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墨
蘭
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晋
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1

　
玉
碗
梵
芳
は
室
町
時
代
の
初
期
に
於
い
て
墨
蘭
を
描
い
た
五
山
の
高
僧
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
時
代
に
禅
林
の
中
で
愛
蘭
を
描
く
こ
と
が
流

行
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
玉
碗
は
お
そ
ら
く

半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
蘭
を
描
き
続
け
て
い
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。
南
北
朝

期
に
は
鉄
舟
徳
斎
が
墨
蘭
で
知
ら
れ
る
が
、
玉
碗
以
後
の
五
山
に
於
い
て
墨
蘭

を
描
い
て
名
を
残
し
た
禅
僧
は
殆
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
小
論
は
、

玉
碗
が
な
ぜ
ひ
と
り
こ
の
時
期
に
あ
っ
て
蘭
を
描
き
続
け
た
の
か
に
つ
い
て
玉

碗
の
隠
逸
志
向
を
手
が
か
り
に
し
て
推
察
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

2

室
町
初
期
の
三
十
三
年
間
に
お
よ
ぶ
応
永
年
間
（
＝
二
九
四
～
一
四
二
七
）

に
日
本
の
禅
林
に
お
い
て
、
詩
画
聖
の
大
流
行
が
あ
っ
た
。
詩
画
軸
と
は
同
一

　
　
　
　
　
玉
碗
の
隠
逸
と
墨
蘭

の
画
面
上
に
詩
と
画
が
か
か
れ
て
い
る
掛
軸
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
題
詩
の
数

が
き
わ
め
て
多
い
詩
画
軸
の
流
行
が
五
山
禅
林
で
南
北
朝
末
に
始
ま
り
、
応
永

年
間
に
京
都
五
山
と
く
に
南
禅
寺
を
拠
点
と
し
て
最
高
頂
に
達
し
た
。
そ
の
風

潮
は
次
の
永
享
、
嘉
吉
、
文
安
の
十
八
年
間
（
一
四
二
九
～
一
四
四
八
）
に
受

け
継
が
れ
て
、
詩
を
寄
せ
る
僧
の
数
を
減
じ
な
が
ら
も
、
応
仁
の
乱
近
く
ま
で

続
い
た
。
こ
の
期
の
詩
画
軸
の
大
部
分
は
山
水
画
で
あ
る
。
多
数
の
禅
僧
が
画

面
狭
ま
し
と
詩
を
連
ね
て
い
る
様
子
に
は
一
種
の
熱
気
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。
応

永
に
つ
づ
く
永
享
年
間
頃
か
ら
そ
の
熱
気
も
さ
め
は
じ
め
て
は
く
る
が
、
し
か

し
そ
の
絵
画
で
あ
る
山
水
画
は
周
文
様
と
後
に
呼
ば
れ
る
「
類
型
を
生
み
出
し

て
い
く
と
と
も
に
題
詩
老
の
数
を
へ
ら
し
て
絵
画
と
し
て
の
独
立
性
を
増
し
つ

つ
禅
林
の
中
で
定
着
し
て
い
っ
て
い
る
。
応
永
期
の
詩
画
期
に
描
か
れ
た
山
水

は
、
そ
れ
ま
で
の
襖
や
屏
風
な
ど
の
室
内
装
飾
用
と
し
て
の
山
水
画
と
は
異
っ

た
純
粋
な
鑑
賞
用
と
も
い
う
べ
き
山
水
画
で
あ
る
。
従
っ
て
応
永
の
詩
画
軸
は

わ
が
国
に
鑑
賞
用
山
水
画
を
導
入
さ
せ
定
着
さ
せ
る
役
割
を
果
し
た
と
い
え
る
。

　
島
田
修
二
郎
氏
は
こ
の
詩
画
図
流
行
の
中
で
制
作
さ
れ
た
山
水
画
に
は
二
つ

の
類
型
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
が
書
斎
図
と
詩
意
図
で
あ
り
、
詩
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
三
二
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図
は
主
題
の
上
で
書
斎
図
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
、
現
存
作
例

の
み
な
ら
ず
五
山
僧
の
詩
文
集
に
み
る
事
例
を
引
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

（
1
）

る
。　

書
斎
図
は
人
里
離
れ
た
勝
景
地
の
水
辺
に
建
つ
書
斎
を
描
い
た
も
の
で
、
そ

の
制
作
の
主
た
る
動
因
は
、
一
般
の
禅
僧
が
自
分
の
居
所
や
書
斎
に
雅
号
を
つ

け
て
、
そ
の
名
が
示
す
国
境
を
図
に
描
が
か
せ
、
時
の
著
名
な
禅
僧
た
ち
の
題

詩
を
求
め
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
図
は
現
実
の
書
斎
を
描
い
た
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
応
永
二
十
年
（
一
四
＝
二
）
南
禅
寺
で
制
作
さ
れ
た
漢
第
二
築
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
は
く

を
例
に
と
れ
ぽ
、
「
皇
臣
小
謡
」
と
は
南
禅
寺
の
聖
子
瑛
が
そ
の
住
居
に
名
づ

け
た
斎
忌
で
、
図
は
子
瑛
の
友
人
が
画
家
に
描
か
せ
て
六
名
の
著
名
な
文
筆
僧

に
詩
を
題
し
て
も
ら
い
子
瑛
に
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
図
に
描
か
れ

た
書
斎
を
と
り
囲
む
景
観
は
南
禅
寺
内
の
上
境
で
は
な
い
と
い
う
。
ま
た
こ
の

図
に
著
け
ら
れ
た
六
僧
の
詩
も
現
実
の
書
斎
の
こ
と
で
は
な
く
世
俗
を
離
れ
た

佳
処
に
あ
る
書
斎
に
つ
い
て
想
を
め
ぐ
ら
せ
て
隠
者
の
心
中
を
想
い
や
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

や
隠
遁
生
活
へ
の
羨
望
を
詩
句
に
し
た
も
の
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
六
僧

の
詩
の
一
部
を
左
に
掲
げ
て
お
く
。

　
　
　
　
ニ
お
も
む
カ
ア
　
　
　
　
ニ
　
　
　
ノ
　
　
ニ
　
　
ニ
　
　
ヲ
カ
も
ち
ピ
ン

　
「
雲
山
赴
二
清
賞
↓
法
外
更
何
須
」
（
大
岳
淫
女
）

　
　
　
　
　
ヘ
タ
ゾ
　

ム
ニ
　

ス
　
　
　
ヲ
　
　
ン
ベ
　

レ
　
　
　
　
　
メ
テ
　
レ

　
「
幽
隠
里
レ
　
羨
　
ナ
ニ
佳
庭
↓
不
・
．
是
詩
人
一
定
　
是
禅
」
（
玉
碗
梵
芳
）

　
　
　
　
タ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
む
す
ば
レ
　
　
　
　
　
　
シ
テ
　
　
　
　
ヲ
　
　
ル
　
　
　
　
　

　
「
轟
々
　
奇
峰
姻
静
粛
、
繋
二
留
　
雲
水
一
寄
．
鳥
藤
．
」
（
履
三
元
礼
）

　
　
　
　
　
　
　
ス
　
ヲ
　

ゾ
ケ
テ
ヲ
．
ブ
　
ヲ

　
「
青
草
層
民
博
碧
渓
、
何
人
避
レ
世
結
二
幽
楢
」
（
大
愚
慧
智
）

　
　
　
　
　
シ
テ
　

ヲ
　
　
ル
　
　
　
ヲ
　
　

フ
ニ
　
　
ニ
　
　
　
ノ
　
　
ン
　
　
　
ク
コ
ト

　
「
老
樹
成
レ
村
雲
＝
寂
蓼
ハ
想
応
渓
友
乏
二
相
招
己
（
謙
厳
原
沖
）

　
　
　
　
ゾ
　
シ
テ
ニ
メ
タ
ル
ヲ
　

ハ
レ
テ
リ
　
ノ
ニ

　
「
誰
氏
帰
休
　
已
息
レ
・
心
、
茅
斎
僻
　
在
二
小
早
血
判
（
大
周
止
偏
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
四

　
こ
の
よ
う
な
隠
居
生
活
へ
の
あ
こ
が
れ
が
他
の
応
永
期
の
山
水
画
を
含
む
詩

画
軸
に
は
共
通
し
て
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

3

　
と
こ
ろ
で
、
応
永
期
の
詩
画
筆
に
詩
を
寄
せ
て
い
る
人
々
は
、
五
山
の
禅
僧

と
は
云
っ
て
も
限
ら
れ
た
僧
た
ち
が
中
心
で
あ
る
。
か
つ
て
熊
谷
宣
夫
氏
は
こ

の
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
論
考
「
応
永
年
間
の
詩
画
軸
」
（
『
美
術
研
究
』
四
、

