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宮

蔓

茶

羅

の

成

立

行

徳、

真

良R

は
じ
め
に

実
景
絵
画
の
糸
譜

仏
教
浄
土
図
の
触
発

む
す
ぴ

は
じ
め
に

垂
迩
憂
茶
羅
と
よ
ば
れ
る
絵
画
は
、
本
地
垂
遮
思
想
に
も
と
づ
い
て
、
平
安
時
代
末
期
以
来
中
世
を
つ
う
じ
て
図
絵
さ
れ
た
礼
拝
画
で

あ
る
。
一
五

O
点
を
こ
え
る
現
存
作
品
の
図
様
を
概
観
す
る
と
、
仏
教
絵
画
の
影
響
を
明
瞭
に
し
め
す
も
の
が
あ
る
一
方
、
根
津
美
術
館

所
蔵
那
智
瀧
図
や
陽
明
文
庫
所
蔵
春
日
鹿
蔓
茶
羅
図
の
よ
う
に
、
仏
教
的
モ
チ
ー
フ
は
描
か
ず
、
自
に
み
え
る
現
実
の
対
象
を
克
明
に
描

写
す
る
こ
と
で
、
仏
教
絵
画
と
こ
と
な
る
垂
迩
画
の
特
色
を
、
象
徴
的
に
よ
く
表
現
す
る
作
品
も
あ
る
。
そ
の
両
者
の
間
に
あ
っ
て
、
神

社
の
社
頭
の
実
景
を
荘
厳
化
し
て
描
く
宮
憂
茶
羅
は
、
垂
迩
曇
茶
羅
の
特
性
を
も
っ
と
も
特
徴
的
に
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
存
作
品

四
九



五
0 

数
に
お
い
て
も
宮
呈
茶
羅
は
、
垂
迩
憂
茶
羅
全
体
の
な
か
で
約
半
数
を
し
め
て
い
る
。
そ
し
て
一
般
に
本
地
仏
量
茶
羅
や
嵐
長
茶
羅
と
称

さ
れ
る
作
品
群
の
図
様
の
実
質
も
、

っ
き
つ
め
る
と
宮
蔓
茶
羅
の
範
曙
に
包
摂
さ
れ
る
。
宮
憂
茶
羅
は
垂
迩
憂
茶
羅
の
中
心
で
あ
る
と
み

な
し
う
る
。

本
稿
は
こ
の
宮
受
茶
羅
の
成
立
に
関
す
る
、
絵
画
史
的
観
点
か
ら
の
試
論
で
あ
る
。
考
察
の
視
点
は
以
下
の
二
点
で
あ
る
。

一
つ
は
、

宮
憂
茶
羅
の
実
景
描
写
は
、
絵
画
史
上
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
性
格
の
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
。
二
つ
め
は
、
そ
の
実
景
に
ほ
ど

こ
さ
れ
た
荘
厳
は
、
仏
教
浄
土
図
の
触
発
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
対
象
と
す
る
時
代
は
、
絵
画
史
的
お
よ
び

信
仰
史
的
背
景
か
ら
み
て
、
鎌
倉
時
代
を
中
心
と
す
る
。
た
だ
し
取
り
扱
う
作
品
と
史
料
は
、
春
日
、
熊
野
、
日
吉
、
八
幡
の
各
社
に
お

よ
ぶ
た
め
、
徹
底
を
欠
く
お
そ
れ
は
否
め
な
い
が
、
垂
迩
画
の
個
別
作
品
研
究
の
基
礎
を
か
ん
が
え
る
こ
と
が
ま
ず
不
可
欠
で
あ
る
と
思
つ

て
い
る
。
作
品
と
史
料
の
豊
富
さ
に
よ
り
、
春
日
宮
憂
茶
羅
が
主
た
る
考
察
の
対
象
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

実
景
絵
画
の
系
譜

宮
蔓
茶
羅
は
、
特
定
の
神
社
の
社
頭
景
観
す
な
わ
ち
実
景
を
描
写
対
象
と
す
る
。
中
世
絵
画
史
の
な
か
で
、
宮
E

受
茶
羅
を
大
き
く
特
徴

づ
け
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
宮
受
茶
羅
に
お
け
る
実
景
表
現
は
、
勿
然
と
し
て
出
現
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
宮
憂
茶
羅
に

先
行
す
る
、
実
景
の
描
写
を
目
的
と
し
た
絵
画
の
系
譜
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
系
譜
と
宮
憂
茶
羅
と
の
比
較
検
討
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
実
景
絵
画
の
四
つ
の
系
譜
を
か
ん
が
え
る
。
そ
れ
ら
と
の
比
較
検
討
を
通
し
て
、
宮
受
茶
羅
の
実
景
表
現
の
特
徴
と
意
義
が

あ
き
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
奈
良
時
代
よ
り
み
ら
れ
る
、
実
景
を
描
い
た
絵
画
は
、
実
用
的
目
的
を
以
て
制
作
さ
れ
た
古
絵
図
類
で
あ
る
。
こ
れ
を
第
一
の
系

譜
と
し
て
と
り
あ
げ
た
い
。
古
絵
図
と
い
う
分
類
に
ふ
く
ま
れ
る
絵
画
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
る
が
、
社
寺
領
の
四
至
の
腸
示
を
明
示
す

る
た
め
に
実
際
の
景
観
を
描
い
た
、
社
寺
領
腸
示
絵
図
な
ど
が
と
く
に
問
題
と
な
る
（
1

）

O

奈
良
時
代
人
世
紀
に
制
作
さ
れ
た
正
倉
院
の



東
大
寺
山
堺
四
至
図
は
、
そ
の
も
っ
と
も
古
い
例
で
あ
る
。
三
笠
山
麓
の
四
角
い
枠
内
に
は
「
神
地
」
の
墨
書
が
あ
り
、
神
祇
の
祭
杷
区

域
が
明
示
さ
れ
て
い
る
（
2
E

以
後
も
多
く
の
古
絵
図
が
現
存
す
る
が
、
鎌
倉
時
代
の
作
品
と
し
て
、
建
永
二
年
（
一
二

O
七
）
の
嵯
峨
舎
那
院
御
領
絵
図
や
、
天
福

二
年
（
一
二
三
四
）

の
出
雲
神
社
社
領
勝
示
絵
図
な
ど
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
そ
の
領
地
の
四
至
を
し
め
す
た
め
に
、
寺
社

の
境
内
の
み
で
な
く
、
周
囲
の
自
然
景
観
も
ま
た
描
写
し
、
風
景
表
現
が
画
面
の
多
く
を
占
め
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
表
現
を
み
る
と
、

彩
色
は
淡
彩
で
、
樹
木
や
山
肌
の
描
写
は
、
実
用
的
目
的
に
か
な
う
程
度
の
簡
素
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
中
に
は
、
中
世
の
風
景
表
現

の
展
開
と
ふ
か
く
係
わ
る
作
品
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
文
永
十
年
二
二
七
三
）

の
春
日
若
宮
影
向
図
や
正
安
二
年
（
二
ニ

O
O）
の
湯

木
美
術
館
本
春
日
宮
憂
茶
羅
図
に
お
い
て
は
、
三
笠
山
の
輪
郭
の
内
側
が
種
々
の
樹
木
で
埋
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
山
容
表
現
の
先
脱
は
、

の
高
山
寺
寺
領
腸
示
絵
図
の
、
山
肌
に
鍍
法
を
用
い
ず
樹
木
を
隙
な
く
描

き
つ
め
る
表
現
形
式
に
も
と
め
ら
れ
る
（
3
）
。
し
か
し
制
作
目
的
が
規
定
す
る
簡
略
な
描
法
に
よ
る
素
朴
な
画
趣
は
、
技
巧
を
つ
く
す
着

中
島
博
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
寛
喜
二
年
（
一
二
三

O
）

彩
画
に
み
る
風
景
表
現
と
は
大
き
く
へ
だ
た
る
所
が
あ
る
。
と
く
に
社
領
腸
示
絵
図
に
関
し
て
言
う
と
、
社
頭
の
景
を
描
写
す
る
点
は
宮

旦
受
茶
羅
と
共
通
し
て
い
る
が
、
神
が
鎮
ま
る
土
地
と
し
て
の
聖
域
性
を
表
現
す
る
趣
向
は
、
明
確
に
は
見
出
し
が
た
い
。

