
祇
数
裟
記

紳
　
田
　
喜
　
一
　
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
昭
和
三
年
の
春
、
私
は
「
釈
激
雑
考
」
と
題
す
る
一
小
篇
を
草
し
て
之
を
吏
學
雑
誌
第
三
十
九
編
第
四
號
に
掲
載
し

た
。
こ
の
「
萩
敷
潰
記
」
は
そ
の
補
正
で
あ
る
こ
と
を
第
二
に
断
っ
て
お
き
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

　
そ
れ
か
ら
更
に
断
っ
て
お
き
た
い
】
事
が
あ
る
。
私
の
「
釈
激
雑
考
」
は
殆
ど
随
筆
と
も
い
ふ
べ
き
程
度
の
も
の
に
過

ぎ
な
か
っ
た
に
も
拘
は
ら
す
、
そ
の
登
表
を
見
る
と
畏
友
石
田
蓄
電
屋
号
士
は
直
に
三
田
學
士
の
蕨
激
灘
考
を
夢
み

て
」
と
題
す
る
堂
々
数
千
言
に
及
ぶ
長
篇
を
同
じ
く
吏
學
雑
誌
第
三
十
九
篇
第
六
號
に
掲
載
せ
ら
れ
て
私
の
所
説
に
精

細
な
る
批
評
を
加
へ
ら
れ
た
る
所
が
あ
っ
た
。
石
田
學
士
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
東
洋
交
庫
の
主
任
と
し
て
倉
名
高
き
人

で
、
そ
の
古
今
東
西
の
丈
獄
に
博
遥
せ
ら
れ
る
こ
と
は
當
管
簾
一
入
者
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
關
係
愛
料
を
縦
横
に

駆
使
し
て
私
の
不
逮
を
匡
さ
れ
た
も
の
が
砂
く
な
か
っ
た
Q
私
は
當
時
學
士
の
厚
意
に
醤
し
て
衷
心
深
く
戚
謝
し
た
の

で
あ
っ
た
が
、
唯
＝
一
學
士
の
所
説
に
就
い
て
鄙
見
の
同
じ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
、
再
び
そ
れ
を
書
き
し
る

し
て
処
士
の
叱
正
を
仰
ぐ
べ
く
禿
筆
を
呵
す
る
中
、
偶
々
私
の
身
邊
に
或
る
事
情
が
突
登
し
た
が
爲
め
に
、
途
に
筆
を

梛
つ
だ
ま
、
察
し
く
五
歳
の
星
霜
を
経
て
今
日
に
至
っ
て
し
ま
っ
た
。
い
ま
前
稿
「
祇
漱
雑
考
」
の
補
正
を
試
み
る
に
際

　
　
　
　
嵌
　
敏
　
環
　
記
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凝
教
環
記
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
＋
八
巻
第
一
號
　
　
一
六

し
、
序
な
が
ら
偉
容
石
田
學
士
か
ら
受
け
た
批
評
に
卿
か
酬
ゆ
る
勝
あ
る
を
許
さ
れ
た
い
の
で
あ
る
。
尤
も
石
田
學
士

は
そ
の
後
支
那
蔽
激
吏
に
就
い
て
釜
々
研
鐙
を
積
ま
れ
、
近
く
獲
刊
さ
る
べ
き
大
阪
静
安
教
皇
論
叢
に
一
大
雄
篇
を
公

表
せ
ら
る
、
警
官
で
あ
る
と
灰
聞
す
る
か
ら
、
興
研
に
撃
て
襲
日
の
問
題
に
及
ぶ
の
は
學
士
に
蜀
し
て
非
禮
の
嫌
の
あ

る
こ
と
は
能
く
心
得
て
み
る
が
、
別
に
他
意
あ
る
鐸
で
は
な
い
か
ら
、
偏
に
警
士
の
江
海
の
量
に
訴
へ
て
寛
宥
を
濤
る

次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
’
二

　
私
は
「
祇
敢
維
考
」
を
製
表
し
て
後
、
ま
た
從
來
何
人
の
注
意
に
も
上
あ
な
か
っ
た
家
山
に
關
す
る
一
史
料
を
宋
の
王
　
り

灌
の
北
滋
刊
談
志
か
ら
槍
出
し
た
・
そ
れ
は
同
書
の
左
の
如
き
記
事
で
あ
る
・
　
　
　
　
　
　
　
σ

　
駅
淋
廟

　
　
案
西
夷
朝
貢
録
。
康
國
有
紳
祠
。
名
四
。
畢
國
有
大
萩
祠
Q
説
文
Q
胡
紳
也
。
唐
官
有
里
謡
。
】
日
。
胡
謂
紳
爲