昭
和
七
年
）
に
於
い
て
応
永
詩
章
軸
の
題
詩
と
そ
の
作
者
の
一
覧
表
を
付
さ
れ

た
が
、
表
（
1
）
は
そ
の
表
を
簡
略
化
し
て
そ
こ
に
文
献
か
ら
分
る
二
、
三
の

例
を
加
え
て
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
見
れ
ば
題
詩
者
が
特

定
の
僧
た
ち
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。

　
す
な
わ
ち
限
ら
れ
た
僧
た
ち
と
は
、
具
体
的
に
は
仲
方
円
伊
、
大
白
真
玄
、

大
周
周
窩
、
明
叔
玄
関
、
西
胤
俊
承
、
謙
岩
原
沖
、
大
岳
周
崇
、
那
隠
慧
食
、

玉
薫
製
芳
、
惟
忠
通
恕
、
厳
中
周
輩
、
古
瞳
周
勝
、
惟
肖
得
厳
、
叔
英
宗
播
と

い
っ
た
人
た
ち
で
あ
る
。
詩
会
の
席
上
を
は
じ
め
こ
れ
ら
の
僧
た
ち
の
私
的
な

交
友
圏
が
舞
台
と
な
っ
て
応
永
期
の
詩
二
軸
は
制
作
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
五
山
禅
林
中
の
塔
頭
に
住
み
、
南
禅
寺
を
頂
点
と
す
る

五
山
の
諸
寺
の
住
持
に
出
世
し
た
文
筆
出
た
ち
で
あ
っ
た
。

　
室
町
初
の
詩
画
軸
流
行
に
は
、
五
山
文
学
の
発
展
に
よ
る
禅
僧
の
文
人
化
と

共
に
官
僚
化
と
い
う
状
況
が
重
ね
合
さ
っ
て
い
た
。
文
筆
に
優
れ
た
五
山
の
禅

僧
た
ち
は
、
幕
府
や
有
力
守
護
大
名
か
ら
は
文
人
官
僚
と
し
て
迎
え
ら
れ
て
い
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玉
碗
の
隠
逸
と
墨
蘭

俵）

る
。
一
方
文
会
の
世
界
で
は
、
隠
逸
生
活
に
想
い
を
巡
ら
せ
て
詩
を
つ
く
り
、

世
俗
を
避
け
て
隠
逸
の
中
に
身
を
置
く
こ
と
を
よ
し
と
詠
ず
る
と
い
う
矛
盾
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
ク

た
状
況
が
あ
っ
た
。
江
天
遠
意
図
に
題
さ
れ
た
盛
元
の
詩
中
に
「
隠
倫
多

　
ニ
　
ノ
ズ
ル
モ
リ
ブ
　
ノ
ク
フ
ヲ
ヲ

為
二
明
時
・
出
、
　
独
喜
・
一
高
人
能
逐
τ
初
（
隠
士
は
よ
く
治
っ
た
世
に
山
か

ら
出
る
も
の
だ
が
、
か
れ
が
独
り
よ
く
初
志
を
貫
い
て
い
る
の
は
嬉
し
い
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゲ
チ
　
　
ル
ヲ
　
　
ニ
　
　
ス
　
　
ラ
ン
ト
　
　
　
　
ニ

と
あ
る
。
ま
た
惟
肖
の
詩
に
は
「
告
レ
帰
直
欲
レ
上
二
扁
舟
こ
と
い
う

句
が
あ
っ
て
、
官
に
あ
っ
て
隠
逸
を
願
う
矛
盾
し
た
状
況
を
こ
の
二
つ
の
詩
句

は
反
映
し
て
い
る
と
云
え
る
が
、
そ
こ
に
矛
盾
し
た
状
況
に
お
け
る
悩
み
は
読

み
と
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
伝
存
す
る
応
永
の
詩
画
軸
に
著
け
ら
れ
た
詩
に
限

っ
て
み
れ
ぽ
、
こ
う
し
た
矛
盾
を
心
の
葛
藤
と
し
て
把
え
た
詩
は
き
わ
め
て
少

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
何
故
か
。

　
こ
の
矛
盾
は
渓
隠
小
築
図
成
立
の
原
因
と
な
っ
た
子
僕
の
現
実
の
書
斎
に
つ

い
て
も
云
え
る
。
南
禅
寺
塔
頭
寮
舎
の
建
ち
並
ぶ
い
わ
ぽ
世
塵
の
中
の
書
斎
に

「
渓
陰
小
築
」
と
い
う
隠
逸
の
士
の
住
い
の
如
き
名
を
冠
し
て
喜
び
と
し
て
い

る
。
ま
た
こ
れ
は
子
瑛
の
書
斎
が
例
外
で
は
な
く
当
時
の
五
山
禅
林
の
一
般
的

な
風
潮
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
の
矛
盾
を
ど
う
把
え
て
い
た
の
か
。
い
い
か
え
れ

ぽ
そ
こ
に
あ
る
考
え
方
が
応
永
の
詩
画
軸
の
成
立
を
さ
さ
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
考
え
方
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、
島
田
氏
は
渓
陰
小
築
図
の
大
白
真
玄

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
序
文
を
あ
げ
て
い
る
。
次
に
そ
の
序
文
の
】
部
を
大
西
廣
氏
の
現
代
語
の
訳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に
よ
っ
て
引
用
し
て
お
こ
う
。

　
「
…
…
い
ず
れ
を
心
中
に
会
得
し
た
と
こ
ろ
が
あ
ら
わ
れ
出
た
の
で
あ
っ
て
、

物
質
世
界
に
拘
泥
す
る
と
こ
ろ
が
ま
っ
た
く
な
い
。
さ
て
南
禅
寺
の
僧
、
純
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
五



瑛
は
、
禅
林
の
衆
僧
の
群
れ
集
ま
る
な
か
に
身
を
置
き
な
が
ら
そ
の
書
斎
に
は

『
渓
隠
小
築
』
と
名
づ
け
て
い
る
。
『
市
に
門
し
て
水
を
心
と
す
』
と
は
こ
う
い

う
人
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
た
心
中
に
会
得
し
た
と
こ
ろ
と
い
っ
て
よ

か
ろ
う
。
…
…
か
の
竹
渓
六
逸
の
か
く
れ
住
ん
だ
と
い
う
租
来
山
も
、
ま
た
乱

世
を
逃
れ
て
泰
人
た
ち
の
住
み
つ
い
た
と
い
う
桃
源
境
も
、
こ
の
図
の
理
想
境

と
な
ん
の
隔
り
も
な
く
、
む
し
ろ
両
々
相
待
つ
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

思
う
に
こ
の
図
も
ま
た
、
心
中
に
会
得
し
た
も
の
を
写
し
た
の
で
あ
っ
て
、
心

外
の
景
境
を
描
い
た
も
の
で
は
な
い
。
と
す
れ
ぽ
こ
の
よ
う
な
絵
は
『
心
の

画
』
と
い
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
。
（
下
略
）
」
。
す
な
わ
ち
大
白
は
、
禅
僧

の
群
れ
集
う
世
塵
の
中
に
居
て
、
つ
ま
り
そ
れ
を
肯
定
し
て
そ
の
尊
志
の
書
斎

を
山
中
の
幽
屋
と
み
な
す
子
瑛
の
隠
逸
を
評
価
し
、
現
実
と
は
異
る
そ
の
書
斎

図
を
「
心
画
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
い
か
な
る
環
境
の
中
に
あ
っ
て

も
山
中
に
あ
る
か
の
如
き
心
境
に
立
て
る
と
い
う
禅
的
解
釈
が
あ
る
。
こ
の
禅

的
解
釈
に
立
て
ば
、
紫
衣
を
着
て
隠
を
唱
え
る
こ
と
に
う
し
ろ
め
た
さ
は
感
じ

な
い
で
あ
ろ
う
。
「
仕
」
に
あ
っ
て
「
隠
」
に
あ
こ
が
れ
る
こ
と
の
矛
盾
に
起

因
す
る
心
の
葛
藤
は
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ぽ
生
じ
な
い
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
考

え
方
が
一
般
的
と
な
っ
た
こ
と
は
、
江
望
遠
意
図
に
題
さ
せ
れ
た
大
岳
の
詩
に

　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
ハ
　
　
　
　
セ
　
ヲ
　
　
ク
ハ
　
ズ
　
　
　
ノ
　
　
ル
ヲ

