
　

文
亀
二
年
（
一
五
○
二
）
七
月
三
十
日
、
瀕
死
の
床
で
、
宗
祇
は
夢
を

み
て
い
た
。
ゆ
り
動
か
さ
れ
て
目
覚
め
る
と
、「
た
だ
今
の
夢
に
定
家
卿
に

会
ひ
た
て
ま
つ
り
し
」
と
言
う
。
つ
い
で
、「
玉
の
緒
よ
絶
え
な
ば
絶
え

ね
」
と
い
う
和
歌
を
吟
じ
た
。
つ
き
添
う
人
々
は
、
こ
れ
は
定
家
の
歌
で

は
な
く
て
、式
子
内
親
王
の
歌
な
の
に
と
不
審
が
る
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
、

灯と
も
し
び火

の
消
え
る
よ
う
に
は
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
、
宗
長
の
筆
に
な

る
『
宗
祇
終
焉
記
』
は
伝
え
る
。
箱
根
山
の
ふ
も
と
湯
本
で
の
こ
と
、
時

に
宗
祇
は
八
十
二
歳
で
あ
っ
た
。

  

夢
で
定
家
に
会
っ
た
と
言
い
、「
玉
の
緒
よ
絶
え
な
ば
絶
え
ね
な
が
ら
へ

ば
忍
ぶ
る
こ
と
の
よ
わ
り
も
ぞ
す
る
」
と
い
う
式
子
内
親
王
の
歌
を
吟
じ

た
と
い
う
宗
祇
の
様
子
か
ら
、
そ
の
背
景
に
、
定
家
と
式
子
内
親
王
と
の

恋
の
伝
承
、
あ
る
い
は
金
春
禅
竹
作
の
能
「
定
家
」
の
存
在
が
考
え
ら
れ

る
こ
と
は
、
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、

宗
祇
は
定
家
を
夢
に
見
、
定
家
撰
と
さ
れ
て
い
た
『
百
人
一
首
』
を
思
い

浮
か
べ
、『
百
人
一
首
』
の
中
で
も
絶
唱
と
さ
れ
る
式
子
内
親
王
の
「
玉
の

緒
よ
」
の
一
首
を
連
想
し
て
、
そ
れ
を
吟
じ
た
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。

宗
祇
は
『
百
人
一
首
宗
祇
抄
』
と
い
う
書
名
で
知
ら
れ
る
注
釈
書
を
著
し

て
い
る
。
内
容
に
大
き
な
相
違
は
見
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
七
回
ほ
ど
も

著
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
宗
祇
は
『
百
人
一
首
』
に
深
く
親
し
み
、

そ
の
流
布
に
大
き
な
功
績
を
残
し
た
の
で
あ
る
。

  

末
期
の
夢
に
定
家
の
姿
を
み
た
の
は
、
宗
祇
が
定
家
を
、
そ
し
て
定
家

の
享
年
を
意
識
し
て
い
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
藤
原
定
家
が
没
し
た

の
は
、
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
八
月
二
十
日
、
八
十
歳
の
時
。
文
亀
二

年
元
日
、
宗
祇
は
「
い
に
し
へ
の
た
め
し
に
遠
き
八や

そ
ぢ十

だ
に
過
ぐ
る
は
つ

ら
き
老
の
う
ら
み
を
」
と
い
う
歌
を
詠
ん
だ
。
死
の
数
日
前
に
張
行
さ
れ

た
千
句
連
歌
で
は
、「
今
日
の
み
と
住
む
世
こ
そ
遠
け
れ
」
と
い
う
前
句

に
、「
八
十
ま
で
い
つ
か
頼
み
し
暮
な
ら
ん
」
と
い
う
句
を
付
け
て
も
い
る
。

定
家
の
享
年
を
越
え
た
時
、
す
で
に
宗
祇
は
、
残
照
の
生
を
送
っ
て
い
る

こ
と
を
意
識
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

  

