
一

岷
江
入
楚
は
「
閑
な
る
窓
に
む
か
ひ
て
も
猶
几
の
う
へ
の
も
の
う
き
睡
に
さ
ま

た
け
ら
れ
て
十
年
は
か
り
に
成
ぬ
」「
慶
長
三
の
年
み
な
月
の
中
の
九
日
也
足
の
東

軒
に
て
し
る
し
を
は
り
つ
ゝ
岷
江
入
楚
と
な
つ
け
た
る
こ
と
し
か
り
」
と
す
る
中

院
通
勝
の
自
序
で
は
じ
ま
る
。
こ
の
自
序
か
ら
、
岷
江
入
楚
は
通
勝
が
十
年
の
歳

月
を
か
け
て
完
成
さ
せ
た
諸
注
を
一
覧
し
た
注
釈
書
と
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が

小
川
陽
子
氏
は
、「
通
勝
が
完
全
に
納
得
の
い
く
ま
で
取
り
組
ん
だ
わ
け
で
は
な

く
、
何
ら
か
の
事
情
で
慶
長
三
年
に
ひ
と
ま
ず
の
形
を
作
り
、
序
跋
を
加
え
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
須
磨
巻
「
よ
ろ
つ
に

お
も
ふ
給
へ
み
た
る
ゝ
世
の
あ
り
さ
ま
」
の
項
（
須
磨
40
頁
）
に
記
さ
れ
た
「
訂

正
指
示
」
が
「
実
行
で
き
な
い
ま
ま
に
『
岷
江
入
楚
』
が
世
に
出
た
こ
と
が
う
か

が
わ
れ
る
」
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
注
に
記
さ
れ
た
「
可
削
之
」
は
、「
実
行

で
き
な
」
か
っ
た
「
訂
正
指
示
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
こ
の
注
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
た
い
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
岷
江
入
楚
の
引
用
は
源
氏
物
語
古

註
釈
叢
刊
に
よ
り
、
源
氏
物
語
古
注
集
成
の
番
号
を
付
し
た
。
ま
た
煩
を
避
く
た

（
１
）

め
書
物
に
記
す
二
重
鍵
を
省
略
し
た
。

一
　
訂
正
指
示

ま
ず
、
小
川
氏
の
論
を
引
用
す
る
。

通
勝
が
『
岷
江
入
楚
』
に
さ
ら
に
手
を
入
れ
る
心
づ
も
り
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

具
体
的
な
注
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
よ
ろ
つ
に
お
も
ふ
給
へ

み
た
る
ゝ
世
の
あ
り
さ
ま
」
の
項
（
須
磨
40
頁
）。

私
箋
聞
ニ
八
宮
を
春
宮
に
た
て
ん
と
の
く
は
た
て
給
事
な
り
と
あ
り

（
略
）
三
光
見
あ
や
ま
ら
れ
た
り
と
み
ゆ
（
略
）

（
頭
注
）「
此
義
箋
聞
末
ニ
又
註
シ
テ
爰
ニ
い
へ
る
は
わ
ろ
し
と
あ
り
可

削
之
」

「
私
」
と
あ
る
の
で
、
通
勝
の
見
解
が
示
さ
れ
た
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

岷
江
入
楚
の
「
訂
正
指
示
」

―
「
可
削
之
」
は
「
実
行
で
き
な
」
か
っ
た
の
か

―

小

髙

道

子
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二

『
箋
聞
』
か
ら
注
を
引
い
た
上
で
、
傍
線
部
「
三
光
見
あ
や
ま
ら
れ
た
り
と
み

ゆ
」
と
し
、
三
光
す
な
わ
ち
実
枝
の
誤
り
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
注
目
し
た

い
の
は
こ
の
頭
注
で
あ
る
。
傍
線
部
に
よ
れ
ば
、『
箋
聞
』の
巻
末
に
こ
の
箇

所
に
対
す
る
注
が
再
度
見
え
、「
爰
ニ
い
へ
る
は
わ
ろ
し
」と
書
か
れ
て
い
た

と
い
う
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、
通
勝
波
線
部
「
可
削
之
」
と
述
べ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
、「
よ
ろ
つ
に
」
云
々
と
い
う
『
源
氏
』
本
文
に
対
し
て
、
通

勝
が
『
箋
聞
』
を
引
き
、
実
枝
を
批
判
す
る
形
で
注
を
付
し
た
も
の
の
、
後

に
『
箋
聞
』
の
巻
末
に
「
わ
ろ
し
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、『
岷

江
入
楚
』
の
当
該
注
を
削
除
す
べ
き
だ
と
い
う
頭
注
を
加
え
た
も
の
と
解
せ

よ
う
。「
可
削
之
」
と
は
、
い
ず
れ
『
岷
江
入
楚
』
の
整
理
、
清
書
作
業
を
行

う
こ
と
を
想
定
し
た
通
勝
の
覚
え
書
き
で
あ
っ
た
と
思
し
い
。
し
か
し
実
際

の
と
こ
ろ
、
こ
の
注
は
削
ら
れ
て
お
ら
ず
、
頭
注
も
そ
の
ま
ま
に
流
布
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
通
勝
は
、
い
ず
れ
手
を
加
え
る
心
づ
も
り
で
あ
っ
た
も