　
　
献
。
關
中
豊
猛
射
厭
。
濠
州
樂
壽
縣
。
亦
有
爵
紳
廟
。
唐
長
慶
三
年
半
○
木
筆
天
紳
Q
奮
経
引
漢
書
金
入
祭
天
事
。

　
　
据
糎
去
病
獲
休
屠
王
祭
天
金
人
Q
如
淳
日
。
祭
天
壷
金
人
爵
主
。

　
北
道
刊
誤
志
は
宋
の
王
磨
出
の
玉
海
藻
十
六
・
地
理
・
異
域
稀
書
の
條
に
著
録
し
て
「
煕
寧
中
。
集
賢
臓
器
王
礎
承
詔

撰
。
十
五
憲
。
載
遼
使
所
歴
州
郡
風
土
人
物
故
實
。
刊
其
謬
誤
。
北
虜
通
好
久
。
歳
遣
使
。
儲
蓄
以
解
毒
満
堂
脱
誤
不

足
以
甥
平
人
之
問
。
詔
王
皇
考
正
爲
一
書
。
及
成
凡
十
五
怨
。
学
名
北
滋
刊
誤
納
。
」
と
あ
る
書
で
あ
る
が
、
今
日
で
は



既
に
侠
亡
し
て
傳
ば
ら
な
い
。
但
だ
僅
に
宋
の
晃
載
之
の
綾
談
助
憲
二
（
凡
て
五
憲
、
現
に
綾
奥
雅
堂
叢
書
並
に
十
萬
怒

楼
叢
書
に
牧
む
）
に
そ
の
男
心
が
探
録
せ
ら
れ
て
る
る
の
み
で
あ
る
。
清
の
鏡
煕
酢
は
そ
の
男
瓦
を
冗
談
助
か
ら
抽
出

し
て
之
を
守
山
閣
叢
書
に
牧
め
た
が
、
私
は
い
ま
そ
の
本
に
擦
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
叢
に
掲
出
し
π
北
道
刊
・
靴
墨
の
献
棘
廟
の
記
事
は
開
封
府
の
躍
動
た
る
鮮
符
縣
の
事
事
に
見
え
て
み
る
の
を
引

用
し
た
の
で
あ
る
。
從
っ
て
こ
の
荻
脚
廟
が
宋
の
東
京
で
あ
っ
た
開
封
府
即
ち
泳
京
の
蕨
廟
で
あ
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で

も
な
い
。
但
だ
こ
の
記
事
に
は
そ
の
蔽
聖
廟
の
位
置
が
委
し
く
明
示
せ
ら
れ
て
み
な
い
の
で
、
、
こ
の
蕨
恒
心
が
汁
京
の

軌
れ
の
駅
廟
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
か
は
稽
穿
馨
せ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
既
に
前
事
「
荻
澱
点
図
」
に
考
拠
し
て
お
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

通
り
、
飯
代
汁
京
に
は
一
奮
封
郵
門
外
と
二
大
内
の
西
・
右
液
門
外
と
の
二
個
所
に
釈
廟
が
存
在
し
た
。
所
で
大
内
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

西
・
右
液
門
外
と
い
ふ
の
は
汁
京
の
薔
城
内
で
、
こ
の
地
瓢
が
鮮
符
縣
に
指
し
た
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
か
ら
、
北
瀧
刊
誤

志
の
憂
身
縣
の
條
下
に
見
え
る
六
二
廟
が
大
内
の
西
・
右
液
門
外
の
蔽
廟
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
う
す
る
と

奮
封
邸
門
外
の
釈
廟
は
何
う
か
と
い
ふ
に
、
こ
れ
は
鮮
符
縣
に
威
し
た
や
う
で
あ
る
。
い
ま
北
髄
脳
誤
志
の
鮮
碧
羅
の

條
を
見
て
ゆ
く
と
、
そ
こ
に
開
寳
寺
の
記
事
が
あ
る
。
こ
の
開
實
寺
は
前
期
「
釈
教
雑
考
し
に
も
池
べ
て
お
い
た
が
、
孟

元
老
の
東
京
華
華
録
懇
三
に
「
開
門
寺
0
在
薔
封
丘
門
外
斜
街
子
Q
」
と
あ
っ
て
、
奮
封
郵
門
外
に
存
在
し
た
こ
と
は
確

で
あ
る
。
そ
こ
で
蕉
封
丘
門
外
に
在
っ
た
早
耳
寺
が
鮮
漫
罵
に
薦
し
た
と
す
れ
ば
、
同
じ
く
奮
封
邸
門
外
に
在
っ
た
釈

