
薩
摩
海
域
の
龍
宮
伝
承

―
―
中
近
世
移
行
期
に
お
け
る
薩
摩
の
文
化
環
境
―
―

鈴

木

彰

一

薩
摩
か
ら
の
視
界

東
ア
ジ
ア
を
視
野
に
入
れ
た
比
較
文
芸
研
究
は
大
き
く
様
変
わ
り
し
つ
つ
あ
る
。

中
国
を
日
本
と
対
置
し
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
表
現
・
思
想
・
文
物
等
の
影
響
や
移

動
を
一
方
向
的
に
論
じ
て
き
た
こ
と
へ
の
見
直
し
が
図
ら
れ
、
漢
文
文
化
圏
と
い
う

一
定
の
空
間
の
な
か
で
展
開
し
て
き
た
文
学
・
言
説
の
動
態
を
多
元
的
に
見
つ
め
、

多
方
向
的
に
人
と
文
物
が
行
き
交
う
環
境
が
措
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
意
義
が

掘
り
起
こ
さ
れ
る
よ
う
に
な

（
１
）

っ
た
。

琉
球
も
ま
た
、
そ
う
し
た
環
境
に
あ
る
拠
点
と
し
て
、
東
ア
ジ
ア
の
時
空
間
の
な

か
で
定
位
す
べ
き
地
域
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
琉
球
文
学
の
読
み

直
し
も
続
け
ら
れ
て

（
２
）

い
る
。
文
学
を
め
ぐ
る
琉
球
と
ヤ
マ
ト
の
関
係
史
は
、
現
代
に

つ
ら
な
る
歴
史
認
識
や
心
性
の
形
成
史
の
根
幹
に
関
わ
る
部
分
で
あ
り
、
今
後
ま
す

ま
す
精
緻
に
、
そ
の
重
層
構
造
を
解
き
明
か
す
必
要
が
あ
る
。
他
方
、
東
ア
ジ
ア
に

お
け
る
交
渉
史
を
見
す
え
た
東
ア
ジ
ア
文
学
と
し
て
の
琉
球
文
学
の
読
解
も
重
要
な

課
題
と
な
る
。

同
様
の
こ
と
は
、
薩
摩
と
い
う
地
域
の
問
題
と
し
て
も
存
在
す
る
。
こ
と
を
中
近

世
の
状
況
に
か
ぎ
っ
て
み
て
も
、
島
津
氏
一
門
が
築
い
て
い
っ
た
領
国
の
歴
史
は
、

武
家
政
権
・
朝
廷
・
有
力
公
家
と
い
っ
た
〈
中
央
〉
と
の
関
係
を
く
り
返
し
更
新
し

な
が
ら
進
ん
で
い
っ
た
。
一
方
で
、
そ
の
地
理
的
条
件
ゆ
え
に
早
く
か
ら
ア
ジ
ア
諸

地
域
と
の
往
来
が
続
い
て
も
お
り
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
〈
中
央
〉
の
意
向
に
沿
っ
た

も
の
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
育
ま
れ
た
島
津
氏
領

国
の
文
化
環
境
や
文
学
言
説
も
ま
た
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
な
観
点
に
た
っ
て
分
析

す
べ
き
対
象
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

琉
球
と
ヤ
マ
ト
、
中
国
と
日
本
、
琉
球
と
中
国
、
琉
球
と
朝
鮮
と
い
っ
た
比
較
の

構
図
を
設
定
す
る
こ
と
で
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま
う
も
の
が
あ
る
。
薩
摩
は
そ
う
し
た

存
在
の
一
典
型
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
薩
摩
そ
れ
自
体
は
日
本
を
構
成
す
る
一

地
域
で
あ
る
か
ら
、
単
純
に
他
と
同
列
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
あ
え

て
琉
球
と
薩
摩
と
い
う
地
域
を
対
置
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
日
本
と
い
う
枠
を
並
べ

る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
り
、
た
と
え
ば
江
戸
や
京
と
い
う
第
三
極
と
し
て
の
地
域

社
会
の
存
在
が
浮
上
し
て
く
る
。
そ
の
間
に
伏
在
す
る
権
力
と
支
配
の
重
層
構
造
を
、

お
の
ず
と
自
覚
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
多
く
の
島
々
か
ら
な

る
琉
球
国
の
内
側
に
も
お
そ
ら
く
あ
て
は
ま
ろ
う
。

日
本
国
内
各
地
が
結
ば
れ
、
東
ア
ジ
ア
の
各
地
に
も
続
い
て
い
た
人
と
文
物
と

〈
知
〉
が
往
還
す
る
環
境
の
実
態
を
、
薩
摩
（
島
津
氏
領
国
）
か
ら
の
視
線
で
眺
め

て
み
る
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
か
。
な
に
よ
り
、
薩
摩
と
い
う
地
域
の
歴
史
的
、
地

理
的
条
件
や
伝
来
資
料
の
実
状
な
ど
に
鑑
み
て
も
、
そ
の
意
義
は
小
さ
く
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
他
地
域
と
の
関
係
史
の
な
か
に
当
該
地
域
を
位
置
づ
け
、

そ
こ
に
成
り
立
つ
文
化
環
境
を
よ
り
大
き
な
多
面
的
集
合
体
と
し
て
照
ら
し
出
す
こ

と
を
意
図
し
た
、
い
わ
ば
「
外
向
き
の
地
域
研
究
」
と
し
て
構
想
す
べ
き
も
の
で
あ

る
。
薩
摩
の
文
化
環
境
に
関
す
る
研
究
は
、
よ
り
大
き
な
文
化
環
境
を
把
握
す
る
た

― 65 ―



め
の
事
例
研
究
の
ひ
と
つ
に
他
な
ら
な
い
。

右
の
よ
う
な
展
望
と
問
題
意
識
の
も
と
、
本
稿
で
は
、
お
お
よ
そ
十
六
世
紀
か
ら

十
七
世
紀
に
か
け
て
、
言
い
換
え
れ
ば
中
近
世
移
行
期
に
、
島
津
氏
領
国
を
生
き
た

人
々
に
よ
っ
て
書
き
留
め
ら
れ
た
龍
宮
伝
承
の
い
く
つ
か
を
取
り
あ
げ
、
ま
ず
は
そ

れ
ぞ
れ
の
特
質
を
検
討
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
当
該
期
の
島
津
氏
の
領
国
文
化
を
特

徴
づ
け
る
一
側
面
、
と
く
に
幸
若
舞
曲
の
受
容
と
再
生
に
か
か
わ
っ
て
、
ひ
と
つ
の

問
題
提
起
を
試
み
た
い
。

二

異
域
体
験
に
み
る
龍
宮
言
説

文
禄
・
慶
長
の
役
に
際
し
て
朝
鮮
半
島
へ
渡
っ
た
島
津
軍
の
武
士
た
ち
の
体
験
記

（
覚
書
）
に
、
龍
宮
に
か
か
わ
る
言
説
が
現
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、「
忠
増
渡
海
日

記
」
と
「
大
嶋
出
羽
守
忠
泰
義
弘
公
御
供
致
高
麗
国
渡
海
覚
書
」
と
い
う
ふ
た
つ
の

文
献
を
と
り
あ
げ
、
島
津
氏
領
国
を
離
れ
、
日
本
を
離
れ
て
船
出
し
た
二
人
の
武
士

た
ち
に
よ
る
異
域
体
験
の
語
り
か
た
に
注
目
し
て
み
よ
う
。

（
１
）「
忠
増
渡
海
日
記
」
に
み
る
「
海
龍
王
法
楽
」
連
歌

「
忠
増
渡
海
日
記
」（
以
下
、「
日
記
」
と
略
称
）
は
、
島
津
氏
領
国
を
代
表
す
る

武
家
文
化
人
の
一
人
、
新
納
武
蔵
守

（
３
）

忠
元
の
次
男
で
あ
る
忠
増
が
、
文
禄
の
朝
鮮
出

兵
に
関
す
る
自
ら
の
体
験
を
回
想
的
に
記
し
た
覚
書
で
あ
る
。
そ
の
叙
述
は
、「
文

禄
元
年

み
つ
の
へ

た

つ

弥
生
朔
日
」
に
忠
増
が
夢
想
を
得
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
忠
増
は
島
津

義
弘
・
久
保
に
同
行
す
る
こ
と
と
な
り
、
父
母
を
残
し
て
新
納
家
の
所
領
で
あ
る
薩

摩
の
大
口
を
出
立
、
そ
の
後
は
九
州
の
西
海
岸
地
域
を
北
上
し
、
や
が
て
肥
前
名
護

屋
、
対
馬
な
ど
を
経
て
朝
鮮
半
島
へ
と
渡
り
、
さ
ら
に
半
島
の
奥
へ
と
進
ん
だ
。「
日

記
」
に
は
、
そ
の
間
の
出
来
事
が
日
次
記
の
体
裁
で
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。

詳
細
は

（
４
）

別
稿
に
記
し
た
が
、
文
禄
へ
の
改
元
が
天
正
二
十
（
一
五
九
二
）
年
十
二

月
八
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
起
筆
部
に
み
え
る
「
文
禄
元
年

み
つ
の
へ

た

つ

弥
生
朔
日
」

と
い
う
設
定
自
体
が
、
こ
の
「
日
記
」
が
あ
と
か
ら
自
身
の
体
験
を
回
想
的
に
ま
と

め
た
「
覚
書
」
で
あ
る
こ
と
を
も
の
が
た
っ
て
い
る
。
そ
の
成
立
は
、
忠
増
が
歿
し

た
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
以
前
（
同
十
三
年
説
も
あ
り
。『
本
藩
人
物
誌
』）
と
な

る
。
そ
の
叙
述
か
ら
は
、
忠
増
が
和
歌
や
連
歌
に
加
え
て
幸
若
舞
曲
な
ど
の
語
り
物

文
芸
に
も
深
い
理
解
を
も
つ
、
注
目
す
べ
き
武
家
文
化
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
と

れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
次
に
引
用
す
る
の
は
、
対
馬
の
「
大
と
泊
り
」
で
「
高
麗
」
へ
渡
海
す
る

た
め
に
「
順
風
」
を
待
っ
て
い
た
同
年
五
月
二
十
五
日
、
忠
増
が
桂
忠
実
・
白
蔵

（
５
）

篤
真
と
三
人
で
計
四
十
四
句
の

（
６
）

連
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ
た
箇
所
で
あ
る
。

さ
る
ほ
ど
に
、
廿
五
日

ニ

ハ
桂
殿
・
白
坂
蔵
人
殿
・
某
参
合
、
つ
れ
〳
〵
の
ア

マ
リ

ニ

、
四
十
四
句
つ
ゞ
け
侍
り
候
。
さ
れ
ば
又
い
つ
〳
〵
ヨ
リ
も
ひ
が
こ
と

お
ほ
く
お
ハ
し
候
へ
と
も
、
其
日
〳
〵
の
ア
リ
こ
と
を
書
付
候
ま
ゝ
、
如
此
候
。

舟
つ
な
く
ほ
と
も
み
し
か
よ
み
な
と
風

桂
殿
忠
実

月
も
汀
の
夏
ふ
か
き
比

新
太
忠
増

雨
は
る
ゝ
砂
路
遠
み
は
し
ゐ
し
て

白
蔵
篤
真

…
（
中
略
）
…

（
忠
実
）

を
し
め
と
も
春
ハ
弥
生
に
移
来
て

同

ま
し
ハ
る
と
ち
の
心
の
と
け
し

眞

忠
実
十
五

忠
増
十
四

篤
眞
十
五

（
王
）

海
龍
玉
法
楽
ト
シ
テ
興
行
申
候
。
亭
主
忠
増
也
。

「
日
記
」
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
忠
増
を
含
む
島
津
軍
は
四
月
七
日
に
肥
前
名
護
屋