つ
ま
り
古
絵
図

類
に
は
、
社
頭
の
景
を
荘
厳
化
し
て
描
く
意
識
と
技
術
は
欠
如
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
古
絵
図
と
対
比
す
る
と
き
宮
憂
茶
羅
に
は
、
参
道

や
諸
殿
舎
な
ど
を
、
実
景
で
あ
る
と
の
認
識
を
そ
こ
な
わ
な
い
範
囲
内
で
、
実
際
と
は
変
更
を
く
わ
え
て
整
然
と
配
す
る
と
い
う
特
徴
が

あ
る
。
礼
拝
画
と
し
て
観
照
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
、
と
と
の
っ
た
画
面
構
成
を
宮
憂
茶
羅
は
求
め
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

宮憂茶羅の成立

つ
ぎ
に
、
古
絵
図
に
つ
づ
い
て
第
二
の
系
譜
と
し
て
、
名
所
絵
を
問
題
に
し
た
い
。
家
永
三
郎
氏
、
千
野
香
織
氏
ら
に
よ
る
す
ぐ
れ
た

研
究
に
し
た
が
い
（
土
、
平
安
時
代
の
名
所
絵
の
特
徴
を
述
べ
る
と
、
名
所
絵
は
名
所
の
名
を
詠
み
こ
ん
だ
和
歌
と
共
に
鑑
賞
さ
れ
る
絵

画
で
あ
り
、
そ
の
画
面
と
名
所
和
歌
と
を
結
び
つ
け
る
も
の
は
、
特
定
の
土
地
と
結
び
つ
い
た
景
物
や
景
観
、
す
な
わ
ち
歌
枕
で
あ
る
。

当
時
の
名
所
歌
枕
と
は
、
千
野
氏
に
よ
れ
ば
、

「
和
歌
表
現
の
た
め
の
存
在
で
あ
り
、
現
実
の
土
地
と
は
ほ
と
ん
ど
無
関
係
で
あ
っ
た
と

五



五

言
っ
て
よ
い
（
5
）
」
も
の
で
あ
り
、
名
所
絵
に
要
求
さ
れ
る
内
容
は
「
名
所
の
名
と
結
合
し
た
特
定
の
イ
メ
ー
ジ
」
、

「
特
定
の
景
趣
」

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
歌
枕
を
通
し
て
土
地
の
名
を
了
解
し
あ
う
「
見
立
て
」
が
図
様
形
成
の
原
理
で
あ
り
、
そ
の
歌
枕
す
な
わ
ち
特
定
の

景
物
や
景
観
の
描
写
は
、
伝
承
さ
れ
て
き
た
絵
様
に
も
と
づ
く
も
の
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
本
来
名
所
絵
は
、
実
景
そ
の
も
の
と
は
関
係

の
う
す
い
、
観
念
的
性
格
の
つ
よ
い
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
承
元
元
年
（
一
二

O
七
）
の
後
鳥
羽
院
の
最
勝
四
天
王
院
の
障
子
絵
制
作
に
お
い
て
、
上
述
の
名
所
絵
の
性
格
に
変
化
が

生
じ
る
。
度
々
論
じ
ら
れ
る
周
知
の
事
例
だ
が
、
概
略
を
「
明
月
記
」
（
史
互
に
よ
っ
て
述
べ
る
と
、
こ
の
と
き
の
絵
師
の
一
人
兼
康
は
、

絵
様
な
ど
に
よ
っ
て
は
名
所
は
描
き
が
た
い
、
明
石
、
須
磨
は
遠
く
な
い
の
で
現
地
へ
赴
い
て
実
景
を
見
て
絵
様
を
書
き
た
い
と
い
う
希

望
を
、
こ
の
障
子
絵
制
作
を
指
揮
し
た
藤
原
定
家
に
申
出
る
。
定
家
は
許
し
て
、
兼
康
を
現
地
へ
向
わ
せ
る
。
こ
の
と
き
定
家
は
、
「
尤

可
恐
縦
穆
」
と
い
っ
た
。
名
所
絵
は
実
景
と
し
て
描
か
れ
る
べ
き
だ
と
か
ん
が
え
る
定
家
の
意
向
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
実
景

と
は
関
係
の
希
薄
で
あ
っ
た
名
所
絵
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
制
作
の
過
程
で
、
実
景
を
見
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。

千
野
氏
が
「
兼
康
の
申
し
出
は
、
む
し
ろ
逆
に
、
伝
々
説
に
よ
っ
て
絵
を
描
く
こ
と
が
当
然
で
あ
り
、
自
然
で
あ
っ
た
一
般
的
状
況
を

示
す
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
（
旦
、
こ
の
と
き
兼
康
が
描
い
た
明
石
・
須
磨
の
景
が
、
伝
々
説
に
も
と

づ
い
て
描
か
れ
た
他
の
名
所
絵
と
、
ど
の
程
度
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
景
を
ふ
ま
え
て
描
く
と
い
う
制

作
態
度
は
、
見
立
て
を
伝
統
と
し
て
き
た
上
代
の
態
度
と
比
較
す
る
と
、
新
し
い
時
代
の
志
向
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

つ
ま
り
鎌
倉
時
代
初
期
、
名
所
絵
に
お
い
て
実
景
描
写
の
意
識
が
胎
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
名
所
絵
と
関
連
し
て
、
宮
憂
茶
羅
の
祖
型
と
な
っ
た
一
群
の
社
頭
図
が
、
第
一
一
一
の
系
譜
を
形
成
し
た
と
み
ら
れ
る
。
春
日
宮

憂
茶
羅
は
南
都
絵
所
で
描
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、
最
勝
四
天
王
院
の
名
所
絵
制
作
に
参
加
し
た
絵
師
の
一
人
に
、

の
ち
に
南
都
に
く
だ
っ
て
南
都
絵
所
の
松
南
院
座
を
お
こ
し
た
尊
智
が
い
た
（
7
）O

こ
の
尊
智
が
、
先
述
の
兼
康
あ
る
い
は
定
家
の
意
向

に
触
れ
て
い
た
こ
と
は
当
然
想
像
さ
れ
る
。
春
日
宮
蔓
茶
羅
の
祖
型
と
み
な
し
う
る
図
絵
は
、
「
玉
葉
」
寿
永
三
年
（
一
一
八
四
）

の
記



宮受茶羅の成立

事
に
、
「
図
絵
春
日
御
社
」
と
初
見
し
て
い
る
（
史
2
）
。
絵
仏
師
尊
智
の
存
在
を
か
ん
が
え
る
と
、
濫
鱒
期
の
春
日
宮
憂
茶
羅
の
制
作
に
、

「
尤
可
恐
枇
穆
」
と
い
う
絵
画
思
潮
が
影
響
を
あ
た
え
て
い
た
と
想
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。

さ
ら
に
名
所
絵
の
伝
統
と
宮
憂
茶
羅
と
の
係
わ
り
を
示
唆
す
る
興
味
ぶ
か
い
史
料
も
あ
る
。
「
維
摩
会
井
東
寺
濯
頂
記
」
養
和
元
年

（
一
一
八
一
）

の
記
事
に
（
8
）、

予
私
相
語
絵
師
、
奉
書
始
三
笠
山
井
南
円
堂
形
像
、
為
本
尊
、
常
為
奉
謄
礼
也
。

（
傍
点
筆
者
）

と
あ
る
。
春
日
受
茶
羅
の
初
見
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
記
事
で
あ
る
。
そ
の
図
様
は
、
多
く
の
春
日
長
茶
羅
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
画
面
上
部

に
三
笠
山
、
月
輪
な
ど
を
配
す
る
も
の
で
、
そ
の
下
方
に
輿
福
寺
南
円
堂
本
尊
の
不
空
穎
索
観
音
像
を
描
い
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
（
9
）。

三
笠
山
と
い
う
春
日
社
を
象
徴
す
る
景
観
を
描
く
こ
と
で
、
春
日
社
の
社
頭
で
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
、
見
立
て
の
論
理
に
も
と
づ
い

た
図
様
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
図
様
の
実
質
は
、
宮
憂
茶
羅
と
も
み
な
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
春
日
受
茶
羅
の
最
初
期
に
、
名
所
絵
の
見

立
て
の
伝
統
に
立
脚
す
る
図
様
を
も
っ
作
品
が
制
作
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
濫
鰭
期
の
春
日
長
茶
羅
が
、
そ
の
頃
の
名
所
絵
と
深
い
関

係
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
尊
智
と
い
う
絵
仏
師
の
存
在
も
か
ん
が
え
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
繰
り
返
し
に

