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補

陀

洛

渡

海

略

史

は

じ
め

に

『熊
野
年
代
記
』
お
よ
び

『本
願
中
出
入
証
跡
之
写
別
帳
』
に
は
、
熊
野
那
智
の
補
陀
洛
山
寺

の
住
僧
た
ち
の
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
が
九
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
わ
た

つ
て
二
十
例
ば
か
り
し
る
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
数
は
現
在
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
例
の
う
ち
の
三
分
の

一
以
上
を

占
め
る
の
で
、
そ
れ
を
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
と
い
う
特
異
な
宗
教
現
象
の
代
表
的
な
事
例
群
と
み
な
す

こ
と
に
は
無
理
が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
、
補
陀
洛
山
寺
の
住
僧
以
外
の
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
例

も
数
多
く
存
し
た
こ
と
も
今
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
い
ま
、　
一
つ
の
資
料
操
作
と
し
て
、

『熊
野
年
代
記
』
や

『本
願
中
出
入
証
跡
之
写
別
帳
』
に
し
る
さ
れ
た
那
智
の
補
陀
洛
山
寺
住
僧

た
ち
の
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
例
を
ひ
と
ま
ず
措
き
、
そ
の
他
の
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
の
事
例
を
年
表
の
上
に

引
き
写
し
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
歴
史
的
変
遷
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
見
通
し
が
た
だ
ち
に
得

ら
れ
る
。

○
十

一
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
前
半
ま
で
の
フ
ダ
ラ
ク
渡
海

南
方
海
上
に
存
在
す
る
と
信
じ
ら
れ
た
フ
ダ
ラ
ク
山
に
、
小
船
に
乗

っ
て
生
き
な
が
ら
に

到
達
し
よ
う
と
し
た
。
入
水
往
生
の
た
し
か
な
例
は
み
ら
れ
な
い
。
渡
海
の
場
所
は
、
那
智

・
室
戸

・
足
摺
と
い
う
南
方
フ
ダ
ラ
ク
世
界
に
近
い
と
信
じ
ら
れ
た
場
所
で
あ
る
。

○
十
六
世
紀
後
半
の
フ
ダ
ラ
ク
渡
海

入
水
往
生

（投
身
）
に
よ

つ
て
フ
ダ
ラ
ク
山
に
到
達
し
よ
う
と
し
た
。
「生
き
な
が
ら
の

渡
海
」
は
み
ら
れ
な
い
。
渡
海
の
場
所
は
、
和
泉

・
堺

・
堀
江

（伊
予
Ｙ

肥
後

・
博
多
な

ど
、
概
し
て
人
の
集
う
港
町
で
あ
り
、
そ
の
沖
合
で
入
水
し
た
。

十
六
世
紀
前
半
ま
で
の
事
例
と
十
六
世
紀
後
半
の
そ
れ
と
で
は
、
同
じ
く

「
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
」

と
称
し
て
も
そ
の
方
法

・
目
的

ｏ
渡
海
地
な
ど
に
お
い
て
明
ら
か
な
差
異
が
み
ら
れ
、　
一
方
が

「生
き
な
が
ら
の
渡
海
」
、
他
方
が

「
入
水
往
生
」
と
い
う
点
で
は
対
照
的
で
す
ら
あ
る
の
だ
。
フ

ダ
ラ
ク
渡
海
と
い
う
事
象
に
も
、
歴
史
的
変
遷
が
存
し
た
こ
と
を
読
み
取
る
べ
き
だ
ろ
う
。

ひ
る
が
え

っ
て
、
那
智
の
補
陀
洛
山
寺
住
僧
た
ち
の
渡
海
は
、
た
と
え
ば
、
『本
願
中
出
入
証

跡
之
写
別
帳
』
に
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
の
行
儀
に
つ
い
て
錦
の
浦
の
沖
合
の
島
で
先
達
同
行
共
の

「入

水
」
を
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
海
中
に
投
身
す
る
入
水
往
生
で
あ

っ
た
と

一
般
に
は
み
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
語
る
資
料
は
近
世
期
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
頃
の
認
識
が
投
影
さ
れ
て
い

る
に
ち
が
い
な
い
。
九
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
ま
で
の
長
き
に
わ
た

っ
た
と
記
録
さ
れ
た
そ
の
渡
海

も
、
資
料
に
は
年
代
順
に
並
列
的
な
現
れ
し
か
見
せ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
実
態
や
性
格
は

終
始

一
様
だ

っ
た
の
で
は
な
く
、
お
の
ず
か
ら
に
歴
史
的
な
変
化
が
存
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。フ

ダ
ラ
ク
渡
海
の
本
質
に
つ
い
て

「水
葬
」
、
「
入
水
往
生
」
、
「捨
身
行
」
な
ど
と
い
わ
れ
、
あ

る
い
は

「生
き
な
が
ら
の
渡
海
」
と
も
い
わ
れ
て
き
た
。
け
れ
ど
も
、
上
記
の
ど
の
時
期
の
フ
ダ

ラ
ク
渡
海
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
の
か
、
ま
た
那
智
の
補
陀
洛
山
寺
住
僧
た
ち
の
渡
海
史
を
ど
う
理

解
す
る
か
に
よ

っ
て
本
質
論
は
左
右
さ
れ
る
。
本
質
に
迫
る
た
め
に
は
、
個
別
的
な
事
例
の
検
証

と
と
も
に
、
あ
ら
た
め
て
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
の
全
事
例
を
視
野
に
入
れ
て
の
史
的
考
察
が
重
要
だ
と

思
わ
れ
る
。

こ
の
点
に
お
い
て
従
来
の
研
究
を
ふ
り
か
え
る
な
ら
、
ま
ず
宮
家
準
氏
の
論
が
注
目
さ
れ
る
。

氏
は
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
の
歴
史
は
十
二

・
三
世
紀
、
十
五

・
六
世
紀
、
十
七
世
紀
以
降
の
三
つ
の
時

期
に
分
け
ら
れ
る
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
渡
海
の
特
徴
を
、
順
に

「多
く

一
人
で
修
行

・

野

富
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準
備
を
し
て
南
方

へ
渡
海
」
、
「儀
式
化
し
、
死
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
強
く
色
ど
ら
れ
た
渡
海
」
、

「水
葬
」
（以
上
、
私
に
要
約
し
た
）
と
概
括
し
て
お
り
、
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
と
い
う
事
象
の
歴
史
的

変
遷
を
と
ら
え
た
点
で
有
意
義
で
あ
る
。
ま
た
近
く
は
根
井
浄
氏
が
、
現
在
ま
で
に
知
ら
れ
て
い

る
事
例
の
す
べ
て
に
ふ
れ
、
そ
の
多
く
に
つ
い
て
詳
細
な
考
察
を
加
え
て
史
的
展
望
の
便
宜
を
与

え
て
い
る‐
。
両
氏
の
論
に
は
そ
の
時
点
で
知
ら
れ
て
い
た
範
囲
で
の
渡
海
の
全
事
例
が

一
覧
表
に

示
さ
れ
て
も
い
る
。
そ
れ
ら
の
恩
恵
を
も
蒙
り
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
上
記
の
見
通
し
に
沿

