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は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
天
文
十
六
年
度
遣
明
船
に
関
す
る
記
録
、
天
龍
寺
妙
智
院
所
蔵
『
大
明

譜
』（
以
下
、
本
書
）
の
翻
刻
・
解
説
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
妙
智
院
第
三
世
の

策
彦
周
良
は
、
天
文
年
間
に
二
度
の
入
明
を
遂
げ
た
が
、
そ
の
関
連
史
料
の
多
く
は
、

現
在
、「
策
彦
和
尚
入
明
記
録
並
送
行
書
画
類
」
三
一
種
と
同
一
四
種
と
い
う
二
つ

の
ま
と
ま
り
を
中
心
に
、
同
院
に
伝
存
す
る
。
本
書
は
、
こ
の
う
ち
三
一
種
に
含
ま

れ
る
、
縦
二
五
・
一
セ
ン
チ
、
横
二
〇
・
一
セ
ン
チ
の
冊
子
で
あ
る
。
後
補
の
青
表

紙
に
貼
紙
で
「
大
明
譜
」
と
記
さ
れ
る
が
、
原
表
紙
に
は
何
も
記
さ
れ
な
い
。
原
表

紙
・
原
裏
表
紙
を
含
め
て
一
四
丁
あ
る
。
筆
者
ら
は
こ
れ
ま
で
に
も
、
同
院
所
蔵
の

遣
明
船
関
係
史
料
の
翻
刻
と
解
説
を
公
表
し
て
き
て
お
り
、
本
稿
は
そ
の
作
業
を
継

続
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

妙
智
院
所
蔵
本
以
外
の
前
近
代
の
写
本
こ
そ
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
本
書
は
早
く

か
ら
注
目
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
以
前
に
も
、『
古
事
類
苑
』（
①
）
や
『
大
日
本
仏
教

全
書
』（
②
）、
牧
田
諦
亮
『
策
彦
入
明
記
の
研
究
』
上
（
③
）、
湯
谷
稔
編
『
日
明

勘
合
貿
易
史
料
』（
④
）
な
ど
に
お
い
て
、
す
で
に
翻
刻
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
た
だ

し
、
①
で
は
本
書
の
後
半
部
が
ま
っ
た
く
翻
刻
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
途
中

の
省
略
箇
所
も
少
な
く
な
い
。ま
た
②
は
、①
で
は
省
略
箇
所
に
付
さ
れ
て
い
た「
○

中
略
」
と
い
う
割
注
こ
そ
付
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
基
本
的
に
は
①
の
省
略
を
引

き
つ
い
で
い
る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。
一
方
③
は
、
全
体
の
翻
刻
を
掲
載
し
て
い

る
が
、
①
や
②
ほ
ど
で
は
な
い
も
の
の
や
は
り
一
部
に
省
略
が
見
ら
れ
、
完
全
な
翻

刻
と
は
言
い
が
た
い
。
ま
た
、
④
は
省
略
箇
所
等
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
専
ら
③
に

よ
っ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
①
～
④
に
共
通
し
て
言
え
る
こ
と

だ
が
、
た
と
え
ば
本
稿
で
は
「
う
ら
も
り
」
と
翻
刻
し
た
箇
所
が
従
来
は
「
う
ち
ま

り
」
と
さ
れ
て
い
た
り
、「
五
十
里
か
け
も
と
る
」
と
翻
刻
し
た
箇
所
が
従
来
は
「
五

十
里
か
け
り
と
る
」
と
さ
れ
て
い
た
り
し
た
よ
う
に
、
異
な
る
文
字
に
解
さ
れ
る
箇

所
も
少
な
く
な
い
。

　

こ
れ
に
加
え
、
本
書
は
、
こ
れ
ま
で
の
日
明
関
係
史
研
究
に
お
い
て
主
と
し
て
、

天
文
十
六
年
度
船
の
行
程
、
同
船
の
参
加
者
、
そ
し
て
当
時
明
側
が
設
け
て
い
た
渡

航
制
限
な
ど
を
う
か
が
い
知
る
う
え
で
の
重
要
な
史
料
と
し
て
、
取
り
上
げ
ら
れ
て

き
た
。
そ
の
一
方
で
、
雑
多
な
情
報
が
あ
ま
り
整
理
さ
れ
な
い
ま
ま
に
記
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
本
書
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
小
葉
田
淳
氏
が
一
丁

分
の
錯
簡
を
指
摘
し
た
こ
と
や
、牧
田
氏
に
よ
る
ご
く
簡
単
な
解
題
を
除
け
ば
、ほ
と

ん
ど
言
及
が
な
い
。

　

そ
こ
で
以
下
で
は
、
本
書
の
史
料
的
性
格
を
考
察
し
、
あ
わ
せ
て
内
容
を
紹
介
す

る
と
と
も
に
、
新
た
な
翻
刻
を
提
供
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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一
　
筆 

者

　

本
書
の
筆
者
は
、
す
で
に
小
葉
田
淳
氏
ら
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
て
い
る
、
奥
書
に

よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
嘉
靖
二
十
九
年
（
一
五
五
〇
）
四
月
十

五
日
に
、
柳
井
蔵
人
郷
直
と
い
う
人
物
が
、
寧
波
の
嘉
賓
堂
に
お
い
て
記
し
た
も
の

だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
花
押
も
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
本
書
は
彼

の
自
筆
本
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
（
図
参
照
）。

　

柳
井
郷
直
の
事
跡
は
明
ら
か
で
な
い
。
本
書
と
同
じ
天
文
十
六
年
度
船
に
関
す
る

記
録
と
し
て
は
、
正
使
策
彦
周
良
の
日
記
『
再
渡
集
』
も
妙
智
院
に
所
蔵
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
中
に
彼
の
名
は
見
い
だ
せ
な
い
。
ま
た
、
同
書
に
は
単
に
「
蔵
人
」
と

の
み
呼
ば
れ
る
人
物
の
こ
と
も
記
さ
れ
る
が
、
別
の
箇
所
に
は
「
中
村
蔵
人
」
と
い

う
人
物
の
名
も
見
え
る
た
め
、「
蔵
人
」
が
た
だ
ち
に
柳
井
郷
直
の
こ
と
を
指
す
と

断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

な
お
、
牧
田
諦
亮
氏
は
、
彼
が
天
文
十
六
年
度
船
の
土
官
（
遣
明
使
節
で
正
使
・

副
使
・
居
座
に
次
ぐ
役
職
）
の
任
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
が
、
別
稿
に
整
理
し
た
よ
う

に
、
同
船
の
土
官
は
吉
見
正
頼
、
杉
隆
宗
、
塩
屋
宗
繁
、
宗
禀
、
宗
薫
、
宗
演
、
玄

叔
の
七
名
で
あ
り
、
郷
直
が
土
官
で
あ
っ
た
徴
証
は
管
見
の
限
り
見
い
だ
さ
れ
な
い
。

　

柳
井
姓
に
着
目
す
る
と
、同
名
の
地
名
が
周
防
国
に
見
出
さ
れ
る
点
が
注
目
さ
れ
、

郷
直
は
大
内
氏
に
仕
え
て
い
た
同
所
出
身
者
の
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
、
天
文
十
六

年
度
船
に
は
、
大
内
氏
の
意
を
う
け
て
遣
明
船
に
参
加
し
た
「
御
用
人
衆
」
と
呼
ば

れ
る
者
の
い
た
こ
と
が
、
本
書
の
記
載
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
も
の
の
、
郷
直
の
名
は

そ
の
中
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
お
そ
ら
く
「
御
用

人
衆
」
に
列
挙
さ
れ
た
人
々
よ
り
も
下
位
の
者
で
あ
ろ
う
。

二
　
成
立
と
伝
来

　

前
述
の
奥
書
の
記
載
か
ら
、
本
書
の
成
立
時
期
は
嘉
靖
二
十
九
年
（
一
五
五
〇
）

四
月
十
五
日
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
た
だ
し
、
後
述
の
よ
う
に
、
一
部
に
は
同

月
後
半
お
よ
び
翌
月
初
め
の
記
述
も
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
い
っ
た
ん
完
成
を

見
た
後
に
追
補
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
天
文
十
六
年
度
船
の
行
程
を
概
略
す
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
使
節

一
行
が
嘉
靖
二
十
七
年
三
月
十
日
に
寧
波
へ
上
陸
し
た
後
、
正
使
策
彦
周
良
や
副
使

竺
裔
寿
文
を
は
じ
め
と
す
る
使
節
の
一
部
は
、
北
京
へ
上
る
た
め
に
同
年
十
月
六
日

に
寧
波
を
発
ち
、
残
り
の
大
多
数
は
同
所
に
留
ま
っ
て
策
彦
ら
の
帰
還
を
待
っ
た
。

上
京
の
途
に
つ
い
た
策
彦
ら
は
、
翌
年
四
月
十
八
日
に
入
京
し
、
朝
参
等
の
儀
礼
や

明
礼
部
と
の
折
衝
を
果
た
し
た
後
、
八
月
九
日
に
離
京
し
、
同
二
十
八
年
十
二
月
三

十
日
に
寧
波
へ
帰
着
し
た
。
策
彦
ら
が
寧
波
の
文
人
よ
り
得
た
文
物
の
一
部
は
同
二

十
九
年
五
月
付
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
行
が
そ
の
時
点
ま
で
半
年
弱
、
寧
波
に
滞
在

し
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
の
後
、
程
な
く
帰
朝
す
る
に
至
っ
た
。

　

以
上
の
行
程
を
踏
ま
え
る
と
、
本
書
は
策
彦
ら
が
北
京
よ
り
寧
波
に
戻
っ
た
後
、

帰
国
の
た
め
の
出
船
を
待
っ
て
い
る
時
期
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
筆
者
の
柳
井
郷
直
が
北
京
に
上
っ
た
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
後
掲
の
翻
刻
を
見
れ
ば
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
寧
波
か
ら
北
京
へ
の
上
京
に
つ

い
て
の
本
書
の
言
及
は
、
か
な
り
限
定
的
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
郷
直

（
６
）

図：�『大明譜』奥書�
署名部分
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が
上
京
せ
ず
寧
波
に
留
ま
っ
て
い
た
者
の
ひ
と
り
で
あ
っ
て
も
、不
思
議
で
は
な
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
書
は
郷
直
に
よ
っ
て
寧
波
で
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
が
何
ら
か
の
経
緯
で
、
今
日
の
所
蔵
者
で
あ
る
妙
智
院
の
手
に
帰
し
た
。
管
見
に

入
っ
た
近
世
の
同
院
蔵
書
目
録
に
は
本
書
に
関
す
る
記
述
が
見
い
だ
さ
れ
な
い
た

め
、
い
つ
頃
か
ら
本
書
が
同
院
に
蔵
さ
れ
て
い
た
か
、
定
か
で
は
で
な
い
。
だ
が
、

本
文
と
は
異
な
る
筆
で
本
書
冒
頭
に
記
さ
れ
た
「
百
年
迅
速
」
以
下
の
書
き
入
れ
は
、

そ
れ
を
考
察
す
る
手
が
か
り
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
策
彦
周
良
自
筆
の
他
の
同
院
所

蔵
史
料
と
比
較
す
る
と
筆
致
が
共
通
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
書
き
入
れ
は
策
彦
の
記

し
た
も
の
の
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
本
文
傍
書
も
、
全
て
か
ど
う

か
は
不
明
だ
が
、
一
部
は
や
は
り
彼
に
よ
る
も
の
と
お
ぼ
し
い
異
筆
で
あ
る
。
こ
う

し
た
手
が
か
り
か
ら
判
断
す
る
と
、
策
彦
は
自
身
の
在
世
中
、
お
そ
ら
く
天
文
十
六

年
度
船
渡
航
時
な
い
し
帰
国
後
あ
ま
り
年
月
を
経
な
い
う
ち
に
本
書
を
入
手
し
、
そ

れ
が
今
日
、
妙
智
院
に
伝
わ
る
に
至
っ
た
可
能
性
は
高
い
。

三
　
構 

成

　