な
る
が
、
「
尤
可
恐
枇
穆
」
の
意
識
が
、
そ
の
濫
緩
期
の
春
日
宮
蔓
茶
羅
に
も
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
充
分
に
推

測
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
「
尤
可
恐
枇
穆
」
と
い
う
定
家
の
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
鎌
倉
時
代
初
期
の
実
景
へ
の
志
向
は
、
春
日
宮
憂
茶
羅
に
お
い
て
の
み

み
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
熊
野
宮
受
茶
羅
の
事
例
を
つ
ぎ
に
検
討
し
た
い
。
熊
野
宮
蔓
茶
羅
と
み
な
し
う
る
図
絵
の
文
献

上
の
初
見
は
、
「
後
鳥
羽
院
震
記
」
建
保
二
年
（
一
一
一
一
四
）
の
記
事
で
あ
る
主
主
。

四
月
八
日
、
壬
寅
天
晴
、
：
・
今
日
熊
野
三
御
山
御
宝
殿
並
御
正
体
等
令
図
絵
之
、
：
・
廻
廊
以
下
悉
模
之
、

一
無
違
之
、

毎
月
十
八
日
の
奉
拝
の
た
め
に
、
熊
野
三
山
の
景
観
と
社
殿
と
を
精
密
に
描
写
し
、
こ
れ
に
本
地
仏
を
描
き
添
え
た
画
図
を
図
絵
さ
せ

て
い
る
。
と
り
わ
け
「
廻
廊
以
下
悉
模
之
、

一
無
違
之
」
と
い
う
図
様
の
記
述
は
、

一二

O
七
年
の
定
家
の
「
尤
可
恐
紘
謬
」
と
い
う
言

五



二
五
四

葉
と
対
応
し
て
い
る
。
先
の
最
勝
四
天
王
院
が
後
鳥
羽
院
の
勅
願
寺
で
あ
っ
た
こ
と
も
か
ん
が
え
あ
わ
せ
る
と
、
こ
の
ふ
た
つ
の
記
録
は
、

当
時
の
絵
画
制
作
の
中
心
と
な
っ
た
ひ
と
び
と
に
お
け
る
実
景
描
写
へ
の
傾
斜
を
明
示
し
て
い
て
、
軌
を
一
つ
に
し
て
い
る
。

さ
ら
に
石
清
水
八
幡
宮
の
場
合
を
み
る
と
、
嘉
禄
元
年
（
一
二
二
五
）
の
「
法
印
宗
清
勧
進
帳
」
（
史
5
）
の
な
か
に
、

御
山
乃
図
一
鋪

件
の
図
は
、
あ
し
た
ゆ
ふ
べ
に
和
光
の
月
を
も
、
ら
い
は
ゐ
し
た
て
ま
つ
り
、
ゐ
て
も
ふ
し
て
も
す
い
じ
ゃ
く
の
つ
ゆ
を
な
が
め
ん

が
た
め
、
青
巌
の
い
き
お
ひ
を
う
つ
し
て
紫
庭
の
か
た
ち
を
か
き
た
て
ま
つ
ら
む
と
す

と
あ
る
。
の
ち
に
石
清
水
八
幡
宮
憂
茶
羅
の
定
型
は
、
「
貞
和
感
得
乃
図
」
と
よ
ば
れ
流
布
す
る
が
、
宮
地
直
一
氏
は
、
こ
の
宗
清
の
発

願
し
た
御
山
乃
図
が
そ
の
祖
型
と
な
っ
た
可
能
性
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
五
）
。
春
日
、
熊
野
と
な
ら
ん
で
石
清
水
八
幡
に
お
い
て
も
、
社

頭
と
そ
の
周
囲
の
風
景
を
描
い
た
、
宮
島
文
茶
羅
の
祖
型
と
み
な
し
う
る
図
絵
が
、
お
な
じ
く
鎌
倉
時
代
の
初
期
に
発
生
し
て
い
る
。
鎌
倉

時
代
初
期
に
胎
動
し
た
実
景
描
写
へ
の
志
向
が
、
寿
永
三
年
（
一
一
八
四
）

の
「
図
絵
春
日
御
社
」
、
建
保
二
年
（
一
二
一
四
）

の
「
熊

野
三
御
山
御
宝
殿
並
御
正
体
」
、
さ
ら
に
嘉
禄
元
年
（
一
二
二
五
）

の
「
御
山
乃
図
」
に
つ
い
て
の
記
録
が
し
め
す
よ
う
に
、
宮
憂
茶
羅

の
母
胎
と
い
う
べ
き
一
群
の
絵
画
に
反
映
し
て
い
る
事
情
が
わ
か
る
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
お
も
に
風
景
表
現
の
面
か
ら
、
宮
憂
茶
羅
の
実
景
描
写
の
成
立
に
つ
い
て
か
ん
が
え
て
き
た
わ
け
だ
が
、
社
頭
の
景

の
絵
画
化
に
お
い
て
は
社
殿
の
描
写
も
ま
た
重
要
で
あ
る
。
社
殿
は
神
の
鎮
座
を
象
徴
す
る
モ
チ
ー
フ
だ
か
ら
で
あ
る
。
社
主
寸
の
建
築
を

描
写
す
る
絵
画
作
品
と
し
て
は
、
お
も
に
各
種
の
社
寺
緑
起
絵
巻
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
な
か
で
も
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
完
成
の

一
遍
聖
絵
は
、
社
寺
建
築
の
描
写
に
お
い
て
画
期
的
な
成
果
を
し
め
し
て
い
る
。
佐
々
木
剛
三
氏
は
、

て
い
る
百
万

つ
ぎ
の
よ
う
な
推
測
を
述
べ
ら
れ

一
遍
聖
絵
を
制
作
し
た
工
房
は
、
全
国
各
地
の
社
寺
の
実
情
を
描
い
た
粉
本
を
有
し
、
お
も
に
社
寺
蔓
茶
羅
の
制
作
に
携

わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
推
測
で
あ
る
。

一
遍
聖
絵
に
お
い
て
は
社
頭
の
景
と
同
様
、
寺
院
の
境
内
と
そ
の
周
囲
の
風
景
、

つ
ま
り
寺
頭
の
景
も
多
く
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



そ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
く
と
、
寺
頭
の
景
を
描
い
た
礼
拝
画
と
宮
蔓
茶
羅
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
。
社
頭
の
景
は
寺
頭
の
景
に
触
発

さ
れ
て
成
熟
し
た
と
も
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
実
景
絵
画
の
第
四
の
系
譜
と
し
て
、
寺
頭
の
景
を
描
く
絵
画
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。

寺
頭
の
景
を
一
幅
の
礼
拝
画
と
し
て
描
く
例
と
し
て
は
、
鎌
倉
時
代
末
期
制
作
の
大
和
文
華
館
所
蔵
笠
置
憂
茶
羅
図
が
あ
げ
ら
れ
る
。
摩

崖
仏
を
ふ
く
む
寺
頭
の
景
を
実
景
的
に
猶
い
て
い
る
。
宮
憂
茶
羅
に
た
い
し
て
寺
憂
茶
羅
と
よ
び
う
る
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
一
三
世
紀

後
半
に
お
け
る
寺
頭
の
景
の
成
立
を
し
め
す
興
味
ぶ
か
い
作
品
と
し
て
、
福
岡
市
博
物
館
所
蔵
の
弘
法
大
師
像
が
あ
る
。
弘
法
大
師
を
は

さ
ん
で
そ
の
上
下
の
区
画
に
、
古
様
な
技
法
に
よ
っ
て
、
高
野
山
の
寺
頭
の
景
を
実
景
的
に
描
写
し
て
い
る
。
こ
の
画
面
形
式
は
、
鎌
倉

時
代
末
期
の
金
剛
峯
寺
所
蔵
問
答
講
本
尊
図
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
問
答
講
本
尊
図
の
場
合
、
高
野
山
の
鎮
守
社
で
あ
る
天
野
社
の

社
頭
の
景
が
実
景
的
に
描
か
れ
て
お
り
（
担
、
そ
の
点
の
み
に
着
目
す
る
と
、
問
答
講
本
尊
図
は
一
種
の
宮
憂
茶
羅
と
と
ら
え
る
こ
と
も

で
き
る
。
そ
の
先
醗
と
な
っ
て
い
る
の
が
、

一
三
世
紀
の
弘
法
大
師
像
で
あ
る
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
寺
憂
茶
羅
と
い
う
言
葉
は
、
大
乗