の
の
、
そ
れ
を
実
行
で
き
な
い
ま
ま
に
『
岷
江
入
楚
』
が
世
に
出
た
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
余
白
と
訂
正
指
示
の
状
況
等
を
見
る
と
、『
岷
江
入
楚
』は
た

し
か
に
十
年
が
か
り
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
通
勝
が
完
全
に
納

得
の
い
く
ま
で
取
り
組
ん
だ
わ
け
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
事
情
で
慶
長
三
年

に
ひ
と
ま
ず
の
形
を
作
り
、
序
跋
を
加
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

小
川
氏
は
「
私
」
と
し
て
記
さ
れ
た
「
三
光
見
あ
や
ま
ら
れ
た
り
と
み
ゆ
」
に

つ
い
て
、「
三
光
す
な
わ
ち
実
枝
の
誤
り
だ
と
指
摘
し
て
い
る
」「
通
勝
が
『
箋

聞
』
を
引
き
、
実
枝
を
批
判
す
る
形
で
注
を
付
し
た
」
と
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が

ら
小
川
氏
は
「
私　

箋
聞
ニ
八
宮
を
春
宮
に
た
て
ん
と
太
后
の
く
は
た
て
給
事
な

り
と
あ
り　

さ
て
漢
高
祖
の
八
人
の
子
の
事
な
と
ひ
か
れ
た
り
。
是
は
よ
ろ
づ
に

思
ふ
給
へ
み
た
る
ゝ
と
い
ふ
よ
り
源
の
返
事
の
詞
と
三
光
見
あ
や
ま
ら
れ
た
り
と

み
ゆ
」
と
す
る
「
箋
聞
」
の
一
部
を
省
略
し
て
引
用
す
る
一
方
で
、
こ
の
注
の
ど

こ
が
ど
の
よ
う
に「
三
光
す
な
わ
ち
実
枝
の
誤
り
だ
と
指
摘
し
て
」「
実
枝
を
批
判

す
る
形
で
注
を
付
し
た
」
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
通
勝
は
、
諸
注
の

内
容
が
異
な
っ
て
い
る
な
ど
、
引
用
し
た
注
記
に
疑
問
を
持
っ
た
時
に
は
そ
の
内

容
と
根
拠
と
を
示
し
た
上
で
、「
不
審
」「
歟
」
な
ど
と
し
て
疑
問
点
を
記
す
こ
と

が
多
い
。
小
川
氏
の
言
う
よ
う
に
、
通
勝
が
「
実
枝
説
を
批
判
す
る
形
で
注
を
付

し
た
」
と
す
る
な
ら
、
通
勝
は
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
で
、
ど
の
部
分
に
つ
い
て
批

判
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
改
め
て
岷
江
入
楚
を
検
討
す
る
と
、
岷
江
入
楚
に
は
「
三
光
」
説
に
つ

い
て
「
誤
り
」
で
は
な
く
「
三
光
見
あ
や
ま
ら
れ
た
り
と
み
ゆ
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。「
見
あ
や
ま
ら
れ
た
り
」
と
あ
る
か
ら
、
通
勝
は
、
何
ら
か
の
事
情
で
実
枝

が
見
間
違
え
た
と
推
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
「
見
あ
や
ま
ら
れ
た

り
」
に
つ
い
て
通
勝
は
「
み
ゆ
」
と
記
し
て
い
る
。
通
勝
は
、
実
枝
の
「
見
あ
や

ま
」
り
、
す
な
わ
ち
単
な
る
錯
覚
だ
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
記
述
を
、

通
勝
が
「
誤
り
」
の
内
容
も
そ
の
理
由
も
記
さ
ず
に
「
実
枝
の
誤
り
だ
と
指
摘
し
」

た
、
あ
る
い
は
「
実
枝
を
批
判
す
る
形
で
注
を
付
し
た
」
と
す
る
小
川
氏
説
に
は

疑
問
が
残
る
。

小
川
氏
は
ま
た
、
頭
注
の
「
此
義
箋
聞
末
ニ
又
註
シ
テ
爰
ニ
い
へ
る
は
わ
ろ
し

と
あ
り
可
削
之
」
に
つ
い
て
、『
箋
聞
』
の
巻
末
に
こ
の
箇
所
に
対
す
る
注
が
再
度
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見
え
、「
爰
ニ
い
へ
る
は
わ
ろ
し
」
と
書
か
れ
て
い
た
と
い
う
。「
箋
」
と
肩
付
に