の
陣
を
発
っ
た
の
ち
、
海
路
諸
所
を
移
動
し
な
が
ら
、
五
月
十
九
日
に
「
対
馬
ノ
ふ

ち
う
と
申
み
な
と
」
に
渡
り
着
い
た
。
そ
し
て
島
内
の
湊
を
移
動
し
、
二
十
三
日
の

「
晩
」
に
「
大
と
泊
と
申
所
」
に
着
船
、
そ
の
ま
ま
二
十
四
日
・
二
十
五
日
と
「
順
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（
王
）

風
」
を
待
っ
て
い
た
と
あ
る
。
右
の
連
歌
は
、
こ
の
二
十
五
日
に
「
海
龍
玉
法
楽
」

の
た
め
、
つ
ま
り
こ
の
先
の
航
海
の
安
全
祈
願
を
意
図
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
と

さ
れ
て
い
る
。

（
王
）

発
句
は
「
舟
つ
な
く
ほ
と
も
み
し
か
よ
み
な
と
風
」
と
あ
る
。「
海
龍
玉
法
楽
」

と
い
う
明
確
な
意
図
を
も
っ
た
連
歌
興
行
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
発
句
で
は
、

渡
海
を
控
え
て
船
を
湊
に
繋
留
し
て
い
る
忠
増
ら
島
津
軍
の
現
状
が
重
ね
ら
れ
て
い

る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、「
み
し
か
」
は
、
第
一
義
と
し
て
は

船
を
「
み
な
と
」
に
留
め
て
い
る
期
間
が
短
い
の
意
だ
が
、「
み
し
か
よ
」
と
続
く

こ
と
で
短
い
夜
の
意
が
響
き
だ
す
。
こ
の
発
句
に
脇
句
が
交
響
し
、
夏
と
い
う
季
節

を
前
景
化
さ
せ
、
夏
五
月
二
十
五
日
の
渡
海
前
夜
の
海
辺
と
い
う
状
況
が
あ
ざ
や
か

に
浮
か
び
上
が
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
第
四
十
四
句
（
結
句
・
挙
句
）
に
目
を
転
じ
て
み
よ
う
。「
ま
し
ハ
る
と

ち
」
は
、
ま
ず
は
連
衆
で
あ
る
忠
増
ら
三
名
を
指
示
し
て
い
よ
う
。
た
だ
し
、「
海

（
王
）

龍
玉
法
楽
」
と
い
う
目
的
に
照
ら
せ
ば
、
彼
ら
を
含
め
た
島
津
軍
全
体
を
さ
す
と
み

る
こ
と
も
可
能
で
、
そ
の
「
心
の
と
け
し
」
と
は
、
渡
海
す
る
島
津
軍
の
安
全
へ
の

願
い
を
祝
言
と
し
て
表
現
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。ま
た
、第
四
十
三
句
で
は
、「
春
」

「
弥
生
」
と
い
う
季
節
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
忠
増
を
含
む
島
津
軍
は
こ
れ
に
先

だ
っ
て
三
月
二
十
一
日
か
ら
四
月
六
日
ま
で
肥
前
名
護
屋
に
在
陣
し
て
い
た
。

同
廿
一
日
ヨ
リ
四
月
六
日
ま
て
ハ
な
こ
や

ニ

御
陣
な
さ
れ
候
、
其
間
ハ
日
々
に

石
か
け
小
屋
普
請
な
と
に
日
を
送
り
待
候
、
彼
奉
行
ハ
桂
殿
、
敷
祢
殿
、
任
世
、

某
此
四
人
ナ
リ
、
然
者
間
十
七
日
ア
リ
て
普
請
首
尾
申
候
、

最
後
の
二
句
で
は
、
こ
の
経
験
を
踏
ま
え
た
世
界
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る

の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
右
の
引
用
に
も
み
え
る
よ
う
に
、
名
護
屋
在
陣

中
、
忠
増
は
連
衆
の
一
人
「
桂
殿
」
と
同
役
の
小
屋
普
請
奉
行
と
し
て
極
め
て
近
い

環
境
に
あ
っ
た
。

右
の
連
歌
を
お
こ
な
っ
た
夜
が
明
け
た
翌
日
、
島
津
軍
は
い
よ
い
よ
対
馬
を
離
れ

る
こ
と
に
な
る
。

同
廿
六
日

ニ

者
、
舟
衆
と
も
順
風
ナ
ク
候
之
間
、
出
舟
難
成
之
由
申
候
へ
と
も
、

い
つ
ま
て
此
嶋
へ
ハ
有
へ
キ
ト
い
ゝ
て
、
無
利

ニ

舟
を
い
た
し
て
ア
リ
け
れ
は
、

日
よ
り
よ
く
成
て
、
日
本
の
地
ハ
今
を
か
き
り
よ
と
思
ひ
、
心
ほ
そ
く
風
に
ま

か
せ
て
行
ほ
と
に
、
酉

ノ

刻
と
申
に
ハ
高
麗
の
み
な
と
釜
山
浦
と
申
て
、
日
本

ヨ
リ
の
渡
口

ニ

着
舟
候
、
扨
も
〳
〵
と
思
ひ
、
心
お
ほ
え
す
に
か
く
、

日
本
ハ
こ
ま
も
ろ
こ
し
と
い
ふ
国

ニ

船
ニ

乗
て
そ
我
ハ
来
め
り

以
上
の
よ
う
な
展
開
を
踏
ま
え
る
と
、
先
の
連
歌
は
、「
日
本
の
地
」
か
ら
「
高

麗
」
へ
の
最
後
の
渡
海
直
前
の
出
来
事
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
し
て
、
そ
の
渡
海
は
、
波
線
部
の
よ
う
に
決
し
て
「
順
風
」
が
吹
い
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
さ
し
迫
っ
た
状
況
に
対
応
す
る
た
め
に
危
険
を
顧
み
ず「
無
利
」

に
出
船
し
た
も
の
で
、「
心
ほ
そ
く
風
に
ま
か
せ
」
た
、
す
な
わ
ち
運
を
天
に
任
せ

た
渡
航
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
る
。
渡
海
の
困
難
さ
と
そ
れ
ゆ
え
の
不
安
が
前
面
に
打

ち
出
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
成
功
は
、
必
然
的
に
先
の
海
龍
王
法
楽
連
歌
が
奏
功
し

た
こ
と
を
際
立
た
せ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
一
連
の
叙
述
に
は
、
強
い
構
成
意
識

が
は
た
ら
い
て
い
よ
う
。

関
連
し
て
い
え
ば
、
前
掲
し
た
連
歌
の
引
用
の
直
前
に
は
、「
さ
れ
は
又
い
つ
〳
〵

ヨ
リ
も
ひ
が
こ
と
お
ほ
く
お
ハ
し
候
へ
と
も
」（
破
線
部
）
と
あ
っ
た
。
こ
の
表
現

に
よ
れ
ば
、
忠
増
は
こ
う
し
た
連
歌
を
他
に
も
行
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
し
か

し
、
忠
増
は
こ
こ
ま
で
他
の
連
歌
興
行
に
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
も
、「
海

（
王
）

龍
玉
法
楽
」
連
歌
の
意
義
を
際
立
た
せ
る
効
果
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
海
路
へ
の
不
安
と
安
全
を
祈
る
心
は
、
対
馬
と
「
高
麗
」
の
間
の
渡

海
時
に
の
み
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
だ
。
忠
増
自
身
、
す
で
に
名
護
屋
を
出
航

す
る
際
、
大
き
な
不
安
を
表
明
し
て
い
る
。

四
月
七
日
と
申

ニ

者
、
名
護
屋
の
陣
を
い
て
、
舟

ニ

乗
て
、
は
や
壱
岐
の
嶋
へ
と

心
さ
し
、
お
ひ
か
せ
よ
き

ニ

ほ
を
あ
け
て
、
行
〳
〵
跡
を
か
へ
り
見
て
、
は
や
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ほ
と
ゝ
を
く
、
へ
た
て
来
て
、
心
の
う
ち
に
お
も
ひ
し
ハ
、
う
ら
山
し
く
も
か

（
マ
マ
）

へ
る
浪

（
７
）

か
な
の
こ
と
の
葉
も
、
か
く
の
こ
と
く
身
の
あ
ハ
れ
や
か
な
し
て
、
よ

み
侍
り
つ
ら
ん
、
も
し
今
日
日
本
を
出
て
、
又
立
帰
ら
ん
こ
と
も
定
な
け
れ
は
、

か
た
み
に
と
思
ひ
、
よ
し
あ
し
ハ
し
ら
す
、
書
付
侍
り
タ
リ
、

け
ふ
よ
り
ハ
う
き
世
の
外
に
立
出
て
う
ゐ
の
み
や
こ
に
帰
行
か
な

名
護
屋
を
発
つ
時
点
で
「
今
日
日
本
を
出
」
る
と
述
べ
て
お
り
、
未
知
な
る
地
域
へ

進
む
こ
と
へ
の
不
安
を
看
取
で
き
る
。
ま
た
、
対
馬
に
着
く
直
前
に
は
、「
順
風

ニ

ほ

を
あ
け
、
浪
路
を
遠
く
行

ニ

、
嵐
の
に
ハ
か
に
む
か
い
ぬ
れ
は
、
舟
子
と
も
声
〳
〵

に
ど
う
よ
う
す
、
さ
れ
は
又
、
か
ぢ
の
を
れ
た
る
な
と
ゝ
い
ゝ
て
、
さ
ハ
く
舟
も
ア

リ
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
な
危
機
に
陥
っ
た
と
い
う
。
忠
増
は
こ
の
の
ち
、
船
酔
い
し

て
倒
れ
た
人
々
を
み
な
が
ら
、「
舟
に
乗
て
高
し
ほ
酒
や
の
み
つ
ら
ん
よ
ひ
み
た
れ

ふ
す
人
の
あ
ハ
れ
さ
」
と
詠
ん
で
い
る
。

（
王
）

記
述
さ
れ
て
は
い
な
く
と
も
、
忠
増
が
こ
う
し
た
折
々
に
「
海
龍
玉
」
に
祈
っ
て

（
王
）

い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
つ
ま
り
、「
海
龍
玉
法
楽
」
と
い
う
話

題
は
、「
日
記
」
の
な
か
で
、
あ
え
て
場
面
を
選
ん
で
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
考

え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

冒
頭
に
述
べ
た
と
お
り
、「
日
記
」
は
忠
増
が
自
ら
の
体
験
を
回
想
的
に
ま
と
め

あ
げ
た
「
覚
書
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
随
所
に
和
歌
を
盛
り
こ
み
、
語
り
物
文
芸
の

文
体
を
応
用
す
る
な
ど
、
忠
増
は
「
日
記
」
を
文
芸
的
著
作
と
し
て
ま
と
め
よ
う
と

（
王
）

す
る
志
向
を
強
く
持
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、「
海
龍
玉
法
楽
」
と
い
う
行
為
が
、

対
馬
を
出
る
際
の
話
題
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
単
に
事
実
が
そ
う

（
王
）

で
あ
っ
た
と
み
る
だ
け
で
は
不
十
分
だ
ろ
う
。「
海
龍
玉
」
が
居
る
龍
宮
は
、「
日
本

の
地
」
と
「
高
麗
」
の
間
に
横
た
わ
る
海
を
眼
前
に
し
て
想
起
さ
れ
て
い
る
。「
今

日
日
本
を
出
る
」
と
も
認
識
さ
れ
て
い
た
名
護
屋
出
立
の
と
き
で
は
な
く
、「
日
本

の
地
」
に
属
す
る
島
々
を
島
渡
り
し
て
い
る
段
階
で
も
な
く
、
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を