っ
て
フ

ダ
ラ
ク
渡
海
史
を
概
括
的
に
再
考
し
て
み
た
い
。

一
一　

十

一
世
紀

か
ら
十

六
世
紀
前
半
ま

で

の

フ
ダ

ラ
ク
渡

海

十

一
～
十
三
世
紀
ご
ろ
の
渡
海

年
代
の
も

っ
と
も
古

い
も
の
と
し
て
、
ま
ず
賀
登

（賀
東
）
上
人
の
例
を
挙
げ
よ
う
。
解
脱
上

人
貞
慶
の

『観
音
講
式
』
（建
仁
二
年

〔
一
二
〇

一
〕
撰
）
に
よ
れ
ば
、
長
保
三
年

（
一
〇
〇

一
）

八
月
十
八
日
、
阿
波
国
の
賀
登
上
人
が
、
土
佐
国
室
戸
津
よ
り
、
弟
子

一
人
を
連
れ
、　
一
葉
船
で

南
に
向
か

っ
て
進
発
し
た
。
上
人
は
平
生
フ
ダ
ラ
ク
山
を
深
く
信
仰
し
、
し
き
り
に
夢
に
見
る
と

い
う
あ
り
さ
ま
で
あ

っ
た
と
い
う
。
こ
の
話
は
小
異
を
生
じ
つ
つ
後
世
の
諸
書
に
受
け
継
が
れ
た

と
こ
ろ
だ
が
、
良
観
続
編

『地
蔵
菩
薩
霊
験
記
』
（巻
六
第
十
七
話
の
後
段
）
に
は
、
や
や
詳
し

長
徳
三
年
二
、
賀
登
上
人
阿
波
ノ
国
ヨ
リ
来
テ
、
彼
寺

二
籠
レ
リ
。　
一
両
年
ノ
間
二
観
音
浄

土
補
陀
落
山

二
参

ヘ
キ
由
ヲ
セ
メ
祈
玉
フ
ニ
、
感
ア
リ
テ
示
現
度
々
蒙
テ
、
ツ
イ

ニ
長
保
三

年
八
月
十
八
日
二
弟
子
栄
念
卜
虚
舟

ニ
ノ
リ
、
午
ノ
剋

ニ
ト
モ
ヅ
ナ
ヲ
ト
キ
テ
、
遥
ナ
ル
万

里
ノ
波
ヲ
シ
ノ
ギ
、
飛
ガ
如
ク
ニ
去
り
玉
フ
。
男
女
貴
賎
、
肝
ヲ
消
ス
。
後

ニ
ノ
コ
ル
御
弟

子
達
、
足
ズ
リ
ヲ
シ
テ
哀
ミ
ケ
リ
。
ソ
レ
ヨ
リ
彼
ト
コ
ロ
ヲ
、
足
摺
ノ
御
崎
ト
ハ
申
也
。
人

皆
所
願
ア
ラ
バ
、
先
地
蔵
菩
薩

二
祈
り
奉
ル
ヘ
シ
。

（古
典
文
庫
本
に
よ
る
。
適
当
に
句
読
点
を
補

っ
た
）

と
あ
る
。
土
佐
国
室
戸
津
に
あ
る
津
の
寺
の
本
尊
地
蔵
菩
薩
と
観
音
の
冥
助
に
よ

っ
て
渡
海
し
た

と
い
う
の
で
、
そ
の
場
所
は
足
摺
岬
だ
と
い
う
。
津
の
寺
で

「
一
両
年
ノ
間
」
祈

っ
た
こ
と
と
と

も
に
、
「飛
ガ
如
ク
ニ
」
去

っ
た
と
い
う
伝
え
は
注
目
さ
れ
る
。
『観
音
利
益
集
』
に
も
、
「南
を

指
し
て
奔
り
け
り
。
船
、
鳥
の
飛
が
ご
と
く
し
て
去
り
に
き
」
と
あ
る
。
波
に
翻
弄
さ
れ
る
は
ず

の

「
一
葉
船
」
あ
る
い
は

「虚
舟
」
が

「飛
ぶ
が
ご
と
く
」
で
あ

っ
た
の
は
、
上
人
の
熱
心
な
祈

り
が
観
音
の
受
納
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
観
音
が
上
人
を
導

い
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
け
て
渡
海

は
、
観
音
の
縁
日
、
「十
八
日
」
に
行
わ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
渡
海
は
自
力
で
は
な
く
、
観
音

の
導
き
に
よ
っ
て
こ
そ
成
就
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
。
こ
の
賀
登
上
人
の
例
は
伝
承
性
の

強
い
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
フ
ダ
ラ
ク
山

へ
の
渡
海
を
願

っ
て
修
行
に
励
み
、
つ
い
に
観
音
の

受
納
す
る
と
こ
ろ
と
な

っ
て
小
船
で
渡
海
を
敢
行
す
る
と
い
う
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
の

一
つ
の
典
型
を

す
で
に
示
し
て
い
る
。

『台
記
』
に
し
る
さ
れ
た
あ
る
僧
の
渡
海
も
、
こ
の
型
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
藤
原
頼
長
の
千
手

経
の
師
で
あ

っ
た
権
僧
正
覚
宗
が
ま
だ
若
年
で
あ

っ
た

「堀
河
院
の
と
き
」
に
実
見
し
た
と

い

う
、
那
智
か
ら
の
渡
海
例
で
あ
る
。

少
年
籠

那
智

之
時
、
有
・
独
僧

云
、
我
現
身
、
祈
レ参
‐
補
陀
落
山

。
小
舟
上
、
造

立
千

手
観
音

、
奉
矢
Ｆ
持
レ
揖
、
祈
請
已
及

〓
一年

。
祈

北̈
風
七
日
不
レ
止
也
。
如
レ
此
経

数

日

、
得

大
北
風

。
僧
慶
乗
レ
舟
、
向
レ
南
礼
拝
無

止
時

。
差
レ
南
遥
行
。
僧
都
以
為

希

有

、
登
レ
山
見
レ
之
。
覚
宗
同
見
。
七
ケ
日
之
間
風
不
レ
止
。
料
知

願
成
就

実
。

亀
台
記
』
康
治
元
年

〔
一
一
四
二
〕
八
月
十
八
日
。
史
料
纂
集
本
に
よ
る
）

こ
の
僧
は

「現
し
身
」
な
が
ら
に
補
陀
落
山
に
参
詣
す
る
こ
と
を
祈
り
、
小
舟
の
上
に
千
手
観

音
を
祀
り
、
船
舵
を
持
ち
ま
い
ら
せ
て
、
祈
請
す
る
こ
と
三
年
に
及
ん
だ
。
こ
の
熱
心
な
祈
請
が

つ
い
に
観
音
に
通
じ
、
大
北
風
が
吹

い
た
。
僧
は
喜
ん
で
乗
船
し
、
南
に
向
か

っ
て
礼
拝
し
続

け
、
南
を
さ
し
て
は
る
か
に
去

っ
た
。
そ
の
後
た
し
か
に
僧
の
願
い
ど
お
り
七
日
間
北
風
は
吹
き

続
け
た
の
で
、
皆
は
そ
の
渡
海
の
成
就
し
た
こ
と
を
知

っ
た
、
と

い
う
。
修
行

（祈
請
）―
―
観

音
の
受
納
―
―
渡
海
と
い
う
典
型
が
こ
こ
に
も
み
ら
れ
る
。
小
船
に
祀

っ
た
千
手
観
音
に
船
舵
を

持
ち
ま
い
ら
せ
た
と
い
う
の
は
、
や
は
り
渡
海
が
自
力
に
よ
る
も
の
で
な
く
観
音
の
導
き
に
よ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
示
す
。
フ
ダ
ラ
ク
山
が
南
方
海
上
に
、
七
日
間
ほ
ど
の
航
程

の
か
な
た
に
あ
る
と
思
念
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。

フ
ダ
ラ
ク
渡
海
を
し
る
す
も

っ
と
も
古

い
文
献
は
、
長
久
年
間

（
一
〇
四
〇
ヽ

一
〇
四
四
）
の

成
立
と
さ
れ
る

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
巻
下
第
百
廿
八
に
み
え
る
の

は
、
た
だ
し
人
間
で
は
な
く
道
祖
神
の
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
で
あ
る
。
熊
野
詣
で
か
ら
天
王
寺

へ
の
帰
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途
、
僧
道
公
が
紀
伊
国
美
奈
部
郷
の
海
の
ほ
と
り
で
、
樹
下
の
道
祖
神
の
願
い
に
応
じ
て
法
華
経

を
読
誦
し
、
そ
の
フ
ダ
ラ
ク
往
生
を
助
け
た
。
そ
の
渡
海
は
、
「沙
門
柴
船
を
造
り
已

へ
て
、
道

祖
神
の
像
を
乗
せ
、
海
の
上
に
放
ち
浮
か
べ
り
。
更
に
風
吹
か
ず
ま
た
浪
動
か
ず
し
て
、
柴
船
南

方
の
界
を
指
し
て
、
早
速
に
走
り
去
り
ぬ
」
と
い
う
さ
ま
で
あ

っ
た
と
い
う
。
無
風
の
平
ら
か
な

海
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
思
議
に
も
柴
船
が
す
ば
や
く
南
方
に
走
り
去

っ
た
の
は
、
や
は

り
観
音
の
冥
助
に
よ
る
。
こ
こ
で
も

フ
ダ
ラ
ク
山
は

「南
方
の
界
」
、
つ
ま
り
南
海
の
果
て
に
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

続
く
十
二

・
三
世
紀
の
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
例
も
、
以
上
と
連
続
的
で
あ
る
。
ま
ず

『発
心
集
』
に

書
き
と
め
ら
れ
た
讃
岐
の
三
位
と
い
う
人
の
乳
母
の
夫
な
る
入
道
の
場
合
。
彼
は
年
来
の
宿
願
で

あ

っ
た
極
楽
往
生
を

「身
燈
」
（焼
身
自
殺
）
に
よ

っ
て
遂
げ
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
準
備
の
段

階
で
思
い
直
し
た
。

身
燈
は
や
す
く
し

つ
べ
し
。
さ
れ
ど
、
此
の
生
を
改
め
て
極
楽

へ
ま
う
で
ん
詮
も
な
く
、

又
、
凡
夫
な
れ
ば
、
も
し
終
り
に
至
り
て
、
い
か
が
、
な
ほ
疑
ふ
心
も
あ
ら
ん
。
補
陀
落
山

こ
そ
、
此
の
世
間
の
内
に
て
、
此
の
身
な
が
ら
も
詣
で
ぬ
べ
き
所
な
れ
。
し
か
ら
ば
、
か
れ

へ
詣
で
ん
と
思
ふ
な
り
。

亀
発
心
集
』
第
三
―
五
、
「或
る
禅
師
、
補
陀
落
山
に
詣
づ
る
事
　
賀
東
上
人
の
事
」
。

新
潮
日
本
古
典
集
成
本
に
よ
る
）

た
と
え
極
楽
往
生
で
き
た
と
し
て
も
、
死
ん
で
し
ま

っ
た
ら
何
に
な
る
か
。
ま
た
、
そ
の
今
は

の
際
に
正
念
で
い
ら
れ
る
自
信
も
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
代
わ
り
に
、
観
音
菩
薩
い
ま
す
補
陀
落

山

へ
参
詣
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
補
陀
落
山
こ
そ
は

「此
の
世
間
の
内
」
に
あ

つ
て

「此
の
身
な

が
ら
も
」
参
詣
で
き
る
浄
土
で
あ
る
。
彼
は
そ
う
考
え
、
ゆ
か
り
の
あ

っ
た
土
佐
に
行
き
、
小
船

を
新
造
し
、
「梶
取
る
わ
ざ
」
を
習

っ
た
。
そ
し
て
北
風
の
強
く
吹
き
続
く
時
を
梶
取
り
か
ら
教

わ
り
、
つ
い
に

「其
の
風
を
待
ち
え
て
、
彼
の
小
船
に
帆
か
け
て
、
た
だ

一
人
乗
り
て
、
南
を
さ

し
て
去
り
に
け
り
」
。
妻
子
は
泣
き
悲
し
ん
だ
が
、
「時
の
人
」
は

「
こ
こ
ろ
ざ
し
の
至
り
浅
か
ら

ず
、
必
ず
参
り
ぬ
ら
ん
と
ぞ
、
お
し
は
か
り
け
る
」
。
彼
は
渡
海
を
、
以
前
の
諸
例
の
よ
う
に
観

音
の
導
き
に
ゆ
だ
ね
た
と
い
う
よ
り
も
、
「梶
取
る
わ
ざ
」
を
習
得
し
て
自
力
で
成
就
し
よ
う
と

し
た
と
こ
ろ
が
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。
た
だ
し
、
で
Ｖ
」
ろ
ざ
し
の
至
り
浅
か
ら
ず
」
と
、
彼
も
熱