廟
が
鮮
符
縣
に
罪
し
た
こ
と
は
継
り
當
然
と
し
て
よ
か
ら
う
。
私
は
以
上
の
如
き
推
論
に
よ
っ
て
北
遣
刊
誤
志
の
群
符

　
　
　
　
概
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縣
の
條
下
に
見
え
る
釈
落
髪
は
即
ち
奮
封
邸
門
外
に
在
っ
た
聖
廟
そ
の
も
の
、
こ
と
で
あ
ら
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

　
こ
の
北
道
刊
誤
志
の
祇
紳
廟
の
記
事
に
就
い
て
看
…
過
す
る
こ
と
の
出
異
な
い
の
は
、
そ
こ
に

　
瀬
州
樂
壽
縣
。
亦
有
釈
紳
廟
。

と
見
え
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
瀬
州
樂
壽
縣
と
い
ふ
の
は
今
の
河
北
獄
縣
に
照
る
。
こ
の
地
方
に
萩
淋
廟
が
存
在
し
た

こ
と
は
從
來
全
く
知
ら
れ
な
か
っ
た
所
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
當
時
釈
激
の
遠
く
河
朔
の
地
に
ま
で
弘
布
し
て
み

た
事
實
を
指
摘
し
得
る
こ
と
は
支
那
萩
敏
史
を
研
究
す
る
者
に
と
っ
て
相
當
注
意
す
べ
き
二
見
で
は
な
か
ら
う
か
。
そ

れ
か
ら
ま
た
北
道
刊
誤
志
に
こ
の
「
海
州
樂
壽
縣
。
亦
欝
欝
紳
廟
。
」
と
あ
る
薩
ぐ
下
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
唐
長
慶
ミ
年
遣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

と
あ
る
の
も
湾
過
し
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
の
一
句
は
解
騨
に
よ
っ
て
は
海
州
思
量
縣
の
萩
淋
廟
の
こ
と
を
言
っ
た
も
の
と

も
と
れ
る
け
れ
ど
も
、
私
は
寧
ろ
論
題
た
る
至
芸
縣
の
蔽
墨
黒
の
こ
と
を
言
っ
た
も
の
と
見
る
方
が
行
交
の
上
か
ら
要

當
で
あ
る
と
思
ふ
。
さ
う
す
る
と
鮮
麗
縣
の
厭
黒
身
、
即
ち
汁
京
の
奮
封
郵
門
外
に
在
っ
た
蕨
禰
の
始
て
建
立
せ
ら
れ

た
年
代
が
明
瞭
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
私
が
前
輿
「
駅
鍛
論
考
」
に
於
て
提
幽
し
た
孟
元
老
の
東
京
夢
華
鎌
巻

三
に
見
え
る
素
封
郵
門
外
の
釈
廟
と
張
邦
基
の
墨
荘
漫
録
藩
四
に
見
え
る
東
京
城
北
の
萩
廟
と
は
全
く
同
一
の
も
の
で

あ
る
と
い
ふ
鄙
説
に
多
少
墾
考
に
な
る
》
墨
蕪
漫
録
に
標
る
と
東
京
城
北
の
蕨
廟
に
は
単
寧
軍
配
世
襲
の
廟
既
が
居
っ

て
先
世
の
奔
受
し
た
導
電
を
も
坐
し
て
み
た
と
あ
る
○
而
し
て
そ
の
官
牒
の
年
代
を
録
し
て
み
る
中
、
最
も
舞
い
の
は



唐
の
減
蓮
三
年
の
も
の
で
あ
る
。
長
慶
三
年
（
西
紀
入
二
三
）
と
成
通
三
年
（
西
紀
八
六
二
）
と
は
そ
の
間
相
瞑
る
約
四
十

年
で
あ
る
が
、
長
慶
三
年
に
建
立
せ
ら
れ
た
蕨
廟
の
廟
祝
の
家
に
威
蓮
三
年
以
來
の
官
縢
を
藏
し
て
み
た
と
い
ふ
こ
と

は
極
め
て
自
然
の
事
實
と
親
て
差
支
な
か
ら
う
。
私
は
か
く
の
如
く
に
解
騨
し
て
益
々
前
説
の
誤
ら
ざ
る
こ
と
を
信
ず

る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
宋
代
泳
京
に
大
内
の
亜
・
右
液
・
門
外
と
城
北
蕾
封
郵
門
外
と
の
二
個
所
に
蕨
廟
の
存
在
し
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
逓