（
王
）

選
ん
で
「
海
龍
玉
法
楽
」
の
連
歌
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

忠
増
に
と
っ
て
、
龍
宮
は
「
日
本
の
地
」
と
「
高
麗
」
の
間
に
広
が
る
境
界
海
域
の

体
験
と
結
び
つ
い
た
異
域
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
２
）「
大
嶋
出
羽
守
忠
泰
義
弘
公
御
供
致
高
麗
国
渡
海
覚
書
」
に
み
る
龍
王
へ

の
祈
願

続
い
て
、
島
津
義
弘
に
従
っ
て
慶
長
の
朝
鮮
出
兵
に
従
軍
し
た
大
嶋
忠
泰
の
覚
書

「
大
嶋
出
羽
守
忠
泰
義
弘
公
御
供
致
高
麗
国
渡
海
覚
書
」（
以
下
、「
大
嶋
忠
泰
渡
海

覚
書
」
と
略
称
）
に
目
を
転
じ
て
み

（
８
）

よ
う
。

忠
泰
は
高
城
備
前
守
重
誠
の
嫡
子
で
、
母
が
大
島
出
羽
守
忠
明
の
娘
で
あ
っ
た
。

幼
少
よ
り
「
真
言
宗
之
出
家
」
と
し
て
の
数
年
在
京
経
験
が
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か

し
、
母
方
の
大
島
家
で
忠
明
・
明
久
親
子
が
相
次
い
で
戦
死
し
て
嗣
子
が
な
か
っ
た

た
め
、
島
津
義
久
の
命
で
大
島
家
を
継
ぐ
た
め
に
還
俗
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
（『
本

藩
人
物
誌
』）。
忠
泰
も
ま
た
和
歌
を
よ
く
し
た
武
家
文
化
人
の
ひ
と
り
で
、
高
麗
出

陣
の
際
の
新
納
忠
元
と
の
贈
答
を
含
め
て
、
本
覚
書
の
な
か
に
は
数
多
く
の
和
歌
が

収
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
と
き
の
忠
泰
の
渡
海
体
験
と
は
、
大
風
に
よ
る
遭
難
と
漂
流
体
験
に
他
な
ら

な
い
。「
大
嶋
忠
泰
渡
海
覚
書
」
は
漂
流
記
と
い
う
一
面
を
も
つ
の
で
あ
る
。
ま
ず

は
、
関
連
記
事
を
見
渡
し
て
み
よ
う
。

明
る
廿
五
日
、
月
出
て
給
へ
ハ
、
又
出
ふ
ね
申
け
る
。
類
船
も
跡
や
先
に
乗
り

う
か
へ
け
る
。
…
（
中
略
）
…
酉
の
刻
程
よ
り
俄
か
に
大
風
吹
出
て
、
波
ハ
山

を
か
さ
ね
た
る
ふ
せ
ひ
に
て
、
前
も
後
も
見
へ
わ
か
す
。
さ
あ
ら
ハ
、
帆
を
お

ろ
し
な
と
し
け
る
折
ふ
し
に
、
波
の
あ
ら
ま
し
き
に
梶
を
押
を
ら
れ
け
る
程
に
、

…
（
帆
柱
が
折
れ
、
積
荷
を
海
中
へ
投
ず
る
こ
と
な
ど
・
中
略
）
…
只
今
社
大

海
の
そ
こ
へ
し
つ
み
は
て
け
る
よ
と
て
、
き
も
玉
し
ひ
も
身
に
そ
ハ
す
、
口
惜

も
有
か
な
と
、
声
〳
〵
に
仏
の
御
名
を
唱
、
り
ん
せ
う
の
思
ひ
を
な
す
人
多
か

り
け
る
。
か
や
う
の
事
ハ
、
神
の
力
な
ら
て
ハ
、
迚
も
助
る
事
な
り
か
た
け
れ
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ハ
、
渡
辺
作
右
衛
門
尉
・
有
馬
の
弥
六
兵
衛
、
み
つ
か
ら
腰
の
刀
を
八
ツ
の
龍

わ
う
へ
奉
り
、
波
風
を
し
つ
め
て
た
ひ
給
へ
と
、
口
〳
〵
に
祈
り
け
る
ハ
、
哀

れ
成
し
事
共
也
。
其
上
、
も
と
と
り
迄
は
ら
ひ
て
海
へ
納
る
う
へ
ハ
、
衣
し
や

う
の
類
、
誰
か
残
す
人
（
も
な
か
）
り
け
る
。
…
…

再
び
「
こ
ま
の
国
」
へ
と
出
陣
し
た
島
津
義
弘
に
供
す
べ
く
、
忠
泰
は
慶
長
二
年

（
一
五
九
七
）
二
月
下
旬
に
大
隅
の
馬
越
を
出
立
し
た
。
そ
し
て
四
月
二
十
四
日
に

肥
前
平
戸
に
到
着
、
そ
の
翌
日
に
壱
岐
に
向
け
て
出
船
す
る
。
し
か
し
、
俄
に
大
風

が
吹
き
、
大
波
に
も
ま
れ
て
船
は
操
作
不
能
に
陥
っ
た
。
こ
れ
以
後
、
忠
泰
は
二
十

八
日
戌
の
刻
に
長
門
国
三
嶋
に
漂
着
す
る
ま
で
、
壮
絶
な
漂
流
を
体
験
す
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
間
の
出
来
事
と
し
て
、
傍
線
部
の
よ
う
に
、「
八
ツ
の
龍

（
９
）

わ
う
」
へ
奉

る
べ
く
、
刀
や
髻
、
着
物
を
海
中
に
投
じ
る
者
が
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

方
角
を
失
っ
た
船
中
で
一
晩
を
明
か
し
た
翌
日
、
忠
泰
は
「
口
に
任
、
ふ
な
は
り

に
立
あ
か
り
」、「
伊
勢
の
御
神
」
と
「
氏
神
」
へ
祈
誓
す
る
和
歌
を
詠
む
と
、
次
の

よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
と
い
う
。

其
時
、
み
つ
か
ら
後
生
の
つ
と
に
、
兼
て
た
も
ち
を
き
た
り
け
る
ほ
け
経
の
八

ま
き
、
金
剛
経
、
神
道
仏
道
の
切
か
み
、
け
ち
み
や
く
、

（
１０
）

り
う
な
ど
の
た
う

と
き
物
の
た
く
ひ
を
、
残
な
く
龍
宮
へ
奉
て
、
此
舟
の
内
の
も
の
共
た
す
け
給

へ
や
、
八
大
龍
王
と
、
き
せ
い
申
あ
け
け
れ
ば
、
左
様
の
き
と
く
ニ
や
、
丑
寅

の
方
と
お
ほ
し
き
に
、
山
か
け
か
す
か
に
見
へ
た
り
け
る
。
其
儘
、
是
に
力
を

得
て
、
二
度
我
国
へ
此
舟
を
著
て
給
ハ
ら
ハ
、
一
代
の
其
内
に
一
万
句
の
連
歌

興
行
申
べ
く
、
又
神
舞
な
と
も
と
り
行
わ
ん
と
、
か
す
の
立
願
か
ぎ
り
な
し
。

忠
泰
は
法
華
経
、
金
剛
経
、
神
道
仏
道
の
切
紙
・
血
脈
な
ど
を
、「
龍
宮
」
へ
と

奉
じ
た
の
で
あ
る
。
忠
泰
が
、
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
「
真
言
宗
之
出
家
」
と
し
て
生
活

し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
紹
介
し
た
が
、
還
俗
し
た
後
も
こ
う
し
た
経
典
・
切
紙
・

血
脈
類
を
肌
身
離
さ
ず
持
ち
続
け
て
い
た
の
で
あ

（
１１
）

っ
た
。
こ
の
時
、
忠
泰
は
験
者
の

ご
と
く
ふ
る
ま
い
、
船
中
の
人
々
の
無
事
を
「
八
大
龍
王
」
に
祈
誓
し
た
。
そ
し
て
、

帰
国
し
た
場
合
に
は
、「
一
万
句
の
連
歌
興
行
」
と
「
神
舞
」（
神
楽
の
こ
と
）
奉
納

を
約
し
た
の
で
あ
る
。

（
３
）
知
識
・
想
像
力
と
実
体
験
の
交
錯
―
―
島
津
氏
領
国
と
幸
若
舞
―
―

新
納
忠
増
と
大
嶋
忠
泰
の
渡
海
体
験
は
質
的
に
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

二
人
は
と
も
に
、
日
本
と
朝
鮮
半
島
と
の
間
に
広
が
る
海
域
に
つ
い
て
の
知
識
と
想

像
力
を
駆
使
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
体
験
記
を
織
り
な
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
「
覚

書
」
は
、
当
事
者
の
体
験
が
基
盤
に
あ
る
と
は
い
え
、
単
に
出
来
事
や
見
聞
を
時
系

列
に
沿
っ
て
並
べ
た
記
録
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
語
ら
れ
る
の
は
、
筆
者

自
ら
が
の
ち
に
再
構
成
し
た
記
憶
、
言
い
換
え
れ
ば
物
語
化
さ
れ
た
体
験
な
の
で
あ

る
。
そ
の
叙
述
の
質
に
は
、
必
然
的
に
筆
者
の
文
芸
・
文
化
面
の
知
識
と
素
養
が
深

く
関
与
す
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
十
六
世
紀
後
半
期
の
島
津
氏
領
国
（
薩
摩
・
大
隅
・
日
向
国
）
で
、

幸
若
舞
曲
が
広
く
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
森
末
義
彰
氏
に
よ
っ
て
早
く
に
指
摘

さ
れ
て

（
１２
）

い
る
。
最
近
で
は
、
宮
腰
直
人
氏
が
京
下
り
の
幸
若
舞
大
夫
道
味
に
注
目
し

な
が
ら
、
島
津
義
久
周
辺
に
お
け
る
幸
若
舞
曲
受
容
の
実
態
に
つ
い
て
、
新
た
な
指

摘
を
付
け
加
え
て

（
１３
）

い
る
。
そ
し
て
、
新
納
忠
増
も
ま
た
自
ら
の
文
業
に
そ
の
文
体
や

モ
チ
ー
フ
を
応
用
で
き
る
ほ
ど
に
幸
若
舞
曲
に
親
し
ん
で

（
１４
）

い
た
。
今
の
と
こ
ろ
、
大

嶋
忠
泰
に
つ
い
て
は
幸
若
舞
曲
受
容
の
実
態
を
確
認
で
き
な
い
が
、
和
歌
や
連
歌
を

よ
く
し
、
宗
教
者
と
し
て
の
側
面
を
も
兼
ね
備
え
て

（
１５
）

い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
島
津

氏
領
国
に
生
き
る
武
家
文
化
人
の
ひ
と
り
と
し
て
、
幸
若
舞
曲
と
全
く
接
点
が
な

か
っ
た
と
い
う
ほ
う
が
不
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
薩
摩
の
文
化
環
境
を
前
提
と
し
て
み
る
と
、
幸
若
舞
曲
に
「
大
織
冠
」