宗
祇
の
最
後
の
自
撰
句
集
『
宇
良
葉
』
は
、
四
四
二
句
の
発
句
に
、
三

つ
の
独
吟
百
韻
を
添
え
た
も
の
。
発
句
の
う
ち
四
二
八
句
ま
で
は
春
夏

秋
冬
の
四
季
に
整
然
と
部
類
さ
れ
て
い
る
。
の
こ
る
十
四
句
の
冒
頭
に

は
、「
明
応
九
年
、
予
、
八
十
に
み
ち
て
、
会
席
の
交
は
り
と
ど
め
侍
る

…
」
と
記
し
て
い
る
。
定
家
の
享
年
と
強
引
に
結
び
つ
け
る
つ
も
り
は
な

い
け
れ
ど
も
、
明
応
九
年
（
一
五
○
一
）
に
八
十
一
歳
を
む
か
え
た
宗
祇

が
、
連
歌
の
会
席
で
の
活
動
を
や
め
よ
う
と
考
え
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

『
宇
良
葉
』
の
末
尾
に
位
置
す
る
「
本
式
連
歌
何
人
百
韻
」
は
、
明
応
五

年
正
月
に
清
水
寺
で
詠
ま
れ
た
宗
祇
の
独
吟
。
前
年
に『
新
撰
菟
玖
波
集
』

を
完
成
し
、
連
歌
の
本
道
を
あ
ら
た
め
て
回
顧
し
て
詠
ん
だ
も
の
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
な
か
に
「
こ
こ
ろ
な
ら
で
も
世
を
や
つ
く
さ
ん
/
玉
の
を

の
た
ゆ
る
を
ま
て
ば
あ
や
に
く
に
」
と
い
う
句
が
見
ら
れ
る
。
恋
の
句
で

は
な
い
け
れ
ど
も
、
式
子
内
親
王
の
「
玉
の
緒
よ
」
の
一
首
を
ふ
ま
え
て
、

発
想
を
逆
転
さ
せ
た
句
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

「
定
家
」
と
定
家
・『
拾
遺
愚
草
』・『
百
人
一
首
』
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能
「
定
家
」
の
素
材
の
ひ
と
つ
に
、
式
子
内
親
王
と
定
家
と
の
恋
の
伝

承
が
あ
る
。
定
家
に
つ
い
て
の
様
々
な
伝
承
は
、
定
家
の
没
後
ま
も
な
く

鎌
倉
時
代
後
期
か
ら
生
じ
て
い
た
。
内
親
王
と
の
恋
の
伝
承
も
、
そ
れ
ら

し
き
も
の
の
発
生
は
早
い
。
佐
藤
恒
雄
氏
の
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、『
後

深
草
天
皇
宸
記
』
の
文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
十
月
「
後
嵯
峨
院
御
幸
御

記
」
の
十
七
日
条
に
は
、
式
子
内
親
王
が
「
生
き
て
よ
も
あ
す
ま
で
人
は

（「
人
も
」
と
も
）
つ
ら
か
ら
じ
こ
の
夕
暮
を
と
は
ば
問
へ
か
し
」（『
新
古

今
和
歌
集
』
恋
歌
四
）
と
い
う
歌
を
、
後
鳥
羽
院
に
詠
進
す
る
前
に
定
家

に
送
っ
た
と
い
う
記
事
が
見
ら
れ
る
。
後
嵯
峨
院
が
西
園
寺
実
氏
か
ら
聞

い
た
話
で
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
西
園
寺
実
氏
は
定
家
か
ら
直
接
に
聞
い

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
定
家
が
没
し
た
時
、
実
氏
は
四
十
七
歳
。
妻
の
甥

で
継
嗣
為
家
の
従
兄
弟
で
あ
り
、
処
世
に
た
け
た
頼
り
が
い
の
あ
る
実
氏

に
、
定
家
が
そ
の
よ
う
な
話
を
し
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

　

問
題
は
、式
子
内
親
王
が
定
家
に
送
っ
た
「
生
き
て
よ
も
」
と
い
う
歌
が
、

恋
歌
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。『
新
古
今
和
歌
集
』
の
詞
書
に
よ
れ
ば
、

あ
る
百
首
歌
（
未
詳
）
の
な
か
の
一
首
で
あ
っ
た
と
い
う
。
け
れ
ど
も
内

親
王
は
、
百
首
歌
と
し
て
詠
進
す
る
前
に
定
家
に
送
っ
た
ら
し
い
の
で
あ

る
。
定
家
に
、
こ
の
歌
の
批
評
を
求
め
た
だ
け
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
あ