本
書
は
大
別
し
て
前
後
半
二
つ
の
部
分
か
ら
な
る
。
前
半
は
、
漢
字
仮
名
交
じ
り

文
の
一
つ
書
で
記
さ
れ
た
、
柳
井
郷
直
自
身
が
見
聞
し
た
と
お
ぼ
し
い
、
天
文
十
六

年
度
船
の
こ
と
を
記
し
た
部
分
で
あ
る
。
後
半
は
、
寧
波
か
ら
北
京
ま
で
の
道
中
の

駅
名
や
駅
間
の
距
離
、
付
近
の
名
所
な
ど
が
記
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ

い
て
注
目
す
べ
き
は
、
前
半
部
お
よ
び
前
述
の
奥
書
が
比
較
的
崩
れ
た
筆
跡
で
記
さ

れ
て
い
る
の
に
比
し
、
後
半
部
は
一
文
字
ず
つ
丁
寧
に
記
さ
れ
て
お
り
、
筆
致
が
全

く
異
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
あ
る
い
は
前
半
部
分
お
よ
び
奥
書
の
み

郷
直
が
記
し
た
も
の
で
、
後
半
部
は
別
人
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
も
の
が
後
に
合
綴
さ

れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
料
紙
は
前
後
半
と
も
に
同
様
の
も
の
を
用
い
て

お
り
、
両
方
と
も
に
郷
直
が
記
し
た
可
能
性
も
あ
っ
て
、
断
定
は
で
き
な
い
。

　

前
半
部
と
後
半
部
の
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
本

書
の
性
格
を
考
え
る
上
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
前
半
部
の
一
つ
書
の
な
か
に
、「
何

も
唐
船
か
た
に
引
付
た
き
事
か
す
を
し
ら
す
、
先
々
あ
ら
ま
し
書
付
候
」
と
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
べ
て
唐
船
方
に
報
告
し
た
い
こ
と
は
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど

あ
り
、
お
お
よ
そ
を
先
に
記
し
た
、
と
い
っ
た
意
味
合
い
に
受
け
取
れ
る
。
こ
の
一

節
は
、
一
つ
書
の
な
か
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
文
意
か
ら
し
て
、
前
半
部
全
体

に
か
か
わ
る
記
述
と
見
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
い
う
唐
船
は
遣
明
船
の
こ
と
を
指
す
が
、「
唐
船
方
」
と
い
う
名
称
に
つ

い
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
永
享
年
間
の
遣
明
船
に
か
か
わ
る
事
務
に
携
わ
っ
た
室
町

幕
府
奉
行
人
が
、「
唐
船
方
奉
行
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
事
例
で
あ
る
。
本
書
に
記
さ
れ

る
唐
船
方
も
、
お
そ
ら
く
こ
れ
と
同
様
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
天
文
十
六
年
度
船
は
大
内
氏
が
独
占
的
に
経
営
し
て
お
り
、
実
務
を

担
っ
て
い
た
の
は
、
室
町
幕
府
奉
行
人
で
は
な
く
大
内
氏
奉
行
人
で
あ
っ
た
。
こ
の

と
き
の
遣
明
船
に
か
か
わ
る
事
柄
を
処
理
し
た
同
氏
奉
行
人
と
し
て
は
、
陶
隆
満
、

相
良
武
任
、
吉
見
弘
成
、
龍
崎
隆
輔
ら
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
書
の
前
半

部
に
は
、
柳
井
郷
直
が
彼
等
へ
知
ら
せ
る
べ
き
と
考
え
た
事
柄
が
列
挙
さ
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
大
内
氏
の
唐
船
方
に
お
い
て
先
例
の
蓄
積

が
す
す
め
ら
れ
て
お
り
、
彼
が
そ
の
た
め
の
報
告
の
任
を
帯
び
て
渡
航
し
た
可
能
性

も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
留
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
前
半
部
に
お

い
て
、
一
つ
書
で
あ
る
こ
と
こ
そ
一
貫
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
必
ず
し
も
一

つ
書
ご
と
に
明
確
に
分
か
れ
て
は
い
な
い
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
す
で
に
小
葉
田
淳

氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
稿
翻
刻
一
つ
書
第
七
条
の
冒
頭
は
、
直
前
の
第
六

条
の
内
容
か
ら
連
続
し
た
記
述
で
あ
る
。
ま
た
、
第
八
条
の
内
容
は
第
七
条
か
ら
ひ

と
つ
づ
き
で
あ
り
、
ほ
か
に
も
、
上
京
の
所
要
日
数
に
関
す
る
部
分
な
ど
、
一
つ
書

が
複
数
に
分
け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
内
容
と
し
て
は
連
続
し
て
い
る
箇
所
が
複
数

あ
る
。
こ
う
し
た
書
き
ぶ
り
の
不
統
一
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
本
書
前
半
部
は
、
報
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告
書
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
草
案
と
考
え
た
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
本
書
を
策
彦
周
良
が
入
手
し
た
経
緯
に
つ
い
て
、
ひ
と

つ
の
推
測
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
柳
井
郷
直
は
草
案
を
記
し
た
上
で
、
正
使

で
あ
っ
た
策
彦
に
点
検
を
依
頼
し
、
最
終
的
に
は
添
削
を
経
た
正
式
な
報
告
書
を
唐

船
方
へ
提
出
し
た
。
そ
の
過
程
で
策
彦
側
に
残
さ
れ
た
手
控
え
が
本
書
に
あ
た
る
、

と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。

四
　
前
半
部
の
内
容

　

以
下
、
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
い
こ
う
。

　

天
文
十
六
年
度
船
に
つ
い
て
は
、
正
使
で
あ
る
策
彦
周
良
の
日
記
『
再
渡
集
』
が

伝
わ
り
、
同
じ
策
彦
の
日
記
『
初
渡
集
』
の
残
る
天
文
八
年
度
船
と
同
様
、
比
較
的

情
報
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
し
『
再
渡
集
』
に
は
、
日
本
出
発
の
記
事
も
帰
朝
の

記
事
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
舟
山
群
島
の
一
つ
嶴
山
島
に
滞
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
始
ま
り
、
寧
波
上
陸
、
北
京
上
洛
、
北
京
で
の
朝
貢
儀
礼
を
経
て
、
帰
路
、
山
東

の
南
城
水
馬
駅
を
出
た
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
前
後
の
記
述
を
欠
い
て
い

る
。
こ
の
欠
け
て
い
る
部
分
の
情
報
を
、
本
書
か
ら
あ
る
程
度
補
う
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

　

一
つ
書
の
第
一
～
三
条
か
ら
は
、
山
口
を
天
文
十
六
年
（
一
五
四
七
）
二
月
二
十

一
日
に
出
立
、
三
月
三
日
に
博
多
に
到
着
、
八
日
に
志
賀
島
に
渡
り
、
二
十
一
日
に

志
賀
島
を
発
し
て
名
護
屋
・
的
山
大
島
を
経
て
二
十
八
日
に
平
戸
に
至
り
、
四
月
一

日
に
は
平
戸
島
の
中
央
に
あ
た
る
河
内
浦
に
移
動
、
十
一
日
に
河
内
浦
を
発
し
て
そ

の
日
の
う
ち
に
奈
留
島
に
到
着
と
い
う
、
往
路
の
日
本
国
内
の
日
程
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
試
み
に
こ
れ
を
『
初
渡
集
』
と
比
較
し
て
み
る
と
、
天
文
八
年
度
船
は
、

博
多
を
出
て
志
賀
島
に
至
っ
た
の
は
三
月
五
日
、
志
賀
島
を
発
し
て
的
山
大
島
に
着

い
た
の
が
十
七
日
、
同
所
を
発
し
て
平
戸
に
着
い
た
の
が
二
十
二
日
、
河
内
浦
到
着

は
二
十
五
日
、
四
月
一
日
に
は
河
内
浦
を
発
し
て
奈
留
島
に
到
着
し
て
お
り
、
前
後

は
多
少
あ
る
も
の
の
概
ね
一
致
し
て
い
る
。
遣
明
船
航
路
が
す
で
に
確
立
し
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

遣
明
船
の
日
本
か
ら
中
国
へ
の
渡
海
は
こ
の
時
期
、
春
か
秋
に
限
ら
れ
て
お
り
、

春
に
は
奈
留
島
、
秋
に
は
的
山
大
島
か
ら
出
航
す
る
と
さ
れ
た
。
今
次
の
場
合
は
奈

留
島
が
最
終
出
港
地
と
な
る
。
第
三
条
に
は
そ
の
奈
留
島
の
奈
留
神
社
に
能
を
奉
納

し
た
こ
と
が
見
え
る
。
こ
れ
は
恒
例
で
あ
っ
た
よ
う
で
『
初
渡
集
』
に
も
記
事
が
あ

る
が
、
第
三
条
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
詳
し
い
演
目
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

　

第
五
条
に
よ
れ
ば
、
五
月
四
日
に
奈
留
港
よ
り
出
航
し
た
。
天
文
八
年
度
船
の
出

航
は
四
月
十
九
日
、
ま
た
宝
徳
度
船
は
三
月
三
十
日
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る

か
ら
、
や
や
遅
め
と
い
え
よ
う
か
。
そ
の
た
め
か
否
か
、
途
中
嵐
に
遭
っ
て
吹
き
戻

さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
五
月
十
二
日
に
は
中
国
沿
海
に
至
り
島
影
を
視
認

で
き
た
。
宝
徳
度
船
は
四
月
五
日
、
天
文
八
年
度
船
は
五
月
一
日
に
視
認
し
て
い
る

か
ら
、
ま
ず
順
調
な
航
海
と
い
っ
て
良
か
ろ
う
。
た
だ
し
第
七
条
に
は
、
一
号
船
は

十
三
日
に
台
州
府
に
到
着
し
、
他
の
船
も
思
い
思
い
の
場
所
に
着
い
た
と
あ
る
。
台

州
府
は
目
指
す
寧
波
府
の
南
隣
に
あ
た
る
。
す
な
わ
ち
船
団
自
体
は
ち
り
ぢ
り
と
な

り
、
か
つ
目
的
地
の
寧
波
よ
り
も
だ
い
ぶ
南
に
流
さ
れ
て
の
到
着
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
一
号
船
の
到
着
地
点
だ
け
が
明
記
さ
れ
て
い
る
所
か
ら
す
る
と
、
記
主
柳
井
郷

直
が
乗
っ
て
い
た
の
は
一
号
船
で
あ
ろ
う
。
船
団
が
ち
り
ぢ
り
と
な
る
の
も
、
南
に

流
さ
れ
る
の
も
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
宝
徳
度
船
の
一
号
船
は
寧
波
近
海
に
直
に

到
着
で
き
た
が
、
天
文
八
年
度
船
の
一
号
船
も
や
は
り
、
台
州
府
よ
り
も
さ
ら
に
南

の
温
州
府
ま
で
流
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　

天
文
十
六
年
度
船
の
渡
航
時
期
、
一
五
四
〇
年
代
の
末
ご
ろ
は
、「
嘉
靖
倭
寇
」

前
夜
に
あ
た
り
、
中
国
沿
海
部
に
は
密
貿
易
拠
点
が
あ
ち
こ
ち
に
作
ら
れ
、
明
朝
か

ら
見
れ
ば
不
穏
な
情
勢
を
呈
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
第
七
・
八
条
に
は
、
や
は
り