烈
な
信
仰
者
に
ち
が
い
な
か
っ
た
。
彼
や
周
囲
の
人
た
ち
の
認
識
に
お
い
て
、
補
陀
落
山
は
南
の

方
、
あ
の
世
な
ら
ぬ

「此
の
世
間
の
内
」
に
あ
り
、
「此
の
身
な
が
ら
も
」
参
詣
で
き
る
所
と
さ

れ
て
い
る
。
死
の
暗

い
影
よ
り
も
、
何
か
爽
快
な
印
象
の
残
る
渡
海
例
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
こ
れ
も
有
名
な
智
定
房
の
例
。
天
福
元
年

（
一
二
三
三
）
三
月
七
日
、
も
と
鎌
倉
武
士

で
あ

っ
た
智
定
房
が
、
長
年
の
修
行
の
末
、
熊
野
那
智
の
浦
か
ら
渡
海
し
た
。
そ
の
用
意
た
る

や
、

彼
乗
船
者
、
入
三
屋
形
一之
後
、
自
レ外
以
レ
釘
皆
打
付
、
無
±

扉
鳥

不
レ
能
レ
観
二
日
月
光
ゝ

只
可
レ
憑
レ
燈
。
三
十
ケ
日
之
程
食
物
井
油
等
僅
用
意
云
々
。

翁
吾
妻
鏡
』
天
福
元
年
五
月
廿
七
日
条
。
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
に
よ
る
）

と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
智
定
房
が
屋
形
の
中
に
入
っ
た
後
は
外
か
ら
こ
と
ご
と
く
釘
で
打
ち
付

け
、　
一
扉
と
て
な
か

っ
た
。
「暗

い
船
の
中
に
、
渡
海
者
は
燃
ゆ
る
が
如
き
補
陀
落
願
求
の
心
に

生
き
た
」
の
だ
ろ
う
。
三
十
日
分
ほ
ど
の
食
物
、
燈
油
を
用
意
し
た
と
い
う
の
は
、
で
」
れ
だ
け

あ
れ
ば
現
身

・
生
身
の
ま
ま
に
、
補
陀
洛
浄
土
に
到
達
し
う
る
、
必
要
に
し
て
か
つ
十
分
な
計
算

に
よ
る
食
糧
で
あ

っ
た
」
と
み
ら
れ
よ
う
か
。

こ
の
時
期
、
そ
の
他
の
渡
海
者
と
し
て
は

「有
漏
の
身
を
も
て
、
ふ
だ
ら
く
山
を
拝
ん
と
誓
ひ

て
、　
一
千
日
の
行
ほ
う
を
始
め
て
」
、
足
摺
よ
り
弟
子
と
と
も
に
船
出
し
た
が
、
吹
き
返
さ
れ
、

さ
ら
に
百
日
の
行
法
を
修
し
て
、
今
度
は
た
だ

一
人
う
つ
ほ
船
に
自
帆
を
か
け
て
船
出
し
た
と
い

う
理

一
上
人

（『長
門
本
平
家
物
語
』
巻
四
）
、
康
元
二
年

（
一
二
五
七
）
正
月
二
十
七
日
、
土
佐

室
戸
の
津
か
ら

一
身

一
葉
の
舟
で
補
陀
落
往
詣
の
素
懐
を
遂
げ
た
と
い
う
実
勝
上
人

（『
四
座
講

縁
起
し

ら
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

『と
は
ず
が
た
り
』
（巻
五
）
に
も
、
渡
海
の
イ
メ
ー
ジ
あ

ざ
や
か
な
伝
承
が
み
え
る
。
観
音
が
小
法
師
の
姿
で
足
摺
の
金
剛
福
寺
に
現
れ
、
慈
悲
の
心
で
遇

し
て
く
れ
た
別
の
小
法
師
を

「さ
ら
ば
、
わ
が
住
み
か

へ
、
い
ざ
給

へ
、
見
に
」
と
誘

い
、
コ

葉
の
船
に
樟
さ
し
て
、
南
を
指
し
て
行
く
」
、
二
人
は
菩
薩
の
姿
と
な

っ
て
船
の
臆
舶
に
立
ち
、

補
陀
落
世
界
へ
渡

っ
て
い
っ
た
と
い
う
。
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
は
観
音
の
受
納
、
導
き
に
よ

っ
て
こ
そ

可
能
と
な
っ
た
と
先
に
述
べ
た
が
、
こ
の
伝
承
の
場
合
は
さ
ら
に
積
極
的
に
観
音
自
ら
が
小
法
師

を
誘
い
に
わ
ざ
わ
ざ
や
つ
て
来
、
そ
し
て
フ
ダ
ラ
ク
山
へ
連
れ
去

っ
た
お
も
む
き
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
例
で
も
、
フ
ダ
ラ
ク
山
は
あ
の
世
な
ら
ぬ

「此
の
世
間
の
内
」
の
南
方
海
上
に
あ
る
と
信
じ

ら
れ
、
そ
し
て
熱
心
な
信
仰
が
観
音
に
受
納
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て

「此
の
身
な
が
ら
」
に
参
詣

で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
死
の
影
は
薄
い
。
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い
ま

一
例
、
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
『紀
州
由
良
鷲
峰
開
山
法
燈
円
明
国
師
之
縁
起
』
で
は
、

中
に
引
用
さ
れ
た

『那
智
浜
宮
補
陀
落
行
処
記
』
に
、
法
燈
国
師
覚
心

（十
三
世
紀
の
禅
僧
で
渡

宋
し
た
）
が
、
宋
か
ら
帰
る
船
中
、
夢
の
中
で

「補
陀
落
」
に
到
り
、
千
手
千
眼
を
拝
し
て
間
答

を
交
わ
し
た
こ
と
が
し
る
さ
れ
て
い
る
。
補
陀
落
世
界
の
す
ば
ら
し
い
た
た
ず
ま

い
に
感
嘆
し
た

覚
心
が
、
「観
音
如
何
な
る
難
行
苦
行
を
為
し
て
斯
く
の
如
く
な
る
手
。
我
等
如
き

の
行
人
、
肉

身
を
以
て
此
の
界
に
参
す
可
き
哉
」
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
千
手
千
眼
は
、

汝
、
功
徳
無
量
也
。
願
望
成
就
し
て
来
る
可
し
。
但
し
熊
野
那
智
山
滝
本
と
浜
宮
、
即
ち
補

陀
落
世
界
也
。
両
所
の
本
尊
は
吾
か
分
身
也
。
然
り
と
雖
も
、
唯
本
の
補
陀
落
山
に
到
ら
ん

と
欲
せ
ば
、
此
く
の
如
く
修
行
し
て
渡
海
す
可
し
と
。

と
教
え
て
、
「行
体
の
法
則
、
船
中
の
支
度
、
具
に
相
伝
」
し
た
と
い
う
。
覚
心
は
、
そ
の
後
年

月
を
経
て
那
智
で
教
え
ら
れ
た
通
り
に
修
行
し
、
順
風
を
得
て
船
出
し
た
と
こ
ろ
、
七
日
七
夜
を

経
て
滝
本
に
帰

っ
て
き
て
し
ま

っ
た
。
こ
れ
は
修
行
が
足
り
な
い
ゆ
え
か
と
ま
た
勤
修
し
た
末
に

試
み
て
も
先
の
如
く
だ

っ
た
。
七
度
ま
で
試
み
て
も
同
じ
だ

っ
た
。
そ
こ
で
よ
う
や
く
、
那
智
こ

そ
が
と
り
も
な
お
さ
ず
真
の
補
陀
洛
で
あ
る
と
悟

っ
た
。

然
る
則
に
は
、
此
の
那
智
の
滝
本
は
真
の
補
陀
落
也
。
ホ
来
、
若
干
の
行
者
等
、
此
の
願
力

に
乗
じ
て
、
尽
未
来
際
、
怠
転
無
き
則
に
は
、
直
に
南
方
宝
陀
岩
上
栴
檀
紫
竹
の
浄
域
に
到

ら
ん
こ
と
、
決
定
疑

い
あ
る
可
か
ら
ず
。

と
、
こ
の
記
は
い
う
。
史
実
と
い
う
よ
り
も
伝
承
性
の
強
い
説
話
で
あ
り
、
ま
た
こ
の

『那
智
浜

宮
補
陀
落
行
処
記
』
の
成
立
が
十
五
世
紀
以
前
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
話
は
次

節
に
引
用
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
も
か
く
こ
こ
で
も
、
修
行
が
至
り
、
観
音
が
受
納
す
れ

ば
フ
ダ
ラ
ク
山
に
は
到
り
う
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
の
際
に
は
、
「行