「
笛
の
巻
」「
百
合
若
大
臣
」
な
ど
、
天
竺
・
唐
土
・
高
麗
・
日
本
を
結
ぶ
海
域
が
舞

台
と
な
る
曲
が
複
数
存
在
す
る
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
日

本
を
含
む
東
ア
ジ
ア
海
域
の
地
理
空
間
を
お
の
ず
と
意
識
さ
せ
る
と
と
も
に
、
展
開
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上
、
龍
宮
・
龍
王
の
存
在
が
重
要
な
鍵
を
握
る
物
語
群
で
あ
る
。
な
か
で
も
「
大
織

冠
」
は
上
演
記
録
も
多
く
残
っ
て
お
り
、
人
気
曲
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、「
大
織
冠
」
は
「
笛
の
巻
」
と
と
も
に
確
か
に
十
六
世
紀
後
半
の
島
津
氏

領
国
で
受
容
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

（
１６
）

っ
た
。

島
津
氏
領
国
の
人
々
に
と
っ
て
、
朝
鮮
半
島
へ
の
渡
海
と
は
も
ち
ろ
ん
軍
事
動
員

で
は
あ
る
の
だ
が
、
幸
若
舞
曲
に
親
し
む
環
境
が
培
わ
れ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
一
面

で
は
、
各
曲
か
ら
得
て
い
た
異
国
へ
続
く
海
へ
の
知
識
と
想
像
力
を
、
現
実
に
体
験

す
る
異
域
の
実
態
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
い
く
体
験
で
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
知
識

と
想
像
力
と
実
体
験
が
せ
め
ぎ
合
う
な
か
か
ら
、
忠
増
や
忠
泰
の
「
覚
書
」
に
み
え

る
龍
宮
言
説
は
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
の
龍
宮
理
解
の
源
泉
は
幸

若
舞
曲
の
み
に
限
定
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
都
と
島
津
氏
領
国
と
の

間
で
、
幸
若
舞
曲
と
そ
の
関
係
者
が
往
還
す
る
状
況
を
勘
案
せ
ず
し
て
、
そ
の
言
説

の
響
き
は
読
み
解
け
な
い
の
で
は
な
か
ろ

（
１７
）

う
か
。

三

二
系
統
の
龍
宮
伝
承
―
―
南
薩
の
二
つ
の
信
仰
圏
―
―

こ
こ
で
視
点
を
転
じ
、
薩
摩
半
島
南
端
域
に
根
づ
い
た
、
特
徴
的
な
二
つ
の
龍
宮

伝
承
を
取
り
あ
げ
て
み
た
い
。

（
１
）
頴
娃
・
開
聞
宮
信
仰
圏
の
龍
宮
伝
承

元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
四
月
に
編
纂
さ
れ
た
『
頴
娃
村
里
改
帳
』
は
、「
薩

刕
之
一
宮
」
で
あ
る
開
聞
宮
に
つ
い
て
、「
和
多
都
美
神
社
と
申
時
者
龍
宮
之
御
垂

迹
之
由
候
」
と
記
し
て
い
る
（「
一
、
開
聞
宮
」）。
ま
た
、
開
聞
宮
の
別
当
寺
瑞
応

院
関
係
者
の
手
に
な
る
『
薩
州
頴
娃
開
聞
山
古
事
縁
起
』
に
は
特
徴
的
な
龍
宮
観
念

に
支
え
ら
れ
た
記
事
が
散
見
す
る
。
し
か
し
、
同
書
は
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
の

編
纂
物
で
あ
り
、
開
聞
宮
は
伝
来
し
た
記
録
・
文
書
類
を
中
世
末
の
戦
禍
で
ほ
ぼ
焼

失
し
て

（
１８
）

い
る
。
そ
の
た
め
、
十
六
世
紀
以
前
の
状
況
を
同
時
代
文
献
か
ら
た
ど
る
こ

と
は
困
難
な
状
況
に
あ
る
。
し
か
し
、
近
年
、「
門
之
浦
伝
来
絵
巻
」（
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
知
覧
蔵
）
と
平
峰
家
蔵
「
富
士
巻

（
１９
）

狩
図
」
が
相
次
い
で
発
見
さ
れ
、
こ
れ
ら
が
十

六
〜
十
七
世
紀
の
開
聞
宮
信
仰
圏
に
お
い
て
制
作
・
享
受
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
そ
の

内
容
に
地
域
に
密
着
し
た
龍
宮
観
念
が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
と
な

（
２０
）

っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
中
世
末
の
開
聞
宮
の
信
仰
体
系
に
、
こ
の
地
域
に
即
し
た

形
で
根
づ
い
た
龍
宮
観
が
す
で
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
見
通
す
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、『
薩
州
頴
娃
開
聞
山
古
事
縁
起
』
に
は
、「
頴
者
水
之
称
、
専
依
二

玉
之
井
一

名
者
乎
、
娃
者
美
女
之
義
、
定
依
二

龍
女
一

名
者
乎
、
彼
龍
界
爾
後
湧
二

出
于
此
界
一

、

成
二

陸
地
一

由
為
二

郡
名
一

、」（「
一
、
頴
娃
郡
名
義
之
事
」）、「
景
行
天
皇
廿
年
庚
寅
冬

十
月
三
日
之
夜
、
国
土
震
動
風
雷
皷
波
、
而
彼
龍
崛
湧
二

出
于
此
界
一

、屼
成
二

難
レ

思

嵩
山
一

、即
其
跡
成
レ

池
、
今
池
田
之
池
此
也
、」（「
一
、
開
聞
嶽
湧
出
之
事
」）
の
よ

う
に
、
頴
娃
の
地
そ
の
も
の
が
か
つ
て
の
「
龍
界
」「
龍
崛
」
で
あ
っ
た
と
い
う
認

識
が
読
み
と

（
２１
）

れ
る
。
こ
こ
で
は
同
書
巻
頭
で
示
さ
れ
る
龍
宮
と
深
く
結
び
つ
い
た
縁

起
言
説
の
内
容
を
確
か
め
て
お
こ
う
。

神
代
巻
云
、
皇
御
孫
尊
有
二

三
御
子
一

、所
謂
火
闌
降
尊
・
彦
火
々
出
見
尊
・
火

明
命
此
也
、
于
時
、
兄
火
闌
降
命
自
海
幸
、
御
弟
彦
火
々
出
見
尊
自
山
幸
、
御

始
御
兄
弟
相
語
曰
、
試
幸
易
、
終
相
易
、
各
不
レ

得
二

其
利
一

、兄
悔
、
乃
弟
弓
矢

（
釣
鉤
カ
）

返
、
己
釣
々
乞
、
弟
尊
時
已
兄
釣
失
、
訪
不
レ

見
、
無
レ

由
故
、
別
新
釣
作
兄
与
、

不
受
、
其
本
釣
急
責
、
弟
尊
患
、
即
其
横
刀
以
新
釣
作
一
箕
盛
与
、
兄
忿
曰
、

雖
レ

不
二

我
本
釣
一

多
不
レ

取
云
、
益
復
急
責
、
故
彦
火
々
出
見
命
愁
在
二

甚
深
一

、

往
吟
二

海
畔
一

、于
時
鹽
土
老
翁
逢
、
老
翁
問
曰
、
何
故
御
在
愁
乎
、
対
云
、
尊

本
末
以
、
老
翁
曰
、
何
愁
乎
、
吾
応
レ

為
レ

君
度
云
、
乃
無
目
籠
作
、
彦
火
々
出

見
尊
入
レ

之
、
奉
二

海
沈
一

、急
至
二

海
神
宮
一

、爾
時
龍
女
豊
玉
姫
排
闥
、
而
侍
者

群
従
出
来
七
十
二
人
、
采
女
玉
壷
以
二

玉
鋺
一

汲
二

玉
之
水
一

、時
彦
火
々
出
見
尊

御
影
現
二

移
水
面
一

、龍
女
見
レ

此
驚
言
、
宮
帰
入
、
父
神
豊
玉
彦
告
レ

之
曰
、
門
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（
敷
）

前
井
辺
樹
下
貴
客
、
御
骨
法
非
レ

常
、
八
重
畳
敕
二

三
床
檣
百
机
一

、以
尊
延
従
容

言
曰
、
問
二

奉
其
来
意
一

、尊
対
曰
、
釣
尋
由
言
、
即
海
神
召
二

集
大
小
魚
鼈
一

、問
二

釣
所
在
一

、数
万
魚
鼈
一
無
二

知
者
一

、爰
赤
女
魚
口
痛
不
レ

来
、仍
召
レ

之
探
二

其
口
一

釣
有
、
取
レ

之
事
与
レ

尊
、
乃
至
終
娉
二

龍
女
豊
玉
姫
一

為
レ

妻
、
在
二

于
彼
一

三
年

三
月
也
、
海
神
曰
、
天
孫
欲
レ

帰
レ

郷
吾
当
二

送
奉
一

、使
潮
溢
瓊
・
潮
涸
瓊
両
珠

有
、
納
二

宝
塔
一

是
奉
レ

尊
也
、（
以
下
略
）（「

一
、
頴
娃
郡
往
古
龍
海
時
之
事
」）

「
頴
娃
郡
往
古
龍
海
時
之
事
」
と
い
う
章
題
自
体
に
、
先
述
し
た
頴
娃＝

龍
宮
と

い
う
認
識
が
あ
ら
わ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
語
ら
れ
る
の
は
、
彦
火
々
出
見
尊
の

龍
宮
訪
問
譚
（
い
わ
ゆ
る
海
幸
・
山
幸
の
物
語
）
で
あ
る
。
釣
鉤
を
な
く
し
て
兄
の

怒
り
を
買
っ
た
弟
「
山
幸
」（「
彦
火
々
出
見
尊
」）
は
、「
海
畔
」
で
「
鹽
土
老
翁
」

と
出
会
い
、
そ
の
助
言
で
「
無
目
籠
」
に
入
っ
て
「
海
神
宮
」
に
至
る
。
そ
し
て
、

「
龍
女
豊
玉
姫
」
の
一
行
と
出
会
い
、
そ
の
父
「
豊
玉
彦
」
す
な
わ
ち
「
海
神
」
に

来
意
を
告
げ
る
と
、
た
だ
ち
に
「
海
神
」
は
「
大
小
魚
鼈
」
を
召
し
、「
赤
女
魚
」

の
口
か
ら
鉤
を
探
し
出
す
。
そ
の
後
、「
彦
火
々
出
見
尊
」
は
「
龍
女
豊
玉
姫
」
を

「
妻
」
と
し
て
「
彼
」
に
住
む
こ
と
「
三
年
三
月
」。「
海
神
」
は
戻
ろ
う
と
す
る
「
天

孫
（「
彦
火
々
出
見
尊
」）」
を
送
る
に
際
し
て
、「
潮
溢
瓊
・
潮
涸
瓊
両
珠
」
を
「
宝

塔
」
に
納
め
て
与
え
た
と
あ
る
。

「
門
之
浦
伝
来
絵
巻
」
等
か
ら
得
ら
れ
た
前
述
の
ご
と
き
見
通
し
を
踏
ま
え
れ
ば
、

本
書
の
編
纂
に
際
し
て
、
十
六
世
紀
以
来
こ
の
地
域
の
信
仰
体
系
の
な
か
で
伝
え
ら

れ
て
き
た
独
特
な
龍
宮
観
が
下
敷
き
と
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。冒
頭
に「
神

代
巻
云
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
『
日
本
書
紀
』
そ
の
も
の
か
ら
の
引
用
で

