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籾
世
晋
寺
は
天
将
天
皇
が
、
朝
倉
汀
宮
に
崩
御
さ
れ
た
御
母
齊
明
天
皇
御
追
祁
の
た
め
建
立
を
祇
念
せ
ら
れ
た
勅
願
寺
で
あ
り
、
元
明
天
皇
の
和
銅
二

、

年
（
七
○
九
）
勅
し
て
工
を
起
さ
し
め
、
栗
武
天
皇
の
天
半
十
八
年
（
七
四
六
）
漸
く
竣
工
し
、
七
錐
伽
藍
完
備
し
て
、
輪
英
の
美
、
両
海
を
鵬
し
た
の

で
あ
る
が
、
惜
恥
く
も
康
平
、
康
治
と
菰
な
る
回
祇
に
よ
っ
て
全
く
燕
概
を
失
い
、
共
後
太
宰
府
の
衰
頽
と
と
も
に
湿
性
晋
寺
復
興
の
機
は
典
へ
ら
れ
ず

荒
慶
に
委
ね
ら
れ
て
江
戸
時
代
に
及
び
、
寧
氷
に
い
た
っ
て
叉
大
風
の
災
が
あ
り
、
ね
つ
か
に
残
さ
れ
た
蛾
宇
も
顛
倒
す
る
に
い
た
っ
た
。
現
存
の
錨
宇

は
元
祗
工
年
（
一
六
八
八
）
剛
主
黒
田
光
之
公
大
經
越
と
な
り
、
豪
商
天
王
寺
展
浦
氏
一
家
施
財
、
王
と
な
っ
て
再
興
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
も
と
よ
り

昔
日
の
景
糎
は
求
め
難
い
が
、
伽
藍
荒
鰻
し
た
今
日
と
い
へ
ど
も
、
寺
に
は
な
ほ
二
十
餘
鮎
の
飛
要
文
化
財
を
保
裁
し
て
、
鋲
西
随
一
の
古
刹
た
る
の
貫

祗
を
示
し
て
ゐ
る
。

こ
れ
ら
武
亜
な
什
喪
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
諸
家
に
上
っ
て
色
冷
の
形
で
調
盃
紹
介
さ
れ
て
は
ゐ
る
も
の
の
、
ま
と
ま
っ
た
調
査
研
究
と
し
て
は
東
京

美
術
學
校
編
纂
の
「
轆
世
音
寺
大
鏡
」
（
昭
和
四
’
五
年
）
が
あ
る
の
み
で
、
術
寺
の
什
賓
す
．
へ
て
に
つ
い
て
詳
細
に
わ
た
る
充
全
な
調
枩
は
未
だ
行
は
れ

て
を
ら
ず
、
從
來
と
か
く
研
究
に
不
便
が
感
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
今
回
、
寺
家
の
快
諾
も
あ
り
、
文
部
省
科
學
研
究
変
の
補
助
に
よ
っ

て
糟
寺
什
喪
の
調
査
研
究
に
楢
る
こ
と
と
な
り
、
先
・
つ
佛
像
の
部
門
か
ら
逐
次
搬
影
調
査
を
進
め
て
來
た
の
で
あ
る
が
、
は
か
ら
ず
も
昭
和
廿
五
年
末
か

筑
紫
糎
世
晋
寺
の
梵
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一
般
に
寺
家
に
仰
は
る
梵
鐘
の
中
に
は
、
幾
多
の
小
傭
の
も
と
に
、
本
来
の
寺
を
離
れ
て
他
寺
に
仰
は
る
と
い
ふ
辨
例
が
多
い
の
で
あ

る
が
、
こ
の
観
枇
晋
寺
鐘
に
關
し
て
も
主
た
同
様
の
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
今
観
世
香
寺
に
現
存
す
る
梵
銃
は
、
鴬
寺
草
創
の
時

か
ら
傳
來
し
た
、
観
世
一
昔
寺
本
來
の
も
の
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
伽
に
つ
い
て
は
二
つ
の
黙
か
ら
疑
問
が
提
出
せ
ら
れ

た
。一

、
現
存
す
る
梵
鐘
の
法
遮
は
、
延
喜
五
年
（
九
○
蓬
の
槻
祉
音
寺
賛
財
帳
に
記
戦
さ
れ
て
ゐ
る
梵
鈍
の
法
並
と
著
し
く
相
違
す
る
。

一
、
現
存
す
る
梵
鈍
は
、
明
治
初
年
主
で
太
宰
府
安
樂
寺
に
あ
っ
た
。

（
銑
こ

第
一
の
梵
鈍
の
法
並
に
關
す
る
雄
問
は
伊
東
忠
太
博
士
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
延
喜
五
年
（
九
○
垂
の
観
世
喬
寺
蚕

▲
、
●

（
註
言
）

財
帳
に
、

f

、

筑
紫
淑
世
一
音
寺
の
梵
節
一
三
六

ら
廿
六
年
初
頭
に
か
け
て
姉
椣
移
艸
改
築
の
こ
と
が
あ
り
、
梵
鐡
が
地
妃
に
降
さ
れ
る
と
い
ふ
好
機
に
悪
ま
れ
た
た
め
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
細
部
に
わ
た