窺
わ
れ
る
。
そ
れ
は
「
近
代
高
人
不
レ
愛
レ
山
、
多
　
談
三
大
隠
在
一
．
朝

　
ニ間

こ
と
い
う
詩
句
で
、
大
岳
は
「
最
近
の
高
人
は
山
に
隠
棲
し
た
が
ら
ず
、

大
陰
即
ち
真
の
隠
者
は
環
境
を
超
越
し
て
い
る
の
で
朝
廷
の
中
に
隠
れ
る
も
の

だ
と
談
ず
る
者
が
多
い
」
と
詩
に
よ
せ
て
伝
え
て
い
る
。
ど
れ
だ
け
の
僧
が
真

に
こ
の
禅
的
境
地
に
達
し
て
い
た
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
な
か
に
は
こ
の
解
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
六

に
論
じ
得
な
か
っ
た
者
も
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
一
人
が
玉
梓
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
。

4

　
応
永
の
書
画
軸
に
詩
を
寄
せ
て
い
る
禅
僧
た
ち
即
ち
友
社
の
人
々
の
中
で
も
、

詩
画
軸
の
序
文
を
手
が
け
て
い
る
の
は
多
く
が
地
位
や
名
望
の
最
も
高
い
者
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
期
に
お
い
て
は
仲
方
（
応
永
二
十
年
没
）
、
太
白
（
応
永
二

十
二
年
没
）
、
大
岳
（
応
永
三
十
年
没
）
、
玉
碗
（
応
永
二
十
七
年
以
降
没
）
ら

が
そ
の
人
た
ち
で
あ
り
、
彼
ら
こ
そ
墨
画
軸
制
作
の
舞
台
に
お
け
る
中
心
的
な

存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
大
岳
は
応
永
十
一
年
か
ら
二
十
一
年
ま
で
禅
林

で
最
も
重
要
な
鹿
苑
僧
録
の
地
位
に
あ
っ
た
者
で
当
然
で
あ
ろ
う
。
仲
方
、
太

白
、
酒
醤
の
う
ち
で
は
第
一
表
を
み
る
と
応
永
期
の
現
存
す
る
主
な
詩
画
因
の

す
べ
て
に
題
者
と
し
て
参
加
し
て
い
る
玉
璽
が
と
く
に
注
目
さ
れ
る
。
玉
野
は

ま
た
詩
を
題
す
る
に
当
っ
て
は
、
た
い
て
い
筆
頭
と
か
最
後
と
か
の
き
わ
め
て

主
要
な
個
所
に
詩
を
著
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
轟
轟
は
、
少
く
と
も
、

応
永
十
二
年
の
柴
門
新
月
図
の
序
文
以
降
か
ら
同
二
十
七
年
ま
で
題
者
中
に
お

い
て
い
い
か
え
れ
ば
友
社
の
う
ち
で
最
も
主
導
的
な
立
場
に
あ
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。
ま
た
他
に
こ
れ
ら
の
禅
僧
群
に
お
い
て
そ
の
団
結
を
強
め
た
求
心
的
役

割
を
果
し
て
い
た
の
が
、
応
永
十
四
年
に
足
利
四
代
将
軍
と
な
っ
た
義
持
で
あ

っ
た
。
義
持
は
南
禅
寺
や
相
国
寺
を
は
じ
め
、
各
禅
寺
に
書
斎
を
設
け
頻
々
と

し
て
参
詣
し
、
し
ば
し
ぼ
婦
警
の
人
々
を
集
め
て
詩
会
を
催
し
、
石
清
水
、
伊



勢
、
近
江
永
源
寺
等
々
の
旅
行
の
際
に
も
彼
ら
も
同
行
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
義

持
は
こ
と
さ
ら
隠
逸
的
な
禅
僧
を
さ
が
し
求
め
た
と
い
わ
れ
、
こ
の
こ
と
を
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

べ
て
玉
村
竹
二
氏
は
数
僧
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。
例
え
ば
愚
中
差
及
。
愚
説
は

は
じ
め
壁
書
門
下
で
あ
っ
た
が
、
五
山
か
ら
薫
れ
て
安
芸
仏
通
寺
に
隠
れ
て
以

来
決
し
て
再
び
五
山
禅
林
の
地
を
踏
ま
な
か
っ
た
禅
僧
で
あ
る
。
槍
持
は
応
永

十
四
年
来
、
愚
中
を
景
仰
し
て
京
に
迎
え
よ
う
と
幾
度
も
試
み
た
が
、
結
局
は

愚
中
を
京
都
に
近
い
丹
波
天
寧
寺
に
居
ら
し
め
る
こ
と
で
満
足
せ
ね
ぽ
な
ら
な

か
っ
た
。
こ
れ
は
義
持
の
隠
逸
的
禅
僧
傾
倒
を
示
す
例
と
し
て
玉
村
氏
が
あ
げ

ら
れ
て
い
る
数
例
中
の
一
例
で
あ
る
。
義
子
を
中
心
と
し
た
友
社
の
中
で
、
義

持
と
玉
碗
は
山
水
画
導
入
の
基
調
と
な
っ
た
隠
逸
思
想
の
流
行
に
於
い
て
と
く

に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
玉
碗
の
隠
逸
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
が
、
そ
の
前
に
玉
碗
の
略
伝
を

述
べ
て
お
こ
う
。
な
お
、
玉
碗
の
伝
記
史
料
は
『
大
日
本
史
料
』
第
七
編
十
八

の
応
永
二
十
年
三
月
条
に
一
括
し
て
収
め
ら
れ
て
お
り
、
論
考
と
し
て
は
、
熊

谷
宣
夫
「
玉
青
年
芳
伝
」
（
『
美
術
研
究
』
十
五
号
L
）
が
あ
る
。
以
下
に
述
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

る
事
蹟
の
根
拠
等
は
両
文
献
に
依
っ
た
。
ま
た
玉
碗
は
は
じ
め
玉
桂
と
い
い
応

安
三
年
頃
玉
碗
に
改
め
て
い
る
が
、
便
宜
上
玉
碗
で
通
し
た
。

5

　
玉
江
梵
芳
は
貞
和
四
年
（
一
三
四
八
）

の
雲
居
庵
主
貸
屋
雪
膚
（
＝
二
一
】
～
】

　
　
　
　
　
玉
碗
の
隠
逸
と
墨
蘭

の
生
ま
れ
で
、
十
歳
の
頃
に
天
竜
寺

三
八
八
）
の
も
と
に
入
っ
た
。
壷
屋

は
夢
窓
疎
石
の
甥
で
夢
窓
の
法
を
嗣
ぎ
、
五
山
の
主
流
門
派
で
あ
る
夢
窓
派
の

中
心
人
物
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
。
玉
碗
（
玉
桂
）
は
以
後
の
十
余
年
を
京
都

に
あ
っ
て
春
屋
に
相
思
っ
て
過
し
た
。
二
十
を
過
ぎ
た
頃
春
屋
と
別
れ
鎌
倉
に

下
り
、
夢
窓
派
教
化
振
興
の
使
命
を
お
び
て
関
東
に
下
向
し
て
い
た
春
屋
の
法

弟
義
堂
周
信
に
詩
文
を
学
び
な
が
ら
十
年
あ
ま
り
滞
在
し
た
。
こ
の
間
に
玉
桂

を
玉
房
に
改
め
た
。
玉
碗
三
十
三
歳
の
康
暦
二
年
（
＝
二
七
九
）
の
頃
、
義
堂

の
上
京
と
前
後
し
て
京
に
帰
り
、
前
年
に
南
禅
寺
住
持
並
び
に
初
代
僧
録
司
と

な
っ
て
名
実
と
も
に
五
山
の
統
轄
者
と
な
っ
た
春
屋
の
近
く
に
再
び
も
ど
っ
て

い
る
。
以
後
玉
葛
は
諸
山
、
十
刹
、
五
山
の
住
持
と
な
り
五
山
僧
と
し
て
の
出

世
コ
ー
ス
を
順
調
に
昇
っ
て
い
っ
た
。
諸
山
は
周
防
の
永
興
寺
、
十
刹
は
豊
後

の
万
寿
寺
、
五
山
は
京
都
建
仁
寺
に
出
世
し
た
。

　
建
仁
寺
に
出
世
す
る
前
の
応
永
十
二
年
（
玉
碗
五
十
八
歳
）
七
月
に
は
柴
門

新
月
図
の
序
文
を
草
し
、
す
で
に
五
山
の
詩
僧
の
中
心
人
物
と
し
て
迎
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
分
る
。
以
後
足
利
義
持
を
中
心
に
し
た
詩
会
の
定
連
の
主
導
的