は
な
い
。
そ
れ
は
、
同
書
に
淵
源
を
も
ち
つ
つ
も
そ
こ
か
ら
変
容
を
重
ね
た
、
い
わ

ゆ
る
〈
中
世
日
本
紀
〉
の
世
界
を
く
ぐ
り
抜
け
た
も
の
で
あ
り
、
開
聞
岳
を
と
り
ま

く
頴
娃
と
い
う
土
地
の
由
緒
を
語
る
地
域
神
話
と
し
て
新
た
な
生
命
力
を
付
与
さ
れ

た
言
説
な
の
で
あ
る
。

な
お
、『
薩
州
頴
娃
開
聞
山
古
事
縁
起
』
は
、「
十
町
村
之
内
」
に
実
在
す
る
「
玉

之
井
」
と
呼
ば
れ
る
井
戸
を
龍
女
豊
玉
姫
一
行
が
水
を
汲
ん
だ
井
戸
と
み
な
し
た
り

（「
一
、
頴
娃
郡
玉
之
井
森
之
事
」）、「
婿
入
谷
」
と
呼
ば
れ
る
土
地
を
、
彦
火
々
出

見
尊
が
「
龍
宮
」
に
「
婿
入
」
し
た
地
と
み
な
し
、
併
せ
て
「
此
地
土
中
及
石
中
貝

入
テ

有
リ

、
又
厳
石

ニ

蠣
巨
大
多

シ

、
古
為
二

龍
海
一

明
白
也
、」（「
一
、
婿
入
谷
之
事
」）

と
す
る
理
解
も
み
え
る
。
現
地
の
実
景
や
地
質
面
で
の
実
態
を
も
踏
ま
え
、
そ
れ
を

積
極
的
に
組
み
込
む
こ
と
で
、
頴
娃＝

龍
宮
と
す
る
説
が
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

注
目
に
値
し
よ
う
。

さ
て
、
開
聞
宮
を
核
と
し
た
右
の
よ
う
な
信
仰
体
系
が
及
ん
で
い
た
範
囲
は
、
頴

娃
か
ら
北
東
に
あ
た
る
喜
入
・
指
宿
へ
、
北
西
・
西
は
川
辺
・
加
世
田
・
鹿
籠
へ
と

広
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（「
一
、
神
廟
領
増
減
之
事
」）。
こ
の
う
ち
、
鹿
籠

に
つ
い
て
は
、「
鹽
土
老
翁
無
目
籠

ヲ

造
リ

、
彦
火
々
出
見
尊
乗

セ

、
奉
レ

入
二

龍
海
一

処

故
名
也
云
々
…
…
」（「
一
、
鹿
籠
卿
之
事
」）
と
あ
る
こ
と
も
目
を
ひ
く
。

門
之
浦
は
、
そ
の
鹿
籠
か
ら
や
や
東
に
位
置
す
る
海
浜
集
落
で
あ
る
。「
門
之
浦

伝
来
絵
巻
」
は
こ
の
地
で
二
〇
〇
六
年
に
発
見
さ
れ
た
。

（
２２
）

別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、

同
絵
巻
の
巻
頭
に
は
、
魚
を
釣
り
上
げ
る
男
性
の
姿
や
地
引
き
網
の
場
面
が
あ
り
、

巻
末
に
は
海
に
囲
ま
れ
た
山
を
描
き
込
む
な
ど
、
開
聞
岳
を
望
む
海
域
で
の
生
活
と

の
深
い
結
び
つ
き
が
読
み
と
れ
る
。
ま
た
、
冒
頭
の
第
三
・
第
四
場
面
は
、
構
図
上
、

丹
後
半
島
の
宇
良
神
社
に
伝
わ
る
『
浦
島
明
神
縁
起
』
の
祭
礼
場
面
が
転
用
さ
れ
た

可
能
性
が
高
い
。
こ
こ
に
も
龍
宮
伝
承
を
伝
え
る
人
と
文
物
の
往
還
の
影
が
透
か
し

見
え
る
。

ま
た
、
氏
神
祭
関
係
資
料
の
ひ
と
つ
と
し
て
平
峰
家
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
「
富
士

巻
狩
図
」（
仮
称
）
は
、
全
巻
に
わ
た
っ
て
右
の
「
門
之
浦
伝
来
絵
巻
」
と
ほ
ぼ
同

じ
構
図
を
持
っ
て
お
り
、
兄
弟
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
近
時
判
明

（
２３
）

し
た
。
平

峰
家
は
、
門
之
浦
か
ら
東
に
約
二
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
距
離
に
位
置
す
る
水

成
川
と
い
う
地
域
に
所
在
す
る
旧
家
で
あ
る
。
同
家
に
伝
わ
る
「
平
峰
家
文
書
」
を
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も
と
に
し
て
、
こ
の
「
富
士
巻
狩
図
」
を
用
い
て
執
り
行
う
氏
神
祭
の
内
容
に
、
開

聞
岳
の
東
に
位
置
す
る
児
ヶ
水
と
い
う
地
域
に
伝
え
ら
れ
た
「
ヲ
キ
エ
十
六
番
」
と

呼
ば
れ
る
神
舞
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
後
世
「
山
川
濱
児
ヶ
水
の
浦
」
で
お

こ
な
わ
れ
て
い
た
「
沖
江
祭
」
が
、「
其
式
を
見
る
に
、
彦
火
々
出
見
尊
海
宮
よ
り

エ

ノ

エ

還
幸
の
装
の
如
し
。」（『
麑
藩
名
勝
考
』
巻
之
四
・
薩
摩
国
部
第
四
・
頴
娃
郡
頴
娃

郷
仙
田
村
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
彦
火
々
出
見
尊
の
龍
宮
訪
問
譚
を
基
盤
に
し
た

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
神
舞
の
さ
ま
が
「
富
士
巻
狩
図
」
や
「
門
之
浦
伝

来
絵
巻
」
に
描
か
れ
た
一
場
面
に
通
じ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
、
す
で
に

（
２４
）

別
稿
で
指
摘

し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
に
か
け
て
の
南
薩
で
は
、
頴
娃
・
開

聞
宮
を
中
心
と
し
た
信
仰
圏
に
お
い
て
、
彦
火
々
出
見
尊
の
龍
宮
訪
問
譚
を
基
調
と

し
つ
つ
、
頴
娃
と
い
う
地
域
の
歴
史
と
深
く
結
び
つ
い
た
独
特
な
龍
宮
伝
承
が
展
開

し
、
地
域
社
会
の
な
か
で
意
義
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
２
）
坊
津
・
一
乗
院
信
仰
圏
の
龍
宮
伝
承

薩
摩
半
島
の
南
西
端
に
位
置
す
る
坊
津
に
は
、
こ
れ
と
は
異
な
る
龍
宮
伝
承
が
伝

わ
る
。
ま
ず
は
、『
坊
津
拾
遺
誌
』
に
採
録
さ
れ
た
「
大
龍
権
現
来
由
記
」
に
現
れ

る
そ
の
伝
承
の
内
容
を
整
理
し
て
お

（
２５
）

こ
う
。

ノ

ス

①
薩
州
川
辺
郡
坊
津
の
烏
瀬
の
傍
ら
に
大
龍
権
現
社
が
あ
る
。
そ
の
由
緒
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

②
天
平
宝
字
の
こ
ろ
、
大
唐
の
鑑
真
律
師
が
、「
和
国
」
に
わ
が
法
を
伝
え
よ
うキ

と
し
、
仏
舎
利
三
十
七
粒
を
首
に
懸
け
、「
漢
土
」を
出
帆
し
た
。「
薩
摩
之
沖
」

の
「
硫
礦
渡
」
で
「
逆
風
」
が
吹
き
、
海
中
が
た
ち
ま
ち
暗
夜
の
ご
と
く
な
っ

て
、
船
は
壊
れ
た
。「
伝
来
之
舎
利
」
は
「
龍
神
」
に
奪
わ
れ
、「
舟
子
共
」
は

海
に
漂
い
、
命
を
落
と
し
た
。
し
か
し
、
鑑
真
ひ
と
り
は
壊
れ
た
船
の
板
に
取

り
付
き
、
海
中
に
浮
か
ぶ
こ
と
三
年
。
し
か
し
、
そ
の
身
心
は
恙
な
か
っ
た
。

③
「
漢
土
」
に
あ
っ
た
「
法
弟
僧
法
心
沙
弥
」
は
、
鑑
真
を
慕
い
、
三
年
後
に
「
和

朝
」
を
め
ざ
し
て
渡
海
し
た
。「
硫
黄
之
沖
」
に
至
る
と
、
海
上
で
「
一
僧
」

が
「
我
所
持

ノ

舎
利
、
我

カ

伝
来
之
宝
珠
」
と
唱
え
る
声
を
聞
い
た
。
船
を
近
づ

け
て
見
て
み
る
と
、
そ
れ
は
わ
が
師
鑑
真
で
あ
っ
た
。

④
法
心
が
事
情
を
尋
ね
る
と
、
鑑
真
は
「
多
年
所
持
し
て
い
た
舎
利
を
龍
神
に
奪

わ
れ
た
。
身
命
に
代
え
て
取
り
返
し
た
い
が
、
ま
だ
な
し
遂
げ
ら
れ
て
い
な
い

の
だ
」
と
答
え
た
。
法
心
は
船
か
ら
海
へ
飛
び
入
り
、「
師
弟
」
と
も
に
「
龍

城
之
金
門
」
に
至
っ
た
。

⑤
二
人
は
声
を
合
わ
せ
、「
汝
が
奪
っ
た
舎
利
は
、
仏
祖
伝
来
の
宝
珠
で
、
わ
が

珍
宝
で
あ
る
。
返
さ
な
い
の
な
ら
、
仏
力
の
擁
護
に
よ
っ
て
南
海
を
渇
水
と
な

し
、
海
底
よ
り
猛
火
を
発
し
て
、
龍
界
を
焼
き
亡
ぼ
し
、
長
く
龍
王
の
威
勢
を

失
わ
せ
、
舎
利
を
取
っ
て
本
土
に
帰
る
」
な
ど
と
呼
ば
わ
っ
た
。

⑥
こ
れ
を
聞
い
た
龍
王
は
、
舎
利
を
頂
き
、「
界
域
之
」「
門
戸
」
を
開
い
て
鑑
真

を
礼
し
、
こ
の
舎
利
を
塔
の
中
心
に
安
置
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
所
持
ま
た
は

拝
信
す
る
者
に
つ
い
て
、
そ
の
「
風
波

ノ

障
難
」
除
き
、「
海
上
安
穏
」
に
守
護

し
よ
う
と
約
束
し
た
。

⑦
鑑
真
は
そ
の
「
誓
約
」
を
聞
い
て
喜
び
、「
烏

ス

瀬
之
登
二リ

絶
頂
一ニ

」、
壇
場
を
飾
っ

て
舎
利
を
安
置
し
、「
龍
神
供
養
之
法
莚
」
を
も
う
け
た
。
こ
の
地
に
は
「
涌

泉
」
が
あ
っ
て
、
そ
の
水
を
閼
迦
に
用
い
た
。
龍
神
が
「
垂
跡
形
」
を
現
し
た

こ
の
地
の
岩
窟
に
「
小
社
」
を
建
て
「
大
龍
権
現
」
と
崇
め
た
。

（
マ
マ
）

（
マ
マ
）

⑧
以
来
、
今
に
至
る
ま
で
、「
俵
氏

ノ

某
」
を
「
祭
祠
職
」
と
し
て
「
二
季

ノ

祭
祠
」

が
続
く
。
こ
こ
に
詣
で
る
者
は
「
乗
船
渡
海

ノ

無
恙
」
き
こ
と
を
信
じ
な
さ
い
。

そ
の
内
容
は
、
鑑
真
の
日
本
へ
の
渡
海
に
重
ね
合
わ
せ
た
、
坊
津
へ
の
仏
舎
利
渡

来
の
物
語
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
来
由
記
」
に
は
、「
享
保
第
四