南
に
流
さ
れ
た
三
号
船
が
、
十
四
日
に
温
州
府
で
二
八
艘
も
の
海
賊
船
に
襲
わ
れ
て

死
者
九
人
を
だ
し
、
艀
を
一
艘
奪
わ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
天
文
十
六
年
度
船
は
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明
朝
が
通
達
し
て
い
た
三
艘
以
内
と
い
う
規
定
を
破
り
四
艘
で
渡
航
し
た
が
、
そ
の

理
由
と
し
て
日
本
側
は
海
賊
対
策
を
挙
げ
て
い
る
。
船
を
一
艘
増
や
す
こ
と
が
海
賊

対
策
に
な
っ
た
の
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
当
該
期
の
こ
の
海
域
に
お
け
る
海
賊
の

脅
威
は
現
実
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
海
戦
で
手
傷
を
負
い
海
に
放

り
出
さ
れ
た
水
夫
三
人
の
う
ち
、一
人
は
自
力
で
船
に
泳
ぎ
乗
る
こ
と
が
で
き
た
が
、

二
人
は
行
方
不
明
と
な
っ
た
。
そ
の
水
夫
二
人
は
お
そ
ら
く
明
側
に
保
護
さ
れ
て
、

寧
波
に
送
ら
れ
、
遣
明
船
団
が
寧
波
府
の
定
海
に
到
着
し
た
時
点
で
送
り
届
け
ら
れ

て
き
て
い
る
（
第
八
条
）。
明
朝
の
官
庁
間
の
伝
達
の
速
や
か
さ
が
う
か
が
え
る
。

　

第
九
条
に
見
え
る
、
寧
波
府
城
の
外
港
、
鄞
江
の
河
口
に
位
置
す
る
定
海
港
に
、

六
月
一
日
に
四
艘
揃
っ
て
到
着
し
た
と
い
う
の
は
、
本
書
で
し
か
確
認
で
き
な
い
情

報
で
あ
る
。
貢
期
違
反
を
寛
恕
し
て
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な
い
か
と
い
う
三
〇
日
に

も
及
ぶ
交
渉
が
不
成
立
に
終
わ
り
、
定
海
を
出
て
舟
山
群
島
の
嶴
山
島
に
至
っ
た
の

が
七
月
二
日
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
こ
か
ら
初
め
て
知
ら
れ
る
。
現
存
の
『
再
渡
集
』

は
こ
の
嶴
山
島
滞
在
中
の
嘉
靖
二
十
六
年（
一
五
四
七
）十
一
月
一
日
よ
り
は
じ
ま
る
。

　

第
一
〇
～
一
二
条
の
記
述
は
、『
再
渡
集
』
と
概
ね
一
致
し
て
い
る
。
一
行
は
、

貢
期
が
満
ち
る
ま
で
の
間
、
嶴
山
島
に
滞
在
し
て
い
た
が
、
正
月
か
ら
明
側
と
も
協

議
を
重
ね
、
二
月
に
は
潮
の
穏
や
か
な
地
点
を
求
め
て
、
同
じ
舟
山
群
島
内
の
川
山

島
に
移
動
し
た
。
こ
の
間
に
こ
っ
そ
り
物
を
売
り
に
来
る
明
人
か
ら
買
い
物
を
し
て

い
た
こ
と
は
、『
再
渡
集
』
に
も
記
事
が
見
ら
れ
る
し
、
算
用
帳
『
下
行
価
銀
帳
』
も

残
さ
れ
て
い
る
。

　

第
一
三
条
に
、
定
海
に
三
月
八
日
に
入
っ
た
と
あ
る
の
は
、『
再
渡
集
』
の
三
月

六
日
と
ず
れ
て
い
る
が
、
十
日
に
寧
波
に
到
着
し
、
都
堂
大
人
こ
と
朱
紈
と
会
見
し

た
の
も
、
十
七
日
に
嘉
賓
堂
に
移
動
し
た
の
も
一
致
し
て
い
る
。
な
お
『
再
渡
集
』

に
は
、
正
使
で
あ
る
策
彦
自
身
が
轎
子
で
移
動
し
た
こ
と
は
書
か
れ
て
い
る
が
、
旧

例
と
異
な
り
、
居
座
・
土
官
ク
ラ
ス
の
役
者
達
が
馬
で
移
動
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
つ

い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

具
体
的
な
記
述
の
見
ら
れ
る
寧
波
入
港
ま
で
の
記
事
に
比
し
て
、
上
京
に
か
か
わ

る
記
事
は
簡
潔
で
あ
る
。
第
一
四
～
一
六
条
は
上
京
人
数
と
所
要
日
数
に
つ
い
て
書

き
記
す
が
、
上
京
の
路
次
・
北
京
滞
在
中
の
見
聞
記
事
は
な
い
。
日
付
は
北
京
入
城

日
が
、『
再
渡
集
』
で
は
四
月
十
八
日
の
と
こ
ろ
、
本
書
で
は
十
九
日
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
差
異
を
別
に
す
れ
ば
一
致
し
て
い
る
。
第
一
九
～
二
〇
条
に
か
け
て
は
杭

州
・
蘇
州
・
南
京
と
い
っ
た
江
南
の
代
表
的
な
都
市
に
か
か
わ
る
記
載
が
見
ら
れ
る

が
、
こ
れ
ら
は
行
か
な
く
て
も
書
き
う
る
記
述
で
は
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ

こ
か
ら
記
主
柳
井
郷
直
は
上
京
人
数
に
は
入
っ
て
お
ら
ず
、
寧
波
滞
在
組
で
あ
っ
た

可
能
性
も
見
出
さ
れ
る
。

　

第
一
五
条
に
、
十
二
月
三
十
日
に
寧
波
に
つ
い
た
旨
の
記
載
が
あ
る
の
は
、
本
書

の
独
自
情
報
で
あ
る
。『
再
渡
集
』
は
九
月
三
十
日
に
山
東
の
南
城
水
馬
駅
を
出
た

と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
る
た
め
、
同
書
か
ら
は
寧
波
帰
着
が
何
日
だ
っ
た
か
は
知
り

得
な
い
。
南
城
水
馬
駅
か
ら
寧
波
ま
で
の
所
要
日
数
は
、
宝
徳
度
船
時
は
二
ヶ
月
半

（
三
月
十
七
日
発
五
月
三
十
日
着
）、
天
文
八
年
度
船
時
が
約
三
ヶ
月
（
六
月
二
十

日
発
九
月
十
二
日
着
）
だ
か
ら
、
ま
ず
妥
当
な
数
字
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
二
・
二
三
・
三
一
条
は
、
順
番
か
ら
す
る
と
、
帰
路
に
か
か
わ
る
記
事
と
解

さ
れ
、
四
月
十
七
日
に
一
号
船
を
浮
か
べ
、
二
十
日
に
「
御
乗
そ
め
」
と
祈
祷
等
を

行
な
い
、
五
月
一
日
に
は
二
・
三
号
船
を
浮
か
べ
た
と
理
解
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、

本
書
の
奥
書
に
は
「
嘉
靖
廿
九
年
四
月
十
五
日
」
に
「
浙
江
寧
波
府
嘉
賓
堂
書
之
」

と
あ
り
、
こ
れ
を
帰
路
の
こ
と
と
考
え
る
と
、
奥
書
以
降
の
日
付
が
本
文
中
に
来
る

こ
と
に
な
り
、
齟
齬
が
生
じ
る
。
試
み
に
こ
れ
を
往
路
の
こ
と
と
考
え
て
み
る
と
、

三
月
に
博
多
を
出
発
し
た
遣
明
船
団
は
、
四
月
十
五
日
に
は
最
終
出
港
地
で
あ
る
奈

留
島
に
到
着
、
五
月
四
日
に
東
シ
ナ
海
に
乗
り
出
し
て
い
る
か
ら
、
日
付
の
上
で
は

矛
盾
は
生
じ
な
い
。
た
だ
し
、
主
要
艤
装
地
で
あ
る
博
多
と
異
な
り
奈
留
で
は
、
硫

黄
の
積
込
な
ど
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
も
の
の
、
船
を
陸
に
引
き
揚
げ
て
の

荷
積
な
ど
の
作
業
が
行
な
わ
れ
た
と
は
考
え
づ
ら
い
。
ま
た
博
多
以
来
搭
乗
し
て
き
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た
船
に
改
め
て
「
御
乗
そ
め
」
す
る
の
も
不
自
然
で
あ
る
。
一
方
、
寧
波
府
城
は
鄞

江
河
口
か
ら
二
〇
キ
ロ
ほ
ど
遡
っ
た
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
が
、
日
本
か
ら
の
渡
航
船

は
寧
波
府
城
の
城
門
外
ま
で
川
を
遡
行
し
て
至
り
、
船
を
川
岸
に
引
き
あ
げ
て
船
体

な
ど
の
修
繕
を
行
な
っ
た
。
こ
こ
か
ら
す
れ
ば
、
第
二
二
・
三
一
条
で
船
を
浮
か
べ

て
い
る
の
は
帰
路
の
こ
と
と
し
て
矛
盾
が
な
い
。
ま
た
『
初
渡
集
』
に
よ
る
と
、
寧

波
で
帰
朝
の
準
備
た
け
な
わ
の
嘉
靖
二
十
年
（
一
五
四
一
）
五
月
十
日
に
「
出
船
始
」

が
行
な
わ
れ
て
い
る
。「
出
船
始
」「
御
乗
そ
め
」
と
も
に
具
体
的
な
内
容
は
知
ら
れ

な
い
が
、
同
じ
行
事
を
指
す
と
見
做
せ
よ
う
か
ら
、
第
二
二
・
二
三
・
三
一
条
は
帰

路
に
か
か
わ
る
記
事
で
あ
り
、
あ
る
段
階
で
追
記
さ
れ
た
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ

ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
推
定
す
る
と
、
天
文
十
六
年
度
の
遣
明
使
節
団
は
朝
貢
終
了
後
、

半
年
の
風
待
ち
を
経
て
、
嘉
靖
二
十
九
年
（
一
五
五
〇
）
五
月
に
は
寧
波
を
出
発
し

よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
中
国
か
ら
日
本
へ
の
渡
航
は
こ
の
時
期
、
夏
に
限

ら
れ
て
お
り
、
宝
徳
度
船
は
六
月
十
五
日
に
寧
波
を
発
し
て
、
同
二
十
三
日
、
舟
山

島
付
近
か
ら
風
を
捉
え
て
開
洋
し
、
天
文
八
年
度
船
は
五
月
二
十
一
日
に
寧
波
を
発

し
て
風
待
ち
の
末
、
や
は
り
舟
山
島
付
近
よ
り
六
月
二
十
日
に
出
航
し
て
い
る
。
天

文
十
六
年
度
船
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
遅
く
と
も
六
月
下
旬
に
は
中
国
を
離
れ
た
こ

と
だ
ろ
う
。
な
お
天
龍
寺
妙
智
院
に
残
る
策
彦
の
伝
記
に
は
、
六
月
九
日
に
帰
着
し

た
と
あ
る
。
往
路
・
帰
路
共
に
、
定
海
～
舟
山
近
海
に
お
い
て
奏
楽
を
伴
う
護
送
軍

船
が
出
さ
れ
た
こ
と
は
、『
初
渡
集
』や
、宝
徳
度
船
の
記
録
で
あ
る『
笑
雲
入
明
記
』

に
記
事
が
見
ら
れ
、
第
二
一
条
の
記
載
と
一
致
す
る
。

　