院
尋
尊
の
「
本
尊
目
六
」
に
「
三
井
寺
万
多
ラ
一
鋪
」
と
み
え
て
い
る
（
史
6

）

O

こ
う
し
た
寺
憂
茶
羅
と
よ
び
う
る
絵
画
が
、

い
つ
ご
ろ
か

ら
制
作
さ
れ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
た
と
え
ば
治
承
二
年
（
一
一
七
八
）

に
は
絵
仏
師
頼
源
が
、
九
条
兼
実
の
た
め
に
三
井
寺
御
幸
供
養

の
絵
様
を
か
い
て
い
る
。
ま
た
高
野
山
水
扉
風
の
例
も
想
起
さ
れ
る
。

つ
ま
り
宮
憂
茶
羅
と
な
ら
ん
で
、
寺
頭
の
景
を
実
景
描
写
す
る
寺

憂
茶
羅
的
な
一
群
の
絵
画
の
存
在
が
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
先
に
最
勝
四
天
王
院
の
障
子
絵
制
作
に
際
し
て
、
定
家
と
兼
康
の
実
景
描
写
へ

の
志
向
に
尊
智
が
ふ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
述
べ
た
が
、

「
本
尊
目
六
」
の
三
井
寺
憂
茶
羅
図
の
筆
者
と
し
て
、
こ
の
尊
智
が
あ
て
ら
れ

て
い
る
こ
と
も
、
社
頭
図
と
寺
頭
図
の
関
連
を
示
唆
す
る
よ
う
に
思
え
て
興
味
ぶ
か
い
。
礼
拝
画
に
お
け
る
実
景
へ
の
志
向
は
、
宮
目
安
茶

宮長茶羅の成立

羅
の
み
に
み
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
上
代
の
古
絵
図
に
お
い
て
潜
在
し
、
鎌
倉
時
代
初
期
に
顕
在
化
し
た
実
景
描
写
へ
の
志
向
を
基
盤
と
す
る
宮

受
茶
羅
は
、
以
後
実
景
を
写
す
礼
拝
画
と
し
て
、
寺
蔓
茶
羅
な
ど
と
も
関
連
し
つ
つ
、
固
有
の
表
現
の
形
成
へ
と
む
か
う
。
そ
し
て
鎌
倉

時
代
後
期
、
少
な
く
と
も
正
安
二
年
（
二
ニ

O
O）
の
大
阪
・
湯
木
美
術
館
本
春
日
宮
憂
茶
羅
図
の
よ
う
な
、
宮
蔓
茶
羅
の
定
型
と
な
る

二
五
五



二
五
六

作
品
と
な
っ
て
結
実
す
る
。
し
か
し
そ
の
固
有
性
が
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
点
は
、
実
景
を
荘
厳
化
し
て
描
く
点
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で

章
を
あ
ら
た
め
て
、

つ
ぎ
に
こ
の
荘
厳
と
い
う
特
徴
に
つ
い
て
か
ん
が
え
る
こ
と
と
す
る
。

仏
教
浄
土
図
の
触
発

前
章
に
お
い
て
、
宮
憂
茶
羅
成
立
の
重
要
な
基
盤
と
し
て
、
鎌
倉
時
代
初
期
に
お
け
る
実
景
へ
の
志
向
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
し

か
し
宮
長
茶
羅
は
礼
拝
画
で
あ
り
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
社
頭
の
景
は
神
々
の
鎮
ま
る
神
域
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
宮
受
茶
羅
の
成
立
は
、

実
景
描
写
と
い
う
側
面
の
み
で
は
語
り
え
な
い
要
素
、
す
な
わ
ち
理
想
の
地
と
し
て
の
神
域
の
神
々
し
き
を
い
か
に
絵
固
化
す
る
か
と
い

う
課
題
を
内
包
し
て
い
た
。
そ
の
絵
画
化
に
あ
た
っ
て
大
い
に
影
響
を
あ
た
え
た
の
は
、
仏
教
浄
土
図
で
あ
っ
た
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。

そ
の
様
相
を
作
品
に
も
と
づ
い
て
具
体
的
に
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

仏
教
絵
画
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
多
く
の
浄
土
図
に
お
い
て
、
唐
代
絵
画
に
み
る
よ
う
に
理
想
の
地
と
し
て
浄
土
を
描
く
伝
統
が
古
く

か
ら
あ
っ
た
。
奈
良
時
代
八
世
紀
の
ボ
ス
ト
ン
美
術
館
所
蔵
霊
山
説
法
図
で
は
、
浄
土
が
奥
深
い
広
大
な
風
景
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
た

だ
し
こ
の
場
合
の
風
景
は
、
現
世
の
特
定
の
土
地
を
実
景
と
し
て
描
写
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
以
後
多
く
制
作
さ
れ
た
西
方
浄
土
変

に
お
け
る
極
楽
浄
土
の
情
景
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
少
な
く
と
も
一
二
世
紀
後
半

か
ら
一
三
世
紀
に
お
い
て
、
神
と
仏
の
習
合
し
た
絵
画
が
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
に
み
え
（
史
！
？
7
）
、
し
か
も
そ
の
一
部
に
、
浄

土
思
想
と
結
び
つ
い
た
も
の
の
あ
っ
た
こ
と
が
現
存
す
る
作
品
よ
り
推
察
で
き
る
。

ま
ず
来
迎
図
の
形
式
に
の
っ
と
っ
た
も
の
と
し
て
、
鎌
倉
時
代
一
四
世
紀
制
作
の
大
英
博
物
館
所
蔵
地
蔵
菩
藍
来
迎
図
が
あ
げ
ら
れ
る
。

そ
の
画
面
上
方
に
三
笠
山
と
春
日
社
の
本
地
仏
五
体
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
の
地
蔵
菩
薩
は
春
日
社
第
三
殿
の
本
地
仏
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
山
越
阿
弥
陀
図
の
形
式
に
の
っ
と
っ
た
も
の
と
し
て
、
お
な
じ
く
鎌
倉
時
代
一
四
世
紀
の
京
都
・
檀
王
法
林

寺
所
蔵
熊
野
権
現
影
向
図
が
あ
る
。
こ
れ
は
熊
野
本
宮
証
誠
殿
の
祭
神
の
家
津
御
子
神
が
、
そ
の
本
地
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
の
姿
で
影
向
す



る
様
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
鎌
倉
時
代
一
四
世
紀
の
長
谷
寺
能
満
院
所
蔵
の
春
日
浄
土
蔓
茶
羅
図
に
お
い
て
は
、
春
日
社
の
社

頭
の
景
の
上
方
に
、
西
方
浄
土
変
に
通
例
の
形
式
で
極
楽
浄
土
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
す
べ
て
一
回
世
紀
の
も
の
で
あ
る

が
、
お
そ
ら
く
そ
の
源
流
が
二
二
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
も
あ
る
こ
と
は
、
表
現
に
す
で
に
模
写
に
よ
る
形
式
化
し
た
点
が
み
と
め
ら

れ
る
こ
と
か
ら
想
定
で
き
る
。

こ
の
能
満
院
所
蔵
の
春
日
浄
土
目
安
茶
羅
図
に
お
い
て
は
、
浄
土
の
五
尊
に
春
日
社
お
よ
び
若
宮
社
の
本
地
仏
五
体
を
あ
て
て
い
る
。
そ

し
て
春
日
社
第
三
殿
の
本
地
仏
で
あ
る
地
蔵
菩
睦
が
、
社
殿
か
ら
た
ち
の
ぼ
る
飛
雲
に
の
っ
て
、
往
生
者
を
浄
土
へ
と
引
導
し
て
い
る
五
）
。

「
除
貧
苦
令
得
富
楽
、
然
後
暫
送
垂
迩
之
本
園
、
生
貴
家
令
飛
花
軒
、
終
迎
本
地
之
浄
土
、
遊
宮
殿
令
坐
蓮
台
（
史
9
）
」
と
い
う
記
述
の
よ

う
に
、
こ
こ
で
の
春
日
社
の
実
景
は
、
社
頭
を
、
現
世
と
極
楽
浄
土
と
を
媒
介
す
る
、
此
岸
の
浄
土
と
観
じ
る
信
仰
に
も
と
づ
い
て
描
か