る
い
は
「
秘
儀
め
か
し
た
戯
れ
」
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
も
言
わ
れ

る
。
け
れ
ど
も
、
恋
歌
は
恋
歌
で
あ
る
。
こ
う
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
増
幅

さ
れ
て
、
あ
る
は
ず
も
な
い
恋
物
語
が
生
じ
て
い
っ
た
様
子
は
、
伊
藤
正

義
氏
の
『
謡
曲
雑
記
』（
和
泉
書
院
、
一
九
八
九
年
四
月
）
に
、
簡
潔
に

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。「
生
き
て
よ
も
」
と
い
う
歌
の
異
伝
と
見
ら
れ
る
、

「
な
が
ら
へ
て
あ
す
ま
で
人
は
つ
ら
か
ら
じ
此
夕
暮
に
と
わ
ば
と
へ
か
し
」

と
い
う
歌
を
内
親
王
が
定
家
に
贈
っ
た
と
伝
え
る
、『
源
氏
大
綱
』
と
い

う
書
物
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

  

『
源
氏
大
綱
』
は
禅
竹
の
時
代
に
は
成
立
し
、
禅
竹
が
読
ん
で
い
た
か

ど
う
か
は
と
も
か
く
、
そ
こ
に
記
さ
れ
る
式
子
内
親
王
と
定
家
と
の
恋
物

語
を
、禅
竹
が
見
聞
し
て
い
た
可
能
性
は
大
き
い
と
さ
れ
る
。『
源
氏
大
綱
』

に
よ
れ
ば
、
後
鳥
羽
院
の
勅
命
に
よ
っ
て
別
れ
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
時
、

定
家
は
「
せ
め
て
げ
に
今
ひ
と
た
び
の
あ
ふ
事
は
渡
ら
ん
川
や
し
る
べ
な

る
ら
ん
」と
い
う
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
。実
際
に
は
建
久
二
年（
一
一
九
一
）

六
月
、
九
条
良
経
に
命
じ
ら
れ
て
詠
ん
だ
伊
呂
波
四
十
七
首
の
う
ち
の
恋

歌
で
、
初
句
は
「
せ
め
て
思
ふ
」、
結
句
は
「
契
り
な
る
べ
き
」。
せ
め
て

も
う
一
度
逢
い
た
い
、
け
れ
ど
次
に
逢
え
る
の
は
手
を
た
ず
さ
え
て
三
途

の
川
を
わ
た
る
時
、
そ
れ
が
あ
な
た
と
わ
た
し
と
の
定
め
な
の
だ
ろ
う
か
。

定
家
の
自
撰
し
た
『
定
家
卿
百
番
自
歌
合
』
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

自
信
作
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
そ
の
後
、
四
辻
善
成
『
河
海
抄
』
の
真

木
柱
に
引
用
さ
れ
て
、
源
氏
物
語
注
釈
書
の
世
界
に
流
入
し
て
ゆ
く
。
し

か
し
、
内
親
王
と
定
家
と
の
恋
物
語
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
、
定
家

の
内
親
王
に
対
す
る
執
心
の
深
さ
を
あ
ら
わ
す
歌
に
変
貌
し
て
し
ま
っ
た
。

  

定
家
の
日
記
『
明
月
記
』
に
よ
る
と
、
定
家
が
初
め
て
式
子
内
親
王
の

御
所
に
参
上
し
た
の
は
、
治
承
五
年
（
一
一
八
一
）
正
月
三
日
の
こ
と
。

定
家
二
十
歳
の
春
、
内
親
王
は
三
十
三
歳
で
あ
っ
た
。
御
召
に
よ
っ
て
参

上
し
た
定
家
は
、
た
ち
こ
め
る
薫
物
の
香
り
に
陶
然
と
な
っ
た
。
父
の
俊

成
は
内
親
王
の
歌
の
師
で
あ
り
、
定
家
の
姉
二
人
が
内
親
王
に
仕
え
て
い

た
。
俊
成
と
共
に
同
年
九
月
二
十
七
日
に
伺
候
し
た
時
、
内
親
王
は
箏
を

弾
じ
て
い
た
。『
明
月
記
』
に
描
か
れ
る
内
親
王
の
姿
は
、
雅
び
な
貴
人
そ

の
も
の
で
あ
る
。
建
久
三
年
四
月
二
十
八
日
に
は
、
内
親
王
に
水
晶
の
数

珠
を
献
じ
て
も
い
る
。『
明
月
記
』
が
人
の
目
に
ふ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
見
ら
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
を
思