第
二
四
条
～
三
〇
条
に
か
け
て
の
記
述
は
遣
明
船
の
具
体
的
な
規
模
、
な
か
ん
ず

く
積
荷
に
つ
い
て
知
る
上
で
貴
重
な
情
報
で
あ
る
。
第
二
四
条
の
一
号
船
の
船
体
の

大
き
さ
に
か
か
わ
る
記
述
は
類
例
が
な
い
。『
戊
子
入
明
記
』
に
は
応
仁
度
船
の
際

に
使
用
候
補
と
な
っ
た
船
、
実
際
に
使
用
さ
れ
た
船
の
石
数
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

船
体
の
長
さ
・
柱
の
長
さ
の
具
体
的
数
字
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
十
四
世
紀
、
中
国

産
品
を
積
ん
で
東
シ
ナ
海
を
日
本
に
向
け
て
航
海
し
、
朝
鮮
半
島
西
海
岸
に
沈
ん
だ

新
安
沈
船
の
船
長
は
三
四
メ
ー
ト
ル
と
推
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
長
さ
二
三
尋
と
さ

れ
る
一
号
船
は
、
新
安
沈
船
と
ほ
ぼ
同
様
か
、
そ
れ
よ
り
や
や
大
き
か
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

　

第
二
五
・
二
八
～
三
〇
条
に
見
ら
れ
る
「
荷
所
」
も
重
要
な
表
現
で
あ
る
。
荷
所

は
字
面
の
通
り
、
積
荷
を
置
く
場
所
と
判
断
で
き
る
。
遣
明
船
経
営
者
は
、
自
身
の

経
営
す
る
船
に
乗
り
込
む
商
人
達
か
ら
、
荷
物
料
や
乗
船
料
な
ど
の
名
目
で
一
定
の

額
を
徴
収
し
て
い
た
。
十
五
世
紀
後
半
の
記
録
か
ら
は
、
一
人
二
〇
貫
の
乗
船
料
及

び
一
駄
八
～
一
二
貫
文
の
荷
物
料
を
と
っ
た
こ
と
、
一
〇
駄
を
乗
せ
た
商
人
に
は
本

人
の
他
一
名
の
乗
船
料
を
免
除
、
二
〇
駄
を
載
せ
た
者
は
本
人
の
他
二
名
の
乗
船
料

を
免
除
し
た
こ
と
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
表
向
き
は
朝
貢
使
節
団
で
あ
っ

て
も
、
貿
易
が
主
た
る
目
的
で
あ
っ
た
遣
明
船
団
に
あ
っ
て
は
、
商
品
を
置
く
こ
と

の
で
き
る
空
間
自
体
が
権
益
で
あ
り
、
正
使
・
副
使
ら
諸
役
者
た
ち
に
も
立
場
に
応

じ
て
分
配
さ
れ
た
。『
初
渡
集
』
に
は
、
策
彦
が
自
分
の
荷
所
二
駄
分
を
銀
四
両
で

商
人
に
売
却
し
た
記
事
が
見
え
る
。
こ
の
荷
所
の
規
模
が
だ
い
た
い
各
船
五
〇
〇
駄

～
六
〇
〇
余
駄
で
あ
っ
た
こ
と
は
本
条
か
ら
初
め
て
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
十
六

世
紀
遣
明
船
貿
易
の
実
際
の
規
模
、
ま
た
参
加
し
た
商
人
た
ち
が
抱
え
て
い
た
商
品

の
量
を
推
定
す
る
う
え
で
貴
重
な
証
言
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
第
二
五
条
の
「
但

し
是
は
面
向
き
也
」
と
い
う
記
述
で
、
こ
れ
は
、
実
際
の
数
と
乖
離
が
あ
る
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
。
実
数
が
、「
面
向
き
」
の
数
よ
り
も
多
か
っ
た
場
合
、
往
路
で
あ

れ
ば
荷
物
料
の
不
正
、
帰
路
で
あ
れ
ば
、
持
ち
帰
っ
た
貿
易
品
に
遣
明
船
経
営
者
が

か
け
る
抽
分
銭
の
不
正
に
つ
な
が
る
も
の
だ
が
、
残
念
な
が
ら
こ
れ
以
上
の
情
報
は

な
い
。
な
お
四
号
船
は
前
述
の
通
り
定
数
外
の
護
送
船
と
弁
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
第
三
〇
条
に
よ
れ
ば
、
積
荷
は
一
六
〇
駄
に
す
ぎ
ず
、
他
の
三
船
に
比
べ
て
小

船
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
付
け
加
え
れ
ば
、
四
号
船
の
居
座
・
土
官
は
、

他
の
三
船
が
各
二
人
の
と
こ
ろ
一
人
で
あ
り
、
規
模
の
小
さ
さ
が
乗
組
員
構
成
に
も

（
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示
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
遣
明
船
の
積
荷
に
関
わ
る
具
体
的
な
記
述
か
ら
考
え
る
と
、
記
主
で
あ

る
柳
井
郷
直
は
、
実
際
に
積
荷
を
管
理
す
る
よ
う
な
業
務
に
携
わ
る
立
場
の
人
間
で

あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
一
号
船
の
み
表
向
き
の
数
と
い
う
注
釈
が
入
っ
て
い
る
こ

と
を
考
え
る
と
、
彼
が
乗
り
込
ん
で
い
た
の
は
、
や
は
り
一
号
船
で
あ
ろ
う
。
先
述

の
と
お
り
、
柳
井
蔵
人
郷
直
な
る
人
物
に
つ
い
て
は
管
見
の
限
り
、
本
書
以
外
に
知

ら
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
だ
が
、
天
文
十
六
年
度
船
の
乗
組
員
を
記
し
た
第
一
七
条

に
お
い
て
「
御
土
官
」「
御
用
人
衆
」
の
よ
う
に
、
今
次
遣
明
船
の
経
営
者
で
あ
る

大
内
氏
の
家
臣
団
の
乗
組
員
に
、
こ
と
さ
ら
に
「
御
」
を
つ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
す

れ
ば
、
記
主
で
あ
る
柳
井
郷
直
も
ま
た
大
内
氏
の
家
臣
団
に
属
し
、
土
官
・
用
人
よ

り
も
さ
ら
に
下
に
位
置
す
る
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

五
　
後
半
部
の
内
容

　

一
つ
書
が
第
三
一
条
で
唐
突
に
終
わ
っ
た
後
は
、丁
を
改
め
、「
寧
波
府
之
内
名
所
」

と
し
て
寧
波
府
城
内
の
寺
々
、
さ
ら
に
府
城
の
門
の
名
前
が
書
き
上
げ
ら
れ
、
寧
波

府
城
内
の
駅
の
紹
介
が
な
さ
れ
、
続
け
て
北
京
ま
で
の
道
中
の
駅
と
各
駅
周
辺
の
名

所
の
書
き
上
げ
が
な
さ
れ
る
。
駅
県
総
数
は
七
〇
、
各
地
で
廩
給
・
口
粮
の
支
給
が

あ
っ
た
こ
と
も
末
尾
に
注
記
さ
れ
る
が
、
廩
給
・
口
粮
の
具
体
的
な
数
に
つ
い
て
の

記
載
は
な
い
。
つ
い
で
北
京
城
内
な
ら
び
に
宮
城
内
の
門
・
殿
舎
及
び
寺
の
名
前
が

列
挙
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
記
述
を
見
て
直
ち
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
策
彦
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
駅
程

録
』
で
あ
る
。
該
書
は
、
安
遠
駅
に
始
ま
り
潞
河
駅
に
至
る
ま
で
、
寧
波
か
ら
北
京

ま
で
の
駅
名
を
列
挙
し
、
里
数
と
各
地
の
名
所
を
書
き
こ
ん
で
「
駅
県
総
数
七
十
箇

所
」と
締
め
く
く
り
、つ
い
で
北
京
の
会
同
館
や
城
門
・
寺
の
名
称
、ま
た
一
・
二
・

三
号
船
が
搭
載
し
て
い
た
太
刀
や
乗
組
員
の
数
、
各
地
で
の
廩
給
・
口
粮
の
内
容
等

を
記
す
。
奥
書
に
は
「
大
明
嘉
靖
十
九
庚
子

　
　

年
小
春
初
五

　
　

書
寧
波
嘉
賓
堂
」
と
あ
り
、

天
文
八
年
度
船
の
際
の
記
録
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

本
書
の
後
半
部
、
つ
ま
り
一
つ
書
以
降
の
部
分
が
『
駅
程
録
』
の
形
式
に
類
似
し

て
い
る
こ
と
は
、
以
上
紹
介
し
た
内
容
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
記
述
自
体
に
も

か
な
り
共
通
性
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
道
中
の
駅
に
つ
い
て
記
し
た
部
分
で
は
、
錫

山
駅
の
「
恵
山
寺
天
下
第
二
泉
、子
昻
書
之
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
と
い
う
表
現
は
『
駅
程
録
』
と
全
く
同
じ
で

あ
り
、
鍾
吾
駅
の
「
項
羽
所
生
地
也
、
至
今
在
遺
祠
、」
も
同
様
、
甲
馬
駅
は
『
駅

程
録
』
で
は
「
甲
馬
営
駅
」
で
あ
り
、『
明
会
典
』
な
ど
を
み
て
も
後
者
が
妥
当
だ
が
、

注
記
の
「
宋
太
祖
所
生
之
地
也
、」
は
、
や
は
り
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
北
京
城
内
に

つ
い
て
も
、
た
と
え
ば
「
午
門
、
外
関
左
門
、
於
此
門
裡
日
本
人
在
茶
飯
、」
な
ど

は
同
一
表
現
で
あ
る
し
、
勅
願
寺
と
し
て
書
き
あ
げ
て
い
る
寺
々
と
僧
侶
の
数
は
全

て
共
通
す
る
。
本
書
後
半
部
は
『
駅
程
録
』
の
抄
出
を
相
当
部
分
含
ん
で
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
そ
れ
を
示
す
の
が
、
南
城
水
馬
駅
に
付
記
さ
れ
る
「
在
南
門

城
土
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
何
を
意
味
す
る
の
か
理
解
し
が
た
い

が
、『
駅
程
録
』
の
同
一
箇
所
を
見
る
と
「
太
白
楼
」
の
注
記
に
「
在
南
門
城
上
、」

と
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
「
上
」
を
「
土
」
と
読
み
、
太
白
楼
を
省
略
し
て
し
ま
っ
た

結
果
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
通
津
駅
の
注
記
に
「
従
和
合
至
通
州
一
百
里
、
此
間
張
家

湾
、」「
自
本
湾
駕
車
馬
至
北
京
、」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
駅
程
録
』
で
は
前
半
は

通
津
駅
に
、
後
半
は
潞
河
駅
の
注
記
と
し
て
書
き
込
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
写

し
た
時
に
誤
っ
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

　

一
方
で
、
書
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
里
数
は
し
ば
し
ば
『
駅
程
録
』
と
齟
齬
し
、
ま

た
独
自
情
報
も
多
く
含
ま
れ
る
。
特
に
寧
波
府
の
城
門
や
人
口
情
報
は
『
駅
程
録
』

に
は
な
い
も
の
で
あ
り
、「
寧
波
府
之
内
名
所
」
の
直
下
に
書
か
れ
る
定
海
の
人
口

に
関
わ
る
情
報
、
補
陀
洛
寺
に
関
わ
る
注
記
、
ま
た
姚
江
駅
や
上
虞
県
に
注
記
さ
れ

る
葛
仙
伝
説
も
見
え
な
い
。
南
京
の
人
口
情
報
や
大
明
門
に
注
記
さ
れ
る
情
報
も
ま

た
見
え
な
い
。
さ
ら
に
本
書
と
『
駅
程
録
』
と
の
最
も
大
き
な
違
い
は
、
本
書
に
は

読
み
仮
名
が
多
く
振
っ
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

（
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『
駅
程
録
』
自
体
、
何
か
も
と
に
な
る
本
が
先
行
し
て
存
在
し
、
そ
れ
に
策
彦
自