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
社
頭
即
浄
土
観
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
本
図
に
み
ら
れ
る
実
景
に
よ
る
春
日
浄
土
は
、
同
時
代
の

多
く
の
宮
憂
茶
羅
に
お
け
る
社
頭
の
景
と
共
通
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
う
し
た
実
景
表
現
の
な
か
の

極
楽
浄
土
に
描
か
れ
て
い
る
洲
浜
形
の
舞
台
表
現
は
、
京
都
・
清
涼
寺
所
蔵
の
迎
接
曇
茶
羅
図
ゃ
、
東
京
・
中
村
庸
一
郎
氏
所
蔵
の
阿
弥

陀
浄
土
憂
茶
羅
図
な
ど
と
共
通
す
る
、
和
様
化
さ
れ
た
浄
土
表
現
で
あ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

そ
う
し
た
記
録
と
作
品
か
ら
み
て
以
下
の
こ
と
が
い
え
る
。
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
神
と
仏
の
習
合
し
た
絵
画
が
制

作
さ
れ
、
そ
の
な
か
に
は
浄
土
思
想
と
ふ
か
く
結
び
つ
い
た
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
し
て
浄
土
図
と
垂
迩
画
の
表
現
形
式
に
は
、

そ
れ
ら
の
事
例
で
み
る
か
ぎ
り
、
共
通
す
る
面
が
多
か
っ
た
。
こ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
、
神
々
の
社
頭
を
仏
の
浄
土
で
も
あ
る
と
す
る

宮受茶羅の成立

絵
画
、
す
な
わ
ち
宮
憂
茶
羅
の
祖
型
と
な
る
一
群
の
社
頭
図
が
成
立
し
て
い
た
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
重
要
な

契
機
と
な
っ
た
社
頭
即
浄
土
観
が
形
成
さ
れ
る
背
景
に
つ
い
て
、

つ
ぎ
に
か
ん
が
え
て
み
る
。

こ
の
社
頭
即
浄
土
観
の
形
成
の
ひ
と
つ
の
素
地
は
、
平
安
朝
貴
族
の
浄
土
信
仰
の
あ
り
方
に
求
め
ら
れ
る
。
藤
原
道
長
の
法
成
寺
無
量

寿
院
、
頼
通
の
平
等
院
鳳
嵐
堂
に
は
じ
ま
る
阿
弥
陀
堂
の
建
立
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
そ
の
偉
観
は
、
道
長
の
無
量
寿
院
に
つ
い
て
は

五
七



二
五
人

「
大
鏡
」
に
「
極
楽
浄
土
の
こ
の
よ
に
あ
ら
は
れ
け
る
と
み
え
た
り
五
｝
」
と
記
さ
れ
、
頼
通
の
鳳
風
堂
に
つ
い
て
は
、
「
扶
桑
略
記
」
に

「
愛
造
弥
陀
如
来
之
像
。
移
極
楽
世
界
之
儀
（
時
）
」
と
費
え
ら
れ
た
よ
う
に
、
荘
厳
な
極
楽
浄
土
の
有
様
を
、
現
実
に
あ
る
か
た
ち
に
お

い
て
観
ょ
う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
阿
弥
陀
堂
に
お
け
る
観
想
修
行
を
通
し
て
、
浄
土
往
生
を
果
た
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
現
実

の
社
寺
を
浄
土
と
見
立
て
て
参
詣
す
る
種
々
の
も
の
詣
で
も
ま
た
、
観
想
的
性
格
の
つ
よ
か
っ
た
平
安
朝
貴
族
の
浄
土
信
仰
の
所
産
で
あ

る
。
連
日
出
典
氏
は
一

O
世
紀
以
降
の
平
安
朝
貴
族
の
浄
土
信
仰
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
た
五
古
都
に
お
い
て
は
、
人

工
的
に
つ
く
り
あ
げ
た
浄
土
た
る
浄
土
教
寺
院
の
な
か
に
、
あ
ら
ゆ
る
信
仰
要
素
を
集
約
さ
せ
て
、
観
想
を
中
心
と
し
た
浄
土
信
仰
に
主

点
を
お
い
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
自
然
の
山
野
に
諸
仏
菩
薩
の
浄
土
を
求
め
て
、
盛
ん
に
も
の
詣
で
を
行
な
っ
た
。
達
氏
の
指
摘
さ
れ
た

こ
う
し
た
浄
土
信
仰
の
伝
統
が
、
神
社
の
社
頭
を
浄
土
と
観
じ
る
信
仰
態
度
の
形
成
に
と
っ
て
、
重
要
な
素
地
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
社
頭
即
浄
土
観
は
、
鎌
倉
時
代
初
期
、

一
三
世
紀
初
頭
に
い
た
っ
て
、

一
層
明
確
な
内
容
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
春
日

に
お
け
る
社
頭
即
浄
土
観
が
、
明
恵
と
貞
慶
の
春
日
信
仰
に
多
く
を
負
っ
て
成
立
す
る
。
明
恵
は
永
年
の
願
い
で
あ
っ
た
天
竺
の
巡
礼
を
、

建
仁
三
年
（
一
二

O
三
）
の
春
日
明
神
の
託
宣
に
よ
っ
て
思
い
と
ど
ま
り
、
そ
の
託
宣
に
し
た
が
い
春
日
社
に
詣
で
る
。
そ
の
と
き
の
様

子
が
「
高
山
寺
明
恵
上
人
行
状
百
）
」
に
記
さ
れ
る
。

詣
社
壇
、
坐
宝
前
之
問
、
欽
然
睡
眠
、
如
不
弁
前
後
、
同
法
佐
之
、
彼
熟
眠
問
、
社
壇
忽
変
、
成
霊
鷲
山
、
本
師
尺
尊
井
諸
大
谷
属
、

柄
然
而
現
夢
中
、
悲
喜
相
交
陪
仰
礼
拝
、
（
傍
点
筆
者
）

春
日
社
の
社
頭
が
霊
鷲
山
に
変
ず
る
様
を
、
明
恵
は
夢
中
に
感
得
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
春
日
社
第
一
殿
の
本
池
仏
を
釈
迦
と
す
る

信
仰
に
も
と
づ
く
認
識
で
、
同
警
に
さ
ら
に
、

此
明
神
者
、
是
五
濁
悪
世
之
教
主
、
釈
迦
如
来
垂
跡
也
、
誠
一
々
行
儀
皆
示
釈
尊
権
化
之
縁
、
凡
大
明
神
御
降
臨
事
、
末
代
奇
異
我
国

勝
事
也

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
第
一
殿
釈
迦
説
は
、
貞
慶
の
「
別
願
講
式
五
）
」
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
明
恵
と
貞
慶
に
お
け
る
春
日
信



仰
は
、
「
春
日
神
H
釈
迦
仏
と
の
本
地
垂
迩
的
釈
迦
信
仰
五
）
」
と
い
う
共
通
し
た
性
格
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
貞
慶
の
春
日
信
仰
に

つ
い
て
は
、
，
川
村
知
行
氏
に
よ
る
考
察
が
あ
る
五
｝
O

貞
慶
は
、
春
日
明
神
は
仏
菩
藍
の
権
化
神
で
あ
り
国
土
に
あ
っ
て
利
益
を
ほ
ど
こ

す
が
、
そ
の
本
地
は
仏
菩
薩
で
あ
る
か
ら
、
神
が
鎮
座
す
る
社
域
は
浄
土
で
あ
る
と
認
識
し
、
神
仏
二
重
の
救
済
を
主
張
し
た
、
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
平
安
朝
貴
族
の
浄
土
信
仰
に
潜
在
し
て
い
た
社
頭
即
浄
土
観
は
、
鎌
倉
時
代
の
初
頭
に
、
明
恵
、
貞
慶
と
い
う

傑
出
し
た
高
僧
に
お
い
て
春
日
社
則
釈
迦
浄
土
と
い
う
明
確
な
内
容
を
と
も
な
っ
て
顕
在
化
し
た
の
で
あ
る
。

さ
き
に
浄
土
図
と
垂
迩
画
の
表
現
形
式
は
、
元
来
共
通
す
る
面
の
多
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
が
‘
以
上
み
て
き
た
鎌
倉
時
代
初
期
に
お

け
る
社
頭
郎
浄
土
観
の
成
立
と
い
う
背
景
の
も
と
、
仏
教
浄
土
図
の
浄
土
が
、
社
頭
と
い
う
特
定
の
実
景
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