り
で
あ
る
が
、
こ
の
他
に
前
稿
「
荻
激
雑
考
」
に
も
姑
ら
く
疑
問
の
儘
に
し
て
お
い
た
一
つ
の
釈
廟
が
あ
る
○
そ
れ
は
宋

の
姓
寛
の
西
漢
叢
語
忽
上
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
宋
次
道
東
京
記
。
寧
遠
坊
有
萩
紳
魎
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

と
見
え
て
み
る
寧
遠
客
の
釈
廟
で
あ
る
。
私
は
前
稿
「
荻
激
離
婚
」
に
於
て
之
を
疑
問
に
附
し
、
「
電
導
の
坊
巷
に
寧
還

と
名
付
く
も
の
が
あ
っ
た
か
如
何
か
分
ら
な
い
。
銚
寛
の
西
漢
叢
語
の
引
く
所
に
何
か
誤
が
あ
り
は
す
ま
い
か
。
」
と
述

べ
て
お
い
た
。
然
る
に
そ
の
事
例
の
北
道
刊
誤
志
を
見
る
に
及
ん
で
全
く
私
の
談
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。

北
池
刊
誤
志
に
汁
京
の
贈
名
を
亭
亭
し
て
み
る
中
に
確
に
寧
遠
の
名
が
見
え
て
み
る
。
そ
れ
か
ら
ま
た
實
に
幸
な
こ
と

に
は

　
寧
遠

　
　
　
　
凝
　
教
　
琉
　
認
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記
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
八
巻
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∵
　
號
　
　
　
二
〇

　
　
　
汁
有
夷
門
山
。
蕎
坊
日
夷
門
。
大
中
群
符
改
今
名
。

と
の
註
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
註
に
よ
っ
て
考
へ
る
と
、
寧
暴
走
は
夷
門
山
の
近
く
に
在
つ
だ
に
相
違
な
い
が
、
ま

だ
北
道
刊
誤
志
に
は
鮮
符
縣
の
條
下
に
夷
門
山
の
位
遣
を
記
し
て

　
夷
門
山
。
今
開
寳
寺
後
。

と
あ
る
。
開
實
寺
と
い
ふ
の
は
前
に
述
べ
た
如
く
磐
田
郵
…
門
外
に
在
っ
た
寺
院
で
あ
る
。
そ
の
後
と
い
ふ
の
で
あ
る
か

ら
夷
門
山
も
大
寄
に
撃
て
奮
封
邸
門
外
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
が
霞
來
る
。
さ
う
し
て
み
る
と
そ
の
夷
門
山
に
近
い
寧

濾
坊
に
あ
っ
た
萩
憩
廟
と
い
，
浦
の
は
前
か
ら
度
々
述
べ
て
き
π
所
謂
奮
封
郵
門
外
の
厭
廟
と
全
く
同
一
の
も
の
を
指
し

た
に
過
ぎ
な
い
や
う
に
考
へ
ら
れ
る
。
私
は
か
く
の
如
く
に
推
定
し
て
恐
ら
く
誤
ら
な
い
と
思
ふ
、
こ
、
に
於
て
結
局

汁
京
に
存
在
し
た
駅
廟
は
蕾
封
邸
門
外
の
も
の
と
大
内
の
西
・
右
腋
門
外
の
も
の
と
の
二
輪
に
蹄
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
私
は
前
稿
「
荻
教
難
考
」
に
於
て
鞄
質
を
主
人
公
と
す
る
荒
癒
不
稽
の
一
説
話
を
厭
激
に
關
係
の
あ
る
故
を
以
て
特
に

爆
げ
て
お
い
た
。
當
時
私
が
そ
の
説
話
を
見
た
の
は
宋
の
協
伯
温
の
郡
氏
聞
見
前
馬
で
あ
っ
た
の
で
、
私
は
同
書
を
出

典
と
し
て
お
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
宋
の
無
文
榮
の
著
し
た
王
命
野
史
恕
六
に
も
同
一
の
説
話
の
見
え
て
み
る

こ
と
を
知
っ
た
。
文
面
が
こ
の
書
を
著
し
だ
の
は
肩
序
に
よ
る
と
宋
の
元
豊
年
聞
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
郡
氏
聞
見
前
録

ま
り
も
大
分
に
古
い
。
激
っ
て
こ
の
説
話
の
出
典
と
し
て
は
當
然
玉
壷
野
史
を
暴
ぐ
べ
き
で
あ
る
。
い
ま
訂
正
し
て
お