身
が
見
聞
し
え
た
独
自
情
報
を
付
け
加
え
て
成
立
し
た
可
能
性
が
高
い
が
、
本
書
も

ま
た
、『
駅
程
録
』
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
別
の
情
報
源
と
な
る
本
を
併
せ
て
作
成

さ
れ
、そ
れ
に
現
地
情
報
を
も
と
に
読
み
仮
名
が
振
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。

〔
註
〕

（
１
）　

岡
本
真
・
須
田
牧
子
「
天
龍
寺
妙
智
院
所
蔵
『
明
国
諸
士
送
行
』」（『
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
二
三
、
二
〇
一
三
年
）、
同
「
天
龍
寺
妙
智
院
所
蔵
『
入
明
略

記
』」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
二
七
、
二
〇
一
七
年
）。

（
２
）　
『
古
事
類
苑
』
外
交
部
十
四
（
神
宮
司
庁
、
一
九
〇
三
年
）、『
大
日
本
仏
教
全
書
』

遊
方
伝
叢
書
四
・
入
明
諸
要
例
（
名
著
普
及
会
、
一
九
八
〇
年
、
初
版
一
九
二
二
年
）、

牧
田
諦
亮
『
策
彦
入
明
記
の
研
究
』
上
（
法
蔵
館
、
一
九
五
五
年
、
の
ち
同
『
牧
田

諦
亮
著
作
集
』
五
、
臨
川
書
店
、
二
〇
一
六
年
に
再
録
）、
湯
谷
稔
編
『
日
明
勘
合
貿

易
史
料
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
三
年
）。

（
３
）　

小
葉
田
淳
『
中
世
日
支
通
交
貿
易
史
の
研
究
』（
刀
江
書
院
、
一
九
四
一
年
）、
大

庭
脩
「
芳
洲
文
庫
の
「
嘉
靖
公
牘
集
」
に
つ
い
て
」（『
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所

紀
要
』
一
〇
、
一
九
七
七
年
、
の
ち
同
『
古
代
中
世
に
お
け
る
日
中
関
係
史
の
研
究
』

（
同
朋
舎
出
版
）、
一
九
九
六
年
に
再
録
）、
佐
伯
弘
次
「
中
世
後
期
の
博
多
と
大
内
氏
」

（『
史
淵
』
一
二
一
、
一
九
八
四
年
）、
同
「
博
多
商
人
神
屋
寿
禎
の
実
像
」（
九
州
史

学
研
究
会
編
『
境
界
か
ら
み
た
内
と
外
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）、
伊
川
健
二
『
大

航
海
時
代
の
東
ア
ジ
ア
︱
︱
日
欧
通
交
の
歴
史
的
前
提
︱
︱
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
七
年
）、
須
田
牧
子
「
中
世
後
期
に
お
け
る
赤
間
関
の
機
能
と
大
内
氏
」（『
ヒ

ス
ト
リ
ア
』一
八
九
、二
〇
〇
四
年
）、同「
大
内
氏
の
外
交
と
室
町
政
権
」（
川
岡
勉
・

古
賀
信
幸
編
『
西
国
の
文
化
と
外
交
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
鹿
毛
敏
夫
「
遣

明
船
と
相
良
・
大
内
・
大
友
氏
」（『
日
本
史
研
究
』
六
一
〇
、
二
〇
一
三
年
、
の
ち

同
『
戦
国
大
名
の
海
外
貿
易
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
九
年
に
再
録
）、
岡
本
真
・
須
田

牧
子
「
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
『
策
彦
周
良
等
往
来
雑
記
』」（『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

研
究
紀
要
』
二
四
、二
〇
一
四
年
）
な
ど
。

（
４
）　

小
葉
田
前
掲
注
（
３
）
書
二
〇
三
頁
。
具
体
的
に
は
、
後
掲
の
翻
刻
「
一
、
米
・
酒
、

其
外
」
以
下
「
又
従
寧
波
至
北
京
海
路
四
千
五
百
八
十
八
里
と
云
々
」
ま
で
が
、
底

本
で
は
「
一
、
太
刀
一
ふ
り
」
で
始
ま
る
一
つ
書
の
直
前
に
位
置
し
て
い
る
。
本
稿

で
は
、
錯
簡
を
正
す
形
で
翻
刻
し
た
。

（
５
）　

牧
田
前
掲
注
（
２
）
書
三
八
五
頁
。

（
６
）　

小
葉
田
前
掲
注
（
３
）
書
一
八
一
頁
。

（
７
）　
『
再
渡
集
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
『
妙
智
院
所
蔵
史
料
』
一
三
）

嘉
靖
二
十
七
年
十
二
月
二
十
四
日
条
、
同
二
十
八
年
三
月
八
日
条
。

（
８
）　
『
再
渡
集
』
嘉
靖
二
十
六
年
十
二
月
十
八
日
条
。

（
９
）　

牧
田
前
掲
注
（
２
）
書
三
八
五
頁
。

（
10
）　

岡
本
・
須
田
前
掲
注
（
３
）
論
文
一
〇
七
～
一
〇
九
頁
。

（
11
）　
「
策
彦
帰
朝
図
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
『
妙
智
院
所
蔵
史
料
』

一
三
）、「
送
即
休
師
帰
国
序
」（『
隣
交
徴
書
』
二
ノ
二
）
な
ど
。

（
12
）　

小
葉
田
前
掲
注
（
３
）
書
一
八
五
～
一
九
五
頁
。

（
13
）　

岡
本
真
「
目
録
か
ら
み
た
妙
智
院
旧
蔵
策
彦
周
良
入
明
関
係
史
料
」（
東
京
大
学
大

学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
・
文
学
部
日
本
史
学
研
究
室
編
『
中
世
政
治
社
会
論
叢
』

東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
・
文
学
部
日
本
史
学
研
究
室
、二
〇
一
三
年
）。

（
14
）　
『
満
済
准
后
日
記
』
永
享
六
年
正
月
二
十
三
日
条
。
國
原
美
佐
子
「
唐
船
奉
行
の
成

立
︱
︱
足
利
義
教
に
よ
る
飯
尾
貞
連
の
登
用
︱
︱
」（『
東
京
女
子
大
学
紀
要
論
集
』

四
四
︱
二
、一
九
九
四
年
）
三
四
頁
。
伊
川
前
掲
注
（
３
）
書
二
〇
頁
。

（
15
）　
『
天
文
十
二
年
後
渡
唐
方
進
貢
物
諸
色
注
文
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真

帳
『
妙
智
院
所
蔵
史
料
』
六
）。

（
16
）　

小
葉
田
前
掲
注
（
３
）
書
二
〇
三
頁
。

（
17
）　
『
唐
船
日
記
』（
村
井
章
介
・
須
田
牧
子
『
笑
雲
入
明
記
︱
︱
日
本
僧
の
見
た
明
代

中
国
』
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
二
〇
一
〇
年
所
収
）。
た
だ
し
、
春
秋
を
逆
に
記
す
。

（
18
）　
『
初
渡
集
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
『
妙
智
院
所
蔵
史
料
』
一
一
）

天
文
八
年
四
月
三
日
条
。

（
19
）　
『
初
渡
集
』
天
文
八
年
四
月
十
九
日
条
。『
笑
雲
入
明
記
』（
前
掲
注
（
17
）
書
所
収
）

享
徳
二
年
三
月
三
十
日
条
。

（
20
）　
『
初
渡
集
』
天
文
八
年
五
月
一
日
条
。『
笑
雲
入
明
記
』
享
徳
二
年
四
月
五
日
条
。

（
21
）　
『
笑
雲
入
明
記
』
享
徳
二
年
四
月
六
日
条
。『
初
渡
集
』
天
文
八
年
五
月
二
日
条
。
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な
お
『
笑
雲
入
明
記
』
享
徳
二
年
四
月
十
日
条
に
よ
る
と
、
一
号
船
が
寧
波
外
港
の

定
海
に
到
着
し
た
時
に
は
、
三
・
七
・
一
〇
号
船
は
既
に
到
着
し
て
い
た
。
し
か
し

二
・
六
・
八
号
船
の
寧
波
到
着
は
一
ヶ
月
後
の
五
月
二
十
三
日
で
あ
り
、
九
号
船
は

さ
ら
に
遅
れ
た
模
様
で
あ
る
。
ま
た
、
四
号
船
は
渡
海
し
な
か
っ
た
。

（
22
）　
『
明
実
録
』
嘉
靖
二
十
八
年
六
月
甲
寅
条
。

（
23
）　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
『
妙
智
院
所
蔵
史
料
』
四
。

（
24
）　
「
嘉
靖
十
八
年
事
例
」
に
基
づ
い
て
天
文
十
六
年
度
船
を
処
遇
す
る
こ
と
を
建
議
し

た
朱
紈
の
上
表
文
（『
甓
餘
雑
集
』
巻
二
所
収
「
哨
報
夷
船
事
」（
嘉
靖
二
十
七
年
四

月
初
六
日
付
））
に
「
船
隻
閣
岸
」
と
見
え
る
。
同
様
の
状
況
を
指
す
表
現
と
し
て
「
船

隻
拖
閣
上
塢
」（『
甓
餘
雑
集
』
巻
三
所
収
「
不
職
官
員
背
公
私
党
廃
壊
紀
綱
事
」（
嘉

靖
二
十
七
年
五
月
二
十
六
日
付
））
と
も
見
え
る
。
こ
こ
か
ら
日
本
船
は
川
岸
に
引
き

あ
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、『
初
渡
集
』
嘉
靖
十
九
年
六
月
十
一
日

条
に
水
夫
全
員
を
旧
例
通
り
城
外
の
仮
舎
に
滞
在
さ
せ
船
の
修
補
に
あ
て
さ
せ
た
い

こ
と
、同
年
九
月
二
十
七
日
条
に
武
器
と
し
て
没
収
さ
れ
東
庫
に
納
め
ら
れ
て
し
ま
っ

た
小
刀
・
剃
刀
を
船
の
修
理
の
た
め
に
返
却
さ
れ
た
い
こ
と
な
ど
を
綴
っ
た
明
側
に

宛
て
た
書
簡
の
写
が
収
め
ら
れ
る
。
な
お
伝
雪
舟
筆
「
唐
山
勝
景
画
稿
」（
東
北
大
学

附
属
図
書
館
所
蔵
）に
は
寧
波
府
城
東
門
外
に「
日
本
船
津
」と
書
き
込
み
が
見
え
る
。

（
25
）　

な
お
牧
田
諦
亮
氏
は
補
筆
と
す
る
（
牧
田
諦
亮
『
策
彦
入
明
記
の
研
究
』
下
、
法

蔵
館
、
一
九
五
九
年
、
九
七
頁
、
の
ち
前
掲
注
（
２
）
著
作
集
に
再
録
）。

（
26
）　
「
西
山
妙
智
三
世
策
彦
和
尚
略
伝
」（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
『
妙
智

院
所
蔵
史
料
』
一
）。
た
だ
し
具
体
的
な
到
着
地
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
27
）　

国
立
中
央
博
物
館
編
・
発
行
『
신
안
해
저
선
에
서
찾
아
낸
것
들
（
新
安
海
底
船
か

ら
発
見
さ
れ
た
遺
物
）』
二
〇
一
六
年
、
一
四
二
頁
。

（
28
）　
『
鹿
苑
日
録
』
明
応
八
年
八
月
六
日
条
。
橋
本
雄
「
対
明
・
対
朝
鮮
貿
易
と
室
町
幕

府
︱
守
護
体
制
」（
村
井
章
介
ほ
か
編
『
倭
寇
と
「
日
本
国
王
」』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
〇
年
）。