体
の
法
則
、
船
中
の
支
度
」
が
あ

っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。

以
上
に
挙
げ
た
十

一
～
十
三
世
紀
ご
ろ
の
渡
海
に
つ
い
て
、
こ
こ
で

一
、
二
の
点
で
考
察
を
深

め
て
お
こ
う
。

そ
の

一
は
、
こ
の
時
期

の
渡
海
者
た
ち
が
目
指
し
た
南
方
海
上
の
フ
ダ
ラ
ク
山
と
は
、

い
っ
た

い
い
ず
れ
の
山
な
の
か
と

い
う
問
題
に

つ
い
て
で
あ
る
。
現
実
世
界
に
存
在
す
る
フ
ダ
ラ
ク
山
と

し
て
は
、
『大
唐
西
域
記
』
に
し
る
さ
れ
た
よ
う
な
南
イ

ン
ド
の
フ
ダ
ラ
ク
山
が
あ

っ
た
。
た
と

え
ば
解
脱
上
人
貞
慶

の
よ
う

に
、
ま
さ
に
そ

の

『大
唐
西
域
記
』

の
記
事
に
拠

っ
て

「
粗
推
一
方

域
Ｌ

当
三
千
我
国
之
西
南
一欺
」
亀
値
遇
観
音
講
式＜
し
、
つ
ま
リ
フ
ダ
ラ
ク
山
は
お
お
よ
そ
日
本

の
西
南
に
あ
る
か
と
合
理
的
な
思
考
を
は
た
ら
か
せ
た
人
も
い
た
。
ま
た
こ
の
時
代
、
中
国
で
は

舟
山
列
島
の
補
陀
落
山

（現
在
の
普
陀
山
）
が
す
で
に
観
音
信
仰
の
メ
ッ
カ
と
し
て
大
い
に
栄
え

て
い
た
。
入
宋

・
入
元
し
た
多
数
の
僧
侶
や
商
人

・
船
人
ら
に
よ

っ
て
そ
の
隆
盛
は
伝
え
ら
れ
た

だ
ろ
う
し
、
元
亨
二
年

（
一
三
二
二
）
成
立
の
虎
関
師
錬

『元
亨
釈
書
』
（巻
十
六
）
に
は
、
日

本
僧

「慧
薯
」
に
よ
る
普
陀
山
の
補
陀
落
山
寺
開
山
伝
承
も
し
る
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
前
述
の

『紀
州
由
良
鷲
峰
開
山
法
燈
円
明
国
師
之
縁
起
』
に
は
、
法
燈
国
師
覚
心
が
入
宋
、
そ
の
往
路
に

舟
山
列
島
の

「補
陀
落
山
」
に
感
激
を
も

っ
て
参
詣
し
た
こ
と
を
し
る
し
て
い
る
。
覚
心
は
、
建

長
元
年

（
一
二
四
九
）
、
四
十
三
歳
の
時
に
、
紀
州
由
良
の
湊
か
ら
博
多
に
赴
き
、
そ
こ
か
ら
宋

の
大
船
に
乗

っ
て
大
海
を
渡

っ
た
と
い
い
、
こ
れ
は
実
体
験
で
あ

っ
た
と
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
虎
関
師
錬
の
師
で
あ

っ
た

一
山

一
寧

（
一
二
四
七
～

一
三

一
七
）
も
舟
山
列
島
の
補
陀

（落
）
山
と
縁
深
く
、
中
国
僧
と
し
て
補
陀
山
の
も
よ
う
を
当
時
の
日
本
に
詳
し
く
伝
え
た
人
物

で
あ

っ
た
ろ
う
。
台
州
の
生
ま
れ
で
浙
江
の
地
で
禅
学
を
修
し
た

一
寧
は
、
至
元
二
十

一
年

（
一

二
八
四
）
か
ら
十
年
間
、
補
陀
山
に
も
近
い
明
州
昌
国
の
祖
印
寺
に
住
持
し
、
そ
し
て
至
元
三
十

年

（
一
二
九
三
）
か
ら
の
六
年
間
は
ま
さ
に
補
陀
山
の
寺
、
宝
陀
寺
の
住
持
を
務
め
た
。　
恵
手
は

そ
の
経
歴

・
名
声
を
も

っ
て
、
大
徳
二
年

（
一
二
九
八
）
、
当
時
な
お
日
本
を
版
図
の
中
に
入
れ

込
も
う
と
す
る
意
志
を
失

っ
て
い
な
か

っ
た
元
朝
の
国
信
使
に
任
じ
ら
れ
、
翌
年
来
朝
、
い
っ
た

ん
伊
豆
の
修
禅
寺
に
編
置
さ
れ
た
後
、
国
信
使
と
し
て
で
は
な
く
高
名
な
禅
僧
と
し
て
時
の
執
権

北
条
貞
時
に
迎
え
ら
れ
、
以
後
建
長
寺

・
円
覚
寺
、
さ
ら
に
は
南
禅
寺
に
住
持
し
た
の
だ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
知
識
と
し
て
は
南
イ
ン
ド
の
フ
ダ
ラ
ク
山
が
、
実
際
の
フ
ダ
ラ
ク
山
と
し
て
は
中

国
の
補
陀
落
山
が
、
こ
の
こ
ろ
の
日
本
に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
先
に
挙
げ
た
古
い
時
代
の
渡
海
者
た
ち
の
資
料
は
、
め
ざ
さ
れ
た
フ
ダ
ラ
ク
山
を

そ
の
い
ず
れ
と
も
語
ら
な
い
。
た
だ
そ
れ
は
、
は
る
か
な
南
方
海
上
に
存
在
し
、
た
と
え
ば
七
日

間
の
北
風
、
三
十
日
間
の
航
海
な
ど
で
到
り

つ
け
る
場
所
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
。

渡
海
者
た
ち
に
南
イ
ン
ド
の
フ
ダ
ラ
ク
山
や
中
国
の
補
陀
落
山
の
知
識
や
情
報
が
あ
り
、
た
と
え

彼
ら
自
身
に
そ
れ
ら
を
目
指
す
と
い
う
意
識
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
渡
海
が
小
船
に
身
を
ゆ

だ
ね
る
特
別
な
信
仰
の
旅
で
あ

っ
た
限
り
、
ひ
た
す
ら
に
願
求
さ
れ
た
そ
の
山
は
現
実
の
そ
れ
ら

と
は
ち
が
う
理
想
郷

へ
と
昇
華
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
『紀
州
由
良
鷲
峰
開
山
法
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燈
円
明
国
師
之
縁
起
』
に
、
覚
心
の

「補
陀
落
山
」
霊
日
陀
山
）
参
詣
に
ふ
れ
て
、
覚
心
の
訪
れ

た

「補
陀
落
山
」
は
、
「那
智
よ
り
渡
る
処
に
非
ず
」
と
説
明
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
普
陀

山
は
中
国
に

「写
さ
れ
た
」
フ
ダ
ラ
ク
山
で
あ
り
、
那
智
か
ら
の
渡
海
者
た
ち
が
目
指
し
て
い
る

本
来
の
フ
ダ
ラ
ク
山
と
は
違
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

益
田
勝
実
氏
は
い
う
、
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
者
た
ち
は
そ
の
山

へ
行
く
た
め
に
ま
ず
天
竺
を
め
ざ
す

手
続
き
を
望
ま
な
か

っ
た
し
、
そ
れ
を
必
要
と
も
し
な
か

っ
た
。
ヨ

挙
に
フ
ダ
ラ
ク
ヘ
直
進
す

る
の
が
、
こ
の
企
て
の
特
色
で
あ

っ
た
」
ど
。
彼
ら
に
お
い
て
、
フ
ダ
ラ
ク
山
は
当
時
の
交
通
路

に
つ
て
や
機
会
を
求
め
て
渡
唐
、
渡
印
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
行
き
着
く
べ
き
場
所
で
は
け

っ
し
て

な
か
っ
た
の
だ
。
信
仰
の
情
熱
と
特
異
な
実
践
の
様
式
が
ふ
ま
え
ら
れ
て
こ
そ
行
き
着
け
る
南
海

の
か
な
た
の
世
界
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
彼
ら
の
フ
ダ
ラ
ク
山
観
念
も
、
『華
厳
経
』
な

ど
の
仏
典
の
知
識
や
そ
れ
を
も
と
に
広
ま

っ
た
観
念
に
も
と
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
の
に
は
ち
が
い

な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
、
日
本
古
来
の
理
想
郷
、
「常
世
」
の
観
念
と
も
習
合
し
た
、
そ
の
意
味

で
日
本
化
し
た
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
。
従
来
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
だ
が
、
日
本
に

お
け
る
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
と
い
う
特
異
な
信
仰
実
践
の
発
生
を
、
古
来
の
常
世
信
仰
と
の
関
連
抜
き

に
説
明
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
と
私
も
思
う
。

そ
の
二
は
、
こ
の
時
期
の
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
が
、
極
楽
往
生
を
め
ざ
す
入
水
往
生
と
は
別
の
信
仰

実
践
で
あ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
極
楽
往
生
を
め
ざ
す
入
水
往
生
は
、
文
献
の
上
で
は
平
安
末
期
ご

ろ
か
ら
現
れ
、
中
世
に
盛
行
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
著
名
な
の
は
、
た
と
え
ば
太
治
年
中

（
一
一
二
六
～

一
一
三

一
）
に
叡
山
の
住
僧
行
範
上
人
が

「衣
の
裏
に
沙
を
盛
り
て
」
舟
か
ら
投

身
し
た
と
伝
え
る

（『後
拾
遺
往
生
伝
』
下
）
、
四
天
王
寺
西
門
の
沖
合
で
の
入
水
往
生
で
あ
る
。

僧
西
念
も
保
延
六
年

（
一
一
四
〇
）
に

「伝

へ
聞
く
、
天
王
寺
の
西
門
は
極
楽
の
東
門
に
通
ず
」

と
し
、
二
親
尊
霊
を
は
じ
め
と
し
て
法
界
衆
生
の
平
等
利
益
、
自
他
の
後
世
菩
提
往
生
極
楽
を
願

う
周
到
な
願
文
を
残
し
て

「
天
王
寺
の
西
海
に
投
身
入
海
」
を
試
み
な
。
ま
た
そ
れ
ら
よ
り
は
や

や
早
く
、
鳥
羽
院
の
時

（
一
一
〇
七
～

一
一
二
三
）
、
愛
娘
を
失

っ
た
あ
る
宮
ば
ら
の
女
房
も
、

四
天
王
寺

へ
の
参
詣
後
、
宿
の
主
に
は
難
波
の
海
の
遊
覧
を
か
た
ら

っ
て
沖

へ
と
漕
ぎ
出
し
、

「と
ば
か
り
西
に
向
ひ
て
念
仏
す
る
事
し
ば
し
あ
り
て
、
海
に
づ
ぶ
と
落
ち
入
り
ぬ
」
亀
発
心
集
』

三
―
工Ｃ
。
寺
側
の
官
一伝
も
功
を
奏
し
て
、
今
様
に
ま
で

「極
楽
浄
土
の
東
門
は
　
難
波
の
海
に

ぞ
対

へ
た
る
　
転
法
輪
所
の
西
門
に
　
念
仏
す
る
人
参
れ
と
て
」
亀
梁
塵
秘
抄
』
巻
二

・
一
七

六
）
と
謡
わ
れ
た
よ
う
に
、
こ
う
し
て
四
天
王
寺
の
西
門
は
極
楽
浄
土
の
東
門
に
相
対
し
て
い
る

か
ら
、
そ
の
沖
合
に
入
水
す
れ
ば
直
ち
に
極
楽
に
到
達
で
き
る
と
広
く
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
し