宮
品
交
茶
羅
と
い
う
特
定
の
、
つ
ま
り
荘
厳
さ
れ
る
実
景
と
い
う
表
現
形
式
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
つ
ま
り
宮
受
茶
羅
の

絵
画
史
的
形
成
と
は
、
鎌
倉
時
代
初
期
に
胎
動
し
た
実
景
描
写
へ
の
志
向
を
基
盤
と
し
て
、
仏
教
浄
土
図
の
介
在
を
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て

実
現
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
鎌
倉
時
代
初
期
に
お
け
る
絵
画
史
的
形
成
の
過
程
を
へ
て
、
宮
憂
茶
羅
は
そ
の
成
立
期
を
む
か
え
る
。

成
立
の
時
期
は
、
現
存
す
る
作
品
よ
り
み
て
一
三
世
紀
後
半
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
正
安
二
年
（
二
二

O
O）
制
作
の
大
阪
・
湯
木
美
術

館
本
春
日
宮
憂
茶
羅
図
で
定
型
に
い
た
っ
て
い
る
。
こ
の
宮
受
茶
羅
の
成
立
は
、

一
三
世
紀
後
半
に
お
け
る
社
頭
即
浄
土
観
の
成
熟
と
対

宮憂茶羅の成立

応
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
、
春
日
に
限
ら
ず
日
吉
、
熊
野
、
八
幡
に
お
い
て
も
、
社
頭
即
浄
土
観
が
定
型
的
な
内
容
を
と
も
な
っ

て
、
一
般
に
も
ひ
ろ
く
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
史
9
－

m－
u
x
n）
。
さ
ら
に
延
慶
二
年
（
二
ニ

O
九
）
の
春
日
権
現
験
記
絵
巻
に
「
社
壇

あ
に
浄
土
に
あ
ら
ず
や
亘
M
）
」
と
述
べ
ら
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、
宮
憂
茶
羅
も
そ
の
表
現
形
式
を
成
熟
さ
せ
て
い
っ

た
と
み
ら
れ
る
。
湯
木
美
術
館
本
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ
る
と
、
参
道
や
土
披
に
金
泥
を
掃
く
、
随
所
に
満
開
の
桜
樹
を
描
く
、
三
山

や
諸
殴
舎
お
よ
び
参
道
な
ど
の
種
々
の
モ
チ
ー
フ
を
、
美
的
に
整
然
と
と
と
の
え
て
配
す
る
、
な
ど
の
趣
向
を
凝
ら
し
て
、
社
頭
浄
土
と

し
て
観
照
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
荘
厳
に
つ
と
め
て
い
る
。
ま
た
こ
の
湯
木
美
術
館
本
は
、
春
日
宮
憂
茶
羅
全
体
の
な
か
で
も
重
要
な
位
置

五
九



ノ、。

一
二
世
紀
末
期
に
、
そ
の
祖
型
と
な
る
社
頭
図
の
制
作
が
開
始
さ
れ
た
春
日
宮
憂
茶
羅
は
、
定
型
に
い
た
ら
な
い
複
数
の
図

様
が
併
存
し
て
い
た
時
期
を
へ
て
、

を
し
め
る
。

一
三
世
紀
後
半
に
そ
の
定
型
が
成
立
し
た
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。

一三

O
O年
の
湯
木
美
術
館
本
は
、

約
四

O
点
に
お
よ
ぶ
春
日
宮
憂
茶
羅
の
現
存
作
品
の
な
か
で
、
定
型
成
立
時
の
図
様
と
す
ぐ
れ
た
絵
画
的
趣
向
を
典
型
的
に
し
め
し
て
い

る五｝。

一三

O
九
年
の
春
日
験
記
巻
四
に
「
世
の
中
に
ひ
ろ
ま
り
た
る
垂
跡
の
御
駄
の
憂
随
羅
（
史
碍
｝
」

と
み
え
、
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
の
「
花
園
天
皇
震
記
」
に
、
「
以
春
日
量
茶
羅
、
図
画
社
頭
之
気
色
、
以
是
号
呈
茶
羅
、
近
年
毎
人

所
持
物
也
豆
諸
）
」
と
記
さ
れ
て
い
て
、
少
な
く
と
も
一
四
世
紀
の
初
頭
に
は
、
受
茶
羅
と
い
う
名
称
が
定
着
し
、
図
絵
自
体
も
ひ
ろ
く
流

ま
た
、
受
茶
羅
と
い
う
名
称
自
体
も
、

布
し
て
い
た
状
況
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
一
一
一
一

O
O年
の
湯
木
美
術
館
本
の
時
点
で
、
受
茶
羅
と
い
う
名
称
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
定
型
的

な
図
様
が
す
で
に
成
立
し
て
い
る
。

そ
こ
で
こ
の
湯
木
美
術
館
本
と
、
定
型
成
立
以
前
の
図
様
を
と
ど
め
る
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
一
三
世
紀
制
作
の
根
津
美
術
館
本
を
く
ら

べ
て
み
る
と
、
両
者
に
は
重
要
な
相
違
点
が
あ
る
。
湯
木
美
術
館
本
に
み
ら
れ
た
景
観
の
荘
厳
化
が
、
根
津
美
術
館
本
に
は
み
ら
れ
な
い
。

土
披
な
ど
に
金
泥
を
掃
く
と
い
う
手
法
は
、
平
安
時
代
の
紺
紙
金
字
経
典
見
返
絵
以
来
、
風
景
の
装
飾
化
の
た
め
に
伝
統
的
に
用
い
ら
れ

て
き
た
手
法
だ
が
、
湯
木
美
術
館
本
に
限
ら
ず
、
大
和
文
華
館
所
蔵
の
山
王
宮
量
茶
羅
図
な
ど
を
は
じ
め
、

一
回
世
紀
以
降
の
多
く
の
宮

量
茶
羅
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
。
そ
れ
が
根
津
美
術
館
本
に
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
も
と
よ
り
垂
迩
画
の
領
域
に
限
っ

て
み
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
二
二
世
紀
の
東
大
寺
所
蔵
十
一
面
観
音
来
迎
図
に
お
い
て
、
浄
土
の
荘
厳
と
し
て
補
陀
落
山
の
山

容
表
現
に
こ
の
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
な
ど
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
社
頭
即
浄
土
観
の
成
熟
と
対
応
し
て
、
宮
憂
茶
羅
の
定
型
が
成

立
す
る
時
期
、
実
景
に
よ
る
社
頭
浄
土
は
荘
厳
を
も
と
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
湯
木
美
術
館
本
の
よ
う
な
成
立
期
の
宮
憂
茶
羅
は
、
現
実
の
対
象
を
写
す
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
対
象
を
荘

厳
化
し
て
描
く
と
い
う
、
相
対
立
す
る
両
面
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
実
景
描
写
と
荘
厳
と
い
う
二
律
背
反
的
な
緊
張
の
な
か
で
成
り
立
っ
て



い
た
、
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
こ
の
異
な
る
二
つ
の
志
向
の
聞
の
緊
張
を
基
盤
と
す
る
新
し
い
風
景
表
現
の
あ
り
方
こ
そ
が
、
中
世
絵
画

史
に
お
い
て
宮
憂
茶
羅
の
し
め
る
独
自
な
秀
れ
た
領
域
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
る
。

む
す
び

宮
憂
茶
羅
の
母
胎
と
な
る
一
群
の
社
頭
図
が
、
鎌
倉
時
代
の
初
頭
に
胎
動
し
た
実
景
描
写
へ
の
志
向
を
基
盤
と
し
て
、
さ
ら
に
仏
教
浄

土
図
の
触
発
を
う
け
て
、
各
社
に
お
い
て
制
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
形
成
の
時
期
を
へ
て
、

一
三
世
紀
後
半
に
宮
憂
茶
羅
は
成

立
す
る
に
い
た
っ
た
。
宮
量
茶
羅
は
社
頭
の
実
景
を
、
浄
土
と
し
て
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
名
所
絵
の
よ
う
に
、

ま
た
伝
統
の
浄
土
図
の
よ
う
に
、
伝
承
化
さ
れ
理
想
化
さ
れ
た
風
景
表
現
に
よ
ら
ず
、
実
景
描
写
で
あ
る
点
で
独
自
の
世
界
た
り
え
て
い

る
。
そ
の
根
底
に
は
、
鎌
倉
絵
画
の
ひ
と
つ
の
特
色
、
つ
ま
り
現
実
の
対
象
を
写
す
と
い
う
、
新
し
い
絵
画
表
現
の
志
向
が
は
た
ら
い
て