い
出
話
と
し
て
、
西
園
寺
実
氏
の
よ
う
な
身
近
な
人
物
に
、
晩
年
の
定
家

が
語
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
定
家
卿
、
も
し
や
噂

の
元
凶
は
あ
な
た
だ
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
?



  
謡
曲
「
定
家
」
の
詞
章
に
は
、
定
家
の
家
集
『
拾
遺
愚
草
』
の
歌
が
巧

み
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
時
雨
の
亭ち

ん

の
由
来
と
さ
れ
る
、「
時
雨
時

を
知
る
と
い
ふ
心
を
、
偽
り
の
な
き
世
な
り
け
り
神
無
月
た
が
ま
こ
と
よ

り
時し

ぐ雨
れ
そ
め
け
ん
」
と
い
う
歌
は
、『
拾
遺
愚
草
』
以
外
に
、『
続
後
拾

遺
和
歌
集
』
な
ど
に
よ
っ
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、「
そ
の

詞こ
と
が
き書

に
私
の
家
に
と
書
か
れ
た
れ
ば
」
と
い
う
こ
と
は
、『
拾
遺
愚
草
』

を
見
て
い
な
け
れ
ば
知
ら
れ
な
い
。
詞
書
の
下
に
小
さ
く
書
き
添
え
ら
れ

た
「
私
家
」
の
二
文
字
は
、
定
家
の
自
邸
で
の
歌
会
で
詠
ま
れ
た
こ
と
を

意
味
す
る
。『
漢
書
』
や
『
旧
唐
書
』
な
ど
の
漢
籍
に
由
来
す
る
語
で
、『
万

葉
集
』
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
私
家
集
で
は
『
拾
遺
愚
草
』

に
四
、五
例
み
ら
れ
、
定
家
の
独
特
な
用
語
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

  

「
あ
は
れ
知
れ
霜
よ
り
霜
に
朽
ち
果
て
て
世
々
に
ふ
り
に
し
山
あ
ゐ
の

袖
」（『
拾
遺
愚
草
』
第
四
句
「
四
代
に
ふ
り
ぬ
る
」）
と
い
う
歌
は
、『
拾

遺
愚
草
』
で
は
「
賀
茂
社
歌
、
社
頭
述
懐
」
と
い
う
詞
書
を
有
す
る
。
そ

の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
「
袖
の
涙
の
身
の
昔
、
憂
き
恋
せ
じ
と
禊
せ
し
、
賀

茂
の
斎い

つ
きの

宮
に
し
も
」
と
続
け
て
い
る
。
ま
た
、「
げ
に
や
、
歎
く
と
も

恋
ふ
と
も
逢
は
ん
道
や
な
き
き
み
葛
城
の
峰
の
雲
、と
詠
じ
け
ん
心
ま
で
」

は
、『
拾
遺
愚
草
』
で
は
第
五
句
「
峰
の
し
ら
雲
」。「
葛
城
」
か
ら
、
続

く
「
思
へ
ば
か
か
る
執
心
の
、
定
家
葛
と
身
は
な
り
て
」
の
「
葛
」
を
引

き
出
す
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
前
の
「
雲
の
通
ひ
路
絶
え
果
て
て
、
を
と

め
の
姿
と
ど
め
得
ぬ
」
と
も
、
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
こ
は
、『
百

人
一
首
』
に
も
収
め
ら
れ
る
「
天
つ
風
雲
の
通
ひ
路
ふ
き
と
ぢ
よ
乙
女
の

姿
し
ば
し
と
ど
め
ん
」（『
古
今
和
歌
集
』
雑
歌
上
）
と
い
う
、
僧
正
遍

昭
の
有
名
な
歌
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
五
節
の
舞
姫
を
見
て
詠
ん
だ
歌
だ
が
、