己亥

歳
霜
月
十
八
日
、

大
龍
権
現
兼
別
当
如
意
珠
山
龍
巌
寺
一
乗
密
院
廿
四
世
之
住
法
印
権
大
僧
都
尭
周
上

人
草
之
畢
、」
と
い
う
識
語
が
あ
る
。
⑧
に
い
う
「
祭
祠
職
」
を
司
っ
た
「
俵
氏

ノ

某
」
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に
関
し
て
は
「
今
ノ
六
郎
左
衛
門
先
祖
也
」
と
い
う
割
書
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
み
て
、「
来
由
記
」
の
内
容
は
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
の
段
階
で
俄
に
創
り
出

さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
以
前
か
ら
続
く
祭
祀
の
実
態
を
踏
ま
え
た
も
の
と
み

て
よ
い
だ

（
２６
）

ろ
う
。

右
の
識
語
に
よ
れ
ば
、
こ
の
由
緒
は
、
中
世
以
来
、
坊
津
に
お
け
る
宗
教
・
文
化

の
拠
点
で
あ
っ
た
龍
願
寺
一
乗
院
と
の
密
接
な
関
係
の
な
か
で
ま
と
め
ら
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
右
の
引
用
部
に
続
け
て
、

鑑
真
伝
来
舎
利
、
在
一
乗
院
宝
蔵
、
又
大
和
国
在
招
提
寺
、
是
則
鑑
真
律
師
基

之
寺
也
、
其
後
摂
州
四
天
王
寺

ニ

分
ツ

、
是
又
大
和
国
竜
田

ノ

在
法
隆
寺
、

と
、
ま
ず
は
「
来
由
記
」
に
記
さ
れ
た
鑑
真
が
も
た
ら
し
た
仏
舎
利
が
一
乗
院
宝
蔵

に
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
特
記
し
、
同
じ
く
鑑
真
ゆ
か
り
の
唐
招
提
寺
、
四
天
王

寺
、
法
隆
寺
に
も
こ
の
と
き
の
仏
舎
利
の
一
部
が
分
蔵
さ
れ
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
と
も
関
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
鑑
真
ゆ
か
り
の
仏
舎
利
の
坊
津
を
起

点
と
し
た
伝
播
の
歴
史
、
大
局
的
に
み
れ
ば
、
一
乗
院
と
畿
内
の
著
名
な
諸
寺
院
と

が
ひ
と
つ
の
舎
利
信
仰
圏
を
築
き
あ
げ
て
き
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

察
す
る
に
、
大
龍
権
現
は
一
乗
院
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
来

由
記
」
で
語
ら
れ
て
い
る
龍
宮
伝
承
も
ま
た
、
一
乗
院
で
育
ま
れ
た
も
の
が
発
信
さ

れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

「
来
由
記
」
で
は
、
渡
海
を
伴
う
仏
舎
利
の
伝
来
や
、
海
難
・
漂
流
と
い
っ
た
モ

チ
ー
フ
や
大
龍
権
現
へ
の
信
仰
が
、「
海
上
安
穏
」
や
「
乗
船
渡
海

ノ

無
恙
」
き
こ
と

を
祈
る
こ
と
に
収
斂
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
海
上
交
通
・
交
易
を
め
ぐ
る
実
態
が
前
提

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
特
徴
と
い
え
る
。
ま
た
、「
薩
摩
之
沖
」
の
「
硫
礦

渡
」
あ
る
い
は
「
硫
黄
之
沖
」
と
は
、
現
在
は
三
島
村
に
属
す
る
硫
黄
島
周
辺
の
海

域
を
さ
す
呼
称
か
と
思
わ
れ
る
が
、
輸
出
資
源
と
し
て
の
硫
黄
を
扱
う
対
外
貿
易
の

実
態
に
根
ざ
し
た
名
称
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
な
る
用
例
調
査
が
必
要
だ
が
、

地
域
色
の
濃
い
呼
称
か
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
由
緒
が
、
坊
津
と
い
う
土
地
の
特
性

を
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
、
用
語
面
か
ら
も
追
認
さ
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
「
来
由
記
」
で
語
ら
れ
て
い
る
鑑
真
伝
は
、『
唐
大
和
上
東
征
伝
』

に
み
え
る
来
朝
記
事
と
は
大
き
く
か
け
離
れ
て

（
２７
）

い
る
。
お
そ
ら
く
、
か
か
る
趣
向
の

源
泉
の
ひ
と
つ
に
は
、『
建
久
御
巡
礼
記
』（
前
田
家
本
）
招
提
寺
の
項
な
ど
に
み
え

る
、
鑑
真
が
舎
利
三
千
粒
と
と
も
に
渡
海
を
試
み
、
日
本
に
近
づ
い
た
と
き
に
風
波

の
難
に
遭
遇
し
て
そ
れ
を
海
中
に
沈
め
た
と
す
る
話
が
存
在
す
る
も
の
と
思
わ

（
２８
）

れ
る
。

前
掲
「
来
由
記
」
識
語
に
「
鑑
真
伝
来
舎
利
、
在
一
乗
院
宝
蔵
、
又
大
和
国
在
招
提

寺
…
…
」
と
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
話
題
が
一
乗
院
と
唐
招
提
寺
と
の
関
係
を
ふ
ま

え
て
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
た
だ
し
、
鑑
真
が
携
え
て
き
た
舎
利

の
数
（「
来
由
記
」
は
三
十
七
粒
）
や
、
弟
子
で
あ
る
揚
州
白
塔
寺
法
進
は
鑑
真
や

他
の
弟
子
た
ち
と
と
も
に
来
朝
し
た
と
さ
れ
る
こ
と
（「
来
由
記
」
で
は
「
法
心
」

は
鑑
真
の
三
年
後
に
渡
海
）
な
ど
に
大
き
な
違
い
が
認
め
ら
れ
、「
来
由
記
」
の
記

事
に
典
拠
が
あ
る
に
せ
よ
、
独
自
色
を
上
塗
り
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

一
乗
院
は
、
鑑
真
ゆ
か
り
の
舎
利
に
関
す
る
〈
異
伝
〉
を
制
作
し
、
積
極
的
に
発

信
す
る
よ
う
な
場
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
坊
津
周
辺
地
域
で
は
「
来
由

記
」
所
収
説
を
こ
そ
鑑
真
の
〈
正
伝
〉
と
し
て
違
和
感
な
く
受
け
と
め
て
い
た
可
能

性
が
高
い
。『
東
征
伝
』
や
『
建
久
御
巡
礼
記
』
な
ど
に
基
づ
く
理
解
を
持
ち
え
た

環
境
を
前
提
と
し
て
し
ま
う
と
、
当
該
地
域
な
ら
で
は
の
実
態
を
見
誤
っ
て
し
ま
う
。

（
３
）
龍
宮
伝
承
に
投
影
さ
れ
た
地
域
差

さ
て
、「
来
由
記
」
で
は
「
薩
摩
之
沖
」
の
「
硫
黄
渡
」
に
「
龍
宮
」
が
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
。

ガ
ン
シ
ン

往
昔
天
平
宝
字

ノ

比
、
大
唐
鑑
真
律
師
欲
レシ

令
下

吾
カ

法
ヲ

伝
中

和
国
上ニ

、
掛
二ケ

仏
舎
利

於
三
十

七
粒

首
頭
一

、撰
レ

日
乗
レ

船
任
二セ

順
風
一

漢
土

ヲ

出
帆

ス

。
渡
海
追
レ

日
無
レ

難
、
然

ル
ニ

キ

薩
摩
之
沖
於
二テ

硫
黄
渡
一ニ

、
逆
風
頻

ニ

吹
キ

起
リ

、
海
中
忽

チ

如
二

暗
夜
一

、被
レ

破
三

船

於
為
二

龍
宮
一

、已
ニ

奪
二

伝
来
之
舎
利
於
龍
神
一

、舟
子
共
漂
二

蕩
シ

海
水
一

身
命
保
者
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無
レ

更
、
雖
レ

然
、
鑑
真
独
廃

セ
ル

取
二テ

舟
板
一ヲ

随
レヘ

身
、
海
中
浮

ブ
コ
ト

三
年
、
身
心

全
フ
シ
テ

無
レ

恙
、
…
…

そ
し
て
鑑
真
は
「
硫
黄
之
沖
」
で
法
弟
法
心
と
再
会
す
る
。
鑑
真
の
決
意
を
知
っ
た

法
心
は
、
た
だ
ち
に
海
中
に
身
を
投
じ
、
二
人
は
舎
利
を
取
り
戻
す
べ
く
龍
宮
へ
と

赴
く
の
で
あ
る
。

イ

…
…
問
二

法
心
其
由
事
於
鑑
真
一

、鑑
真
答
曰
、我
多
年
所
レ

信
舎
利
破
レ

奪
二

龍
神
一

、

代
二テ

身
命
一

一
度

ビ

雖
レ

欲
二

取
リ

返
一

未
レタ

遂
、
法
心
聴
レ

之
、
忽

チ

辞
レテ

舟
海
底

ニ

飛
ヒ

イ

入
リ

、
師
弟
相
倶

ニ

到
二リ

龍
城
之
金
門
一ニ

、
…
…

こ
の
後
、
龍
王
は
鑑
真
の
威
に
伏
し
、
仏
舎
利
を
返
却
す
る
こ
と
に
な
る
。

く
り
返
し
に
な
る
が
、
鑑
真
師
弟
の
龍
宮
訪
問
と
舎
利
の
奪
還
と
い
う
展
開
は
、

他
の
鑑
真
伝
に
は
例
を
み
な
い
。
で
は
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
着
想
さ
れ
た
も
の
な

の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
想
起
さ
れ
る
の
が
、
島
津
氏
領
国
で
は
幸
若
舞
曲
に
親
し
む

土
壌
が
培
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
新
納
忠
増
の
例
の
ご
と
く
、
幸
若

舞
曲
の
本
文
や
モ
チ
ー
フ
は
、
幸
若
舞
曲
受
容
者
た
ち
の
新
た
な
著
作
の
一
部
と
し

て
生
ま
れ
か
わ
る
こ
と
も
大
い
に
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。

「
大
龍
権
現
来
由
記
」
の
場
合
、
何
と
い
っ
て
も
幸
若
舞
曲
「
大
織
冠
」
と
の
モ

チ
ー
フ
の
類
似
が
注
目
さ
れ
よ
う
。「
大
織
冠
」
も
唐
か
ら
日
本
へ
の
舎
利
伝
来
の

物
語
で
あ
る
。
い
っ
た
ん
は
「
竜
宮
」
に
奪
わ
れ
た
「
三
国
一
の
重
宝
」
た
る

（
２９
）

舎
利

が
、
藤
原
鎌
足
の
智
謀
と
海
女
の
献
身
に
よ
っ
て
奪
還
さ
れ
る
。
唐
土
か
ら
日
本
へ

の
舎
利
伝
来
譚
と
い
う
枠
組
み
、
渡
海
の
途
中
で
の
遭
難
、
舎
利
が
い
っ
た
ん
は
龍

王
の
所
有
に
帰
す
こ
と
、
海
中
の
龍
宮
へ
の
訪
問
、
龍
王
と
の
対
決
、
舎
利
の
奪
還
、

助
力
者
の
存
在
な
ど
、「
来
由
記
」
の
重
だ
っ
た
構
成
要
素
は
「
大
織
冠
」
に
も
織

り
込
ま
れ
て
い
る
。
龍
王
に
舎
利
を
奪
わ
れ
て
か
ら
奪
還
劇
が
始
ま
る
ま
で
に
「
三

年
」
が
経
過
し
て
い
る
と
い
う
設
定
も
共
通
し
て
い
る
。

な
お
、
鑑
真
が
龍
王
に
発
し
た
「
若
不
レ

諾
則
以
二

我
仏
力
之
擁
護
一ヲ

、
作
二シ

南
海
於

渇
水
一

、自
二

海
底
一

発
二シ

猛
火
一

、龍
界

ヲ

焼
亡

シ
テ

、
永
失
二ヒ

龍
王
威
勢
一

」
と
い
う
言
葉
は
、

三
熱
に
苦
し
む
龍
の
イ
メ

（
３０
）

ー
ジ
を
下
敷
き
に
し
た
表
現
と
考
え
ら
れ
る
（
三
熱
の
ひ

と
つ
が
熱
風
・
熱
砂
で
身
を
焼
か
れ
る
こ
と
）。
龍
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
理
解
自