（
29
）　
『
初
渡
集
』
嘉
靖
十
九
年
十
二
月
五
日
条
「
売
荷
所
弐
駄
、
買
主
肥
后
九
郎
兵
衛
、

価
銀
四
両
」。

（
30
）　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
写
真
帳
『
妙
智
院
所
蔵
史
料
』
一
三
。『
笑
雲
入
明
記

︱
︱
日
本
僧
の
見
た
明
代
中
国
』（
前
掲
注
（
17
）
書
）
に
翻
刻
所
収
。

　
　

 ﹇
付
記
﹈
本
稿
は
、
二
〇
一
三
年
に
東
京
で
行
な
っ
た
輪
読
会
の
成
果
を
含
む
も
の
で

あ
る
。
会
の
参
加
者
は
以
下
の
通
り
（
敬
称
略
）。
臼
井
和
樹
、
岡
本
真
、
オ
ラ
ー
・

チ
ャ
バ
、
須
田
牧
子
、
関
周
一
、
屋
良
健
一
郎
、
米
谷
均
。
ま
た
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費

16K
16902

・17K
03058

の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　

 

末
筆
な
が
ら
翻
刻
と
写
真
の
掲
載
を
ご
許
可
く
だ
さ
っ
た
妙
智
院
ご
住
職
島
見
周
隆

氏
に
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

翻
　
　
刻

【
凡
例
】

・
底
本
に
は
天
龍
寺
妙
智
院
所
蔵
本
を
用
い
た
。

・
文
字
は
お
お
む
ね
常
用
字
体
に
改
め
、
読
点
・
並
列
点
を
適
宜
加
え
た
。

・
判
読
不
能
の
文
字
は
■
で
示
し
た
。
た
だ
し
虫
損
に
よ
る
も
の
は
□
で
示
し
た
。

・
傍
書
の
位
置
は
適
宜
整
理
し
た
。

・�

校
訂
注
は
本
文
の
脇
に
〔　

〕
を
付
し
て
示
し
た
。
た
だ
し
返
り
点
の
誤
脱
に
つ

い
て
は
付
さ
ず
、
マ
マ
と
し
た
。

・
人
名
・
地
名
等
、
読
解
の
た
め
の
注
は
（ 

）
で
示
し
た
。

・
丁
替
は
行
末
に�

」
を
付
し
て
示
し
た
。

・�

表
現
し
き
れ
な
い
修
正
痕
に
つ
い
て
は
該
当
箇
所
の
末
尾
に
「
＊
」
を
付
し
、
翻

刻
の
末
尾
に
説
明
を
置
い
た
。

「
大
明
譜　
嘉
靖
廿
六
年

二
番
渡
唐
」�

」

百
年
迅
速
、
時
不
待
人
、
大
蔵
一
覧
、

　
　
　
　
　　
　
　

指
杏
、
村
酔
、

　

△
藕
葉
致
公
前
、�

」

（
後
補
表
紙
題
箋
）

「
苔
自
然
比
界
、」

（
朱
筆
）

「
混
沌
無
■
■
」

（
朱
筆
）
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一
、�
渡
唐
日
数
、
山
口
を
天
文
十
六
年
二
月
廿
一
日
ニ

立
之
□
、
同
三
月
三
日
ニ

博

多
下
着
之
、
同
三
月
八
日
ニ

志
鹿
嶋
ニ

渡
、
同
廿
一
日
ニ

御
出
船
、
同
な
こ
や
に

一
夜
か
ゝ
る
、
同
あ
つ
ち
の
大
嶋
に
御
と
う
り
う
、
同
廿
八
日
ニ

平
戸
ニ

着
之
、

一
、
卯
月
一
日
ニ

川
地
の
浦
に
着
之
、
同
十
一
日
ニ

御
出
船
也
、

一
、�

当
日
ニ
五
嶋
着
之
、
同
十
五
日
ニ
於
奈
留
大
明
神
に
御
法
楽
、
能
五
番
有
之
、

脇
能
靏
亀
、
二
は
ん
野
々
宮
、
三
は
ん
西
行
桜
、
四
は
ん
蘆
か
り
、
五
ハ
ん

せ
い
わ
う
は
う
、

一
、
奈
留
殿
御
見
物
也
、
但
日
よ
り
な
く
候
て
、其
後
又
は
や
し

事
・
す
ま
う
の
事
被
仰
付
之
、　　
　

一
、�

五
月
四
日
ニ

御
船
四
艘
と
も
に
御
出
船
之
、
同
十
日
ニ

於
洋
沖
大
風
雨
、
船
中

な
ん
き
也
、
其
日
五
十
里
か
け
も
と
る
、
同
七
々
の
過
よ
り
風
な
を
り
て
、

名
々
御
は
う
ひ
也
、
取
々
の
御
き
た
う
、
御
り
う
く
わ
ん
有
之
、

一
、�

同
十
二
日
卯
ノ

刻
ニ

大
唐
の
山
を
赤
間
関
水
夫
源
三
郎
見
立
之
、�

」

一
、�

太
刀
一
ふ
り
・
百
疋
被
下
之
、
同
十
三
日
ニ

大
唐
た
い
ち
う
府
に
一
号
船
計
着

之
、
残
る
三
艘
思
ひ
〳
〵
の
乗
寄
也
、
三
号
船
同
十
四
日
ニ

う
ん
ち
う
ふ
に
て

二
十
八
サ
ウ
ノ
そ
く
せ
ん
ニ

か
け
ら
れ
、
死
人
九
人
有
之
、
同
は
し
船
被
取
之
、

一
、�

水
夫
三
人
い
つ
れ
も
手
を
を
ひ
、
す
い
り
に
入
、
も
と
船
に

一
人
を
へ
き
の
る
、

相
残
二
人
寧
波
に
お
く
ら
れ
□
御
船
ハ
定
海
に
御
と
う
り
う
、
彼
水
夫
二
人
同

被
渡
、

一
、�

六
月
一
日
ニ

御
着
、
四
艘
共
ニ

定
海
入
、
但
十
年
一
貢
新
法
度
之
儀
を
申
従
大

人
申
渡
也
、
然
共
為
日
人
愁
訴
、
定
海
ニ

卅
日
御
逗
留
之
、
い
つ
れ
に
も
愁
訴

不
叶
也
、
さ
れ
と
も
米
・
塩
・
薪
等
各
々
売
之
也
、
七
月
二
日
ニ

定
海
出
之
、

奥
山
と
云
嶋
に
御
船
被
囲
候
、
各
々
陣
屋
を
誘
也
、

一
、�

そ
く
せ
ん
の
用
心
無
レ

油
断
、
日
夜
う
へ
の
た
か
ミ
ニ

は
ん
や
を
こ
し
ら
へ
、

三
日
ニ

あ
け
す
う
ら
も
り
の
事
、
被
仰
付
候
也
、�

」

一
、�

米
・
酒
、
其
外
や
さ
い
・
肴
、
唐
人
か
く
れ
候
て
小
船
に
て
持
来
之
、
我
人
売

也
、
殊
に
大
唐
年
号
ハ
嘉
靖
廿
六
年
也
、
同
廿
七
年
正
月
三
日
ニ

御
役
者
等
御

乗
船
也
、

一
、�

同
正
月
二
月
中
、
川
山
と
云
嶋
に
御
と
う
り
う
也
、

一
、�

同
三
月
八
日
ニ

定
海
入
、
同
十
日
ニ

寧
波
入
、
当
日
御
役
者
、
都
堂
大
人
・
知

府
大
人
ニ

御
礼
也
、
同
三
月
十
七
日
ニ

惣
御
人
数
六
百
四
余
人
、
嘉
賓 　

館
ニ

い
る
、
き
う
り
は
御
役
者
き
や
う
す
に
て
大
人
ニ

御
礼
と
い
へ
と
も
、
こ
の
度

ハ
馬
也
、
正
使
・
副
使
御
両
人
ハ
き
や
う
す
也
、

一
、�

上
京
日
人
・
日
数
之
事
、
嘉
靖
廿
七
年
十
月
六
日
ニ

日
本
衆
五
十
人
、
正
使
・

副
使
御
え
ん
た
い
と
し
て
御
上
之
、
同
廿
八
年
四
月
十
九
日
北
京
着
、
日
人
二

百
二
日
ニ

着
之
、

一
、�

北
京
御
と
う
り
う
、
同
十
九
日
よ
り
同
八
月
九
日
ま
て
、
日
人
百
二
日
こ
れ
を

い
る
、
下
向
日
数
の
事
、
八
月
九
日
よ
り
同
十
二
月
卅
日
至
寧
波
ニ

、
下
着
之

日
数
百
四
十
一
日
也
、

一
、�

合
北
京
逗
留
上
下
路
次
分
、
四
百
四
十
五
日
也
、
又
従
寧
波
至
北
京
海
路
四
千

五
百
八
十
八
里
と
云
々
、�

」

一
、�

こ
の
時
御
役
者
、
正
使
都
さ
か
の
て
ん
り
う
し
、
副
使
近
江
の
寺
光
院
、
御
土

　
　

�

官
吉
見
治
部
丞
殿
、
そ
へ
御
土
官
杉
大
蔵
丞
殿
、
但
大
蔵
殿
於
奥
山
に
死
了
、

御
用
人
衆
矢
田
三
郎
兵
衛
殿
・
門
司
日
向
殿
・
杉
佐
渡
殿
・
朽
網
右
京
殿
・
福

郷
治
部
殿
・
御
郷
源
三
殿
・
矢
田
民
部
殿
、
同
彼
仁
ハ
通
事
也
、
其
外
四
艘
ノ

御
役
者
拾
人
、
水
夫
以
下
、
京
・
さ
か
い
い
つ
れ
も
卅
九
箇
国
ノ
衆
也
、
一
号

船
頭
博
多
津
小
田
ノ
藤
右
衛
門
尉
、
但
寧
波
に
て
死
了
、
子
弥
五
郎
有
、
二
号

船
頭
塩
屋
又
左
衛
門
尉
、
同
土
官
塩
屋
対
馬
守
殿
、
そ
へ
土
官
幡
磨
の
国
円
通

　
　

寺
土
蔵
主
、
御
小
座
継
光
院
、
死
了
、
そ
へ
小
座
山
口
慈
眼
院
、
三
号
船
頭
盛

　
　

田
新
左
衛
門
尉
、
死
了
、
同
船
頭
池
永
次
郎
左
衛
門
尉
、
土
官
山
口
真
如
寺
内

（
一
五
四
七
）

〔
也
ヵ
〕

（
志
賀
島
）

（
名
護
屋
）

（
的

山

大

島
）

（
逗

留
）

（
河
内
浦
）

ワ
キ

（
番
）

ア
シ
（
刈
）

（
西

王
）

母〝

中

（
難
儀
）

（
駆
け
戻
る
）

〔
ツ
ヵ
〕

〔
銘
〕

〝 ほ

（
祈
祷
）

（
立

願
）

（
振
）

台

州

温

州

ソ〝

（
賊

船
）

（
端
）

（
負
）

（
水
裏
）

よ

（
逗

留
）

〝
カ
タ
ク

〝
「
買
」

（
貼
紙
）

嶴〝（
賊

船
）

（
上
）

（
高
）

（
番
屋
）

（
浦

守
）

（
野
菜
）

〝
「
買
」

（
貼
紙
）

〔
時
〕

（
一
五
四
七
）

（
逗

留
）

ツ
ウ
タ
ウ

（
朱
紈
）

（
魏

良
貴
）

〝

ヒ
ン
ク
ハ
ン

轎

子

（
策
彦
周
良
）（

竺
裔
寿
文
）

轎

子

フ

（
延
待
）

（
逗

留
）

数〝

（
嵯
峨
）

（
天

龍

寺
）

慈〝

（
正
頼
）

（
隆
宗
）

嶴

（
堺
）

室

（
宗
繁
）

〔
播
〕

皿（宗
稟
カ
）

〝

〔
居
〕
は
か
た

（
博
多
）

（
天
初
啓
竺
）

〔
居
〕

（
景
順
）
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�
宗
く
ん
、
そ
へ
土
官
さ
か
い
汲
郷
、
小
座
し
つ
き
う
・
同
性
首
そ
、
ふ
し
ミ
の