存
在
と
な
っ
た
。
応
永
十
七
年
に
は
義
持
の
三
条
坊
第
の
亭
に
因
む
悠
然
亭
詩

語
の
序
文
を
書
い
て
い
る
。
建
仁
寺
に
出
世
後
は
富
屋
の
塔
頭
で
あ
る
南
禅
寺

竜
華
庵
主
と
な
り
、
つ
い
に
応
永
二
十
年
三
月
に
は
僧
階
の
最
高
位
で
あ
る
南

禅
寺
住
持
と
な
っ
た
。
玉
碗
六
十
六
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
す
ぐ
に

（
三
ヶ
月
程
か
）
隠
退
し
南
禅
寺
内
に
創
め
た
投
老
庵
で
そ
の
後
の
七
年
間
を

過
し
て
い
る
。
こ
の
間
に
伝
存
す
る
渓
隠
小
築
図
、
碧
潭
周
鮫
頂
相
、
三
益
斎

図
、
上
野
家
墨
壷
図
な
ど
に
讃
、
詩
を
著
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
応
永
二
十
七

年
（
一
四
二
〇
）
、
七
十
三
歳
の
墨
守
は
突
如
五
山
叢
林
を
去
っ
て
い
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
七



の
後
の
消
息
は
不
詳
で
あ
る
。

　
江
戸
期
の
『
延
宝
伝
灯
録
』
の
玉
碗
伝
に
よ
る
と
、
玉
晩
は
生
来
隠
逸
を
好

み
、
出
世
を
望
ま
な
か
っ
た
が
、
義
持
は
強
い
て
南
禅
寺
に
入
寺
せ
し
め
た
と

あ
る
。
玉
髄
の
南
禅
寺
八
十
一
世
入
寺
式
に
は
義
持
も
参
列
し
、
玉
碗
は
そ
れ

か
ら
幾
ば
く
も
な
く
し
て
（
三
ヶ
月
ほ
ど
か
）
南
禅
寺
住
持
職
を
退
い
て
い
る

こ
と
か
ら
、
典
拠
は
明
ら
か
に
出
来
な
い
が
、
あ
な
が
ち
こ
れ
は
否
定
で
き
な

い
。
否
、
む
し
ろ
玉
碗
に
対
す
る
義
母
の
尊
崇
を
推
察
さ
せ
る
事
蹟
と
し
て
、

入
寺
式
へ
の
参
列
の
他
に
、
義
持
の
三
条
坊
門
新
宅
内
の
悠
然
亭
に
題
し
た
詩

序
の
執
筆
（
応
永
十
七
年
）
や
投
下
庵
退
語
歴
の
玉
里
訪
問
が
あ
る
。
ま
た
瑞

渓
は
『
臥
麗
日
貫
録
外
邦
』
中
に
「
玉
碗
上
勝
定
相
公
所
寵
遇
」
と
書
き
留

（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

め
、
玉
子
自
身
の
禅
林
退
去
の
詩
に
「
寵
辱
悲
惟
夢
一
場
」
と
あ
る
か
ら
、
玉

碗
が
義
持
の
特
別
の
寵
遇
を
受
け
た
の
は
事
実
と
思
わ
れ
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は

玉
腕
の
隠
逸
的
な
性
向
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
作
用
し
た
に
違
い
な
い
。
そ

の
玉
碗
の
隠
逸
は
延
宝
伝
の
云
う
が
如
く
「
生
来
」
の
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
が
、
む
し
ろ
玉
腕
の
人
格
形
成
期
で
あ
る
前
半
生
に
お
け
る
個
人
的
な

体
験
の
う
ち
に
深
く
心
の
底
に
根
づ
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
玉

碗
の
隠
逸
思
想
に
つ
い
て
は
、
彼
の
語
録
、
詩
文
集
が
伝
存
し
て
い
な
い
の
で
、

詩
画
軸
に
残
る
詩
や
序
文
の
他
は
、
そ
の
前
、
後
半
生
の
境
遇
に
思
い
を
致
し

て
想
像
を
ま
じ
え
て
考
察
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
に
な
る
。
次
に
玉
碗
の
前
半
生
の

環
境
を
、
彼
の
隠
逸
と
の
関
連
で
ふ
り
返
っ
て
み
よ
う
。

6

＝
二
八

　
夢
窓
の
甥
で
、
夢
窓
の
法
を
嗣
い
だ
春
屋
は
傑
出
し
た
政
治
的
手
腕
を
も
っ

て
い
た
。
玉
腕
が
春
屋
の
も
と
に
入
っ
た
頃
、
春
屋
は
五
山
派
の
主
流
で
あ
る

夢
想
派
の
中
心
と
な
っ
て
活
躍
し
て
い
た
。
玉
碗
が
相
酔
っ
た
睡
余
年
間
の
春

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
6
、
〕

屋
の
活
動
の
一
端
を
み
て
お
く
。
玉
碗
が
寺
に
入
っ
て
間
も
な
く
の
延
文
二
年

（一

O
五
七
）
、
葦
屋
は
将
軍
の
命
を
受
け
て
等
持
寺
（
足
利
氏
の
菩
提
寺
）
住

持
を
引
き
う
け
、
翌
年
天
竜
寺
が
罹
災
す
る
と
天
竜
寺
雲
居
庵
主
と
し
て
直
ち

に
天
竜
寺
を
復
興
し
た
。
康
安
元
年
（
＝
二
六
一
）
に
ぱ
火
災
後
の
臨
川
寺
住

持
と
な
っ
て
、
こ
の
復
興
を
す
ぐ
さ
ま
果
し
て
い
る
。
貞
治
二
年
（
＝
二
六

二
）
、
春
屋
は
上
領
細
川
頼
之
の
帰
依
を
受
け
て
そ
の
創
建
に
な
る
光
勝
院
の

落
慶
式
に
阿
波
に
赴
き
、
暮
に
は
天
竜
寺
に
も
ど
っ
た
が
、
天
皇
の
旨
を
奉
じ

て
伏
見
の
大
光
明
寺
の
住
持
に
も
な
っ
て
い
る
。
貞
治
五
年
（
＝
二
六
六
）
、

三
婆
は
高
峰
黒
日
（
夢
中
の
師
）
の
開
山
に
な
る
周
防
の
永
興
寺
を
再
興
し
た
。

こ
の
寺
に
は
の
ち
に
料
足
が
入
寺
し
て
い
る
。
ま
た
同
年
に
南
禅
寺
改
築
の
幹

事
と
な
り
諸
伽
藍
の
新
築
に
着
手
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
関
税
と
山
門
造
営

に
か
ら
ん
で
園
城
寺
と
の
間
に
問
題
が
生
じ
こ
じ
れ
た
。
こ
れ
は
旧
仏
教
勢
力

最
後
の
禅
宗
弾
圧
事
件
で
あ
る
が
、
天
台
勢
力
と
の
三
年
に
わ
た
る
衝
突
紛
争

と
な
り
、
春
屋
は
そ
の
渦
中
の
人
と
な
っ
た
。

　
玉
碗
は
十
歳
か
ら
二
十
二
歳
ま
で
の
青
春
時
代
の
十
年
余
を
こ
の
よ
う
な
春

屋
妙
龍
の
左
右
に
相
随
っ
て
過
し
た
の
で
あ
る
。
『
寂
室
録
」
に
よ
れ
ば
、
玉



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

腕
十
六
歳
の
年
に
近
江
永
源
寺
の
寂
室
元
光
に
参
じ
て
い
る
。
玉
容
は
永
源
寺

で
師
春
屋
と
は
生
き
方
を
異
に
し
た
隠
遁
的
禅
僧
に
接
し
深
い
感
銘
を
受
け
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
玉
腕
十
九
歳
に
至
る
ま
で
の
四
年
間
、
鉄
舟
徳

済
が
同
じ
天
竜
寺
で
過
し
て
い
る
。
鉄
舟
は
、
生
年
は
不
詳
だ
が
、
下
野
の
人

で
大
覚
派
の
某
師
に
つ
い
て
出
家
し
入
乱
し
て
、
絵
筆
寺
の
古
林
清
茂
に
親
灸

し
て
古
林
会
下
の
一
員
と
な
っ
た
。
古
林
は
特
に
高
い
教
養
と
高
潔
な
人
格
で

慕
わ
れ
た
。
鉄
舟
の
中
国
滞
在
は
長
か
っ
た
ら
し
い
が
、
元
の
至
正
二
年
（
一

三
四
二
）
頃
帰
朝
し
て
か
ら
、
天
竜
寺
に
掛
錫
し
て
首
座
と
な
っ
た
。
や
が
て

阿
波
の
補
陀
寺
、
播
磨
の
瑞
光
寺
に
住
し
、
貞
治
元
年
（
三
二
六
二
）
に
京
都

五
山
の
一
つ
万
寿
寺
に
入
寺
し
、
一
年
ほ
ど
で
天
竜
寺
竜
光
院
を
創
め
て
隠
退

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

し
、
貞
治
五
年
（
一
三
六
六
）
に
寂
し
た
。
中
国
で
鉄
舟
の
参
じ
た
古
林
は
深

い
教
養
を
秘
め
て
つ
つ
ま
し
や
か
に
生
ぎ
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
い
た
。
鉄
舟