（　L）O　）



く
。
猫
ほ
こ
の
説
話
は
宋
代
に
廣
く
流
布
し
て
み
た
も
の
と
見
え
て
、
宋
名
康
言
行
録
な
ど
に
も
見
え
て
み
る
こ
と
を

　併
せ
て
記
し
て
お
か
う
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
五

　
踏
代
蜀
の
地
方
に
釈
激
が
行
は
れ
て
る
た
躍
跡
の
あ
る
こ
と
を
私
は
蕪
稿
「
釈
激
雑
考
」
に
述
べ
て
お
い
た
が
、
叢
に

は
そ
の
説
の
必
ず
し
も
唐
突
で
な
い
一
つ
の
傍
讃
と
し
て
唐
代
蜀
の
地
方
に
波
斯
人
の
移
住
し
た
者
の
あ
っ
た
事
實
を

指
摘
し
て
聯
か
前
説
を
補
っ
て
お
き
た
い
。
後
蜀
の
何
光
遠
の
編
纂
し
た
鑑
古
式
を
見
る
と
、
そ
の
論
式
に
「
農
振
常
」

と
題
す
る
一
條
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
五
代
前
蜀
の
詩
行
李
詞
の
こ
と
を
傳
へ

　
賓
貢
李
殉
。
字
徳
潤
。
本
蜀
中
土
生
波
斯
也
。

と
幽
し
て
み
る
。
こ
の
花
軸
は
五
代
で
も
有
数
の
詞
の
名
家
で
、
そ
の
事
蹟
は
種
々
の
書
物
に
見
え
て
み
る
が
、
宋
の

黄
休
漁
の
茅
塗
薬
話
に
も
ま
π
李
殉
の
波
斯
重
な
る
こ
と
を
傳
へ
て
る
る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
は
王
静
安
先
生
の
垂
紐
外

集
憲
一
に
あ
る
「
庚
難
解
間
讃
書
記
」
中
の
「
花
間
貢
し
の
條
、
及
び
同
先
生
の
癒
五
代
二
十
一
家
詞
嚢
中
の
理
瑠
集
の
蹟

に
委
し
く
見
え
て
み
て
、
李
殉
の
先
世
が
夙
に
忌
中
に
移
住
し
て
き
た
波
宿
入
で
あ
っ
た
こ
と
は
殆
ど
疑
な
き
昏
惑
の

や
う
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
移
住
し
て
き
た
の
は
李
殉
の
年
代
か
ら
推
し
て
恐
ら
し
唐
代
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と

考
へ
ら
れ
る
Q
こ
の
李
陶
の
先
世
が
果
し
て
蕨
激
徒
で
あ
っ
た
か
否
か
は
固
り
い
ま
之
を
知
り
得
る
限
り
で
は
な
い

が
、
か
く
唐
末
波
斯
人
に
し
て
蜀
の
地
方
に
移
住
し
て
き
π
者
の
あ
っ
た
と
い
ふ
事
實
は
少
く
と
も
唐
代
歯
の
地
方
に

　
　
　
　
祓
　
教
　
鎖
　
詑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
入
巻
　
第
一
號
　
　
　
二
一

（21）



O

　
　
　
　
駅
　
教
　
鐡
　
記
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
入
巷
　
第
一
魏
　
　
　
一
ご
一

蕨
敏
の
行
は
れ
だ
と
じ
ふ
推
測
の
必
ず
し
も
麿
突
で
な
い
反
面
の
藍
鼠
と
な
ら
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
六

　
こ
の
頃
私
は
清
の
呉
省
蘭
の
撰
し
た
十
國
宮
詞
（
同
治
癸
酉
潅
南
書
局
重
刊
本
）
を
護
ん
だ
が
、
偶
々
そ
の
中
に
五
代

前
蜀
の
弓
術
に
就
い
て
左
の
如
き
一
詩
の
あ
る
こ
と
に
氣
付
い
た
。

　
別
酒
仙
橋
逡
幾
巡
Q
珠
冠
金
甲
饗
止
観
。
承
恩
恰
侍
流
星
螢
。
二
十
輪
排
二
十
人
。

而
し
て
そ
の
爵
注
に
蜀
梼
机
を
引
い
て

　
術
北
巡
。
施
二
葉
甲
。
百
里
不
絶
。
術
戎
装
。
金
甲
冠
。
珠
精
錦
袖
。
軌
弓
頬
辺
。
百
姓
望
之
。
謂
退
口
荻
紳
。
后