て
こ
の
よ
う
な
極
楽
往
生
を
め
ざ
す
入
水
往
生
は
、
四
天
王
寺
の
海
の
ほ
か
に
も
、
薩
摩
の
海

（あ
る
旅
僧
。
天
永
三
年

〔
一
一
一
二
〕
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
『後
拾
遺
往
生
伝
』
上
）
、
琵
琶
湖

（入
水
の
聖
。
フ
一外
往
生
伝
し
、
桂
河

（蓮
花
城
。
『発
心
集
』
一一一―
八
）
な
ど
で
も
実
践
さ
れ

て
い
る
。

さ
て
渡
辺
貞
麿
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
入
水
行
は
焼
身

・
断
食
行
な
ど
と
と
も
に
本
来
は

わ
が
身
を
仏

・
法
に
さ
さ
げ
供
養
す
る
と
い
う
捨
身
行
の

一
態
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
が
浄
土
教
の

立
場
と
結
合
し
た
と
き
に
わ
が
身
を
供
養
す
る
そ
の
功
徳
を
も

つ
て
極
楽

へ
往
生
せ
ん
と
願
う
往

生
の
た
め
の
行
業

へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
コ
入
水
往
生
』
と

『補
陀
落

渡
海
』
と
は
同

一
の
も
の
で
は
な
い
。
結
果
的

・
実
際
的
に
は
と
も
に
水
中
で
の
死
と
い
う
こ
と

が
あ
る
に
し
て
も
、
往
生
は
あ
の
世
た
る
極
楽
を
め
ざ
す
の
で
あ
り
、
渡
海
は
こ
の
世
の
理
想
郷

へ
現
身
の
ま
ま
に
渡
海
せ
ん
と
し
て
企
図
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
」
。
従
来
の
フ
ダ
ラ
ク
渡
海

論
に
お
い
て
は
、
「入
水
往
生
」
と

「
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
」
が
混
同
さ
れ
て
き
た
き
ら
い
な
し
と
し

な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
後
世
に
お
い
て
は
両
者
の
烈
し
い
結
合
が
み
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
の

時
期
に
お
い
て
は
ま
だ
、
渡
辺
氏
の
説
く
よ
う
に
両
者
は
別
の
思
想
に
も
と
づ
く
異
な
る
信
仰
実

践
で
あ
っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『平
家
物
語
』
が
語
る
平
維
盛
の
那
智
の
浦
で
の
入
水

も
、
フ
ダ
ラ
ク
ヘ
で
は
な
く
極
楽
往
生
を
願

っ
て
の
も
の
で
あ

っ
た
。

十
五
世
紀

・
十
六
世
紀
前
半
ご
ろ
の
渡
海

上
述
の
よ
う
に
室
戸
や
足
摺
か
ら
の
渡
海
は
古
く
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
最
御
崎
寺
の
あ
る

室
戸
は
、
「南
は
則
ち
補
陀
洛
山
に
通
じ
、
行
者
常
に
彼
の
山
に
渡
る
を
得
」
と
も

い
わ
れ
て
い

る
。
資
料
に
残
さ
れ
た
人
々
以
外
に
も
、
室
戸
岬
か
ら
小
船
に
身
を
託
し
、
渡
海
成
就
を
信
じ
て

南
海
の
波
濤
に
も
ま
れ
て
い
つ
た
多
く
の
名
も
な
い
行
者
た
ち
が
あ

っ
た
の
だ
。
足
摺
の
金
剛
福

寺
も

「凡
南
方
生
身
大
士
不
退
に
影
向
あ
り
」
、
「我
国
に
お
き
て
は
四
州
孤
山
、
金
剛
福
寺
ハ
去

斯
不
遠
の
補
陀
洛
界
也
」
と
い
わ
れ
た
フ
ダ
ラ
ク
世
界
で
、
よ
っ
て
渡
海
も
多
く
行
わ
れ
た
。
足

摺
や
室
戸
は
、
「此
の
所
は
補
陀
落
山
の
東
門
な
り
」
亀
三
国
伝
記
』
巻

一
）
と
も

い
わ
れ
た
那

智
と
と
も
に
日
本
の
南
端
に
位
置
し
、
南
方
海
上
の
フ
ダ
ラ
ク
に
も

っ
と
も
近
い
と
考
え
ら
れ
た
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の
で
古
く
か
ら
観
音
の
霊
場
と
な
り
、
フ
ダ
ラ
ク
信
仰
が
行
わ
れ
た
。
「此
の
身
な
が
ら
の
渡
海
」

は
、
そ
う
し
た
場
所
か
ら
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

『畦
陀
山
縁
起
』
は
十
五
世
紀
な
か
ば

の
渡
海
例
と
し
て
、
阿
日
上
人
の
場
合
も
伝
え
て
い

る
。
上
人
は

「渡
海
の
願
二
六
時
中
怠
給
ふ
事
な
し
」
と
い
う
熱
心
な

「補
陀
洛
渡
海
行
者
」
で

あ
り
、
そ
の
渡
海
は

「紫
雲
た
な
引
む
か

へ
、
八
音
虚
空
に
聞

へ
、
異
香
薫
郁
し
、
白
花
散
乱
し

て
南
方
渡
海
し
玉
ひ
け
り
と
ぞ
」
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ

っ
た
と
い
う
。
や
は
り
願
成
就
し
て
観

音
に
受
納
さ
れ
、
渡
海
成

っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
十
五
世
紀
の
渡
海
例
と
し
て
、
万
里
小

路
冬
房
が
文
明
七
年

（
一
四
七
五
）
十
月
、
補
陀
落
山
に
詣
で
た

（『実
隆
公
記
』
文
明
八
年
三

月
二
十
八
日
条
）
こ
と
が
あ
る
が
、
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
。

十
六
世
紀
前
半
に
至
る
と
、
い
ず
れ
も
資
料
に
恵
ま
れ
て
い
る
日
秀
上
人
と
高
海
上
人
の
場
合

が
あ
る
。
日
秀
上
人
は
、
上
野
国
出
身
、
高
野
山
で
修
行
し
、
お
そ
ら
く

一
五
二
〇
年
代
ご
ろ
那

智
か
ら
渡
海
、
奇
し
く
も
琉
球
国
金
武
郡
に
漂
着
し
、
そ
こ
を
フ
グ
ラ
ク
山
と
観
じ
、
観
世
音
寺

を
建
立
し
た
。
や
が
て
国
王
の
重
ん
ず
る
と
こ
ろ
と
な

っ
て
琉
球
で
の
仏
教
弘
布
に
活
躍
、
後
に

は
薩
摩
に
も
渡

っ
て
事
跡
を
残
し
、
土
中
入
定
に
よ
っ
て
そ
の
生
を
終
え
た
と
い
う
数
奇
な
人
生

を
た
ど

っ
た
僧
侶
で
あ
る
。
そ
の
渡
海
の
さ
ま
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば

『琉
球
国
旧
記
』
（苑
正

八
年

〔
一
七
三
〇
〕
成
立
）
に
は
、
桂
に
乗
り
、
櫓
は
用
い
ず
、
海
に
乏
ん
で
波
の
ま
に
ま
に
、

流
雲
の
ご
と
く
洋
上
に
漂
い
、
天
外
に
ま
で
漂
蕩
し
、
つ
い
に
琉
球
国
金
武
郡
の
富
花
津
に
到

っ

た
、
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
他
の
関
係
資
料
に
よ
っ
て
も
ほ
ぼ

「入
水
往
生
」
の
気
配
は
な
く
、

上
人
の
渡
海
は
や
は
り
前
世
紀
ま
で
の

「此
の
身
な
が
ら
の
渡
海
」
の
系
譜
に
立
つ
。

対
し
て
常
陸
国
那
珂
湊
か
ら
渡
海
し
た
高
海
上
人
の
場
合
は
、
「此
の
身
な
が
ら
の
渡
海
」
か

ら

「入
水
往
生
」

へ
の
過
渡
的
形
態
を
示
し
て
い
る
点
で
興
味
が
惹
か
れ
る
。
越
前
の
人
で
諸
国

廻
国
の
山
伏
で
あ

っ
た
ら
し
い
高
海
上
人
は
、
常
陸
で
渡
海
船
を
新
造
、
千
人
を
超
え
る
結
縁
者

を
得
て
享
禄
四
年

（
一
五
三

一
）
十

一
月
十
八
日
、
同
行
二
十
二
人
と
と
も
に
那
珂
湊
か
ら
渡
海

し
た
。
恵
範

『那
珂
湊
補
陀
洛
渡
海
記
』
害
子
禄
四
年
撰
）
に
は
高
海
上
人
の
人
と
な
り
や
そ
の

渡
海
に
至
る
ま
で
の
よ
う
す
が
賛
嘆
の
情
を
も

っ
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
フ
ダ
ラ

ク
渡
海
史
の
転
機
を
知
る
鍵
に
な
る
よ
う
な
叙
述
が
含
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
上
人
は
あ
る