記
す
実
枝
の
注
に
つ
い
て
は
、
通
勝
自
身
が
次
の
ご
と
く
記
し
て
い
る
。

箋　

三
光
院
ノ
義　

此
内
或
ハ
彼
抄
出
ノ
処
ア
リ　

或
ハ
予
聞
書
ノ
処
ア
リ 

�
然
而
若
菜
下
ヨ
リ
宇
治
十
帖
ハ
予
聞
書
ヲ
箋
ト
載
了　

桐
壷
ヨ
リ
明
石
マ
テ

ハ
彼
抄
ノ
分
ヲ
箋
ト
書　

予
聞
書
ヲ
箋
聞
ト
書
之

す
な
わ
ち
「
箋
」
に
は
「
彼
抄
出
ノ
処
」
と
「
予
聞
書
ノ
処
」
と
が
あ
り
、「
桐

壷
ヨ
リ
明
石
マ
テ
ハ
彼
抄
ノ
分
ヲ
箋
ト
書　

予
聞
書
ヲ
箋
聞
ト
書
之
」
と
い
う
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、「
桐
壷
ヨ
リ
明
石
マ
テ
」
に
あ
た
る
須
磨
で
は
、「
予
聞
書
ヲ
箋

聞
ト
書
之
」
は
ず
で
あ
る
。
小
川
氏
の
い
う
よ
う
に
「『
箋
聞
』
の
巻
末
に
こ
の

箇
所
に
対
す
る
注
が
再
度
見
え
、「
爰
ニ
い
へ
る
は
わ
ろ
し
」
と
書
か
れ
て
い
た
」

と
す
る
な
ら
、「
箋
聞
」
は
実
枝
の
講
釈
を
聞
書
し
た
も
の
で
は
な
く
、
文
字
で

「
書
か
れ
」
た
書
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。「
箋
聞
」
が
文
字
に
書
か
れ
た
書

物
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
小
川
氏
は
根
拠
を
示
さ
れ
て
い
な
い
。

小
川
氏
は
根
拠
を
示
さ
な
い
ま
ま
、「
箋
聞
」が
書
物
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し

て
、「
通
勝
が
『
箋
聞
』
を
引
き
、
実
枝
を
批
判
す
る
形
で
注
を
付
し
た
も
の
の
、

後
に
『
箋
聞
』
の
巻
末
に
「
わ
ろ
し
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、『
岷
江

入
楚
』
の
当
該
注
を
削
除
す
べ
き
だ
と
い
う
頭
注
を
加
え
た
も
の
と
解
せ
よ
う
」

と
さ
れ
た
。「
後
に
『
箋
聞
』
の
巻
末
に
「
わ
ろ
し
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気

づ
き
」
と
い
う
こ
と
は
、
当
該
注
を
作
成
す
る
際
、
通
勝
は
同
巻
の
巻
末
に
記
さ

れ
た
注
記
に
「
気
づ
」
か
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
通
勝
は
、
岷
江
入
楚
を
作
成

す
る
際
に
、
当
該
注
し
か
参
照
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
も
し
「
箋
聞
」
が
書
物
で
あ
り
、
そ
の
巻
末
に
「
爰
ニ
い
へ
る
は
わ
ろ
し
」

「
と
書
か
れ
て
い
た
」
と
す
る
な
ら
、
巻
末
に
記
さ
れ
た
「
爰
ニ
」
と
は
、
こ
の
項

目
で
は
な
く
巻
末
を
指
す
こ
と
に
な
ろ
う
。「
巻
末
に
」「
爰
ニ
い
へ
る
は
わ
ろ
し
」

と
書
か
れ
て
い
た
」
記
述
が
「
こ
の
箇
所
に
対
す
る
」「
再
度
」
の
注
で
あ
る
と
、

判
断
出
来
る
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

小
川
氏
は
頭
注
に
記
さ
れ
た
「
可
削
之
」
に
つ
い
て
「
い
ず
れ
『
岷
江
入
楚
』

の
整
理
、
清
書
作
業
を
行
う
こ
と
を
想
定
し
た
通
勝
の
覚
え
書
き
で
あ
っ
た
と
思

し
い
。
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
の
注
は
削
ら
れ
て
お
ら
ず
、
頭
注
も
そ
の
ま

ま
に
流
布
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
通
勝
は
、
い
ず
れ
手
を
加
え
る
心
づ
も
り
で

あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
を
実
行
で
き
な
い
ま
ま
に
『
岷
江
入
楚
』
が
世
に
出
た
こ

と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
。

頭
注
に
記
さ
れ
た
内
容
は
「
い
ず
れ
『
岷
江
入
楚
』
の
整
理
、
清
書
作
業
を
行

う
こ
と
を
想
定
し
た
通
勝
の
覚
え
書
き
で
あ
」り
、「
頭
注
も
そ
の
ま
ま
に
流
布
し

て
い
る
」
こ
と
か
ら
「
通
勝
は
、
い
ず
れ
手
を
加
え
る
心
づ
も
り
で
あ
っ
た
も
の

の
、
そ
れ
を
実
行
で
き
な
い
ま
ま
に
『
岷
江
入
楚
』
が
世
に
出
た
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
る
の
で
あ
」
ろ
う
か
。
岷
江
入
楚
に
は
し
ば
し
ば
頭
注
が
見
ら
れ
る
。
一
般