　
妃
饅
於
昇
仙
橋
。
以
宮
人
二
十
人
從
。

と
あ
る
Q
若
し
こ
の
引
く
所
の
蜀
梼
机
の
文
を
信
ず
る
な
ら
ば
、
燭
の
壷
口
聯
は
即
ち
部
下
で
あ
っ
た
と
認
め
な
く
て

は
な
ら
澱
。
こ
れ
は
熊
曾
以
來
蜀
の
地
方
に
萩
敏
が
弘
布
し
て
み
た
と
す
る
私
に
と
っ
て
は
極
め
て
都
合
の
よ
い
材
料

で
あ
る
Q
ま
た
前
稿
「
釈
尊
難
燃
」
に
聯
か
考
虚
し
て
お
い
た
蜀
帝
の
公
主
が
そ
の
乳
億
陳
氏
の
子
と
重
言
に
蕨
廟
に
回

せ
ん
と
し
た
と
い
ふ
説
話
に
見
え
る
蜀
帝
と
い
ふ
の
を
以
て
前
蜀
か
後
蜀
か
兎
も
角
五
代
の
蜀
の
王
に
擬
せ
ん
と
す
る

の
に
も
都
合
が
よ
い
◎
そ
こ
で
私
は
更
に
灌
ロ
紳
が
果
し
て
釈
脚
で
あ
っ
た
如
何
う
か
を
穿
盤
し
て
み
た
の
で
あ
る
。

十
國
語
詞
の
註
に
引
く
蜀
梼
机
の
文
は
同
書
怠
慢
・
乾
漆
二
年
の
條
の
文
で
あ
る
が
、
ま
た
同
書
以
下
・
後
蜀
の
廣
政
十

五
年
の
條
に
も

（　L）・：）　）



　
六
月
朔
。
宴
漱
坊
。
俳
優
作
画
口
棘
隊
二
龍
戦
岡
雨
漏
Q
須
爽
天
地
昏
睡
。
大
雨
電
。
明
肩
灌
口
音
二
曲
大
粟
。
鑛

　
無
頼
庭
。
鐵
憾
辛
械
。
其
夕
大
水
漂
城
。
壊
延
齢
門
。
深
丈
鈴
。
搦
数
千
家
Q
擢
司
天
監
及
太
廟
。
令
宰
相
苑
仁
恕

　
薦
青
羊
概
。
叉
遣
使
往
灌
州
Q
下
詔
罪
己
。

と
の
記
事
が
あ
る
か
ら
、
五
代
の
頃
、
蜀
の
懸
口
紳
が
何
か
競
る
特
殊
の
神
と
し
て
崇
舞
せ
ら
れ
て
る
淀
こ
と
は
確
で

あ
る
。
然
し
必
ず
釈
紳
で
あ
っ
た
と
断
定
す
べ
き
讃
糠
は
賀
せ
な
い
Q
こ
の
灌
口
底
と
い
ふ
の
は
恐
ら
く
朱
子
豆
類
恕

三
・
鬼
紳
に

　
論
鬼
神
之
事
。
謂
蜀
中
盤
ロ
熾
盛
廟
。
本
初
滋
藤
泳
因
開
館
堆
有
功
立
廟
。
今
亡
母
許
多
働
蟻
。
乃
是
他
第
二
児
子

　
出
直
。
臆
病
封
出
駕
。
後
紐
徽
宗
好
遣
。
謂
他
商
量
麿
眞
潜
。
纏
綿
封
爲
眞
君
。
向
張
込
公
用
兵
。
濤
子
霊
廟
。
夜

　
夢
淋
法
蔵
。
歯
向
來
宮
島
王
。
有
血
潮
之
奉
◎
故
威
鵬
用
得
行
。
今
號
爲
眞
鴛
。
錐
奪
凡
祭
我
以
素
食
。
無
血
食
之

　
養
。
故
無
威
麻
裏
露
。
今
須
立
込
我
意
王
。
母
艦
威
露
。
魏
坦
途
乞
王
畿
封
。
不
知
魏
公
是
有
此
夢
。
還
復
一
時
用

　
兵
。
盛
期
此
説
。
今
逐
年
人
戸
震
祭
Q
殺
数
萬
蝿
頭
羊
。
廟
前
審
骨
如
山
。
州
府
亦
得
此
一
項
税
銭
潮
路
。

と
あ
る
二
郎
紳
の
こ
と
に
相
違
な
か
ら
う
と
思
ふ
Q
二
郎
紳
は
現
在
で
も
支
那
島
地
の
俗
間
に
祠
ら
れ
て
み
る
帥
で
あ

る
。
こ
の
紳
の
こ
と
は
ま
た
清
の
注
師
韓
の
韓
門
至
仁
績
編
に
も
委
し
い
考
謹
が
あ
る
が
、
釈
紳
と
は
何
等
の
關
係
も