い
る
。
ま
た
一
方
で
、
社
頭
即
浄
土
観
の
成
熟
と
対
応
し
て
、
社
頭
浄
土
と
し
て
観
照
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
荘
厳
が
ほ
ど
こ
さ
れ
た
。
宮

蔓
茶
羅
の
絵
画
史
的
成
立
と
は
、
こ
の
実
景
描
写
と
荘
厳
の
聞
の
緊
張
の
成
立
を
意
味
し
て
い
た
。
鎌
倉
絵
画
が
追
求
し
た
現
の
表
現
は
、

名
所
絵
や
浄
土
図
に
絵
画
表
現
の
骨
組
み
を
か
り
な
が
ら
、
宮
品
交
茶
羅
に
お
い
て
神
々
し
く
も
か
つ
現
実
的
な
、
新
し
い
風
景
表
現
の
世

界
を
造
り
だ
し
た
の
で
あ
る
。

宮受茶羅の成立

ーム
ノ、



一一六

（

1
）
 

（

2
）
 

註

古
絵
図
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
難
波
田
徹
『
古
絵
図
』
（
『
日
本
の
美
術
』
七
二
号
、
昭
和
四
七
年
五
月
、
歪
文
堂
）
に
よ
っ
た
。

こ
の
「
神
地
」
の
性
格
に
つ
い
て
は
左
二
論
文
参
照
。

宮
地
直
一
「
春
日
神
社
の
成
立
」
（
『
神
道
論
致
』
第
一
巻
、
昭
和
一
七
年
二
月
、
古
今
書
院
）
。

花
山
院
親
忠
「
総
論
春
日
社
の
創
把
」
（
『
春
日
大
社
』
所
収
、
昭
和
五
九
年
五
月
、
大
阪
書
籍
）
。

中
島
博
「
寛
喜
二
年
高
山
寺
絵
図
｜
｜
鎌
倉
時
代
の
山
水
画
に
お
け
る
新
様
に
つ
い
て
｜
l
」
（
『
研
究
紀
要
』
第
一
号
、
昭
和
五
五
年
二
月
、
京

都
大
学
文
学
部
美
学
美
術
史
学
研
究
室
）
。

家
永
三
郎
『
上
代
倭
絵
年
表
』
（
昭
和
一
七
年
二
月
、
座
右
宝
刊
行
会
）
、
同
『
上
代
倭
絵
全
史
』
（
昭
和
二
一
年
、
一

O
月）。

千
野
香
織
「
名
所
絵
の
成
立
と
展
開
」
（
『
日
本
扉
風
絵
集
成
』
第
一

O
巻
、
昭
和
五
五
年
三
月
、
講
談
社
）
。

註
（
4
）
千
野
論
文
、
一
二
ハ
頁
。

註
（
4
）
千
野
論
文
、
二
九
頁
。
平
田
寛
「
絵
様
と
紙
形
」
（
『
国
華
』
一

O
一
五
号
、
昭
和
五
三
年
八
月
）
。

森
末
義
彰
「
中
世
に
於
け
る
南
都
給
俳
師
の
研
究
」
（
『
美
術
研
究
』
三
九
、
四
O
、
四
一
号
、
昭
和
一

O
年
三
、
四
、
五
月
）
。

亀
岡
孜
「
輿
福
寺
の
鎗
重
と
絵
所
絵
師
」
（
『
仏
教
芸
術
』
四
O
号
、
昭
和
三
四
年
九
月
）
。

平
田
寛
「
鎌
倉
時
代
絵
傍
師
研
究
史
料
（
稿
）
」
（
『
哲
学
年
報
』
第
五

O
輯
、
平
成
三
年
三
月
）
。

現
存
作
品
で
は
、
奈
良
・
長
谷
寺
本
や
富
山
美
術
館
本
の
春
日
本
地
仏
受
茶
経
図
の
図
様
に
近
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

宮
地
直
一
「
神
社
古
図
概
説
」
（
『
神
社
古
図
集
』
昭
和
一
七
年
八
月
、
日
本
電
報
通
信
社
）
。

佐
々
木
則
一
一
一
「
歓
喜
光
寺
蔵
『
一
一
語
聖
給
』
の
重
巻
構
成
に
関
す
る
諸
問
題
と
そ
の
製
作
者
に
つ
い
て
」
（
『
国
華
』
九
一
一
一
号
、
昭
和
四
二
年
三

月
三
日
沖
宗
弘
「
『
一
一
温
室
鎗
』
の
製
作
と
そ
の
給
蜜
様
式
」
（
『
園
華
』
一

O
五
六
号
、
昭
和
五
七
年
一

O
月
）
に
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。

浜
田
隆
「
問
答
講
本
尊
図
（
図
版
解
説
）
」
（
『
美
術
史
』
四
三
号
、
昭
和
三
七
年
二
月
）
。

こ
の
場
面
に
関
す
る
説
話
は
、
『
沙
石
集
』
巻
一
の
「
和
光
ノ
利
益
甚
深
ナ
ル
事
」
お
よ
び
「
春
日
験
記
」
巻
一
六
を
参
照
。

『
大
鏡
』
第
五
巻
、
太
政
大
臣
道
長
上
。

『
扶
桑
略
記
』
康
平
四
年
一

O
月
廿
五
日
条
。

逮
日
出
典
「
平
安
朝
貴
族
の
ゆ
も
の
も
う
で
e
l
｜
特
に
浄
土
信
仰
と
の
関
連
に
於
い
て
｜
｜
」
（
『
長
谷
寺
史
の
研
究
』
所
収
、
昭
和
五
四
年
一
一

（

3
）
 

（

4
）
 

（

5
）
 

（

6
）
 

（

7
）
 

（

8
）
 

（

9
）
 

（叩）

（

U
）
 

（ロ）
（

日

）

（

M
）
 

（
江
川
）

（

時

）



（
げ
）

（
碍
）

（四）
（
初
）

（幻）

月
、
巌
南
堂
書
店
）
。

「
高
山
寺
明
恵
上
人
行
状
」
（
上
山
本
）
（
『
明
恵
上
人
資
料
』
第
一
所
収
、
昭
和
四
六
年
三
月
、
東
京
大
学
出
版
会
）
。

平
岡
定
海
『
東
大
寺
宗
性
上
人
之
研
究
並
史
料
』
（
下
）
所
収
、
昭
和
三
五
年
三
月
、
臨
川
書
店
。

平
岡
定
海
「
日
本
粥
勤
浄
土
思
想
展
開
史
の
研
究
」
第
三
章
第
五
節
二
の
3
、
同
右
書
（
下
）
六
二
一
O
頁。

川
村
知
行
「
春
日
浄
土
と
春
日
受
茶
羅
」
（
『
美
術
史
研
究
』
一
七
号
、
昭
和
五
五
年
三
月
）
。

こ
の
時
期
の
社
頭
即
浄
土
観
の
広
ま
り
に
つ
い
て
は
、
松
本
公
一
「
宮
憂
茶
羅
の
成
立
に
つ
い
て
の
思
想
史
的
考
察
」
（
『
文
化
史
学
』
四
四
号
、

昭
和
六
三
年
二
月
）
参
照
。

拙
稿
「
湯
木
美
術
館
所
蔵
「
春
日
宮
受
茶
羅
図
」
」
（
『
デ
ア
ル
テ
』
八
号
、
平
成
四
年
三
月
）
。
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第
一
章
関
係
史
料