夜
霊
瑞
を
蒙
り
、
「
正
し
く
此
の
時
に
当
て
、
日
来
懺
悔
の
道
場
は
忽
爾
と
し
て
補
陀
に
反
し
、

年
来
持
尊
の
弥
陀
は
覚
え
ず
し
て
観
音
に
化
す
」
、
つ
ま
り
極
楽
は
フ
ダ
ラ
ク
に
、
阿
弥
陀
は
観

音
と
化
し
、
そ
こ
で
渡
海
を
企
て
た
と
あ
る
。
「補
陀
安
養
は
遠
か
ら
ず
近
か
ら
ず
」
と
も

い
う

が
、
「知
る
こ
と
を
得
た
り
、
補
陀
安
養
は

一
国
の
異
名
、
弥
陀
観
音
は

一
仏
の
因
呆
な
る
こ
と

を
」
と
極
楽

（安
養
）
と
補
陀
落
が
同

一
で
あ
る
こ
と
を
悟

っ
た
と
い
つ
。
こ
こ
に
は
明
ら
か
に

極
楽
往
生
の
思
想
と
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
の
思
想
の
結
合
が
み
ら
れ
る
。
か
の

『発
心
集
』
の
入
道
は

年
来
の
極
楽
往
生
の
宿
願
を
捨
て
去
り
、
代
わ

っ
て

「此
の
世
間
の
内
」
に
あ
る
補
陀
落
山

ヘ

「此
の
身
な
が
ら
」
に
参
詣
す
る
道
を
選
ん
だ
の
だ
っ
た
が
、
対
し
て
こ
の
高
海
上
人
の
場
合
に

は
極
楽
往
生
と
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
が
自
覚
的
に
同

一
視
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
常
陸
の
海
に
乗
り
出
し

た
後
、
高
海
上
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
行
為
に
及
ん
だ
の
か
は
知
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
渡
海
は
思

想

・
実
践
の
両
面
で
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
の
変
質
の
過
程
を
内
包
し
て
い
る
。

〓
一　

十

六
世
紀
後
半

の

フ
ダ

ラ
ク
渡
海

十
六
世
紀
後
半
の
渡
海
資
料
に
は
、
『熊
野
年
代
記
』
な
ど
を
除
け
ば
、
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
の
記

念
の
た
め
に
建
て
ら
れ
た
板
碑
と
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
た
ち
に
よ
る
書
簡
、
お
よ
び

『
日
葡
辞

書
』
の
記
述
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
お
い
て
し
る
さ
れ
た
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
の

様
相
は
、
前
節
で
扱

っ
た
事
例
群
と
は
打

っ
て
変
わ
っ
て
、
す
べ
て
が

「入
水
往
生
」
で
あ

っ
た

と
み
ら
れ
る
。
渡
海
の
事
例
を
年
代
順
に
、
要
点
と
と
も
に
列
挙
し
よ
う
。

・
堺
の
あ
た
り
で
、
あ
る
修
行
者
と
同
行
七
人
が
船
に
乗
り
、
沖
合
で
投
身
し
た
。
彼
ら
は
海
水

の
下
に
あ
る
カ
ノ
ン

（観
音
）
の
天
国
に
行
く
と
称
し
、
天
国
へ
の
道
に
あ
る
荊
棘
を
刈
る
た

め
大
き
な
鎌
を
携
え
、
背
に
大
石
を
縛
り
付
け
、
袖
に
石
を
充
た
し
て
い
た
。
貧

五
六
二
年

発
信
の
ビ
レ
ラ
書
簡
）

・
伊
予
国
堀
江
で
、
男
六
人
と
女
二
人
が

一
般
の
新
造
船
に
乗
り
、
体
に
石
を
縛
り
付
け
、
海
上

に
漕
ぎ
出
て
、
次
々
に
投
身
し
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
当
地
方
で
は
常
に
行
わ
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
貧

五
六
五
年
発
信
の
フ
ロ
イ
ス
書
簡
）

・
永
禄
八
年

（
一
五
六
五
）
二
月
ご
ろ
、
和
泉
国
の
海
岸
か
ら
祐
海
上
人
が
渡
海
し
た
。
そ
れ
を

し
る
す
板
碑

（大
阪
府
泉
南
市
の
林
昌
寺
境
内
に
現
存
）
に
は
、
上
部
の
円
輪
に
阿
弥
陀
三
尊

の
種
字
が
線
刻
さ
れ
て
い
る
。

・
永
禄
十

一
年

（
一
五
六
八
）
十

一
月
ご
ろ
、
肥
後
国
の
海
岸

（玉
名
市
付
近
）
近
く
か
ら
弘
円
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上
人
と
同
行
二
人
が
渡
海
し
た
。
そ
れ
を
し
る
す
板
碑

（熊
本
県
玉
名
市
の
繁
根
木
八
幡
宮
裏

手
の
稲
荷
社
境
内
に
現
存
）
に
は
阿
弥
陀
三
尊
の
線
刻
が
描
か
れ
て
い
る
。
『肥
後
国
誌
』
に

は
、
「里
俗
ノ
説
」
と
し
て
、
そ
の
三
人
は

「補
陀
落
世
界

へ
参
ル
ヘ
キ
大
誓
願
ヲ
起
シ
」
、

「土
船
」
を
造
り
、
海
に
続
く
松
ノ
木
川
に
浮
か
べ
、
直
ち
に
沈
没
し
た
と
い
う‐
。

・
天
正
四
年

（
一
五
七
六
）
八
月
ご
ろ
、
肥
後
国
の
海
岸

（玉
名
市
付
近
）
近
く
か
ら
夢
賢
上
人

が
渡
海
し
た
。
そ
れ
を
し
る
す
板
碑

（熊
本
県
玉
名
市
伊
倉
の
報
恩
寺
跡
に
現
存
）
に
は
阿
弥

陀
三
尊
の
種
字
が
線
刻
さ
れ
て
い
る
。

・
博
多
の
沖
合
で
、
あ
る
修
行
者
と
同
行
二
人
が
船
か
ら
投
身
し
た
。
袖
や
懐
に
石
を
入
れ
、
石

を
入
れ
た
袋
を
肩
に
掛
け
て
い
た
。
貧

五
七
七
年
の
某
パ
ー
ド
レ
書
簡
）

以
上
の
ほ
か
、
や
は
り
こ
の
時
期
、
明
確
な
年
代
は
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
現
在
の
鹿
児
島

県
加
世
田
市
小
湊
付
近
か
ら
舜
夢
上
人
が
渡
海
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

「
フ
ダ
ラ
ク
」
や

「観
音
」
と
い
う
言
葉
が
み
え
な
い
場
合
も
含
め
、
こ
れ
ら
が
す
べ
て
フ
ダ

ラ
ク
渡
海
で
あ

つ
た
こ
と
は
、
次
の

『
日
葡
辞
書
』
貧

六
〇
三
年
刊
）
の
記
述
に
よ

っ
て
裏
書

き
さ
れ
る
。

ｏ
フ
ダ
ラ
ク
　
ゼ
ン
チ
ョ

（異
教
徒
）
が
南
方
に
あ
る
と
言

っ
て
い
る
観
音
の
パ
ラ
イ
ゾ

（天

国
）
。

ｏ
フ
ダ
ラ
ク
に
渡
る
　
あ
る
坊
主
が
、
上
述
の
パ
ラ
イ
ゾ

ヘ
赴
く
た
め
に
船
に
乗
る
こ
と
。
す
な

わ
ち
、
い
ろ
い
ろ
と
美
し
く
装
飾
を
施
し
、
そ
し
て
石
を
積
ん
だ
船
に
乗
り
込
み
、
そ
の
船
か

ら
海
中

へ
身
を
投
じ
て
溺
れ
死
ぬ
の
で
あ
る
。

ｏ
フ
ダ
ラ
ク
セ
カ
イ
。
ま
た
は
、
フ
ダ
ラ
ク
　
上
述
の
観
音
の
パ
ラ
イ
ゾ
。

ｏ
フ
ダ
ラ
ク
セ
ン
　
海
中
に
身
を
投
じ
て
イ
ド
ロ

（偶
像
）
で
あ
る
観
音
の
パ
ラ
イ
ゾ
ヘ
赴
く
た

め
に
乗

っ
て
行
く
船
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翁
邦
訳
日
葡
辞
書
』
の
記
述
を
節
略
し
た
）

こ
れ
ら
の
資
料
に
み
る
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
は
、
前
節
で
み
た

「此
の
身
な
が
ら
の
渡
海
」
と
は
さ

ま
変
わ
り
し
て
い
る
。
こ
の

「渡
海
者
た
ち
」
は
フ
ダ
ラ
ク
山
に
入
水
に
よ

っ
て
到
達
し
よ
う
と

し
た
。
積
極
的
に
死
ぬ
こ
と
に
よ
り
、
観
音
に
よ
る
霊
魂
の
引
接
が
期
待
さ
れ
た
と
も
い
え
る
。

渡
海
の
場
所
も
、
伝
統
的
な
那
智

・
室
戸

・
足
摺
で
は
な
く
、
堺

・
和
泉

・
伊
予
の
堀
江

・
博
多

・
肥
後
国
の
海
岸

・
薩
摩
の
海
岸
で
あ
り
、
先
の
高
海
上
人
の
常
陸
を
も
含
め
れ
ば
広
範
囲
に
及

ん
で
い
る
。
と

い
う
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
場
所
は
ほ
ぼ
共
通
し
て
、
人
々
に
喜
捨
を
募