は
そ
の
家
風
を
よ
く
伝
え
、
権
勢
か
ら
離
れ
、
控
え
目
で
風
雅
隠
逸
に
生
き
た

高
僧
で
あ
っ
た
。
そ
の
高
潔
な
人
徳
に
よ
っ
て
、
元
の
順
皇
帝
よ
り
円
通
大
師

号
を
生
前
に
受
け
て
い
る
。
ま
た
鉄
舟
は
詩
文
に
優
れ
、
『
閻
浮
集
』
が
伝
っ

て
い
る
。
書
は
こ
と
に
草
書
に
名
高
く
、
隻
字
片
朧
も
得
る
者
は
こ
れ
を
宝
と

し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
鉄
舟
は
画
人
と
し
て
注
目
さ
れ
、
中
国
の
文
人
や
文
人

的
禅
僧
が
好
ん
で
描
く
盆
石
を
わ
が
国
で
は
じ
め
て
卓
抜
に
描
い
て
い
る
。
文

人
画
を
具
現
し
た
わ
が
国
最
初
の
禅
僧
画
家
で
あ
る
。
義
堂
の
『
空
華
集
』
に

鉄
舟
画
に
題
し
た
数
篇
の
詩
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
義
堂
は
「
吾
は
愛
す
鉄
舟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
べ

老
、
詩
を
能
く
し
能
く
禅
を
説
く
、
世
人
都
て
識
ら
ず
、
空
し
く
墨
蘭
を
把
っ

て
伝
ふ
」
（
「
鉄
舟
蘭
」
）
の
如
く
、
鉄
舟
の
隠
逸
性
を
敬
意
を
も
っ
て
表
現
し

　
　
　
　
　
　
玉
碗
の
隠
逸
と
墨
蘭

て
い
る
。
玉
碗
の
師
で
あ
る
守
屋
と
鉄
舟
と
は
共
に
夢
窓
法
嗣
の
兄
弟
弟
子
で

あ
り
、
天
竜
寺
二
世
無
極
の
下
で
共
に
生
活
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
親
交
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

鉄
舟
の
詩
文
集
に
も
歯
茎
の
語
録
に
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
春
雪
の
も
と
に

い
た
古
記
が
同
じ
天
竜
寺
内
に
住
む
鉄
舟
と
の
接
触
が
な
か
っ
た
と
は
考
え
に

く
い
の
で
あ
る
。
玉
総
は
早
く
か
ら
素
謡
を
描
い
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
鉄
舟

の
存
在
が
大
き
く
作
用
し
て
い
て
、
若
き
玉
碗
は
鉄
舟
の
隠
逸
的
禅
風
と
高
潔

な
人
格
と
と
も
に
合
せ
て
感
化
を
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
少
年
期
よ
り
政

治
僧
春
屋
の
も
と
で
成
長
し
な
が
ら
、
の
ち
に
書
画
と
文
筆
に
す
ぐ
れ
高
潔
な

人
格
を
も
ち
隠
逸
的
な
性
向
を
備
え
て
禅
林
で
重
き
を
な
す
玉
無
の
素
地
は
、

そ
の
人
格
形
成
期
に
寂
室
と
鉄
舟
に
出
合
っ
た
こ
と
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
玉
湯
二
十
三
歳
の
応
安
四
年
（
一
三
七
一
）
に
、
南
禅
寺
改
築
の
幹
事
と
な

っ
て
い
た
釜
屋
が
、
天
台
勢
力
と
の
衝
突
の
対
応
を
め
ぐ
っ
て
細
川
頼
之
を
激

怒
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
春
屋
の
門
徒
は
時
の
執
権
西
之
に
よ
っ
て
僧

籍
を
削
奪
さ
れ
諸
方
に
離
散
し
て
い
る
。
こ
の
離
散
に
先
立
ち
、
春
野
は
南
禅

寺
勝
光
院
に
潜
居
し
て
い
る
が
、
こ
の
頃
に
玉
碗
は
鎌
倉
に
下
向
し
て
東
勝
寺

に
寄
り
、
以
後
三
十
三
歳
に
至
る
ま
で
の
十
年
間
を
鎌
倉
の
地
で
送
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
間
に
鎌
倉
禅
林
で
は
大
覚
派
と
仏
光
派
、
い
い
か
え
れ
ば
建
長
寺

と
円
覚
寺
の
両
門
徒
間
に
対
立
確
執
が
あ
っ
て
殺
伐
な
闘
争
が
く
り
計
え
さ
れ

　
　
（
9
）

て
い
た
。
両
者
の
衝
突
は
応
安
元
年
（
↓
三
六
八
）
か
ら
日
ま
し
に
激
化
し
、

同
六
年
ま
で
続
き
、
徒
党
を
組
ん
だ
数
百
の
建
長
寺
門
徒
が
円
覚
寺
の
放
火
を

企
て
た
り
、
両
門
徒
は
刀
を
帯
し
て
禅
林
を
横
行
し
、
互
に
乱
暴
狼
籍
を
働
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ニ
九



と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
義
堂
は
仏
光
派
に
属
し
た
が
、
中
立
を
守
っ
て

ひ
た
す
ら
和
合
を
説
い
て
い
た
。
だ
が
、
応
安
七
年
（
＝
二
七
四
）
に
は
つ
い

に
放
火
で
円
覚
寺
全
山
は
灰
と
化
し
て
い
る
。

　
一
方
京
都
で
は
将
軍
の
補
佐
役
と
し
て
実
権
を
握
っ
て
い
た
細
川
頼
所
と
春

屋
に
通
じ
た
斯
波
義
将
と
の
政
治
的
対
立
を
背
景
に
し
て
、
臨
川
寺
の
五
山
昇

位
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
禅
林
が
二
つ
に
分
か
れ
て
粉
糾
し
て
い
た
。
こ
の
争

い
は
康
暦
元
年
（
＝
二
七
九
）
ま
で
続
い
た
。

　
玉
酒
は
こ
の
よ
う
な
現
実
－
俗
僧
と
非
宗
教
的
環
境
の
中
で
、
修
行
と
詩
作

に
は
げ
ん
で
い
た
。
し
か
も
春
屋
の
直
弟
子
で
あ
る
か
ら
僧
籍
削
奪
の
災
難
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

玉
壷
に
も
及
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
玉
碗
は
官
寺
の
社
会
に
あ
っ
て
日
の
当

ら
な
い
年
月
を
送
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
詩
文
に
沈
潜
す
る
中
で
隠
逸
へ
の

憧
憬
は
】
層
強
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
当
時
玉
碗
が
多
く
の
詩
作
に

打
ち
こ
ん
で
い
る
様
子
は
、
義
堂
の
『
空
華
日
用
工
夫
集
』
に
か
い
ま
み
る
こ

と
が
出
来
る
。
絶
海
中
津
と
共
に
五
山
文
学
の
双
壁
と
称
さ
れ
る
義
堂
に
玉
碗

は
詩
作
を
学
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
、
「
寝
起
」
を
詠
じ
て
一
五
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

韻
を
つ
く
っ
た
こ
と
が
あ
り
。
二
十
三
歳
の
出
始
に
す
で
に
陶
面
明
の
隠
逸
へ

の
関
心
共
感
と
傾
倒
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
唐
暦
元
年
（
一
三
七
九
）
に
頼
之
が
失
脚
し
、
新
た
に
権
力
を
握
っ
た
斯
波

義
将
に
請
わ
れ
て
、
身
屋
は
丹
波
か
ら
天
竜
寺
に
復
帰
し
、
直
ち
に
南
禅
寺
住

持
と
な
り
、
さ
ら
に
住
持
任
免
、
位
階
昇
進
を
は
じ
め
五
山
官
寺
を
統
轄
す
る

最
初
の
僧
録
司
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
名
実
と
も
に
禅
林
の
実
力
者
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
離
散
し
て
い
た
春
暁
の
弟
子
た
ち
も
五
山
に
返
り
咲
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
〇