－
『
維
摩
会
井
東
寺
濯
頂
記
』

宮憂茶羅の成立

養
和
元
年
（
一
一
八
二

十
月
十
五
日
、
：
・
予
私
相
語
絵
師
、
奉
書
始
三
笠
山
弁
南
円
堂
形
像
、
為
本
尊
、
常
為
奉
謄
礼
也
。

2

『
玉
葉
』

寿
永
三
年
（
一
一
八
四
）

五
月
十
六
日
、
今
日
神
斎
、
依
明
日
可
奉
拝
図
絵
御
社
也
、

五
月
十
七
日
、
自
奈
良
僧
正
許
、
被
奉
図
絵
春
日
御
社
一
鋪
、
余
早
旦
泳
浴
解
除
之
後
着
束
帯
、
帯
剣

如
常
、
取
幣
自
m、
於
御
社
宝
前
、
両
段
再
拝
如
常
、
其
後
乍
着
束
帯
、
奉
転
読
心
経
一
千
巻
、
・
：

3
『
明
月
記
』

承
元
元
年
三
二

O
七）

五
月
十
六
日
、
天
晴
、
入
夜
大
雨
、
狭
衣
歌
可
書
進
由
有
仰
事
、
未
時
、
即
馳
筆
乗
燭
持
参
、
付
清
範
、

兼
康
来
云
、
名
所
事
以
傍
々
説
難
書
出
、
明
石
す
ま
非
幾
路
、
罷
向
各
見
其
所
書
進
給
様
、
若
有
遅
々

一ーノ、



4
『
後
鳥
羽
院
虞
－

E

建
保
二
年
（
一
一
一
一
四
）

5
『
法
印
宗
清
勧
進
帳
』

嘉
禄
元
年
（
一
二
二
五
）

6
『
本
尊
目
六
』

大
乗
院
尋
尊
筆

延
徳
二
年
（
一
四
九

O
）

頃
成
立
カ

二
六
四

者
恐
乎
、
予
云
、
此
事
雄
片
時
可
急
事
也
、
但
云
嘗
時
、
云
後
代
、
尤
可
恐
枇
謬
、
揚
鞭
向
其
所
、
且

為
後
代
之
談
欺
、
何
事
在
乎
、
童
小
男
令
参
、

四
月
八
日
、
壬
寅
天
晴
、
諸
事
如
常
、
：
・
今
日
熊
野
三
御
山
御
宝
殿
並
御
正
体
等
令
図
絵
之
、
於
御
正

体
者
各
奉
造
半
出
奉
懸
之
、
是
為
毎
々
月
十
八
日
奉
祈
念
、
乃
今
日
令
供
養
之
、
廻
廊
以
下
悉
模
之
、

一
無
違
之
：
・

四
月
十
八
日
、
壬
子
天
晴
、
・
：
熊
野
礼
拝
如
常
、
新
奉
写
熊
野
三
御
山
、
御
正
体
奉
礼
之
：
・
修
明
門
院

以
下
精
進
女
房
五
六
輩
奉
拝
之
、

御
山
乃
図
一
鋪

件
の
図
は
、
あ
し
た
ゆ
ふ
ベ
に
和
光
の
月
を
も
、
ら
い
は
ゐ
し
た
て
ま
つ
り
、
ゐ
て
も
ふ
し
て
も
す

い
じ
ゃ
く
の
つ
ゆ
を
な
が
め
ん
が
た
め
、
青
巌
の
い
き
お
ひ
を
う
つ
し
て
紫
庭
の
か
た
ち
を
か
き
た
て

ま
つ
ら
む
と
す

三
井
寺
万
多
ラ
一
鋪

尊
智
法
眼
筆



第
二
章
関
係
史
料

7
『
百
錬
抄
』

安
元
元
年
（
一
一
七
五
）

8
『
高
山
寺
明
恵
上
人
行
状
』

建
仁
三
年
（
一
二

O
三）

9
『
熊
野
山
略
記
』

m
『
耀
天
記
』

立
日
『
八
幡
愚
童
訓
』

成の羅茶隻宮

六
月
、
・
：
蓮
花
王
院
惣
鎮
座
、
八
幡
巳
下
廿
一
社
其
外
旦
別
宮
、
熱
田
、
厳
嶋
、
気
比
等
社
、
本
地
御

正
体
図
絵
像
、

詣
社
壇
、
坐
宝
前
之
問
、
数
然
睡
眠
、
如
不
弁
前
後
、
同
法
佐
之
、
彼
熟
眠
問
、
社
壇
忽
変
、
成
霊
鷲

山
、
本
師
尺
尊
井
諸
大
谷
属
、
柄
然
而
現
夢
中
、
悲
喜
相
交
脂
仰
礼
拝
、

或
此
地
号
西
方
九
品
之
浄
域
、

一
念
称
名
之
輩
、
遂
往
生
極
楽
素
懐
、
・
：

除
貧
苦
令
得
富
楽
、
然
後
暫
送
垂
迩
之
本
園
、
生
貴
家
令
飛
花
軒
、
終
迎
本
地
之
浄
土
、
遊
宮
殿
令
坐

蓮
台
、

所
詮
清
浄
ノ
御
宝
前
ニ
プ
レ
ハ
ブ
ト
、
法
性
ノ
無
漏
御
体
ニ
近
ヅ
キ
タ
テ
マ
ツ
ル
ガ
、
往
生
浄
土
ノ
髄

ナ
ル
因
卜
成
ニ
有
ケ
レ
卜
ゾ
、
ノ
ノ
シ
リ
ア
ヒ
タ
リ
ケ
ル
、
サ
レ
パ
常
ニ
社
頭
－
一
詣
デ
テ
、
御
殿
ヲ
マ

ボ
ラ
へ
見
ア
ゲ
奉
ラ
ム
輩
ハ
、
今
生
ノ
栄
花
重
職
ヲ
パ
其
因
ト
シ
、
巡
次
生
ノ
花
王
ノ
仏
果
ハ
ウ
タ
ガ

ヒ
ナ
キ
事
也
、

然
ば
弥
陀
は
大
菩
薩
の
御
本
地
な
る
事
う
た
が
ひ
な
し
、
自
心
の
信
不
に
よ
り
て
浄
機
の
差
別
を
わ
く
。

遠
く
十
万
億
土
を
へ
ず
し
て
極
楽
に
到
り
、
久
く
十
二
大
却
を
す
ご
さ
ず
し
て
弥
陀
に
逢
奉
ら
ん
事
は
、

八
幡
の
社
壇
に
参
に
有
ベ
し
、
：
・
弥
陀
も
極
楽
も
遠
か
ら
ず
、
唯
識
の
生
身
如
来
ま
し
ま
さ
ん
当
社
に

参
信
心
あ
ら
ば
、
必
仏
を
見
奉
ら
ん
事
か
た
し
と
せ
ん
や
、

二
六
五



ロ
「
春
日
宮
憂
茶
羅
図
」

大
阪
・
湯
木
美
術
館

正
安
二
年
（
一
三

O
O）

日
「
春
日
権
現
験
記
絵
巻
」

巻

四

詞

書

延
慶
二
年
（
二
ニ

O
九）

14 

同巻
二

O

詞
書

日
『
花
園
天
皇
震
記
』

正
中
二
年
（
一
三
二
五
）

附
記

一
一
六
六

正
安
武
年
庚
子
十
月
被
図
之

大
施
主
正
二
位
藤
宗
親

絵
師
観
舜
法
橋

御
童
網
加
持
制
心
上
人

銘
太
上
法
皇
禅
林
寺
殿

供
養
御
導
師
権
大
僧
都
静
兼

十
一
月
十
一
日
午
時
供
養

（
軸
付
別
紙
墨
書

す
べ
て
こ
の
殿
（
普
賢
寺
殿
基
通
）
は
神
通
に
か
な
ひ
給
け
る
に
や
、
春
日
の
宝
前
に
て
は
鹿
御
か
ほ

を
ね
ぶ
り
け
り
、
文
世
の
中
に
ひ
ろ
ま
り
た
る
垂
跡
の
御
駄
の
憂
随
羅
も
こ
の
御
夢
に
お
が
ま
せ
た
り

け
る
と
申
し
っ
た
え
た
り
。

な
か
な
か
流
伝
の
凡
夫
と
し
て
い
ま
或
現
徐
身
の
記
道
に
あ
へ
る
こ
と
を
随
心
浄
所
即
浄
土
所
な
れ
ば

我
神
す
で
に
諸
仏
也
。
社
壇
あ
に
浄
土
に
あ
ら
ず
や
。
し
か
れ
ば
浄
瑠
璃
霊
鷲
山
や
が
て
瑞
垣
の
中
に

あ
り
、
補
陀
落
清
涼
山
な
ん
ぞ
雲
海
の
外
に
も
と
め
む
。

十
二
月
廿
五
日
、
・
：
此
三
四
年
、
以
春
日
憂
茶
羅
、
図
画
社
頭
之
気
色
、
以
是
号
蔓
茶
羅
、
近
年
毎
人

所
持
物
也
、
擬
社
頭
之
儀
、
致
供
物
等
諸
々
之
儀
、
尊
崇
無
他
、

本
稿
は
、
第
三
回
日
米
大
学
院
生
会
議
（
平
成
二
年
三
月
、
鹿
島
美
術
財
団
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
の
内
容
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。