体
は
決
し
て
特
異
で
は
な
い
た
め
、「
大
織
冠
」
に
基
づ
く
着
想
と
確
定
で
き
る
わ

け
で
は
な
い
が
、「
大
織
冠
」
の
本
文
中
に
は
、
龍
王
た
ち
が
「
我
ら
は
、
既
に
海

底
の
竜
王
た
り
と
い
へ
ど
、
五
衰
三
熱
隙
も
な
く
、
億
劫
に
も
会
ひ
が
た
し
」
と
語

る
場
面
や
、
鎌
足
が
「
そ
れ
竜
神
と
申
は
、
五
衰
三
熱
隙
も
な
く
、
苦
し
み
多
き
御

身
な
り
」
と
述
べ
る
場
面
が
存
在
す
る
こ
と
は
確
認
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。
同

様
に
、「
来
由
記
」
は
、
鑑
真
と
法
心
は
海
中
に
身
を
投
じ
て
「
龍
城
之
金
門
」
に

至
っ
た
と
し
た
り
（
該
当
本
文
前
掲
）、
龍
王
が
鑑
真
に
舎
利
を
返
還
す
る
様
子
を

サ
レ
イ

「
即
頂
二

戴
シ
テ

彼
舎
利
一

、界
域
之
開
二キ

門
戸
一

、向
二テ

鑑
真
一

作
礼

シ
テ

」
と
述
べ
た
り
と
、

龍
宮
の
「
門
」
を
意
識
的
に
描
写
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、「
大
織
冠
」
で
は
、

海
女
が
見
て
き
た
龍
宮
の
さ
ま
と
し
て
、「
な
を
し
先
を
見
渡
す
に
、
楼
門
雲
に
さ

し
は
さ
み
、
玉
の
楣
は
霞
の
内
、
黄
金
の
瓦
は
日
に
光
り
、
蒼
天
ま
で
も
輝
け
り
。

三
重
の
廻
廊
に
、
四
重
の
門
を
立
て
た
る
、
一
つ
の
大
裏
お
は
し
ま
す
。
竜
宮
城
こ

れ
な
り
け
り
」
と
い
う
、
龍
宮
の
門
を
具
象
化
し
た
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

視
野
に
入
れ
て
お
き
た
い
。

坊
津
そ
し
て
一
乗
院
は
、
島
津
家
と
の
関
係
を
長
く
継
続
し
て

（
３１
）

き
た
。
十
六
世
紀

後
半
に
は
確
実
に
、
島
津
家
周
辺
で
幸
若
舞
曲
に
親
し
む
環
境
が
成
り
立
っ
て
い
た

こ
と
を
併
せ
み
る
と
、「
来
由
記
」
に
み
え
る
ご
と
き
独
特
な
龍
宮
伝
承
が
生
み
出

さ
れ
る
際
、
幸
若
舞
曲
（
た
と
え
ば
「
大
織
冠
」）
か
ら
得
た
知
識
・
理
解
が
利
用

さ
れ
た
可
能
性
を
否
定
で
き
ま
い
。
も
ち
ろ
ん
、
阿
部
泰
郎
氏
が
指
摘
す
る
ご
と
く
、

「
大
織
冠
」
の
背
景
に
は
、
じ
つ
に
広
大
な
中
世
の
物
語
世
界
が
あ
る
こ
と
も
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
現
時
点
で
は
、
坊
津
・
一
乗
院
に
幸
若
舞
曲
ま
た
は
そ
の

本
文
が
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
証
す
資
料
を
確
認
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
こ
こ
で
は

あ
く
ま
で
も
問
題
提
起
に
留
ま
る
が
、
今
後
の
検
討
を
期
し
た
い
。
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以
上
、
坊
津
の
地
で
育
ま
れ
た
龍
宮
伝
承
を
概
観
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
地
理
的

に
は
隣
接
し
て
い
る
開
聞
宮
信
仰
圏
と
根
本
的
に
異
な
る
龍
宮
理
解
で
あ
る
。
頴
娃

は
も
と
龍
界
で
あ
り
、
開
聞
宮
は
か
つ
て
の
龍
宮
だ
と
す
る
頴
娃
の
地
域
伝
承
と
、

硫
黄
貿
易
に
代
表
さ
れ
る
海
上
の
交
易
路
を
前
提
と
し
て
海
彼
へ
の
視
野
を
内
在
し

た
坊
津
の
地
域
伝
承
。
中
近
世
移
行
期
の
南
薩
に
は
、
地
理
的
に
隣
接
し
て
い
な
が

ら
も
、
か
く
も
質
の
異
な
る
龍
宮
伝
承
が
併
存
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

両
地
域
が
異
な
る
歴
史
を
背
負
い
、
異
な
る
生
活
・
文
化
環
境
を
成
り
立
た
せ
て
い

た
こ
と
の
証
し
と
も
い
え
る
だ

（
３２
）

ろ
う
。

注

（
１
）
小
峯
和
明
編
『
漢
文
文
化
圏
の
説
話
世
界
』（
竹
林
舎

二
〇
一
〇
・
四
）、

金
文
京
『
漢
文
と
東
ア
ジ
ア
―
―
訓
読
の
文
化
圏
』（
岩
波
書
店

二
〇
一
〇
・

八
）、
説
話
文
学
会
編
『
説
話
か
ら
世
界
を
ど
う
解
き
明
か
す
の
か
』（
笠
間
書

院

二
〇
一
三
・
七
）、
井
上
泰
至
・
長
尾
直
茂
・
鄭
炳
説
編
『
日
中
韓
の
武

将
伝
』（
勉
誠
出
版

二
〇
一
四
・
三
）
な
ど
。

（
２
）
池
宮
正
治
・
小
峯
和
明
編
『
古
琉
球
を
め
ぐ
る
文
学
言
説
と
資
料
学
―
―
東

ア
ジ
ア
か
ら
の
ま
な
ざ
し
』（
三
弥
井
書
店

二
〇
一
〇
・
一
）、
島
村
幸
一
編

『
琉
球

交
叉
す
る
歴
史
と
文
化
』（
勉
誠
出
版

二
〇
一
四
・
十
）
な
ど
。

（
３
）
重
松
裕
巳
「
中
世
末
期
武
将
の
連
歌
―
―
新
納
武
蔵
守
忠
元
の
場
合
―
―
」

（「
連
歌
俳
諧
研
究
」
二
十
三

一
九
六
二
・
七
）、
橋
口
晋
作
「『
松
操
和
歌
集
』

の
新
納
忠
元
、
忠
増
、
久
品
の
和
歌
―
―
そ
の
原
形
か
ら
所
収
形
ま
で
―
―
」

（「
鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
研
究
紀
要
」
二
十
八

一
九
九
八
・
三
）
な
ど
で
忠

元
・
忠
増
親
子
の
文
化
人
と
し
て
の
活
動
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
４
）
鈴
木
彰
「『
忠
増
渡
海
日
記
』
と
幸
若
舞
―
―
文
芸
と
し
て
の
「
覚
書
」」（
山

本
博
文
・
曽
根
勇
二
・
堀
新
編
『
豊
臣
政
権
の
正
体
』
収

柏
書
房

二
〇
一

四
・
五
）

（
５
）
桂
は
、
名
護
屋
の
陣
で
小
屋
普
請
奉
行
と
し
て
忠
増
と
同
役
で
あ
っ
た
。
白

坂
篤
真
は
、『
本
藩
人
物
誌
』
に
い
う
白
坂
七
右
衛
門
篤
実
入
道
与
竹
の
こ
と

か
。

（
６
）
「
日
記
」
で
は
全
四
十
四
の
う
ち
の
第
九
句
の
右
肩
に
「
ウ
」、
第
二
十
三

句
の
右
肩
に
「
二
」、
第
三
十
七
句
の
右
肩
に
「
ウ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
四

十
四
句
の
場
合
、
懐
紙
に
は
八
句
・
十
四
句
・
十
四
句
・
八
句
と
い
う
体
裁
で

書
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
連
歌
記
事
は
実
際
の
懐
紙
に
基
づ

い
て
記
さ
れ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。

（
７
）
「
う
ら
山
し
く
も
か
へ
る
浪
か
な
」
は
『
伊
勢
物
語
』
第
七
段
で
、「
京
に

あ
り
わ
び
て
、
あ
づ
ま
に
い
き
け
る
」
男
が
詠
ん
だ
和
歌
の
下
の
句
。『
後
撰

集
』
巻
第
十
九
羇
旅
歌
一
三
五
二
番
歌
。

（
８
）
『
大
島
出
羽
守
忠
泰
日
記
及
書
翰

附
大
島
家
由
緒

全
』（
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
蔵
）
所
収
。
他
伝
本
と
し
て
、
鹿
児
島
大
学
附
属
図
書
館
玉
里
文
庫

本
「
大
嶋
出
羽
守
忠
泰
朝
鮮
渡
海
日
記
」
な
ど
が
あ
る
。『
本
藩
人
物
誌
』
の

忠
泰
項
で
は
「
朝
鮮
陣
始
終
日
記
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

（
９
）
玉
里
文
庫
本
は
「
八
ツ
の
龍
宮
」
と
あ
る
。

（
１０
）
玉
里
文
庫
本
は
「
く
ハ
ら
」（＝

掛
絡
）
と
す
る
。

（
１１
）
平
戸
に
到
着
す
る
前
日
ま
で
滞
在
し
た
「
牛
の
く
ひ
と
申
い
そ
ね
」
で
、
忠

泰
は
「
と
せ
ん
の
余
り
ニ
、
山
か
け
の
岩
の
上
に
お
り
居
て
、
石
に
経
な
と
か

き
て
龍
宮
江
奉
る
」
と
記
し
て
い
る
。
験
者
の
ご
と
き
忠
泰
の
姿
は
日
常
的
な

も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

（
１２
）
森
末
義
彰
「
薩
南
の
芸
能
」（『
中
世
芸
能
史
論
考
』
所
収

東
京
堂
出
版

一
九
七
一
・
十
一

初
出
一
九
四
四
）。

（
１３
）
宮
腰
直
人
「
弁
慶
の
地
獄
破
り
譚
考
―
―
島
津
義
久
と
語
り
物
文
芸
の
関
わ

り
か
ら
」（「
文
学
」
隔
月
刊
十
三
―
五

二
〇
一
二
・
九
）。

（
１４
）
注
（
４
）
拙
稿
参
照
。
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（
１５
）
本
覚
書
に
は
、
忠
泰
が
釈
迦
の
誕
生
会
に
参
会
す
る
記
事
も
み
え
る
。

（
１６
）
『
上
井
覚
兼
日
記
』
天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
七
月
十
二
日
条
に
、「
此