翌
年
に
は
幕
命
に
よ
り
義
臣
も
上
洛
し
て
い
る
。
玉
碗
も
義
堂
と
前
後
し
て
京

に
帰
り
、
春
屋
の
近
く
に
あ
っ
て
こ
こ
で
も
詩
の
添
削
を
義
堂
に
請
う
て
い
る
。

こ
れ
よ
り
玉
碗
は
五
山
僧
と
し
て
の
出
世
コ
ー
ス
を
順
調
に
昇
り
つ
め
て
い
く

の
で
あ
る
。

7

　
隠
逸
の
志
を
心
底
深
く
秘
め
な
が
ら
、
現
実
生
活
に
お
い
て
玉
碗
の
後
半
生

を
支
配
し
た
の
は
岩
屋
の
高
弟
と
し
て
の
立
場
で
あ
り
、
不
遇
の
中
に
あ
っ
て

も
怠
る
こ
と
な
く
義
堂
に
学
ん
で
修
練
し
た
詩
文
の
学
識
と
才
能
で
あ
る
。
さ

ら
に
四
代
将
軍
足
利
義
臣
と
の
出
合
と
思
寵
で
あ
る
。
出
世
を
厭
う
態
度
が
か

え
っ
て
将
軍
馬
持
の
意
に
か
な
っ
て
強
い
て
出
世
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
老
い
て
は
「
立
中
の
王
と
称
す
」
と
賛
美
さ
れ
る
ま
で
禅
林
で
重
じ
ら

れ
る
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
『
花
上
集
』
（
『
続
群
書
類
従
』
）
所
収
に
載
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

玉
碗
の
詩
「
清
泉
高
足
」
中
に
み
る
「
足
を
濯
ひ
て
吾
れ
の
心
を
洗
は
ざ
る
を

漸
づ
」
の
句
は
玉
池
の
内
省
的
な
性
格
を
示
し
て
い
る
が
、
邑
智
の
感
じ
て
い

た
洗
わ
ぬ
ぽ
な
ら
ぬ
心
の
汚
れ
と
は
一
体
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
玉
碗
の
残

し
た
詩
に
は
ど
れ
も
隠
逸
と
共
に
高
潔
な
人
格
へ
の
強
い
関
心
が
示
さ
れ
て
い

〔
1
3
）

る
。
ま
た
玉
碗
の
万
寿
寺
入
寺
に
際
し
て
友
人
の
惟
肖
が
草
し
た
江
湖
疏
の
文

　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

章
が
伝
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
玉
腕
の
人
と
な
り
を
「
禅
と
文
と
熟
し
、
心

と
跡
（
筆
跡
）
と
清
し
」
と
述
べ
て
お
り
、
詳
録
自
身
高
潔
な
人
格
を
も
っ
た

文
人
僧
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
ん
な
玉
腕
の
心
の
汚
れ
と
は
何
か
、
私
ほ



そ
こ
に
「
仕
」
に
あ
っ
て
「
隠
」
を
実
現
し
て
い
な
い
恨
泥
た
る
想
い
を
読
み

と
り
た
い
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
玉
碗
の
隠
逸
へ
の
想
い
を
考
え
る
上
で
、
京
都

個
人
蔵
の
蘭
石
図
に
題
さ
れ
た
玉
腕
の
次
の
詩
は
注
目
に
価
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
ク
　
　
ル
　
　
　

ノ
　
る
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
テ
　
　
ス
　
　
ヲ
　
ユ
　
ズ
　
　
　
　
　
ニ

　
「
意
也
蘭
之
族
　
同
　
登
二
風
雅
場
一
　
山
人
製
　
為
レ
帳
　
援
、
崔
夢
鷹
レ

香
」　

こ
の
詩
は
玉
薬
自
身
の
隠
遁
生
活
へ
の
夢
を
「
山
人
帳
を
つ
く
り
、
猿
鶴
の

夢
ま
さ
に
香
る
べ
し
」
と
鍾
山
の
猿
鶴
（
隠
者
の
棲
む
清
浄
境
の
象
徴
）
に
よ

せ
て
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
詩
句
は
南
斉
の
孔
徳
璋
の
『
北
山
移
文
』

の
「
恵
帳
空
し
う
し
て
夜
鶴
怨
み
、
山
人
去
っ
て
暁
猿
驚
く
」
の
句
を
ふ
ま
え

て
い
る
。
『
北
山
移
文
』
は
隠
者
文
学
の
古
典
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
隠
逸

の
志
を
変
え
て
天
子
に
仕
え
た
中
国
六
朝
宋
の
周
彦
倫
の
よ
う
な
節
操
の
な
い

人
間
が
北
山
（
粗
卑
）
に
来
る
と
山
水
草
木
が
汚
れ
る
か
ら
立
ち
入
ら
せ
な
い

よ
う
に
と
移
文
（
政
府
の
翼
状
）
に
擬
し
て
述
べ
た
も
の
で
、
朝
廷
の
招
き
に

た
ち
ま
ち
変
心
し
て
仕
え
た
周
彦
倫
に
代
表
さ
れ
る
偽
隠
者
を
痛
烈
に
非
難
し

た
も
の
で
あ
る
。
上
村
観
光
著
『
五
山
詩
僧
伝
』
所
載
の
蘭
竹
図
の
題
詩
に
於

い
て
も
玉
肥
は
「
崔
帳
北
山
隠
　
七
情
堪
自
責
」
と
『
北
山
属
文
』
の
隠
に
触

　
　
　
（
1
5
）

れ
て
い
る
。
わ
ず
か
に
残
っ
た
玉
碗
の
詩
文
中
に
一
つ
な
ら
ず
二
詩
に
お
い
て

『
北
山
言
文
』
に
よ
っ
た
も
の
が
あ
る
の
が
、
玉
壷
の
隠
逸
志
向
と
「
仕
」
と

の
内
的
葛
藤
を
考
察
す
る
上
で
私
に
は
過
視
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
『
北
山
移
文
』
を
ふ
ま
え
る
こ
と
の
奥
に
玉
碗
の
「
隠
」
と
「
仕
」
と
の
心

理
的
葛
藤
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
隠
逸
志
向
の
深
さ
に
お
い
て
、

ま
た
そ
れ
と
「
仕
」
と
の
葛
藤
の
強
さ
に
お
い
て
同
時
代
の
詩
僧
た
ち
と
玉
碗

　
　
　
　
　
　
玉
碗
の
隠
逸
と
墨
蘭

と
の
間
に
は
大
き
な
落
差
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
玉
碗
が
墨
蘭
を
描
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
浅
野

家
や
正
木
美
術
館
の
素
意
同
芳
図
、
鹿
王
院
や
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
の
蘭

石
面
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
二
十
点
近
い
玉
腕
筆
の
墨
上
図
が
伝
存
し
て
い
る
。

　
蘭
は
山
中
の
岩
石
の
片
隅
で
、
人
目
に
ふ
れ
ず
芳
香
を
放
っ
て
ひ
っ
そ
り
と

咲
い
て
い
る
。
こ
の
姿
は
隠
士
の
象
徴
と
な
る
。
鹿
王
院
の
上
石
図
に
題
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ

た
玉
碗
の
自
題
の
中
に
は
「
只
一
点
の
芳
心
有
る
に
縁
り
、
青
松
百
尺
の
姿
を

羨
ま
ず
」
と
あ
る
。
こ
の
｝
点
の
芳
心
こ
そ
玉
碗
の
求
め
た
と
こ
ろ
で
、
玉
碗

は
山
中
の
岩
隅
で
幽
か
に
咲
く
蘭
の
姿
に
己
の
隠
逸
の
理
想
を
た
く
し
て
い
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
墨
蘭
は
玉
碗
の
隠
逸
思
想
の
個
人
的
表
現
で
は

な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

　
玉
碗
の
描
い
た
蘭
図
は
彼
の
こ
十
六
歳
（
応
安
六
年
i
＝
二
七
三
）
頃
に
は

す
で
に
み
る
べ
き
域
に
達
し
て
い
た
ら
し
く
、
義
堂
の
そ
の
頃
の
詩
に
「
病
中

に
愛
読
を
送
り
て
芳
上
人
（
玉
虫
）
に
還
し
兼
ね
て
墨
蘭
を
乞
ふ
」
（
『
空
華

集
』
）
と
題
し
た
詩
が
あ
る
。
ま
た
高
橋
範
子
氏
は
正
木
美
術
館
の
蘭
売
込
芳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

図
を
玉
突
鎌
倉
滞
在
中
の
作
品
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
一
方
今
村
家
本
を
は
じ

め
応
永
二
十
年
（
一
四
＝
ニ
ー
玉
碗
六
十
六
歳
）
頃
か
ら
押
す
「
玉
碗
」
印
を

使
用
し
た
蘭
石
図
が
数
点
知
ら
れ
て
お
り
、
玉
碗
は
二
十
歳
代
か
ら
晩
年
に
至

る
ま
で
生
涯
に
亙
っ
て
墨
蘭
を
描
き
続
け
て
い
た
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一