に
、
頭
注
は
、
本
文
が
整
理
さ
れ
た
後
で
気
付
い
た
こ
と
を
記
す
時
に
用
い
ら
れ

る
。
本
文
が
完
成
し
た
後
で
、
本
文
を
増
補
・
改
訂
す
る
必
要
が
起
き
た
時
、
そ

の
た
び
に
本
文
を
清
書
す
る
こ
と
を
繰
り
返
さ
ず
に
、
頭
注
の
形
で
記
し
て
お
く

こ
と
は
、
十
分
に
想
定
さ
れ
よ
う
。「
頭
注
も
そ
の
ま
ま
に
流
布
し
て
い
る
」こ
と

が
、「
い
ず
れ
手
を
加
え
る
心
づ
も
り
で
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
を
実
行
で
き
な
い

ま
ま
に
『
岷
江
入
楚
』
が
世
に
出
た
こ
と
」
の
根
拠
に
な
る
と
す
る
と
、
一
旦
清

書
し
た
本
が
出
来
た
後
も
、
そ
の
後
、
訂
正
・
追
加
が
あ
る
度
に
、
頭
注
に
記
し

た
内
容
を
清
書
し
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
完
成
し
な
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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ま
た
、
小
川
氏
は
「
可
削
之
」
を
「
い
ず
れ
『
岷
江
入
楚
』
の
整
理
、
清
書
作

業
を
行
う
こ
と
を
想
定
し
た
通
勝
の
覚
え
書
き
で
あ
っ
た
と
思
し
い
。
し
か
し
実

際
の
と
こ
ろ
、
こ
の
注
は
削
ら
れ
て
お
ら
ず
、
頭
注
も
そ
の
ま
ま
に
流
布
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
通
勝
は
、
い
ず
れ
手
を
加
え
る
心
づ
も
り
で
あ
っ
た
も
の
の
、

そ
れ
を
実
行
で
き
な
い
ま
ま
に
『
岷
江
入
楚
』
が
世
に
出
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

る
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
。「
可
削
之
」
と
す
る
頭
注
は
、「
整
理
、
清
書
作
業
を

行
」
い
、「
こ
の
注
」
を
「
削
」
る
こ
と
を
「
想
定
し
た
通
勝
の
覚
え
書
き
で
あ
っ

た
」
の
だ
ろ
う
か
。
小
川
氏
は
、「
整
理
、
清
書
作
業
を
行
う
」
際
に
は
、
痕
跡

を
留
め
な
い
よ
う
に
削
除
す
る
事
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
可
削
之
」

と
は
見
せ
消
ち
な
ど
で
経
緯
が
推
定
さ
れ
る
状
態
で
は
な
く
、
跡
形
も
な
く
完
全

に
抹
消
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
可
削
之
」
と
す
る
頭
注

が
、
完
全
に
削
除
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
頭
注
を
記
す
際
に

本
文
の
該
当
部
分
を
墨
滅
あ
る
い
は
抹
消
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。「
三
光
見
あ
や
ま
ら
れ
た
り
と
み
ゆ
」と
記
し
た
本
文
を
抹
消
せ
ず
、
頭
注

に
「
可
削
之
」
と
記
し
た
の
は
、
す
で
に
記
し
た
本
文
の
注
が
実
枝
の
「
見
あ
や

ま
」
り
だ
と
思
わ
れ
る
と
記
し
た
本
文
を
、
頭
注
に
「
可
削
之
」
と
記
し
た
こ
と

で
通
勝
の
注
釈
は
す
ん
だ
と
推
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
想
起

さ
れ
る
の
が
『
古
今
和
歌
集
』
の
「
家
々
称
証
本
之
本
乍
書
入
以
墨
滅
歌
」
で
あ

る
。「
墨
滅
」
と
は
記
し
て
あ
る
が
、
抹
消
は
し
て
い
な
い
。「
可
削
之
」
と
頭
注

に
記
し
て
、
そ
の
内
容
を
用
い
な
い
こ
と
を
記
せ
ば
、
当
該
注
を
清
書
し
直
し
て

削
除
し
な
く
て
も
訂
正
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
記
し
た
小
川
氏
説
に
つ
い
て
の
疑
問
点
は
、
次
の
七
点
で
あ
る
。

１
「
三
光
見
あ
や
ま
ら
れ
た
り
と
み
ゆ
」
を
「
実
枝
の
誤
り
だ
と
指
摘
し
」
た
、

あ
る
い
は
「
実
枝
を
批
判
す
る
形
で
注
を
付
し
た
」
と
す
る
根
拠
は
ど
こ
に
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。