な
い
。
さ
う
す
れ
ば
十
國
宮
造
の
引
く
燭
濤
机
の
み
に
糠
っ
て
蜀
の
鯉
口
紳
を
暗
面
で
あ
っ
た
と
断
定
す
る
の
は
早
計

の
嫌
が
あ
る
。
そ
の
上
、
救
貧
机
を
學
海
女
藤
本
・
豊
海
本
・
藝
海
車
塵
本
等
の
諸
本
に
就
い
て
調
査
す
る
に
、
い
つ
れ

　
　
　
　
駅
　
教
　
斌
　
記
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
策
十
入
巷
　
第
一
號
　
　
　
ご
三

（　？・：・，）　）



　
　
　
　
蔽
　
教
　
讃
－
認
　
　
　
　
　
　
噂
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
入
巻
　
第
一
號
　
　
　
二
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
十
野
宮
詞
の
引
く
所
と
文
字
に
多
少
の
異
同
が
あ
る
の
み
な
ら
す
、
最
も
重
要
な
問
題
の
「
閉
口
釈
紳
」
の
釈
の
宇
が

無
い
の
で
あ
る
。
，
殊
に
藝
海
露
塵
は
十
國
宮
詞
を
著
し
た
呉
七
難
そ
の
入
の
刻
し
た
叢
書
で
あ
る
の
に
も
拘
は
ら
す
、

爾
者
の
間
に
異
同
の
あ
る
の
は
甚
だ
怪
し
む
べ
き
で
あ
る
。
か
、
る
次
第
で
私
は
十
國
宮
詞
の
引
く
所
に
誤
が
あ
る
も

の
と
患
ふ
の
で
あ
る
が
、
ま
た
一
面
か
ら
考
へ
る
と
十
國
宮
田
で
は
そ
の
本
文
た
る
詩
に
も
釈
紳
の
字
面
を
使
用
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

み
る
位
で
あ
る
か
ら
、
何
か
別
に
「
灌
口
車
棘
」
に
作
っ
た
蜀
梼
机
の
異
本
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
も
疑
は

れ
な
い
こ
と
は
な
い
Q
姑
ら
く
闊
疑
の
ま
、
に
し
て
お
か
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
七

　
私
は
前
輿
「
下
下
雑
考
」
に
曾
て
、
蜀
帝
の
公
主
と
そ
の
乳
母
陳
氏
の
子
と
の
説
話
の
出
庭
と
し
て
山
堂
難
考
罫
引
の

蜀
志
な
る
も
の
を
暴
げ
て
お
い
た
が
、
そ
の
肝
腎
の
薄
志
な
る
も
の
、
性
質
を
詳
に
せ
な
か
っ
た
○
こ
れ
は
私
に
と
っ

て
遺
憾
に
勝
へ
な
か
っ
た
黙
で
あ
る
が
、
石
田
杜
村
學
士
は
清
の
饒
智
元
の
十
國
難
事
詩
の
引
用
書
昌
に

　
蜀
志
掌
寛
撰

と
あ
る
の
を
指
摘
し
、
山
堂
難
考
に
引
く
所
は
恐
ら
く
是
れ
で
あ
ら
う
と
垂
示
せ
ら
れ
た
。
け
れ
ど
も
私
は
こ
れ
に
封

し
て
疑
問
が
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
章
寛
の
撰
し
た
と
い
ふ
蜀
志
な
る
も
の
は
認
り
今
日
現
存
せ
な
い
の
み
な
ら
す
、
古

今
の
書
目
に
も
所
見
が
な
い
。
そ
れ
で
こ
れ
は
恐
ら
く
墨
書
経
籍
志
の
史
部
地
理
の
條
に
著
録
せ
ら
れ
て
る
る

　
蜀
士
心
一
船
巻
東
京
武
學
太
守
常
寛
撰

（　L）a　）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

の
こ
と
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
十
國
雑
事
詩
の
引
用
書
昌
に
書
籍
撰
と
あ
る
の
は
常
識
撰
の
認
に
相
違
な
い
。
若
し
さ
う

で
あ
る
と
す
れ
ば
蜀
志
な
る
も
の
は
東
京
武
不
の
太
守
で
あ
っ
た
常
寛
の
撰
し
た
も
の
で
、
後
漢
の
人
の
著
述
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
中
に
蔽
敏
に
關
係
の
あ
る
説
話
の
出
て
く
る
筈
は
な
い
の
で
あ
る
。
從
っ
て
山
堂
難
芸
所
引
の
蜀
志
な
る