る
細
密
な
洲
査
研
究
を
行
う
こ
と
が
出
來
た
の
で
、
錐
一
次
報
告
と
し
て
、
横
寺
仰
來
什
喪
中
妓
古
の
も
の
で
あ
る
梵
姉
の
部
を
發
表
す
る
こ
と
と
し

た
。

我
令
の
籾
世
香
寺
調
査
の
目
的
は
、
本
來
全
什
蜜
の
現
状
を
能
う
限
り
絲
密
に
記
述
し
、
將
來
の
研
究
の
韮
礎
と
し
て
役
立
つ
如
き
純
粋
な
研
究
餐
料

を
提
供
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
槻
世
晋
寺
に
つ
い
て
は
、
從
來
未
だ
炭
に
研
究
的
な
論
文
の
發
表
さ
れ
た
も
の
も
紗
い
の
で
あ
る
か

ら
、
単
な
る
鯛
盃
記
述
の
み
に
経
る
こ
と
は
、
か
へ
つ
て
そ
の
目
的
に
通
ざ
か
る
か
と
老
へ
ら
れ
る
た
め
、
自
づ
か
ら
我
々
の
斌
見
も
こ
れ
に
加
へ
て
壷

表
す
る
こ
と
を
立
前
と
し
た
。
從
っ
て
本
輔
に
お
い
て
も
、
こ
の
梵
鏥
に
つ
い
て
の
從
來
の
諸
家
の
研
究
を
綜
合
整
理
す
る
と
と
も
に
、
三
一
万
新
見
解

を
も
加
え
て
發
表
し
、
先
學
の
批
剣
を
仰
ぐ
こ
と
と
し
た
。
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、

、

銅
鐡
一
口
↑
・
却
裡
垂
呼
睡
荊
岬
三
寸

と
記
戦
さ
鯉
て
ゐ
る
銅
鈍
の
法
趾
が
、
現
存
梵
銃
の
法
並
と
著
し
く
相
違
す
る
と
い
ふ
問
題
で
あ
る
。
今
と
鯉
を
表
記
し
て
み
れ
ば
次
の

如
く
に
な
る
。

’
一
一
一
二
一
画
『
二
一
］
｜
■
』
唾
Ⅱ
吋
州
Ｕ
職

一
．
」
商

‐
ト
ー
壷
岬Ｉ

、
”
Ｈ
Ｊ

径

三
尺
五
寺

Ｉ

●

Ｉ

Ｉ

ｙ
｜
『
一
二
・
‐
脂

厚
さ
一
一
↓
－

１
１

二

寸

Ｊ

三
尺
五
寸

五
尺
四
寸

（
籏
測
歎
値
は
伊
東
沖
士
の
測
定
に
よ
↓
ｅ

伊
東
博
士
は
現
存
梵
銃
と
資
財
帳
記
載
の
梵
鐡
と
の
間

に
こ
の
様
な
大
き
な
相
逹
が
あ
る
に
も
か
か
は
ら
す
、
剛
鈍
の
間
に
、
器
部
位
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
比
例
が
存
在
す
る
こ
と
に

着
目
さ
れ
て
こ
の
問
題
を
次
の
如
く
解
粍
さ
奴
た
。
即
ち
本
邦
の
尺
度
に
は
古
來
幾
多
の
種
類
が
あ
る
が
、
そ
の
一
尺
が
今
日
の
Ⅲ
尺
の

八
寸
に
光
た
な
い
も
の
は
極
め
て
稀
で
あ
る
か
ら
、
常
時
筑
紫
に
お
い
て
は
特
に
八
寸
末
流
の
私
尺
を
用
い
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
か
、
從

っ
て
延
卉
賛
財
帳
記
載
の
梵
鐘
は
こ
の
私
尺
を
も
っ
て
測
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
恥
は
た
し
か
に
逵
見
で

あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
こ
の
問
題
は
す
で
に
解
決
せ
ら
れ
た
か
れ
と
も
思
は
た
。

〈
註
一
ｓ

、
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
疋
立
康
博
士
は
伊
東
博
士
の
所
論
を
今
一
歩
進
め
て
、
と
の
餐
財
帳
記
戦
の
梵
鐘
丈
壯
は
、
郷
家
の
問
に
使
用
例

を
見
る
こ
と
の
出
来
る
「
川
尺
」
に
よ
る
測
定
の
倣
値
で
あ
る
こ
と
を
明
か
に
さ
虹
た
。
即
ち
、
郷
家
使
用
の
尺
度
の
多
く
は
府
尺
系
統

筑
紫
淑
世
香
寺
の
梵
姉
二
毛
．

’

若
し
現
存
の
梵
鈍
が
槻
枇
香
寺
本
來
の
も
の
で
あ
る
と

す
伽
ぱ
、
服
者
の
間
に
た
と
へ
俄
少
の
差
異
は
あ
る
と
し

て
も
、
そ
の
数
値
は
大
磯
近
似
し
た
も
の
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
そ
れ
が
前
表
の
如
く
顯
著
な
相
違
を
見
せ
て
ゐ