人
、
四
号
船
頭
さ
つ
ま
田
中
豊
前
守
、
土
官
玄
し
ゆ
く
、
同
小
座
し
ゆ
ん
し
ん
、

　
　

し
う
そ
う
し
ゆ
、
い
つ
れ
も
こ
れ
あ
り
、

一
、�

こ
れ
ハ
御
き
た
う
の
た
め
の
人
数
也
、
何
も
唐
船
か
た
に
引
付
た
き
事
か
す
を

し
ら
す
、
先
々
あ
ら
ま
し
書
付
候
、
大
唐
面
目
事
、
ハ
き
な
る
事
、
大
人
の
屋

つ
く
り
、
小
人
の
屋
つ
く
り
、
い
つ
れ
も
め
を
お
と
ろ
か
す
也
、
以
上
か
ハ
ら

ふ
き
也
、
門
ハ
石
の
も
ん
也
、�

」

　
　

町
も
し
き
ひ
し
也
、
町
の
内
、
皆
ほ
り
川
也
、
小
船
か
よ
ふ
也
、

　
　
　
　
　
　
「　
　

」

一
、
わ
う
し
う
四
十
八
万
間
＊
、
す
し
ゆ
ふ
卅
四
万
間
、

一
、�

南
都
ノ
つ
ゐ
路
の
ま
ハ
り
三
百
八
十
里
、
人
家
の
事
、
数
を
不
知
、
大
唐
道
の

法
、
六
町
一
里
用
之
、

一
、�

□
本
船
出
入
の
時
、
大
唐
ま
ん
こ
船
は
た
を
な
ひ
け
、
管　

絃
之
そ
う
し
、
て

つ
ほ
う
と
う
の
こ
ゑ
、
天
に
ひ
ゝ
く
な
り
、
其
外
武
官
の
船
数
を
不
知
、

一
、
一
号
船
、
卯
月
十
七
日
夜
、
子
之
時
、
こ
れ
を
御
う
け
候
、

一
、�

御
乗
そ
め
、
同
廿
日
巳
之
時
、
御
役
者
衆
被
召
之
、
同
御
き
た
う
・
せ
ん
拝
有

之
、

一
、
一
号
船
、
長
廿
三
ひ
ろ
有
之
、
同
柱
な
か
さ
十
三
ひ
ろ
有
之
、

一
、
唐
同
船
、
荷
所
五
百
駄
積
之
、
但
是
ハ
面
む
き
也
、

一
、
御
役
者
、
持
道
具
等
櫃
・
同
籠
・
日
記
箱
・
銭
箱
・
菜
櫃
有
之
、

一
、
従
人
、
道
具
櫃
・
同
籠
・
手
袋
、
人
列
有
之
、
同
水
夫
、
五
ツ
　

道
具
有
之
、

一
、
二
号
船
、
荷
所
六
百
駄
積
之
、
但
残
三
艘
之
同
よ
り
大
船
也

一
、
三
号
、
荷
所
六
百
十
六
駄
積
之
云
、

一
、
四
号
、
同
百
六
十
駄
積
之
云
、

一
、
二
号
・
三
号
、
五
月
一
日
夜
半
浮
之
、�

」

寧ミ
ン

波ボ
ウ

府フ

之ノ

内
名
所シ
ヨ　

　

従
定
海
至
寧
波
府
六
十
里
、
定
海
人
家
四
万
間
也
、

在
境キ
ン

清ス

寺ズ

・
天
寧ネ
ン

寺ズ

在
三
五
百
羅ラ

漢カ
ン
ノ

像ザ
ウ

一

・
延ヱ
ン

慶キ

寺
・
四ス

明ミ
ヒ

福フ
ク

地ヂ

道
士ズ

観ク
ワ
ン、

月
湖コ
ノ

池イ
ケ

在
二

湖ウ

心シ
ン

寺ス
一

、
補ホ

陀ト

路ロ

寺ス

、
天
下
ノ第
一
ノ名
山
、
挙ア
ク

レ
之コ
レ
ヲ、
即
之
書
之
云　

　

云
、

寧
波
府
之
六
門　
　

霊レ
イ

橋ケ
ウ

門
在
二
大
浮フ

橋
一
、
即
ス
ナ
ハ
チ

在
二
補
陀
寺
透
路
一
、
・
南
門
・
西
門
・

北
門
・
塩ヱ
ン

送ソ
フ

門
・
東
渡ド

門　
　

人
家
八
万
間
云　
　

云
、
外
家
之
員カ
ズ

八
万
間
、
統ツ

合
一
十

六
万
間
云　
　

云
、
并
築ツ
イ

地
径マ
ハ
リ回
在
一
十
八
里
也
、
其
外
事
不
レ
知
二
其
数
ヲ一
、　　

在
安ア
ン

遠ヱ
ン

駅　
　

従ヨ
リ

二
此ノ

駅ヱ
キ

一

已ス
デ
ニ

至イ
タ
ル

三
北
南
京
一
乎カ

、
同
自
リ二
安
遠
駅
一

至
ル
コ
ト

二
四
明

駅
ニ一

四
十
里
、
又
従
リ二

四
明
駅
一

至
ル
コ
ト

二
車
厩キ

駅
一
四
十
里
、
共
在
二　
　

八
十
里
一
、　
　

四
明
駅　
　

路
程
如
上
、

車シ
ャ

厩キ

駅エ
キ　

　

至イ
タ
ル

六
十
里
、

姚ユ
ウ

江カ
ウ

駅　
　

至
曰
十
里
、
山
ノ 

絶ゼ
ツ

頂チ
ヤ
ウ

在
竜
泉
寺
、
東ヒ
ン
カ
シ
ノ

麓フ
モ
ト
ニ

有
二
厳ゲ
ン

陵レ
ウ

廟ビ
ヨ
ウ

像ザ
ウ

、

又
葛カ

ツ

仙セ
ン

翁ヲ
ウ

、
煉
レ

丹
石
井セ
イ

、
在ア
リ

二

此
山
ニ一

、

上ジ
ヤ
ウ

虞グ

県ケ
ン　

　

在
リ二

蘭ラ
ン　

山
、
同
葛カ
ツ

仙セ
ン

住
之
云ウ
ン

々〳
〵

、

梁
湖
壩

（
薫
）

（
堺
）
吸
江
（
宗
演
）

〝 

〝

居〝

即　

休

（
周
琳
）

生〝

座

（
三
英
梵
生
）

（
伏
見
）

（
薩
摩
）

（
叔
）

〔
居
〕

順　
　

心

は
か
た
正
福
寺
之
内
、

〔
聖
〕

（
仁
叔
崇
恕
）

従　

僧　

衆（
祈 
祷
）

（
方
）大〝

石〝
〝

（
貼
紙
）

五
百
六
十

八
十〝〝

杭　

州

〝
〝
〝

蘇
州
（
府
）

〝 京

ち

〔
日
〕

（
万
戸
）

（
旗
）

ク
ワ
ン
ケ
ン 。 。

ヲ

は

（
浮
）

（
祈
祷
）

（
尋
）

〝

（
貼
紙
）

「
同
大
船
也
、」

〝
〝
〝
〝
〝
〝

ニ
ン

ウ
チ
ノ
メ
イ

イ
ン〔

四
〕

リ
ヨ
ウ

タ
ヲ
ネ
ル

ハ
ウ

ヂ
ウ
ス
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曹サ
ウ

娥ガ

駅　
　

四
十
里
、

東ト
ウ

関ク
ハ
ン

駅　
　

傍カ
タ
ワ
ラ
ニ

在ア
リ

三
曹サ
ウ

娥カ
ヾ

廟ビ
ヨ
ウ

一
、
双サ
ウ

檜ク
ハ
ヒ

門モ
ン

挙ア
グ

レ
之コ
レ
ヲ

、
即ソ
ク
シ之
書カ
ク

レ
之コ
レ
ヲ

、　

四
十
里
、

蓬ホ
ウ

莱ラ
ヒ

駅　
　

至
九
十
里
、

西シ
イ

奐ク
ハ
ン

駅　
　

浙
江
杭
州
府
銭
塘
県
城
裡
、

�

自
リレ

車
マ乗
リレ

船
ニ、

即
チ従
リ三

西
奐
駅
一
至
ル二

浙
江
駅
一
、
銭ゼ
ン

塘ダ
ウ

江ガ
ウ
ノ

際ア
イ
ダ

二
十

里
、�

」

浙セ
ツ

江カ
ウ

駅　
　

廩リ
ン

給キ
ン

・
口ク
ウ

粮リ
ヤ
ン

、
無ナ
シ

レ
倶ト
モ
ニ

、
浙セ
ツ

江カ
ウ

杭ワ
ウ

州ジ
ウ

府フ

銭セ
ン

塘ダ
ウ

県ケ
ン

城ジ
ヤ
ウ

裡リ

、
至
二
十
里
、

武ブ

林リ
ン

駅　
　

在
城
裡
、　

至
三
十
里
、

呉ゴ

山
駅　
　

西セ
イ

湖コ

保ホ
ウ

叔シ
ュ
ク

寺ジ

、
善ゼ
ン

導ダ
ウ

和ク
ハ

尚シ
ヤ
ウ

開カ
ヒ

山
也
、
至
一
十
里
程
歟
、

長チ
ヤ
ウ

安ア
ン

駅　
　

一
百
四
十
里
、　　
　
　
　
　

崇ソ
ウ

徳ト
ク

県ケ
ン　

　

十
八
里
、

皂サ
ウ

林リ
ン

駅　
　

五
十
里
、

平ヒ
ン

望バ
ウ

駅　
　

六
十
里
、　

太タ
ヒ

湖コ

七
十
二
橋
在
レ
之
、
垂ス
イ

虹コ
ウ

橋ケ
ウ

也
、

松セ
ウ

陵レ
ウ

駅　
　

六
十
里
、　

三
忠
祠
、
在
呉
子
胥
頭
、

姑コ

蘇ソ

駅　
　

四
十
里
、　

楓フ
ウ

橋ケ
ウ

、
寒カ
ン

山
寺
、
三
忠
祠
在
城
外
、
在
子
胥
首
、

錫ジ
ヤ
ク

山
駅　
　

八
十
里
、　

恵ケ
イ

山
寺
、
天
下
第
二
泉
、
子ス

昻ガ
ウ

書カ
ク

レ
之コ
レ
ヲ、

毘ビ

陵レ
ウ

駅　
　

五
十
里
、

呂リ
ヨ

城ジ
ヤ
ウ

駅ヱ
キ　

　