も
の
は
常
寛
の
意
志
で
は
な
い
と
思
ふ
。
然
ら
ば
山
堂
擁
護
墨
引
の
蜀
志
な
る
も
の
は
一
膿
何
で
あ
る
か
Q
私
は
未
だ

こ
れ
を
解
決
し
得
な
い
で
る
る
の
で
あ
る
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
八

　
石
田
學
士
は
私
の
所
説
に
直
接
關
係
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
唐
の
自
行
簡
の
撰
と
傳
へ
ら
れ
る
小
説
李
娃
傳
に

再
論
が
そ
の
情
郎
と
共
に
｝
日
長
安
市
中
の
某
所
な
る
竹
林
紳
に
詣
で
る
記
事
の
あ
る
こ
と
を
注
意
し
、
竹
林
神
は
も

と
厭
紳
と
あ
っ
た
の
を
展
轄
傳
寓
す
る
間
に
間
違
っ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
い
ふ
一
の
想
像
説
を
提
出
せ
ら
れ
た
。

而
し
て
竹
林
瀞
と
は
如
何
な
る
紳
で
あ
る
か
、
こ
の
前
後
い
つ
の
時
代
の
書
物
に
も
そ
の
名
を
見
出
し
得
な
い
や
う
に

考
へ
る
と
述
べ
ら
れ
て
み
る
Q
け
れ
ど
も
私
は
之
に
賛
意
を
表
し
か
ね
る
。
竹
林
脚
と
い
ふ
の
は
、
大
分
李
娃
．
傳
の
作

ら
れ
た
時
代
と
は
右
く
な
る
し
、
且
場
所
も
異
る
け
れ
ど
も
、
晋
の
常
磐
の
華
陽
國
志
懇
四
に

　
有
竹
王
者
。
興
奮
吉
水
。
有
一
女
子
。
溌
於
吉
事
。
有
三
節
大
竹
。
流
入
女
子
足
闘
。
推
薦
不
肯
去
。
筆
舌
雪
避
。

　
取
持
露
。
破
之
。
得
一
男
兇
。
長
養
有
職
武
。
途
謬
論
秋
氏
。
以
竹
爲
姓
Q
絹
所
破
竹
燭
魚
。
成
竹
林
。
今
竹
王
祠

竹
林
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
　
鼠
　
敏
　
毅
　
記
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
入
巷
　
第
一
號
　
　
　
二
五
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照
杁
　
崩
荻
　
　
搬
男
　
訥
甜
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
餓
塀
十
・
入
巷
　
　
櫓
果
一
瀧
－
　
　
　
二
轟
ハ

と
見
え
て
み
る
竹
王
な
ど
、
同
じ
性
質
の
融
で
は
な
か
っ
た
か
と
も
思
ふ
。
こ
の
華
陽
國
志
の
竹
王
の
こ
と
は
ま
た
後

漢
書
の
南
攣
・
西
南
夷
列
傳
の
夜
郎
の
條
に
も
見
え
て
み
る
。
石
田
學
士
も
既
に
い
は
れ
て
み
る
や
う
に
、
李
娃
傳
に
從

へ
ば
李
娃
は
そ
の
情
郎
と
竹
林
紳
に
子
を
得
ん
こ
と
を
所
願
し
た
こ
と
に
な
っ
て
み
て
、
竹
林
紳
と
は
｝
種
の
子
授
け

の
紳
と
し
て
信
仰
せ
ら
れ
て
ゐ
把
ら
し
く
想
は
れ
る
が
、
華
陽
國
志
の
竹
王
の
如
き
性
質
の
憩
が
子
授
け
の
憩
と
し
て

信
仰
せ
ら
れ
る
の
は
極
め
て
自
然
の
現
象
で
あ
る
。
大
鷲
竹
と
子
供
の
出
生
と
の
聞
に
は
古
く
か
ら
一
種
の
民
俗
信
抑

が
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
こ
と
は
我
が
國
の
竹
取
物
語
の
説
話
な
ど
に
よ
つ
て
も
想
像
す
る
こ
と
が
蹟
來
る
。
從
っ
て

李
娃
傳
の
竹
林
神
は
矢
張
り
そ
の
儘
竹
林
紳
と
し
て
お
く
方
が
意
味
が
あ
っ
て
稔
當
で
は
な
か
貯
う
か
と
思
ふ
。
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
り

を
必
ず
蕨
紳
の
認
と
見
る
の
は
精
…
々
牽
張
の
…
嫌
が
あ
お
。
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
完
）
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