２
「
三
光
見
あ
や
ま
ら
れ
た
り
と
み
ゆ
」
を
「
実
枝
の
誤
り
だ
と
指
摘
し
」
た
、
あ

る
い
は
「
実
枝
を
批
判
す
る
形
で
注
を
付
し
た
」
と
す
る
な
ら
、
通
勝
は
「
箋

聞
」
の
ど
の
部
分
を
ど
の
よ
う
な
理
由
で
「
誤
り
だ
と
指
摘
し
」「
実
枝
を
批

判
」
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

３
須
磨
巻
の
「
箋
」
に
つ
い
て
は
、
通
勝
自
身
が
「
予
聞
書
ヲ
箋
聞
ト
書
之
」
と

記
し
て
い
る
が
、「
箋
聞
」
を
「
抄
」
と
同
様
に
書
籍
で
あ
る
と
す
る
根
拠
は
ど

こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

４
「
箋
聞
」
が
書
物
で
あ
り
、
そ
の
巻
末
に
「
爰
ニ
い
へ
る
は
わ
ろ
し
」
と
書
か

れ
て
い
た
」
と
す
る
な
ら
、「
爰
」
と
は
こ
の
項
目
で
は
な
く
、
巻
末
を
指
す
の

で
あ
ろ
う
。「
巻
末
に
」「「
爰
ニ
い
へ
る
は
わ
ろ
し
」
と
書
か
れ
て
い
た
」
記
述

が
「
こ
の
箇
所
に
対
す
る
」「
再
度
」
の
注
で
あ
る
と
、
判
断
出
来
る
根
拠
は
ど

こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

５
小
川
氏
は「『
箋
聞
』の
巻
末
に
こ
の
箇
所
に
対
す
る
注
が
再
度
見
え
、「
爰
ニ
い

へ
る
は
わ
ろ
し
」
と
書
か
れ
て
い
た
」
と
さ
れ
、
通
勝
が
「
後
に
『
箋
聞
』
の

巻
末
に
「
わ
ろ
し
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
」
い
た
と
さ
れ
る
が
、
通

勝
は
当
該
注
し
か
参
照
せ
ず
、
巻
末
に
記
さ
れ
た
注
記
に
「
気
づ
」
か
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

６
小
川
氏
は
「
可
削
之
」
に
つ
い
て
「
い
ず
れ
『
岷
江
入
楚
』
の
整
理
、
清
書
作

業
を
行
う
こ
と
を
想
定
し
た
通
勝
の
覚
え
書
き
で
あ
っ
た
」と
さ
れ
た
。「
可
削

之
」
と
頭
注
に
記
し
て
も
、
当
該
注
を
清
書
し
直
し
て
削
除
し
な
け
れ
ば
、
訂
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五

正
し
た
こ
と
に
な
ら
ず
、「
通
勝
の
覚
え
書
き
」に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
の
だ
ろ

う
か
。

７
小
川
氏
は
「
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
の
注
は
削
ら
れ
て
お
ら
ず
、
頭
注
も

そ
の
ま
ま
に
流
布
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、「
可
削
之
」
と
記
し
な
が
ら
そ

の
文
字
が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
、「
通
勝
は
、
い
ず
れ
手
を
加
え
る
心
づ
も
り

で
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
を
実
行
で
き
な
い
ま
ま
に
『
岷
江
入
楚
』
が
世
に
出

た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。」
と
さ
れ
る
。「
整
理
、
清
書
作
業
を
行

う
」
際
に
は
、
痕
跡
を
留
め
な
い
よ
う
に
削
除
す
る
事
を
想
定
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。「
可
削
之
」
と
は
見
せ
消
ち
な
ど
で
経
緯
が
推
定
さ
れ
る
状
態
で

は
な
く
、
跡
形
も
な
く
完
全
に
抹
消
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

二
　
430
よ
ろ
づ
に
お
も
ふ
給
へ
み
た
る
ゝ
世
の
あ
り
さ
ま

こ
こ
で
改
め
て
岷
江
入
楚
の
注
を
検
討
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
こ
の
注
の
記
さ

れ
た
部
分
の
源
氏
物
語
の
本
文
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
須
磨
に
下
っ
た
源
氏
が
、