（
宮
崎
郡
折
生
迫
）

日
、
御
崎
寺
よ
り
幸
若
召
烈
可
参
之
儀
承
候
間
参
候
、
朝
食
振
舞
也
、
其
後

一
曲
申
候
、
先
笛
之
巻
、
鎌
足
、
太
職
官
、
此
等
也
、
舞
過
候
て
、
點
心
に
て

御
酒
数
返
参
候
、
種
々
乱
酒
也
、
拙
者
前
よ
り
太
夫
へ
三
百
疋
遣
候
、」
と
い

う
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
曲
を
組
み
合
わ
せ
た
当
日
の
関
心
は
、
異
国
・
渡

海
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。

（
１７
）
島
津
氏
領
国
に
お
け
る
語
り
物
文
芸
受
容
史
の
根
は
さ
ら
に
深
い
。
そ
の
様

相
の
一
部
を
、
二
〇
一
四
年
三
月
九
日
に
鹿
児
島
県
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
黎
明

館
に
て
開
催
さ
れ
た
隼
人
文
化
研
究
会
・
斉
興
の
会
合
同
研
究
集
会
に
て
、「
薩

隅
日
三
国
に
お
け
る
幸
若
舞
受
容
の
系
譜
―
―
山
田
聖
栄
・
新
納
忠
増
・
島
津

斉
興
―
―
」
と
題
し
て
口
頭
発
表
し
た
。
そ
の
内
容
は
順
次
、
論
文
化
す
る
予

定
で
あ
る
。

（
１８
）
『
薩
州
頴
娃
開
聞
山
古
事
縁
起
』
は
、
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
七
月
十
八

日
の
兵
乱
で
、「
仏
像
経
巻
神
器
什
物
及
勅
書
官
符
令
旨
御
教
書
記
録
伝
記
等

悉
没
却

シ

」
と
記
す
。『
三
国
名
勝
図
会
』
に
は
「
元
亀
二
年
七
月
、
兵
火
の
為

に
、
古
説
を
失
ふ
、
故
に
当
社
に
伝
は
れ
る
記
録
の
内
、
古
書
の
証
す
べ
き
者

少
し
」
と
あ
る
（
巻
之
二
十
三
・
薩
摩
国
頴
娃
郡
・
頴
娃
之
一
・
神
社
・
開
聞

神
社
）。

（
１９
）
二
〇
一
三
年
、
頴
娃
町
別
府
・
水
成
川
の
平
峰
家
で
所
蔵
が
確
認
さ
れ
、
そ

の
後
、
同
家
よ
り
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
知
覧
に
寄
贈
さ
れ
た
。
本
資
料
の
性
格
と
意

義
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
論
じ
る
。
な
お
、
そ
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一

四
年
三
月
二
日
に
立
教
大
学
で
開
催
さ
れ
た
公
開
研
究
会
「〈
曾
我
物
語
〉
の

絵
画
化
と
文
化
環
境
―
―
物
語
絵
・
出
版
・
地
域
社
会
を
手
が
か
り
に
し
て
」

（
国
文
学
研
究
資
料
館
若
手
共
同
研
究
〔
代
表
者
宮
腰
直
人
〕
成
果
報
告
会
）

に
お
い
て
、「
南
九
州
に
お
け
る
〈
富
士
野
の
巻
狩
〉
図
の
受
容
と
再
生
―
―

二
つ
の
神
事
絵
巻
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」
と
題
す
る
口
頭
発
表
で
報
告
し
た
。

（
２０
）
鈴
木
彰
「「
門
之
浦
伝
来
絵
巻
」
小
考
―
―
南
薩
に
お
け
る
神
事
・
祭
祀
と

の
関
わ
り
か
ら
―
―
」（「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
知
覧
紀
要
・
館
報
」
十
三

二
〇
一

三
・
三
）
参
照
。

（
２１
）
こ
の
こ
と
自
体
は
、
注
（
２０
）
拙
稿
で
指
摘
し
た
。

（
２２
）
注
（
２０
）
拙
稿
。

（
２３
）
注
（
１９
）
の
口
頭
発
表
で
指
摘
し
た
。

（
２４
）
注
（
２０
）
拙
稿
。

（
２５
）
赤
水
大
龍
権
現
と
呼
ば
れ
る
小
社
が
現
存
す
る
。
な
お
、『
坊
津
拾
遺
誌
』

は
坊
津
出
身
の
商
人
、
森
吉
兵
衛
が
明
治
十
六
年
十
一
月
か
ら
十
二
月
に
、
坊

津
各
地
の
古
文
書
等
を
書
写
し
て
集
成
し
た
書
。

（
２６
）
鑑
真
が
海
中
に
三
年
浮
か
ん
で
い
た
と
の
記
事
に
「
此
事
古
見
二

年
代
記
一

」

と
注
記
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

（
２７
）
鑑
真
伝
に
つ
い
て
は
、
蔵
中
進
『
唐
大
和
上
東
征
伝
の
研
究
』（
桜
楓
社

一
九
七
六
・
七
）、
安
藤
更
正
『
鑑
真
』（
吉
川
弘
文
館

一
九
六
七
・
十
）
な

ど
参
照
。

（
２８
）
同
趣
の
説
は
、『
建
久
御
巡
礼
記
』（
神
宮
文
庫
本
）
招
提
寺
の
項
末
尾
付
記
、

『
南
都
唐
招
提
寺
略
録
』、『
唐
招
提
寺
縁
起
抜
書
略
集
』、
護
国
寺
本
『
諸
寺
縁

起
集
』
な
ど
に
も
み
え
る
。
阿
部
泰
郎
「『
大
織
冠
』
の
成
立
」（
吾
郷
寅
之
進

氏
・
福
田
晃
氏
編
『
幸
若
舞
曲
研
究
第
四
巻
』
所
収

三
弥
井
書
店

一
九
八

六
・
二
）
が
、
元
興
寺
縁
起
が
南
都
諸
寺
院
の
縁
起
説
話
に
影
響
を
与
え
た
こ

と
を
論
じ
る
な
か
で
、
こ
の
記
事
に
言
及
し
て
い
る
。

（
２９
）
「
赤
栴
檀
の
御
衣
木
に
て
、
五
寸
の
釈
迦
を
作
り
た
て
、
肉
色
の
御
舎
利
を

御
身
に
作
り
籠
め
な
が
ら
、
方
八
寸
の
水
晶
の
塔
の
中
に
納
め
て
、
無
価
宝
珠

と
名
付
て
、
是
を
一
の
重
宝
」
と
描
か
れ
る
。

（
３０
）
『
往
生
要
集
』
巻
上
は
、
畜
生
道
に
関
す
る
記
事
の
な
か
で
、「
ま
た
も
ろ
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も
ろ
の
竜
の
衆
は
、
三
熱
の
苦
を
受
け
て
昼
夜
に
休
む
こ
と
な
し
」
と
す
る
。

（
３１
）
五
味
克
夫
「
坊
津
一
乗
院
跡
と
一
乗
院
関
係
史
料
」（『
一
乗
院
跡
』
坊
津
町

埋
蔵
文
化
財
報
告
書
一

一
九
八
二
）、
橋
口
亘
「
中
世
港
湾
坊
津
小
考
」（
橋

本
久
和
・
市
村
高
男
編
『
中
世
西
日
本
の
流
通
と
交
通
』
所
収

高
志
書
院

二
〇
〇
四
・
四
）、
栗
林
文
夫
「
坊
津
一
乗
院
の
成
立
に
つ
い
て
」（「
黎
明
館

調
査
研
究
報
告
」
十
八

二
〇
〇
五
・
三
）、
藤
田
明
良
「
中
世
後
期
の
坊
津

と
東
ア
ジ
ア
の
海
域
交
流
―
―
『
一
乗
院
来
由
記
』
所
載
の
海
外
交
流
記
事
を

中
心
に
―
―
」（
九
州
史
学
研
究
会
編
『
境
界
か
ら
み
た
内
と
外

『
九
州
史

学
』
創
刊
五
〇
周
年
記
念
論
文
集

下
』
所
収

岩
田
書
院

二
〇
〇
八
・
十

二
）、
福
島
金
治
「
密
教
聖
教
の
伝
授
・
集
積
と
隔
地
間
交
流
―
―
「
坊
津
一

乗
院
聖
教
類
等
」
の
検
討
を
通
し
て
―
―
」（「
九
州
史
学
」
一
六
〇

二
〇
一

一
・
十
）、
鈴
木
彰「『
一
乗
院
経
蔵
記
』に
み
る
坊
津
一
乗
院
と
中
世
文
芸
―
―

地
域
社
会
に
お
け
る
文
芸
環
境
―
―
」（「
立
教
大
学
日
本
文
学
」
一
一
一

二

〇
一
四
・
一
）
な
ど
参
照
。

（
３２
）
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
坊
津
が
中
世
以
来
島
津
家
の
強
い
支
配
の
も
と
で
歴
史

を
刻
ん
で
き
た
の
に
対
し
て
、
頴
娃
周
辺
（
頴
娃
郡
・
揖
宿
郡
）
は
天
正
十
六

年
（
一
五
八
八
）
に
至
っ
て
頴
娃
氏
の
支
配
か
ら
島
津
氏
の
直
接
支
配
へ
と
移

行
し
た
地
域
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

〔
付
記
〕

本
稿
は
、
二
〇
一
四
年
一
月
三
十
一
日
（
金
）
に
お
こ
な
わ
れ
た
立
教

大
学
日
本
学
研
究
所
研
究
会
「
琉
球
・
薩
摩
と
東
ア
ジ
ア
―
―
人
と
文
物
の
往
還

―
―
」
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
く
。
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
島
村
幸
一
氏
を
は

じ
め
と
し
て
、
ご
意
見
を
賜
っ
た
諸
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
発
表
の
終

盤
で
指
摘
し
た
袋
中
の
琉
球
言
説
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
関
係
も

あ
り
、
別
の
機
会
に
あ
ら
た
め
て
詳
述
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

〔
使
用
テ
キ
ス
ト
〕

「
忠
増
渡
海
日
記
」
…
…
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
「
新
納

家
文
書
」。『
伊
勢
物
語
』
…
…
岩
波
旧
大
系
。「
大
嶋
出
羽
守
忠
泰
義
弘
公
御
供

致
高
麗
国
渡
海
覚
書
」
…
…
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
島
津
家
本
（
玉
里
文
庫
本

に
よ
り
一
部
欠
字
を
補
入
）。『
本
藩
人
物
誌
』…
…
鹿
児
島
県
史
料
集（
Ⅷ
）。『
上

井
覚
兼
日
記
』
…
…
大
日
本
古
記
録
。『
頴
娃
村
里
改
帳
』
…
…
鹿
児
島
県
立
図

書
館
蔵
本
。『
薩
州
頴
娃
開
聞
山
古
事
縁
起
』…
…
神
道
大
系
神
社
編
四
十
五
。『
麑

藩
名
勝
考
』
…
…
鹿
児
島
県
史
料
。『
坊
津
拾
遺
誌
』
…
…
『
坊
津
町
郷
土
誌

上
巻
』（
た
だ
し
、
鹿
児
島
県
立
図
書
館
蔵
写
本
も
参
照
し
た
）。『
建
久
御
巡
礼

記
』…
…『
校
刊
美
術
史
料

寺
院
篇
上
巻
』。『
唐
招
提
寺
縁
起
抜
書
略
集
』…
…

大
日
本
仏
教
全
書
。「
大
織
冠
」
…
…
岩
波
新
大
系
『
舞
の
本
』。
引
用
に
際
し
て
、

一
部
表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
本
学
教
授
）
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