　
玉
碗
が
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
ひ
と
り
蘭
を
描
ぎ
続
け
た
の
は
、
玉
碗
に
画
才

が
あ
っ
た
か
ら
で
は
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
生
活
の
た
め
で
も
な
か
っ
た
の
で
、

そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
強
い
動
因
が
玉
垂
の
心
の
う
ち
に
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考

え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
玉
碗
が
蘭
を
描
き
つ
づ
け
た
の
は
、
こ
の
解
消

さ
れ
な
い
内
的
矛
盾
が
原
動
力
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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し
か
し
な
が
ら
つ
い
に
玉
腕
の
隠
逸
は
現
実
に
隠
遁
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
し
か
解
決
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
証
明
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
玉
腕
の
五
山
叢
林
逐
電
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
瑞
渓
周
鳳
は
『
臥
雲
日

件
録
抜
尤
』
宝
徳
元
年
閏
十
月
四
日
の
条
に
書
ぎ
と
ど
め
て
い
る
。
こ
れ
は
義

持
の
知
遇
に
背
い
て
隠
遁
す
る
玉
碗
の
動
機
を
記
し
た
も
の
で
、
あ
る
時
瑞
渓

が
机
下
に
情
話
の
書
を
み
つ
け
、
感
慨
を
も
っ
て
書
き
と
め
て
置
い
た
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
玉
碗
が
あ
る
日
、
林
下
に
宿
し
金
剛
経
を
読
ん
で
い
て

「
若
為
人
軽
賎
、
（
是
人
先
世
罪
業
、
応
堕
悪
道
、
以
今
世
人
軽
賎
故
、
）
先
世

罪
業
、
別
為
消
滅
」
と
い
う
個
所
に
至
り
、
肝
に
銘
じ
喜
び
を
も
っ
て
「
拙
者

七
十
三
歳
、
其
の
中
間
に
於
い
て
幾
諸
事
を
経
た
り
、
今
日
の
喜
び
の
如
き
は

莫
し
」
と
云
っ
て
、
紫
衣
を
脱
ぎ
す
て
て
黒
衣
を
つ
け
て
、
仏
前
に
向
っ
て
、

「
今
後
は
再
び
叢
林
に
出
頭
す
べ
か
ら
ず
」
と
誓
い
、
「
経
過
七
十
年
余
年
事
、

減
算
悲
灌
夢
一
場
、
垂
球
山
中
安
楽
地
　
看
護
日
々
快
移
（
淋
）
」
の
｝
偶
を

作
り
鹿
苑
僧
録
の
厳
中
周
垂
並
び
に
同
門
諸
師
に
呈
し
て
、
近
江
へ
去
っ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
二

い
う
の
で
あ
る
。
『
延
宝
伝
灯
録
』
の
梵
芳
伝
は
、
瑞
渓
の
書
き
留
め
た
こ
の

記
事
を
引
い
て
裏
面
の
人
柄
を
語
ら
し
め
、
最
後
に
「
錫
径
往
江
州
、
結
奄
山

間
、
歴
年
忙
々
」
と
結
ん
で
い
る
。
応
永
二
十
年
玉
碗
六
十
六
歳
の
時
、
「
渓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
ひ
た
ス
ひ
ズ
ぽ
ヲ
　
　
　
　
　
　
ル
か
じ
ロ
ノ
ド
ク
　
　
サ
　
　
　
　
　
ズ
ヨ
　
　
ヲ
　
　
　

陰
小
曲
図
」
に
「
水
面
無
レ
風
碧
蕪
レ
萸
、
山
容
削
レ
　
　
玉
晩
生
レ
室
、
胸

ロ
　
ね
　

ヘ
タ
ヌ
　

ム
ニ
　
　
ス
　
　
　
ヲ
　
　

ス
ン
パ
　
　
レ
　
　
　

い
　
　
メ
テ
　
　
レ

　
妊
堪
レ
　
羨
　
歩
；
佳
節
（
不
－
　
是
詩
人
一
定
　
是
禅
」
の
詩
を
題
し
て

「
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
る
の
は
詩
人
で
な
け
れ
ぽ
き
っ
と
禅
僧
で
あ
ろ

う
」
と
、
図
中
に
夢
み
た
己
の
隠
逸
生
活
へ
の
想
い
を
玉
碗
は
、
遅
き
に
失
し
た

感
は
あ
る
が
実
際
に
実
行
に
移
し
た
の
で
あ
る
。
江
州
に
赴
く
玉
碗
の
脳
裏
に

は
少
年
時
代
に
参
じ
た
寂
室
元
光
の
姿
が
よ
み
が
え
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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玉
池
が
五
山
禅
林
を
去
り
、
や
が
て
義
持
も
政
治
の
動
き
に
忙
殺
さ
れ
て
友

社
か
ら
遠
ざ
か
る
と
、
金
持
を
中
心
に
し
た
が
っ
て
の
友
社
は
求
心
力
を
失
っ

て
、
京
都
五
山
の
詩
僧
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
詩
を
寄
せ
合
っ
た
あ
の
応
永
期
の
熱

気
は
失
わ
れ
て
い
っ
た
。
詩
僧
た
ち
の
中
心
も
惟
肖
か
ら
次
代
の
竺
雲
等
蓮
、

江
西
竜
巻
ら
に
受
け
継
が
れ
る
と
、
世
代
も
交
替
し
て
一
層
私
的
な
友
交
を
核

と
し
た
集
り
に
変
っ
て
い
っ
た
。

　
応
永
以
後
は
太
白
が
示
し
た
よ
う
な
禅
の
見
地
か
ら
す
る
書
斎
号
の
解
釈
は

見
ら
れ
な
く
な
り
、
竺
雲
の
代
で
は
別
の
解
釈
へ
と
変
化
し
、
儒
教
的
立
場
に

立
っ
て
「
仕
」
を
肯
定
し
た
上
で
、
隠
逸
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
竹
斎

読
書
図
の
序
文
で
竺
雲
は
隠
逸
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
隠
者



に
は
こ
種
類
あ
る
。
真
の
隠
者
と
偽
の
隠
者
で
あ
る
。
伊
サ
や
呂
尚
を
理
想
と

仰
ぐ
も
の
は
偽
の
隠
者
で
あ
る
。
伯
夷
と
叔
斉
を
憧
れ
慕
う
も
の
こ
そ
真
の
隠

者
で
あ
る
。
ま
た
あ
り
あ
ま
る
能
力
を
も
ち
な
が
ら
潜
み
隠
れ
て
い
る
隠
者
も

い
る
。
位
人
臣
を
極
め
な
が
ら
身
を
く
ら
ま
し
た
も
の
も
あ
り
、
得
意
の
絶
頂

に
あ
っ
て
い
さ
ぎ
よ
く
身
を
引
い
た
も
の
も
い
る
。
古
来
、
聖
賢
の
道
を
学
ぼ

う
と
す
る
に
は
、
認
む
べ
き
八
つ
の
斯
程
が
あ
る
。
格
物
、
致
知
、
誠
意
、
正

心
、
修
身
、
斉
家
、
治
国
、
平
天
下
が
そ
れ
だ
が
、
こ
の
う
ち
の
最
初
の
五
項

は
隠
者
と
い
え
ど
も
欠
い
て
は
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
（
下
略
）
L
（
大

西
訳
）
。
大
西
廣
氏
は
こ
の
図
の
解
説
の
中
で
こ
こ
に
は
「
仕
」
の
否
定
は
な

く
、
隠
逸
は
、
出
処
進
退
の
術
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

「
仕
」
の
道
の
障
害
と
な
ら
ぬ
か
ぎ
り
に
お
い
て
隠
逸
も
ま
た
よ
し
と
さ
れ
て

　
　
　
　
　
（
2
）

い
る
の
で
あ
る
。
永
享
五
年
（
一
四
三
三
）
制
作
の
聴
松
軒
図
に
二
十
五
年
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
ニ
　
　
　
ハ
ド
モ
ト
レ

に
追
題
し
た
廿
里
の
詩
に
は
「
隠
退
由
来
真
小
節
　
松
声
難
レ
好
莫
レ

　
ル
コ
ト
　
　
ニ

耽
レ
　
閑
」
と
記
し
、
隠
遁
は
詮
ず
る
と
こ
ろ
つ
ま
ら
ぬ
生
き
方
（
小
節
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
シ
テ
　
ク