伊
勢
の
斎
宮
お
よ
び
そ
の
母
御
息
所
と
文
通
し
た
際
、
伊
勢
か
ら
送
ら
れ
た
手
紙

の
「
う
き
め
刈
る
伊
勢
の
海
人
を
思
ひ
や
れ
も
し
ほ
た
る
て
ふ
須
磨
の
浦
に
て
」

の
和
歌
に
続
き
、「
伊
勢
島
や
潮
干
の
潟
に
あ
さ
り
て
も
い
ふ
か
ひ
な
き
は
わ
が

身
な
り
け
り
」
の
和
歌
の
前
の
、
手
紙
の
結
び
の
部
分
で
あ
る
。

よ
ろ
づ
に
思
ひ
た
ま
へ
乱
る
る
世
の
あ
り
さ
ま
も
、
な
ほ
い
か
に
な
り
は
つ

べ
き
に
か
」
と
多
か
り
。

（
２
）

こ
の
部
分
に
岷
江
入
楚
は
次
の
注
を
付
す
（
私
に
英
字
を
付
す
）。

430
よ
ろ
づ
に
お
も
ふ
給
へ
み
た
る
ゝ
世
の
あ
り
さ
ま
。

Ａ　

源
よ
り
も
ま
さ
り
て
物
を
思
ひ
み
た
る
ゝ
御
息
所
の
心
中
の
事
か
。

Ｂ　

�

私　

箋
聞
ニ
八
宮
を
春
宮
に
た
て
ん
と
太
后
の
く
は
た
て
給
事
な
り
と

あ
り　

さ
て
漢
高
祖
の
八
人
の
子
の
事
な
と
ひ
か
れ
た
り

Ｃ　

�

是
は
よ
ろ
づ
に
思
ふ
給
へ
み
た
る
ゝ
と
い
ふ
よ
り
源
の
返
事
の
詞
と
三

光
見
あ
や
ま
ら
れ
た
り
と
み
ゆ

Ｄ　

此
次
の
伊
勢
嶋
の
哥
は
源
の
返
哥
也
と
あ
り　

仍
此
次
に
聞
書
を
改
し

Ｅ　

�（
頭
注
）「
此
義
箋
聞
末
ニ
又
註
シ
テ
爰
に
い
へ
る
は
わ
ろ
し
と
あ
り 

 
�

可
削
之
」

431
猶
い
か
に
な
り
は
つ
へ
き
に
か
と

Ｆ　

秘　

是
ま
て
文
の
詞
也

Ｇ　

�

私
是
ま
て
御
息
所
の
文
の
詞
に
て
其
次
に
伊
勢
し
ま
の
哥
を
か
ゝ
れ
り

と
心
う
へ
し

Ｂ　

に
記
さ
れ
た
「
箋
聞
」
の
注
が
こ
の
部
分
の
注
で
な
い
こ
と
は
、
一
見
し

て
明
ら
か
で
あ
る
。「
八
宮
を
春
宮
に
た
て
ん
と
太
后
の
く
は
た
て
給
事
」は
、
橋

姫
巻
に
出
て
く
る
、
弘
徽
殿
の
太
后
が
春
宮
を
廃
し
て
八
宮
を
春
宮
に
立
て
よ
う

と
し
た
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
こ
の
注
は
、
後
出
の
帝
と
朧
月
夜

と
の
や
り
取
り
の
中
の
、
帝
の
言
葉
に
対
す
る
注
と
推
定
さ
れ
る
。
源
氏
物
語
の

本
文
を
参
照
し
て
岷
江
入
楚
の
注
を
読
む
限
り
、
こ
の
場
面
に
お
け
る
注
で
な
い

こ
と
が
わ
か
る
。
通
勝
は
、
異
な
る
場
面
の
注
で
あ
る
こ
と
に
気
付
き
、「
三
光
見

あ
や
ま
ら
れ
た
り
と
み
ゆ
」
と
記
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
小
川
氏
は
、
こ
の
部
分
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六

に
つ
い
て
「
実
枝
の
誤
り
だ
と
指
摘
し
」「
実
枝
を
批
判
す
る
形
で
注
を
付
し
た
」

と
さ
れ
た
が
、「
実
枝
の
誤
り
だ
と
指
摘
し
」「
実
枝
を
批
判
す
る
」
の
は
、
当
該

注
を
そ
の
項
に
つ
い
て
の
注
と
し
て
検
討
し
た
上
で
の
評
価
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
の
注
は
、
他
の
部
分
に
つ
い
て
の
注
釈
を
「
三
光
」
す
な
わ
ち
実
枝

が
「
見
あ
や
ま
ら
れ
た
」
と
通
勝
は
推
定
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
の
注

で
な
い
こ
と
に
気
付
い
た
か
ら
こ
そ
、
内
容
を
検
討
せ
ず
に
「
三
光
見
あ
や
ま
ら

れ
た
り
と
み
ゆ
」
と
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
小
川
氏
は
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、