り
、
結
縁
を
勧
め
る
の
に
有
利
な
港
町
な
の
で
あ

っ
た
。
パ
ー
ド
レ
た
ち
の
書
簡
や

『那
珂
湊
補

陀
洛
渡
海
記
』
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
の
渡
海
に
は
群
衆
に
訴
え
る
狂
躁
的
な
興
行
的
性
格
す
ら
感
じ

ら
れ
る
。

ま
た
、
渡
海
者
た
ち
が
袖
に
石
を
入
れ
た
と
い
う
行
為
は
、
た
と
え
ば
明
応
四
年

（
一
四
九

五
）
に
真
宗
法
師
が

「袖
の
裏
に
大
な
る
石
砺
を
入
れ
て
」
琵
琶
湖
に
入
水
し
た

（『真
盛
上
人

往
生
伝
記
Ｌ

と
い
う
入
水
往
生
の
作
法
に
通
じ
る
。
三
基
の
板
碑
に
は
共
通
し
て
阿
弥
陀
三
尊

が
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
、
渡
海
の
背
景
に
浄
土
信
仰
が
あ
る
こ
と
を
教
え
る
。
前
代
に
盛
行
し

た
極
楽
浄
土

へ
の

「入
水
往
生
」
と
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
と
が
こ
こ
に
結
合
し
て
い
る
の
だ
。
渡
海
行

の
実
践
と
い
う
場
面
に
お
い
て
、
い
わ
ば

「浄
土
教
的
フ
ダ
ラ
ク
観
」
が
奇
妙
に
成
立
し
て
い

ｚｅ
。フ

ダ
ラ
ク
が
死
後
に
行
く
べ
き
浄
土
で
あ
る
と
す
る

「浄
土
教
的
フ
ダ
ラ
ク
観
」
自
体
は
、
日

本
で
も
奈
良
時
代
に
天
皇
追
善
の
た
め
に
補
陀
落
山
浄
土
変
が
制
作
さ
れ
た

（『興
福
寺
流
記
し

よ
う
に
、
古
く
か
ら
存
在
し
た
。
フ
ダ
ラ
ク
山
は
こ
の
世
の
う
ち
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
が
、
も

と
も
と
死
後
に
行
く
べ
き
浄
土
と
し
て
の
性
格
を
も
併
せ
も

っ
て
い
た
。
後
世
で
も
、
た
と
え
ば

『梁
塵
秘
抄
』
の

「観
音
大
悲
は
舟
筏
　
補
陀
落
海
に
ぞ
浮
か
べ
た
る
　
善
根
求
む
る
人
し
あ
ら

ば
　
乗
せ
て
渡
さ
む
極
楽

へ
」
（巻
二

・
三
七
）
に
は
フ
ダ
ラ
ク
と
極
楽
の
連
関
が
う
た
わ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
菅
原
道
真
の
夢
に
亡
祖
清
公
が
現
れ
て
、
「我
レ
補
陀
落
山

二
生
ン
ト
思
フ
。
長

谷
寺
二
於
テ
。
我
力
為

二
法
花
経
ヲ
講
読
セ
ハ
。
其
願
ヒ
成
就
ス
ヘ
シ
」
と
語
り
、
そ
の
と
お
り

に
し
た
と
こ
ろ
、
結
日
の
夜
の
夢
に
清
公
が
現
れ
て
願
い
の
成
就
し
た
こ
と
を
伝
え
た
。
「誠

ニ

此
観
音
ノ
御
恵

ニ
テ
。
在
俗
ノ
身
ト
シ
テ
。
彼、
ノ、
浄、
土、
二、
往、
生、
シ、
給、
ヒ、
ケ、
か
事、
泰
哉
」
と
い
っ
。

ま
た
、
明
恵
上
人
の
弟
子
喜
海
が
自
分
の
死
期
の
近

い
こ
と
を
悟

っ
て
か
建
長
二
年

（
一
二
五

〇
）
に
残
し
た

「諷
誦
文
」
に
、
「為
下
性
霊
往
二
生
補
陀
落
山
ヽ

親
中
近
観
音
大
聖
‐‐、
諷
誦
所
レ

請
如
レ件
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
と
も
に
、
死
後
に
霊
魂
が
フ
ダ
ラ
ク
山
に

「往
生
」
す
る
こ
と

を
い
う
例
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
伝
統
的
な
浄
土
教
的
フ
ダ
ラ
ク
観
が
、
こ
の
十
六
世
紀
後
半
に
各
地
で

相
次
い
で
発
生
し
た
狂
躁
的
な
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
の
直
接
的
な
思
想
的
背
景
を
な
し
た
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。
伝
統
的
な
思
考
で
は
、
死
後
に
霊
魂
が
フ
ダ
ラ
ク
山
に
到
る
に
は
、
こ
と
さ
ら
に

「渡

海
」
と
い
つ
様
式
を
ふ
む
必
要
は
ま

つ
た
く
な
か
っ
た
。
十
六
世
紀
後
半
ご
ろ
に
集
中
的
に
起
こ
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っ
た
入
水
す
る
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
は
、
厭
世
的
な
社
会
状
況
の
中
で
浄
土
教
的
な

「
入
水
往
生
」
と

フ
ダ
ラ
ク
渡
海
と
が
結
合
し
、
フ
ア
ナ
テ
ィ
ッ
ク
に
流
行
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「入

水
往
生
」
の
熱
狂
が
渡
海
の
様
式
を
取
り
込
ん
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
は
当
然
な
が
ら
、
フ

ダ
ラ
ク
渡
海
の
変
質
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な

っ
た
。

そ
れ
が

一
時
期
の
流
行
現
象
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
那
智
補
陀
洛
山
寺
の
住
僧
た
ち
の
フ
ダ
ラ
ク

渡
海
史
を
通
観
し
て
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
『熊
野
年
代
記
』
や

『本
願
中
出
入
証
跡

之
写
別
帳
』
に
し
る
さ
れ
た
渡
海
例
は
、
九
世
紀

・
十
世
紀

・
十
二
世
紀
に
と
び
と
び
に
各

一
例

ず

つ
、
十
五
世
紀
中
葉
と
末
期
に
も

一
例
ず
つ
が
じ
る
さ
れ
て
い
る
が
、
連
続
し
て
現
れ
る
の
は

享
禄
四
年

（
一
五
三

一
）
の
足
駄
上
人
以
降
で
、
以
後
文
禄
三
年

（
一
五
九
四
）
の
心
賢
上
人
に

至
る
ま
で
六
十
余
年
の
間
に
九
例
も
が
集
中
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
先
の
常
陸
の
高
海
上

人
や
各
地
で
の
入
水
往
生
の
事
例
と
、
時
期
と
し
て
ぴ
た
り
と
重
な

っ
て
い
る
の
だ
。
次
い
で
江

戸
時
代
の
も
の
と
し
て
寛
永
十
三
年

（
一
六
三
六
）
の
事
例
か
ら
享
保
七
年

（
一
七
三
二
）
の
事

例
ま
で
六
例
が
し
る
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
住
職
の
死
後
に
水
葬
儀
礼
を
行

っ
た
も
の
で
あ

り
、
前
代
の
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
の
遺
制
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
那
智
で
も
十
六
世
紀
の
半
ば
以

降
末
頃
ま
で
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
が
流
行
し
た
わ
け
で
、
そ
の
渡
海
も
ま
た
、
『本
願
中
出
入
証
跡
之

写
別
帳
』
に
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
の
行
儀
に
つ
い
て
錦
の
浦
の
沖
合
の
島
で
先
達
同
行
共
の

「
入
水
」

を
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
入
水
の
様
式
に
よ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
『熊
野
巡
覧
記
』
に
も
悲
劇
的
な

金
光
坊
の
逸
話
を
語

っ
て
、
「例
の
如
く
生
き
な
が
ら
入
水
せ
し
む
る
」
と
あ
る
。
そ
の
無
理
に

海
に
沈
め
ら
れ
、
生
き
な
が
ら
に
入
水
し
た
最
後
の
例
と
な

っ
た
と
い
う
金
光
坊
の
事
例
は
、
ち

ょ
う
ど
十
六
世
紀
末
ご
ろ
の
こ
と
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「那
智
参
詣
曼
茶
羅
」
諸
本
に

描
か
れ
た
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
船
の
帆
に
は
多
く

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
文
字
が
書
か
れ
、
四
門
を
立

て
屋
形
を
設
け
る
渡
海
船
の
構
造
も
墓
を
模
し
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
の
も
、
浄
土
思
想
の
浸
透

を
も
の
が
た

っ
て
い
る
。
ま
さ
し
く

「儀
式
化
し
、
死
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
強
く
色
ど
ら
れ
た
渡

海
」
（宮
家
準
氏
）
が
、
こ
の
時
期
の
那
智
で
も
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

十
六
世
紀
半
ば
以
降
に
お
い
て
そ
の
よ
う
に
浄
土
教
的
な

「入
水
往
生
」
と
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
と

が
結
合
し
た
の
は
、
時
代
の
厭
世
的
気
分
ば
か
り
に
理
由
が
あ

っ
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
も
し
れ

な
い
。
戦
国
期
は
ョ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
来
訪
し
き
り
で
、
日
本
人
の
世
界
認
識
が

一
新
さ
れ
た
時
代

で
も
あ

っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
列
島
の
中
世
人
が
近
世
人

へ
と
変
貌
し
て
い
っ
た
。
そ
こ
に
お

い
て
、
南
方
は
る
か
な
海
上
に
フ
ダ
ラ
ク
山
が
存
在
す
る
と
い
う
観
想
、
そ
し
て
信
仰
の
力
に
よ

っ
て
そ
こ
へ

「此
の
身
な
が
ら
」
に
渡
海
す
る
と
い
う
古
代
的

・
中
世
的
幻
想
は
、
も
は
や
色
あ

せ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
を
さ
さ
え
た
常
世
思
想
も
衰
退
し
、
ひ
た
す

