日
記
を
以
て
、
時
代
の
横
断
面
を
細
叙
せ
し
め

る
な
ら
ば
、
其
晶
々
に
し
て
墾
化
あ
る
場
面
は
容
易
に
盤

く
べ
く
も
な
い
。
然
し
我
等
の
昌
的
こ
す
る
時
勢
論
は
一

先
づ
こ
、
に
其
等
の
良
材
を
割
愛
し
て
も
差
支
は
な
い
。

李
凡
な
る
一
貴
族
儒
侶
は
、
以
上
の
縷
述
に
よ
っ
て
何
の

場
面
に
も
光
彩
あ
る
唯
の
一
蘭
を
も
示
し
て
み
な
い
。
唯

　
　
　
第
九
巷
　
　
雑
　
纂
　
　
甲
羅
償
正
定
時
勢

そ
の
典
型
こ
し
て
見
ら
れ
る
黙
は
、
押
寄
せ
た
時
勢
の
強

瀾
怒
濤
に
湿
し
て
魏
弄
せ
ら
れ
つ
、
、
カ
の
限
b
之
を
防

止
せ
ん
こ
し
て
焦
心
せ
る
光
景
ご
、
そ
の
戚
鷲
を
牽
直
に

書
き
留
め
た
そ
れ
響
け
で
あ
る
。
描
出
せ
ら
れ
た
彼
の
性

癖
は
あ
ま
り
に
精
桿
で
焦
躁
の
極
を
示
し
つ
㌧
、
そ
の
筆

鋒
は
常
識
を
超
え
て
鏡
敏
に
馳
せ
理
性
の
登
達
し
た
一
儒

正
で
あ
り
な
が
ら
矛
盾
監
置
端
醸
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が

あ
る
．
）
然
し
そ
れ
は
剋
さ
れ
て
行
く
階
級
の
戚
豊
を
切
實

に
響
か
せ
る
哀
瞥
で
は
無
か
っ
た
ら
う
か
Q
こ
の
槻
察
黙

か
ら
、
慮
仁
丈
明
を
中
心
ビ
し
た
る
世
の
測
り
目
は
、
こ

の
日
記
を
蓮
じ
て
最
も
精
細
に
窺
は
れ
る
一
つ
の
特
色
こ

す
べ
き
で
あ
る
ま
い
か
。
渡
唐
船
に
つ
い
て
の
叢
り
に
執

拗
な
度
々
の
記
事
は
雄
辮
な
老
船
頭
に
戚
ぶ
れ
過
ぎ
元
結

果
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
利
得
上
の
手
段

こ
し
て
從
來
の
土
地
一
黙
張
り
の
考
か
ら
商
業
上
の
利
盆

に
到
序
し
、
或
は
聞
き
傳
へ
の
善
政
國
を
謳
歌
し
、
堺
商

入
の
屑
を
持
っ
て
異
朝
葉
面
の
風
評
を
も
書
き
付
け
る
態

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
入
九
　
（
五
十
七
）
「



　
　
　
第
九
巻
　
雑
纂
　
厭
米
の
古
文
書
館

度
を
持
つ
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
内
地
商
業
に
し
て

も
、
そ
の
座
拝
び
に
市
に
賦
し
て
之
を
保
護
し
、
獣
迎
し

交
蓮
の
利
便
を
期
待
し
た
の
は
、
不
知
不
識
の
聞
に
時
勢

に
左
右
せ
ら
れ
て
、
重
商
主
義
の
色
彩
を
濃
厚
に
し
た
も

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
一
面
そ
の
所
有
地
、
畿
内
吾
北
國

の
庄
園
は
武
力
を
利
用
し
て
、
之
が
牧
釜
を
完
う
せ
ん
こ

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
九
〇
　
（
五
入
八
）
、

ご
を
企
塾
し
た
け
れ
ざ
も
、
そ
の
武
人
は
恰
も
脂
膏
に
移

植
さ
れ
る
蛆
卵
の
如
く
何
時
の
間
に
か
彼
等
は
そ
の
肉
片

を
鐡
食
し
て
肥
大
な
る
成
虫
ご
な
り
絡
へ
た
。
庄
園
崩
竣

は
斯
し
て
尋
奪
の
時
代
に
は
充
分
そ
の
破
綻
を
表
し
た
の

で
あ
る
。
階
級
闘
索
の
時
代
は
、
亦
同
時
に
耳
垂
上
の
大

な
る
痩
土
時
代
で
あ
っ
た
。
（
一
三
、
八
）

欧
米
の
古
交
書
館

（
中
の
二
）

五
　
古
文
書
の
保
存
（
綾
）

．
是
等
の
古
文
書
館
に
は
大
抵
最
も
古
い
金
石
文
を
始
め

ε
し
て
埋
草
か
ら
作
ら
れ
た
℃
壱
壌
話
羊
皮
紙
津
廷
7

∋
。
纂
よ
り
現
今
の
紙
に
至
る
迄
各
種
の
材
料
で
作
．
ら
れ

た
新
古
雑
多
の
古
文
書
を
聾
し
て
居
る
か
ら
其
形
歌
も

文
學
博
士
　
三

浦

周

行

も
こ
よ
り
大
小
逼
々
で
あ
っ
て
、
羊
皮
紙
の
公
交
書
の
憲

物
戸
。
嵩
の
如
き
は
、
展
魏
の
爲
め
に
数
人
の
手
を
要
す

る
程
す
ば
ら
し
く
大
き
い
の
が
あ
る
か
ご
思
へ
ば
、
又
二

三
寸
四
方
の
極
め
て
小
さ
い
の
も
あ
り
，
加
之
羊
皮
紙
の

古
文
書
に
出
張
つ
た
し
。
紀
の
附
着
し
て
居
る
も
の
も
少

か
ら
ぬ
か
ら
、
取
扱
上
頗
る
厄
介
ご
調
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。