「
実
枝
の
誤
り
だ
と
指
摘
し
」「
実
枝
を
批
判
す
る
形
で
注
を
付
し
た
」
と
さ
れ
た

が
、
通
勝
が
、
根
拠
も
、
ど
の
部
分
で
あ
る
か
も
示
さ
ず
、
実
枝
を
批
判
し
た
と

は
推
測
し
が
た
い
。

三
　
489
よ
か
ら
ぬ
こ
と

こ
こ
で
、「
八
宮
を
春
宮
に
た
て
ん
と
太
后
の
く
は
た
て
給
事
」の
注
が
付
さ
れ

る
べ
き
部
分
の
源
氏
物
語
本
文
及
び
岷
江
入
楚
を
引
用
す
る
。

今
ま
で
御
子
た
ち
の
な
き
こ
そ
さ
う
ざ
う
し
け
れ
。
春
宮
を
院
の
の
た
ま
は

せ
し
さ
ま
に
思
へ
ど
、
よ
か
ら
ぬ
こ
と
ど
も
出
で
来
め
れ
ば
心
苦
し
う
」

岷
江
入
楚
は
こ
の
部
分
に
次
の
注
を
付
す
。

489
よ
か
ら
ぬ
事

Ｈ　

�

秘　

此
東
宮
冷
を
除
て
八
宮
を
た
て
給
ふ
へ
き
と
也　

弘
徽
殿
の
造
意

也　

宇
治
に
い
た
り
て
み
え
た
り

Ｉ　

�

私
勘　

漢
高
祖
に
八
男
あ
り　

其
中
に
准
南
房
王
を
は
呂
后
の
母
と
し

て
養
之　

後
に
謀
反
の
あ
り
し
人
也　

此
八
宮
こ
れ
に
准
す
へ
き
か　

已
上
秘

Ｊ　

箋
聞　

八
宮
事
也

Ｋ　

�

此
前
の
詞
伊
勢
御
息
所
の
文
に
よ
ろ
つ
に
思
ふ
給
へ
み
た
る
ゝ
世
の
あ

り
さ
ま
と
い
ふ
所
に
此
事
を
申
さ
れ
て
其
義
わ
ろ
し
と
申
さ
る
ゝ
也

Ｌ　

�

私　

抄
出
す
て
に
か
き
の
す
と
い
へ
と
も
け
つ
る
へ
き
の
よ
し
註
し
付

了

岷
江
入
楚
に
は
、「
秘
」「
私
勘
」
に
続
い
て
「
箋
聞
」
Ｊ
Ｋ
が
続
く
。「
箋
聞

　

八
宮
事
也　

此
前
の
詞
伊
勢
御
息
所
の
文
に
よ
ろ
つ
に
思
ふ
給
へ
み
た
る
ゝ
世

の
あ
り
さ
ま
と
い
ふ
所
に
此
事
を
申
さ
れ
て
其
義
わ
ろ
し
と
申
さ
る
ゝ
也
」。「
申

さ
れ
て
」「
申
さ
る
ゝ
也
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
項
に
つ
い
て
も
「
箋
聞
」
は
実

枝
の
聞
書
を
通
勝
が
記
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
489
「
よ
か
ら
ぬ
こ
と
」
に
つ

い
て
の
「
箋
聞
」
は
「
八
宮
事
也
」
と
す
る
Ｊ
で
完
結
し
て
い
る
。
続
く
注
Ｋ
は

「
此
前
の
詞
」
で
あ
る
「
伊
勢
御
息
所
の
文
に
よ
ろ
つ
に
思
ふ
給
へ
み
た
る
ゝ
世

の
あ
り
さ
ま
と
い
ふ
所
」
に
つ
い
て
の
注
記
で
あ
る
。「
よ
ろ
づ
に
お
も
ふ
給
へ

み
た
る
ゝ
世
の
あ
り
さ
ま
」「
と
い
ふ
所
」
と
は
、
前
項
で
検
討
し
た
430
「
よ
ろ

づ
に
お
も
ふ
給
へ
み
た
る
ゝ
世
の
あ
り
さ
ま
」
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
実
枝
は
こ

こ
で
、
以
前
に
430
の
講
釈
を
し
た
際
、「
此
事
を
申
さ
れ
て
其
義
わ
ろ
し
と
」「
申

さ
る
ゝ
」
と
い
う
。
本
来
な
ら
489
で
講
釈
す
べ
き
「
此
事
」
す
な
わ
ち
「
八
宮
事

也
」
を
、
430
の
講
釈
に
お
い
て
「
申
さ
れ
」
た
こ
と
に
つ
い
て
、
実
枝
が
「
其
義

わ
ろ
し
と
申
さ
」
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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七

こ
の
注
記
を
430
の
頭
注
Ｅ
と
あ
わ
せ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
通
勝
は
430
の
頭
注

Ｅ
で
「
此
義
箋
聞
末
ニ
又
註
シ
テ
爰
に
い
へ
る
は
わ
ろ
し
と
あ
り　

可
削
之
」
と

記
し
た
。「
此
義
」
と
は
、
430
の
注
で
通
勝
が
「
私
」
と
し
て
記
し
た
「
箋
聞
」
を

指
す
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
箋
聞
末
ニ
又
註
シ
テ
爰
に
い
へ
る
は
わ
ろ
し
と
あ

り
」
と
い
う
の
が
、
489
「
よ
か
ら
ぬ
こ
と
」
に
つ
い
て
の
注
の
後
に
記
さ
れ
た
注

Ｋ
で
あ
ろ
う
。「
此
前
の
詞
伊
勢
御
息
所
の
文
に
よ
ろ
つ
に
思
ふ
給
へ
み
た
る
ゝ

世
の
あ
り
さ
ま
と
い
ふ
所
」
が
注
430
で
、
そ
の
項
目
で
「「
此
事
」
す
な
わ
ち
489

「
よ
か
ら
ぬ
こ
と
」
で
講
釈
す
べ
き
事
を
「
申
さ
れ
て
其
義
わ
ろ
し
と
申
さ
る
ゝ
」

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
推
察
す
る
と
、
489
「
よ
か
ら
ぬ
こ
と
」
で
語
ら
れ
た