す
ぎ
ぬ
と
ま
で
云
っ
て
い
る
。
竹
斉
読
書
図
の
序
文
中
の
「
有
三
几
竜
三
二

者
こ
と
は
玉
碗
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
か
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
玉

碗
の
隠
逸
は
む
ろ
ん
竺
雲
と
は
違
っ
て
い
た
。
し
か
し
ま
た
玉
碗
の
求
め
た
隠

逸
の
志
は
、
同
時
代
の
太
白
の
序
文
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
禅
的
解
釈
で
満
足
で

き
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
玉
江
自
ら
も
義
持
の
第
宅
内
に
造
ら
れ
た
悠
然
亭

に
因
む
詩
軸
の
序
文
中
で
「
古
之
悠
然
、
閑
中
之
自
得
、
今
之
悠
然
、
万
機
中

自
得
之
」
と
述
べ
て
は
い
る
が
、
結
局
は
そ
こ
に
安
住
で
き
な
い
ほ
ど
の
深
い

願
望
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
玉
碗
の
隠
逸
は
、
時
代
の
風
潮
の
影
響
を
受
け
て

　
　
　
　
　
　
玉
碗
の
隠
逸
と
墨
蘭

形
成
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
、
彼
自
身
の
人
格
形
成
期
に
あ
た
る
前
半
生
の
き
わ

め
て
個
人
的
な
状
況
と
体
験
の
中
で
確
固
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
私
は
思

う
。
そ
し
て
玉
碗
に
と
っ
て
蘭
を
描
く
こ
と
は
前
半
生
で
は
鉄
舟
に
つ
な
が
る

己
の
隠
逸
の
イ
メ
ー
ジ
と
志
を
確
認
し
、
ま
た
後
半
生
に
あ
っ
て
は
心
底
に
あ

っ
た
葛
藤
に
対
処
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
以
上
が
な

ぜ
玉
碗
ひ
と
り
蘭
を
描
き
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
と
い
う
私
の
想
像
的

考
察
で
あ
る
。

　
　
註

　
（
1
）
　
島
田
修
二
郎
「
室
町
時
代
の
裏
面
軸
に
つ
い
て
」
（
『
禅
林
画
讃
』
所
収
）

毎
日
新
聞
社
　
昭
六
十
二
年

　
（
2
）
　
以
下
に
引
用
す
る
「
弓
隠
小
築
図
」
「
江
天
遠
意
図
」
「
聴
松
軒
図
」
「
竹
斎

読
書
図
」
等
の
題
詩
、
題
序
の
全
文
及
び
原
文
や
訳
文
に
つ
い
て
は
、
島
田
修
二
郎
、

入
谷
義
高
監
修
『
禅
林
画
讃
』
（
毎
日
新
聞
社
、
昭
和
六
十
二
年
）
の
各
図
の
解
説

（
大
西
廣
・
横
田
忠
司
他
執
筆
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
の
拙
論
で
は
特
に
「
仕
」
と

「
隠
」
と
い
う
用
語
を
は
じ
め
大
西
三
三
の
解
説
に
大
き
く
助
け
ら
れ
て
い
る
。

　
（
3
）
　
玉
村
竹
二
『
五
山
文
学
』
（
至
文
堂
　
昭
三
十
年
）
一
九
五
頁
～
二
〇
二
頁

参
照

　
（
4
）
　
そ
の
他
で
は
、
拙
論
「
玉
碗
梵
芳
に
つ
い
て
」
（
『
芸
術
学
研
究
』
H
、
昭

和
五
十
一
年
）

　
（
5
）
　
〔
三
雲
日
件
録
三
三
〕
宝
徳
元
年
閏
十
月
四
日
の
条

今
農
快
晴
、
午
後
睡
　
　
　
　
座
書
棚
下
、
見
直
古
紙
団
扇
枚
、
就
中
有
玉
碗

　
　
日
、
六
曜
猿
繋
庚
子
四
月
目
二
日
、
早
、
出
塔
寺
、
青
苧
林
下
、
次
早
、
讃
金

剛
経
、
至
工
」
若
爲
人
払
賎
、
先
世
罪
業
、
即
爲
消
滅
虚
、
而
銘
肝
回
生
、
拙
者
七
十

三
歳
、
於
其
中
間
、
経
回
般
事
、
三
三
今
日
三
者
　
、
乃
易
服
披
縞
、
佛
前
獲
誓
言

四
三



日
、
不
可
今
後
再
出
頭
叢
林
、
筍
違
所
誓
、
則
於
當
生
必
倣
白
癩
、
身
後
永
堕
泥
梨
、

元
有
界
期
也
、
自
書
紳
、
以
爲
終
身
之
誠
也
、
鋼
重
】
偶
、
奉
呈
鹿
苑
二
九
、
井
同

門
諸
公
、
楡
然
是
幸
春
、
梵
芳
頓
首
、
経
過
七
十
絵
年
事
、
寵
辱
悲
田
五
一
瘍
、
若

得
山
中
安
樂
地
、
看
雲
日
々
快
移
　
　
　
　
書
籍
中
牧
拾
得
者
也
、
予
日
、
然
則
玉

碗
呈
厳
中
　
　
　
　
定
　
　
　
　
乎
、
玉
碗
爲
勝
定
相
公
所
寵
遇
、
然
　
　
　
違
鈎

旨
i
赴
江
時
、
所
誓
老
也
、
今
見
之
、
不
旨
元
感
、
求
以
供
後
人
観
覧
耳
、

　
（
6
）
　
春
屋
の
事
蹟
は
、
『
智
覚
普
明
国
師
語
録
』
（
大
正
新
修
大
蔵
経
第
八
十
巻

所
収
）
、
玉
村
竹
二
『
五
山
禅
僧
傅
記
集
成
』
（
講
談
社
　
昭
和
五
十
八
年
）

　
（
7
）
　
『
永
源
寂
室
和
尚
語
録
』
（
大
正
新
修
大
蔵
経
第
八
十
　
巻
所
収
）
下
之
二

円
応
禅
師
行
状
、
参
照

　
（
8
）
　
鉄
舟
伝
は
、
玉
村
竹
二
『
五
山
禅
僧
傅
記
集
成
』
参
照

　
（
9
）
　
玉
村
竹
二
・
井
上
禅
定
撰
『
円
覚
寺
史
』
（
円
覚
寺
　
昭
三
十
九
年
）
に
詳

し
い
。

　
（
1
0
）
　
『
空
華
日
用
工
夫
略
集
』
応
安
三
年
八
月
十
三
日
条
で
、
玉
碗
の
こ
と
を
義

堂
は
禅
林
の
官
職
名
で
な
く
芳
上
人
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
の
こ
と
と
関
係
が
あ
ろ

う
。　

（
1
1
）
　
『
空
華
日
用
工
夫
略
集
』
応
安
三
年
八
月
十
三
日
の
条
、
参
照

　
（
1
2
）
　
○
清
泉
濯
足

世
路
紅
塵
十
丈
深
、
往
來
爲
客
恨
難
禁
、
自
斜
岩
下
漣
騎
碧
、
濯
足
漸
吾
不
洗
心
、

　
（
1
3
）
　
例
え
ば
、
○
鹿
王
院
蔵
蘭
石
図
詩

百
晦
養
花
今
己
滋
、
雨
籐
浅
碧
掠
愁
眉
、
ロ
ハ
縁
」
点
芳
心
在
、
不
羨
青
松
百
尺
姿

○
安
田
家
蔵
蘭
竹
図
詩

造
化
小
児
如
件
人
、
故
教
荊
棘
與
蘭
隣
、
湘
波
日
々
穐
風
起
、
一
片
孤
忠
憶
楚
臣

　
（
1
4
）
　
惟
肖
得
巌
『
東
海
慶
華
』
所
収
「
芳
玉
碗
住
蒋
山
江
湖
疏
」

　
（
1
5
）
　
〔
本
光
国
師
日
記
〕
二
十
九
　
元
和
七
年
三
月
二
日
条

一
崔
帳
北
山
隙
、
幽
情
堪
自
廿
、
聯
將
意
花
露
、
擬
洗
彼
休
漸
　
玉
碗
□
（
印
）

岩
ニ
カ
キ
ツ
ハ
タ
の
竹
ノ
賛

右
之
墨
跡
、
土
井
大
炊
殿
内
井
出
蔵
人
所
よ
り
見
せ
に
來
、
数
寄
ニ
ハ
出
間
敷
由
申

一
四
四

遣
ス

　
（
1
6
）
高
橋
範
子
「
正
木
美
術
館
蔵
玉
腕
首
芳
筆
蘭
意
同
筆
図
に
つ
い
て
」

倉
L
6
0
・
6
／
合
併
号
、
平
成
元
年
）

（「