ら
に
フ
ダ
ラ
ク
を
願
求
す
る
と
い
う
か
つ
て
の
内
面
的
な
信
仰
の
情
熱
も
祭
礼
的
な
オ
ル
ギ
ー
に

取

っ
て
代
わ
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

四
　
お
わ
り

に

フ
ダ
ラ
ク
渡
海
に
も
、
特
に
十
六
世
紀
半
ば
を
境
と
し
て
歴
史
的
変
遷
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を

述
べ
て
き
た
。

十

一
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
前
半
ま
で
の
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
は
小
船
に
乗

っ
て
生
き
な
が
ら
に
フ
ダ

ラ
ク
に
到
達
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
渡
海
の
場
所
は
那
智

・
室
戸

・
足
摺
と
い
う
、
日
本
の
南

端
で
フ
ダ
ラ
ク
世
界
に
近
い
と
信
じ
ら
れ
、
観
音
信
仰
の
霊
場
と
な

っ
た
場
所
で
あ
る
。
こ
の
場

合
フ
ダ
ラ
ク
山
は

『華
厳
経
』
の
記
述
な
ど
を
源
と
し
て
、
常
世
信
仰
と
習
合
し
な
が
ら
南
方
海

上
は
る
か
に
存
在
す
る
と
信
じ
ら
れ
た
の
で
、
こ
れ
を

「華
厳
経
的
フ
ダ
ラ
ク
観
」
に
も
と
づ
く

フ
ダ
ラ
ク
渡
海
と
み
な
し
て
も
よ
い
。
そ
し
て
熱
心
な
祈
請
あ
る
い
は
修
行
が
観
音
の
受
納
す
る

と
こ
ろ
と
な
り
、
観
音
に
導
か
れ
て
渡
海
が
成
就
す
る
と
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に

一
特
徴
が
あ

る
。
そ
れ
は
冒
険
的
行
為
で
は
な
く
、
ま
た
捨
身
行
で
も
な
く
、
あ
く
ま
で
観
音
の
理
想
郷
到
達

を
信
じ
て
の
熱
烈
な
信
仰
実
践
で
あ
り
、
古
代
的

・
中
世
的
な
性
格
が
そ
こ
に
み
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
十
六
世
紀
半
ば
ご
ろ
に
は
異
な
る
様
相
の
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
が
発
生
し
、
そ
の
世
紀

末
ま
で
流
行
し
た
。
海

へ
の
入
水
往
生

（投
身
）
に
よ

っ
て
霊
魂
の
フ
ダ
ラ
ク
往
生
を
め
ざ
し
た

も
の
で
、
渡
海
の
場
所
は
那
智
の
ほ
か
に
は
和
泉

・
堺

・
堀
江

（伊
予
Ｙ

肥
後

・
博
多
な
ど
、

概
し
て
人
の
集
ま
る
港
町
の
沖
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
世
相
な
ど
を
背
景
と
し
て
浄
土
教
的

な

「
入
水
往
生
」
と
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
と
が
結
合
し
、
フ
ア
ナ
テ
ィ
ッ
ク
な
流
行
現
象
と
な
っ
た
も

の
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
フ
ダ
ラ
ク
を
死
後
浄
土
と
と
ら
え
る

「浄
土
教
的
フ
ダ
ラ
ク
観
」
に
も
と

づ
く
渡
海
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
、
こ
こ
で

「浄
土
教
的
フ
ダ
ラ
ク
観
」
と
い
い
、
先

に
は

「華
厳
経
的
フ
ダ
ラ
ク
観
」
と
呼
ん
だ
が
、
む
ろ
ん
両
者
の
基
底
に
は

『法
華
経
』
に
よ
る

観
音
信
仰
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。



神野 富一 :補陀洛渡海略史(9)

こ
う
し
て
史
的
に
考
察
し
て
く
る
と
、
そ
の
内
容
か
ら
い
つ
て
も
時
期
の
古
さ
、
長
さ
か
ら
い

っ
て
も
、
前
者
こ
そ
が
本
来
的
な
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
の
姿
で
あ
り
、
狂
躁
的
、
あ
る
い
は
陰
惨
な
死

の
影
を
帯
び
る
後
者
は
そ
の
変
質
し
た
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
て
こ
よ
う
。
さ
ら
に
後
者
が
形
骸
化

し
た
も
の
と
し
て
、
近
世
期
の
那
智
に
お
け
る
水
葬
儀
礼
が
あ

っ
た
。

そ
れ
と
も
、
前
者
に
も
死
の
影
は
濃
い
の
だ
ろ
う
か
。
信
仰
の
情
熱
に
よ
る
と
は
い
え
、
小
船

で
大
海
原
に
乗
り
出
し
た
そ
の
行
為
は
当
時
に
あ

っ
て
も
自
殺
行
に
ひ
と
し
い
と
み
ら
れ
た
の
だ

ろ
う
か
。
し
か
し
、
小
船
で
大
海
に
乗
り
出
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
ん
な
現
実
的
な
こ
と
も
思

っ
て
み
た
い
。
船
舶
の
漂
流

・
漂
着
は
現
代
で
こ
そ
事
件
と
し
て
扱
わ
れ
る
が
、
昔
は
む
し
ろ
日

常
的
に
多
発
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
江
戸
時
代
に
お
け
る
日
本
船
の
海
外

へ
の
漂
着
件
数
は
判
明

し
て
い
る
だ
け
で
三
七
〇
件
ほ
ど
に
及
び
、
実
際
に
は
そ
の
数
百
倍
も
の
漂
流
が
あ

っ
た
ろ
う
と

い
わ
れ
る
。
「江
戸
時
代
の
船
の
構
造
で
は
、
西
風
な
ど
に
吹
か
れ
て
沿
岸
を
離
れ
れ
ば
、
風
と

潮
流
に
翻
弄
さ
れ
、
東
西
南
北
に
迷
走
す
る
可
能
性
は
、
だ
れ
に
で
も
、
ま
た
、
い
つ
で
も
、
ど

こ
に
で
も
あ

つ
た
の
で
あ
る
」
。
し
か
も
長
い
航
海
の
歴
史
の
中
で
、
漂
流
と
い
う
こ
と
が
常
に

不
慮
の
事
故
と
ば
か
り
み
な
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。
現
代
で
も
潮
流
を
利
用
し
た
航
法
が

行
わ
れ
て
い
る
が
、
船
の
推
進
力
の
弱
か

っ
た
昔
ほ
ど
、
航
法
は
自
然
の
潮
流
や
風
に
依
存
し

た
。
遠
く
時
代
を
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
潮
や
風
に
ま
か
せ
て
の
漂
流
は
自
然
発
生
的
な
航
法
の

一
つ

で
さ
え
あ

っ
た
ろ
う
。
渡
海
者
が
大
海
原
に
出
て
、
船
上
に
し
つ
ら
え
た
屋
形
の
中
に
ひ
そ
み
、

船
の
行
方
を
潮
や
風
に
ま
か
せ
る
と
い
う
の
も
、
そ
の
よ
う
な
海
上
交
通
の
古
い
伝
統
か
ら
そ
う

は
ず
れ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
し
て
信
仰
者
は
観
音
に
よ
つ
て
導
か
れ
た
。
Ｆ
一十
日
分
の

食
糧
」
が
語
る
よ
う
に
、
ま
た
現
実
に
日
秀
上
人
の
琉
球
漂
着
の
例
が
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
渡
海

行
に
水
死
は
前
提
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

終
わ
り
に
、
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
は
日
本
特
有
の
宗
教
現
象
で
あ

っ
た
と
い
う
常
識
に
つ
い
て
も
、

な
お
再
考
す
る
余
地
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
チ
ベ
ッ
ト
僧
、
タ
ー
ラ
ナ
ー
タ
の

『印

度
仏
教
史
』
貧

六
〇
八
年
成
立
）
に
は
、
密
教
系
の
熱
烈
な
観
音
信
者
が
、
閻
浮
提

（イ
ン
ド

亜
大
陸
）
か
ら
は
海
を
隔
て
た
南
方
に
存
在
す
る
フ
ダ
ラ
ク
山
に
到

っ
た
と
い
う
例
が
、
時
代
を

異
に
し
て
四
例
ま
で
し
る
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
フ
ダ
ラ
ク
山
は

「行
路
難
、
而
か
も
遠
し
、
中
途

に
し
て
生
命
を
損
せ
ん
」
と
誰
で
も
が
到
れ
る
場
所
で
は
な
か
っ
た
が
、
熱
烈
に
信
仰
し
、
観
音

の
受
納
す
る
と
こ
ろ
と
な
れ
ば
生
身
で
も
到
れ
る
場
所
と
さ
れ
た
の
も
日
本
の
場
合
と
似
て
い

る
。
本
場
の
イ
ン
ド
で
も
、
フ
ダ
ラ
ク
渡
海
の
伝
え
は
あ

っ
た
の
だ
。

根
井
浄

『補
陀
落
渡
海
史
』
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年
）
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献
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図
　
嘉
元
四
年
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一
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六
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の
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書
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０
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The History of Fudaraku Tokai

KANNO Tomikazu

Abstract: In this essay,I entered into a number of cases of Fudaraku Tokai,and showed that there was a his―

torical change in the meaning of Fudaraku Tokai. In the cnd, I came to the conclusion that it had changed in

the Πliddle of 16th century.Before that,the meaning of Fudaraku Tokai was to reach Fudaraku aliveo ln the lat―

ter half of the 16th century,however,it changed into``Jusuiottou"(ioco to drown oneself wishing that he will

be bom again at Fudaraku), which was combined with the thought of the Pure Land.
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