五
節
の
舞
は
、
天
武
天
皇
が
吉
野
宮
で
琴
を
奏
し
た
時
、
天
女
が
天
下
っ

て
舞
っ
た
こ
と
に
ち
な
む
と
伝
え
る
。
平
安
時
代
か
ら
の
伝
承
だ
が
、
中

世
の
古
今
和
歌
集
注
釈
書
な
ど
に
も
記
さ
れ
、広
く
知
ら
れ
て
い
た
。『
連

珠
合
璧
集
』
に
「
山
伏
ト
ア
ラ
バ
、  

苔
の
袖  

… 

か
つ
ら
ぎ
山  

吉
野
」

と
見
え
る
よ
う
に
、
吉
野
と
葛
城
と
は
修
験
の
山
と
し
て
並
び
称
さ
れ
て

も
い
る
。

  

「
心
の
奥
の
し
の
ぶ
山
」
は
、「
恋
ひ
わ
び
ぬ
心
の
奥
の
忍
山
露
も
時
雨

も
色
に
み
せ
じ
と
」
を
、「
い
や
い
づ
れ
と
も
定
め
な
き
、
時
雨
の
頃
の

年
々
な
れ
ば
」
は
、
あ
る
い
は
「
定
め
な
き
時
雨
の
雲
の
た
え
ま
か
な
さ

て
や
紅
葉
の
薄
く
濃
か
ら
ん
」
を
、
さ
ら
に
「
さ
ま
ざ
ま
な
り
し
情
け
の

末
、
花
も
紅
葉
も
散
り
ぢ
り
に
」
の
「
花
も
紅
葉
も
」
は
、
多
く
の
歌
に

見
え
る
句
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
三
夕
の
歌
と
し
て
有
名
な
「
見
渡
せ
ば
花

も
紅
葉
も
な
か
り
け
り
浦
の
と
ま
屋
の
秋
の
夕
暮
」
を
ふ
ま
え
た
表
現
と

見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。「
定
家
」
の
詞
章
は
、『
拾
遺
愚
草
』
の
歌
を
巧

み
に
織
り
込
み
な
が
ら
作
ら
れ
て
い
る
。

  

そ
れ
に
対
し
て
式
子
内
親
王
の
歌
は
、「
玉
の
緒
よ
」
と
い
う
一
首
が

引
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。『
新
古
今
和
歌
集
』
恋
歌
一
に
収
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
定
家
撰
と
さ
れ
て
い
た
『
百
人
一
首
』

の
歌
で
あ
る
こ
と
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
禅
竹
「
定
家
」
に
織
り
込

ま
れ
て
い
る
歌
は
、『
拾
遺
愚
草
』の
歌
を
除
く
と
、『
古
今
和
歌
集
』や『
伊

勢
物
語
』
の
歌
も
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
さ
き
の
僧
正
遍
昭
の
「
天
つ
風

…
」、
藤
原
敦
忠
の
「
逢
ひ
み
て
の
後
の
心
に
…
昔
は
も
の
を
思
は
ざ
り

け
り
」、
平
兼
盛
の
「
忍
ぶ
れ
ど
色
に
出
で
に
け
り
…
」
と
、『
百
人
一
首
』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
歌
が
多
い
。『
拾
遺
愚
草
』
の
歌
と
並
ん
で
『
百
人

一
首
』
の
歌
を
引
用
し
、詞
章
に
織
り
込
む
と
い
う
の
は
、禅
竹
が
「
定
家
」

を
作
る
に
あ
た
っ
て
の
戦
略
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
宗
祇
が
定
家
の

作
品
と
し
て
重
視
し
た
の
と
同
じ
く
、『
百
人
一
首
』
は
禅
竹
に
と
っ
て
も
、

『
拾
遺
愚
草
』
と
な
ら
ぶ
定
家
の
重
要
な
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
を
、「
定
家
」

の
詞
章
か
ら
読
み
解
き
得
る
よ
う
に
考
え
て
い
る
。