一
閘ア
ツ

、　　

六
十
里
、

雲ウ
ン

陽ヤ
ウ

駅　
　

二
閘ア
ツ

、　　

九
十
里
、

京キ
ン

口コ
ウ

駅�　
　

鎮チ
ン

江カ
ウ

府フ

、
一
閘
、
楊ヤ
ウ

子ズ

江ガ
ウ

、
金
山
龍リ
フ

游ユ
ウ

禅ゼ
ン

寺ジ

、
在
第
一
泉
、
開カ
イ

山ハ

頭ヅ

陀ダ

、

銀ギ
ン

山
ノ 

書シ
ヨ

院ヱ
ン

、
玉
山
寺
、
甘カ
ン

露ロ

寺
、
此
ノ山
マ在

二
天
下
第
一
ノ江
山
、
挙ア
ク

レ
之コ
レ
ヲ、

�

同
九
層ソ
ウ
ノ

鉄テ
ツ

塔タ
ウ
、
其ソ
ノ

外ホ
カ
不
レ
可
三
挙ア
ゲ
テ

数カ
ズ
フ
、
焦シ
ユ
ウ

山
寺
、
絶ゼ
ツ

頂
チ
ヤ
ウ
ニ

在
リ二
吸ギ
ウ

江カ
ウ

亭テ
イ

一
、�

」

象ザ
ウ

山
、
楊ヤ
ウ

子ズ

山
、
観ク
ワ
ン

音ヲ
ン

山
、
石
頭ト
ウ

城シ
ヤ
ウ

、

龍リ
ウ

江カ
ウ

駅　
　

六
十
里
、

龍
潭タ
ン

駅　
　

不
スレ

到
二
此コ
ノ

駅ヱ
キ
ニ

一
、　

八
十
里
、　�

紫シ

金コ
ン

山
、
獅シ

子
山
、
城ジ
ヤ
ウ
ノ
メ
ク
リ

周
廻
三
百

五
十
里
、
是
レ即
チ南

京キ
ン

築ツ
イ

地ヂ

回マ
ハ
リ

也ナ
リ

、

儀ギ

真シ
ン

駅　
　

五
十
五
里
、

広ク
ワ
ウ

陵レ
ウ

駅　
　

七
十
里
、　

揚ヤ
ウ

州ジ
ウ

府フ

在
二
城
裡リ
ニ

一
、

邵セ
フ

伯ハ
ク

駅　
　

四
十
五
里
、

孟マ
ウ

城
駅　
　

六
十
五
里
、

〔
興
〕

キ
ウ

ヱ

一
　

゙
　

゙

　

゙

　

゙



東京大学史料編纂所研究紀要　第30号　2020年３月　（　 ）208

界カ
イ

首シ
ユ

駅　
　

六
十
里
、

安ア
ン

平ヘ
イ

駅　
　

六
十
里
、

淮イ

陰イ
ン

駅　
　

六
十
五
里
、　

在
二
新シ
ン

旧キ
ウ
ノ

二
城
一
、

青セ
イ

河ガ

駅　
　

八
十
里
、　

五
閘ア
ツ

、

桃タ
ウ

源ゲ
ン

駅　
　

六
十
里
、

古コ

城
駅　
　

六
十
里
、

鍾シ
ュ
ウ

吾ゴ

駅　
　

六
十
里
、　

項カ
ウ

羽ウ
ノ

所ム
マ
ル
ヽ

生ト
コ
ロ

地ノ
チ

也ナ
リ

、
至イ
タ
ツ
テ 

今イ
マ

在
リ二

遺ヰ
ユ
イ

祠シ
一
、�

」

直ヂ
キ

河ガ

駅　
　

七
十
里
、

下カ

邳ヒ

駅　
　

六
十
里
、　

在ア
リ

二
羊ヤ
ウ

山
寺
八
景ケ
イ

一
、
有
二
漢カ
ン
ノ

張チ
ヤ
ウ

良リ
ヤ
ウ
ガ

祠ヤ
シ
ロ

、

新
安ア
ン

駅　
　

六
十
里
、

房ハ
ウ

村ソ
ン

駅　
　

六
十
里
、

彭ハ
ウ

城ジ
ヤ
ウ

駅　
　

七
十
里
、　�

在
二
大
浮
橋
一
、
在
二
南
門
ニ　

漢カ
ン
ノ

 

祖ソ

神シ
ン

一
、
三
仏フ
ツ

寺ジ

、
曰

二
鉄テ
ツ

仏ブ
ツ
ト

一
、
曰
二
臥グ
ワ

仏
一
、
曰
二
石
仏
寺
一
、
在
二
八
景
一
、

夾ケ
ウ

溝カ
ウ

駅　
　

九
十
里
、　

溝コ
ウ

閘ア
ツ

為ス
二
其ソ
ノ

甲カ
ウ
ヲ

三
甲
ト一
、

泗ス

亭テ
イ

駅　
　

九
十
里
、　

在
リ二
歌カ

風フ
ウ

台タ
イ

一
、
有
リ三
漢
ノ 

高カ
ウ

祖ソ
ノ

木モ
ク

主シ
ュ

・
同
ク 

瑠ル

璃リ

井セ
イ

一
、

沙シ
ヤ

河ガ

駅　
　

六
十
里
、　

一
閘ア
ツ

、

魯ロ

橋ケ
ウ

駅　
　

九
十
里
、　

石
仏
閘ア
ツ

、
五
閘
其ソ
ノ

一ヒ
ト
ツ

也ナ
リ

、

南
城
水
馬バ

駅　
　

六
十
里
、　

七
閘
、
在
二
南
門
ニ 

城
土ト
一
、

開カ
イ

河
水
駅　
　

一
百
里
、　

五
閘
、

安ア
ン

山
水
駅　
　

六
十
里
、　

二
閘
、

荊ケ
イ

門モ
ン

駅　
　

七
十
里
、　

周シ
ュ
ウ

家カ
ノ

店テ
ン
ノ

閘ア
ツ
ア
リ

、

崇ソ
ウ

武ブ

水
駅　
　

七
十
里
、　

在
七
十
城
、
八
閘
、
土
橋ケ
ウ

閘ア
ツ

其ソ
ノ

一ヒ
ト
ツ

也ナ
リ

、�

」

清セ
イ

陽ヤ
ウ

駅　
　

七
十
里
、　

二
閘
、

清セ
イ

源ケ
ン

水
馬
駅　
　

七
十
里
、　

敷フ

閘ア
ツ

、
放ハ
ウ

下カ

閘
、
三
閘
、

渡ト

口コ
ウ

駅　
　

八
十
里
、

甲カ
ウ

馬バ

駅　
　

八
十
里
、　

宋ソ
ウ

太ノ

祖ソ
ノ

所ム
マ
ル
ヽ
ト
コ
ロ
ノ
チ
ナ
リ

生
之
地
也
、

ワ
ヒ

　

゙

レ

レ

一

　

゙

コ
ウ

メ

　

゙

　

゙
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梁リ
ヤ
ウ

家カ

荘サ
ウ

駅　
　

九
十
里
、

安
徳ト
ク

駅　
　

七
十
里
、

良リ
ヤ
ウ

店テ
ン

駅　
　

八
十
里
、

連レ
ン

窩ク
ワ

駅　
　

八
十
里
、

新シ
ン

橋ケ
ウ

駅　
　

七
十
里
、

磚ゼ
ン

河
駅　
　

七
十
里
、

乾ケ
ン

寧ネ
イ

駅　
　

七
十
里
、

流リ
ウ

河カ

駅　
　

七
十
里
、

奉ホ
ウ

新シ
ン

駅　
　

七
十
里
、

揚ヤ
ウ

青セ
イ

駅　
　

七
十
里
、　

此コ
ノ

際ア
ヒ
ダ
ニ

在
二
直ヂ
ツ

沽コ

城
一
、�

」

揚ヤ
ウ

村ソ
ン

駅　
　

八
十
里
、

河カ

西セ
イ

駅　
　

一
百
里
、

和ワ

合
駅　
　

一
百
里
、

通ツ
フ

津シ
ン

駅　
　

六
十
里
、　�

従
リ二
和
合
一
至ル
コ
ト二
通ツ
ウ

州ニ
一
一
百
里
、
此コ
ノ

間ア
イ
タ
ニ

張チ
ヤ

家ギ
ヤ

湾ワ
ン
ア
リ

、

自ヨ
リ

二
本
湾ワ
ン

一

駕ノ
リ
テ

二
車シ
ャ

馬ハ
ニ

一
至
ル二
北
京
ニ一
、
一
車
ノ 

馬ム
マ

九
疋ヒ
キ

、

潞ロ

河
駅

　

駅
県ケ
ン

摠ス
ベ
テ
ノ

数カ
ス

七
十
箇
所
、
廩リ
ム

給キ
ン

・
口
粮リ
ヤ
ン

在
レ
之
、

　
　
　

大
裏リ

御
門
数
ノ
カ
ズ

京ケ
イ

都ト
ノ

城
門　
九キ
ウ

品ヒ
ン
ノ

名ナ
ア
リ、

禁キ
ン

門　
此コ
ノ

内チ

在
リ二

十
品
名
一
、

謹キ
ン

身シ
ン

殿デ
ン　

太
子
ノ 

御
居キ
ヨ

所シ
ヨ

、

午ゴ

門　
外グ
ワ
イ

関ク
ワ
ン
ノ

左サ

門モ
ン

、　

於
ヲ
ヒ
テ

二
此コ
ノ

門
裡
ニ一
日
本
人
ニ在

二
茶
飯
一
、
大
象ザ
ウ

六
疋
囲イ

繞ネ
ウ
ス、

奉ホ
ウ

天
門　
天
子
常ツ
ネ
ニ

出
御ギ
ヨ
ト
云ウ
ン　

　

々 〳
〵

、

大
明メ
イ

門　
南
面メ
ン

、
天
子
御
幸カ
ウ
ノ

門
也ナ
リ

、
在
リ三
門
外
ニ玉
河
・
石
橋ケ
ウ

・
五
涇ケ
ヒ

一
、

京ケ
イ

裡リ

御
勅チ
ヨ
ク

願グ
ワ
ン

寺ジ　

七
百
人
、�

」

大
興コ
ウ

隆リ
ウ

寺　
闔カ
ツ

衆シ
ユ

三
千
人
、

グ
ウ

　

゙チ
ン

　

゙

　

゙

　

゙

　

゙

　

゙

　

゙

　

゙

　

゙

　

゙

　

゙

　

゙
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大
隆
善ゼ
ン

寺　
五
百
人
、

大
慈ジ

恩ヲ
ン

寺　
二
千
人
、

大
隆
福フ
ク

寺ズ　

一
千
人
、�

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柳
井
蔵
人

　

嘉
靖
廿
九
年
卯
月
十
五
日　
　
　
　
　
　
　
　

郷
直
（
花
押
）

　
　
　
　

浙
江
寧
波
府
嘉
賓
堂
書
之
、�

」

＊
「
五
百
六
十
万
間
」
と
し
た
箇
所
に
つ
い
て

　

当
初
「
四
十
八
万
間
」
と
書
か
れ
て
い
た
が
、「
四
十
」
の
上
に
紙
が
貼
付
さ
れ
、

貼
紙
に
「
八
十
」
と
書
か
れ
、「
八
十
八
万
間
」
に
訂
正
さ
れ
た
。
つ
い
で
「
八
十
八
」

が
墨
線
で
消
さ
れ
、
右
脇
に
「
五
百
六
十
」
と
書
か
れ
、「
五
百
六
十
万
間
」
に
訂

正
さ
れ
た
。
こ
の
「
五
百
六
十
」
の
傍
書
は
「
五
百
」
は
貼
紙
に
、「
十
」
は
本
紙
に
、

間
の
「
六
」
は
貼
紙
と
本
紙
に
跨
が
っ
て
書
か
れ
た
。
現
状
で
は
貼
紙
が
ず
れ
、「
八

万
」
の
上
に
載
っ
た
状
態
と
な
っ
て
い
る
が
、「
五
」
や
「
六
」
の
残
画
の
位
置
か

ら
し
て
上
述
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
史
料
編
纂
所
が
明
治
十
八
年
六
月
に
作
成
し

た
謄
写
本
に
お
い
て
は
既
に
現
状
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
ず
れ
は

そ
れ
以
前
か
ら
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

゙
　

゙シ