注
430
に
つ
い
て
の
「
箋
聞
」
の
内
容
を
、
通
勝
は
注
430
の
項
目
に
「
箋
聞
末
ニ
又

註
シ
テ
爰
に
い
へ
る
は
わ
ろ
し
と
あ
り
」
と
記
し
た
こ
と
に
な
る
。
489
で
実
枝
が

「
此
前
の
詞
伊
勢
御
息
所
の
文
に
よ
ろ
つ
に
思
ふ
給
へ
み
た
る
ゝ
世
の
あ
り
さ
ま

と
い
ふ
所
」
と
「
申
さ
」
れ
た
こ
と
を
、
通
勝
が
430
の
注
に
記
す
際
に
「
爰
に
い

へ
る
」
と
記
し
た
と
す
る
な
ら
、「
爰
」
が
430
の
注
で
あ
る
こ
と
も
首
肯
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
489
「
よ
か
ら
ぬ
こ
と
」
に
お
い
て
実
枝
が
「
此
前
の
詞
伊
勢
御
息
所

の
文
に
よ
ろ
つ
に
思
ふ
給
へ
み
た
る
ゝ
世
の
あ
り
さ
ま
と
い
ふ
所
に
此
事
を
申
さ

れ
て
其
義
わ
ろ
し
と
申
さ
る
ゝ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
430
の
講
釈
が
489
の
講
釈
の

「
前
」に
行
わ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
前
の
講
釈
を
訂
正
す
る
実
枝
の
言
葉
に
対
し

て
、
通
勝
は
「
私
」
と
し
て
「
抄
出
す
て
に
か
き
の
す
と
い
へ
と
も
け
つ
る
へ
き

の
よ
し
註
し
付
了
」
と
記
し
た
。
こ
の
「
け
つ
る
へ
き
の
よ
し
註
し
付
了
」
と
い

う
の
が
、
430
の
頭
注
に
記
さ
れ
た
「
可
削
之
」
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、「
可
削
之
」

は
、
通
勝
が
「
け
つ
る
へ
き
の
よ
し
」
を
「
註
し
付
了
」、
す
な
わ
ち
注
を
付
け
終

え
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。
小
川
氏
は
、「「
可
削
之
」
と
は
、
い
ず
れ
『
岷
江
入

楚
』
の
整
理
、
清
書
作
業
を
行
う
こ
と
を
想
定
し
た
通
勝
の
覚
え
書
き
で
あ
っ
た

と
思
し
い
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
が
「
い
ず
れ
『
岷
江
入
楚
』
の
整
理
、
清
書
作

業
を
行
う
こ
と
を
想
定
し
た
通
勝
の
覚
え
書
き
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
す
る
と
、

通
勝
が
「
註
し
付
了
」
と
記
し
た
こ
と
と
矛
盾
が
生
じ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
こ
の
注

は
削
ら
れ
て
お
ら
ず
、
頭
注
も
そ
の
ま
ま
に
流
布
し
て
い
る
」
事
を
根
拠
に
し
て

「
す
な
わ
ち
、
通
勝
は
、
い
ず
れ
手
を
加
え
る
心
づ
も
り
で
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ

を
実
行
で
き
な
い
ま
ま
に
『
岷
江
入
楚
』
が
世
に
出
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の

で
あ
る
。」
と
推
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
通
勝
が
「
抄
出
す
て
に
か
き
の
す
と
い
へ
と
も
け
つ
る
へ
き
の
よ
し
註

し
付
了
」と
記
し
、
430
の
注
を
書
き
か
え
る
こ
と
な
く
、
頭
注
に「
可
削
之
」と
記

し
て
訂
正
し
た
こ
と
か
ら
、
430
の
注
は
、
489
の
講
釈
が
行
わ
れ
た
時
に
は
す
で
に

完
成
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
実
枝
は
天
正
七
（
一
五
七
九
）
年
に
亡
く
な
っ

て
い
る
か
ら
、
430
の
注
は
そ
れ
以
前
に
整
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ま
で
、
岷
江
入
楚
は
「
十
年
は
か
り
」
の
歳
月
を
か
け
て
「
慶
長
三
の
年

み
な
月
の
中
の
九
日
也
足
の
東
軒
に
て
し
る
し
を
は
り
」と
す
る
そ
の
序
文
か
ら
、

慶
長
三
（
一
五
九
八
）
年
の
十
年
ほ
ど
前
か
ら
編
集
が
は
じ
め
ら
れ
た
と
考
え
ら

れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
枝
の
講
釈
を
聴
い
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
講
釈

終
了
後
に
一
旦
整
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
岷
江
入
楚

を
編
集
す
る
際
に
は
、
そ
の
う
ち
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
清
書
し
直
す
こ
と
を
せ

ず
に
、
そ
の
ま
ま
用
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。
す
る
と
、
実
枝
の
講
釈
を
聴
い
た
若

菜
下
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
も
、
講
釈
終
了
後
に
、
お
お
よ
そ
の
原
型
が
出
来
て

い
た
と
推
定
さ
れ
よ
う
。
実
枝
の
講
釈
と
岷
江
入
楚
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
稿
を

改
め
て
検
討
し
た
い
。
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注（
１
）「『
岷
江
入
楚
』と
先
行
注
釈

―
中
院
文
庫
本
の
肩
付
を
起
点
と
し
て

―
」（『
中

古
文
学
』
97　

平
28
・
６
）

（
２
）
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
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