る
と
す
恥
ぱ
、
雨
者
の
差
異
は
寳
測
上
の
誤
差
と
し
て
黙

過
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
大
き
い
。

1

1

毛

寸

一

寸

｡

二
尺
七
寸
八
分

．
七
寸
二
分

1

四
尺
一
寸
五
分

一
尺
二
寸
五
分



1

Ｃ

（
蛮
測
数
値
は
伊
東
伸
士
測
定
の
も
ｅ

一
致
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
こ

れ
を
認
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ら
う
。
從
っ
て
現
存
梵
鎌
が
延
詳
費
財
帳
所
收
の
梵
錬
に
外
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
確
定
的
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
、

以
上
二
博
士
の
論
文
は
、
と
も
か
く
と
の
問
題
に
開
し
て
一
應
の
解
決
を
典
へ
た
も
の
と
い
ふ
と
と
が
で
き
る
し
、
以
後
こ
れ
に
つ
い

て
重
ね
て
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
想
ふ
に
こ
の
問
題
は
、
延
喜
賓
財
帳
勘
鋒
の
當
時
、
そ
の
他
の
物
件

に
つ
い
て
も
間
尺
が
一
般
に
使
用
さ
れ
て
ゐ
た
と
と
が
證
明
せ
ら
れ
な
い
限
り
、
未
だ
充
全
な
る
證
擦
を
傭
へ
て
ゐ
ろ
と
は
言
ひ
難
い
の

．
筑
紫
槻
仙
普
寺
の
梵
蝿
二
一
尺
・

の
も
の
で
あ
る
が
、
佛
像
や
袈
裟
な
ど
の
丈
地
に
刷
尺
を
使
用
し
て
ゐ
る
例
は
決
し
て
少
く
な
く
、
佛
像
に
つ
い
て
は
「
脚
八
丈
」
「
周
五

丈
」
「
周
丈
六
」
「
周
牛
丈
六
」
「
胴
等
身
」
な
ど
と
い
う
記
述
が
古
書
に
散
見
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
周
尺
の
一
種
と
し
て
唐
尺
の
八
割
見

（
詑
四
）

當
の
も
の
が
使
用
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
證
し
、
こ
の
立
場
に
お
い
て
延
喜
養
財
帳
の
丈
並
を
楜
尺
に
よ
る
も
の
と
假
定
し
て
、
ま
づ
と
れ

を
唐
尺
に
改
め
、
更
に
今
日
の
曲
尺
（
唐
尺
と
曲
尺
と
の
比
を
剛
士
は
○
・
九
七
五
と
し
て
ゐ
る
）
に
換
算
さ
恥
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と

（
鉈
五
）

そ
の
数
値
は
左
表
の
如
く
に
な
り
、
現
存
梵
錬
の
賓
測
値
に
比
較
し
て
そ
の
差
は
極
め
て
微
少
と
な
る
。

厚
さ

商
さ
五
尺
四
寸
一
ｊ
岡
尺
二
寸
一
分
四
尺
一
寸
五
分
六
分

口
径
三
尺
五
寸
一
．
二
尺
七
寸
三
分
一
二
尺
七
寸
八
・
分
一
五
分

’
一
二
’
寸
一
二
寸
三
分
一
二
寸
一
三
分
．

｜
餐
財

帷

餐
財
峡
曲
尺
換
算
値
一
賞

川
L

I I

仙

差

陣
士
は
、
と
恥
ら
分
単
位
の
差
異

は
測
定
の
際
生
じ
た
も
の
と
解
し
て

よ
か
ら
う
と
述
べ
ら
鯉
て
ゐ
ろ
が
、

辨
實
価
端
数
は
す
ぺ
て
切
拾
る
と
い

ふ
塑
細
に
拘
泥
し
な
い
賓
財
帳
の
測

定
数
値
を
考
慮
す
る
と
き
、
雨
者
が



〆

で
あ
る
○

そ
こ
で
、
延
立
圃
賓
財
帳
記
赦
の
も
の
の
中
で
、
他
に
も
川
尺
の
使
用
例
が
あ
る
か
ど
う
・
か
を
現
存
の
辿
物
と
比
較
し
て
究
め
て
見
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
何
分
に
も
営
寺
に
お
い
て
延
立
ら
甑
か
ら
辿
存
し
て
ゐ
る
も
の
と
し
て
は
、
と
の
釧
鎌
以
外
に
は
、
不
室

綱
索
遡
菅
峨
倣
礎
片
、
本
寺
刺
遮
の
際
顔
料
を
砿
い
た
と
博
へ
ら
れ
る
禰
製
砿
碓
一
州
、
其
他
伽
簾
の
礎
石
、
瓦
蝉
類
を
見
得
る
に
過
ぎ

ず
、
こ
の
う
ち
不
空
絹
索
像
残
片
、
及
び
瓦
溥
類
は
比
較
の
對
象
と
な
り
得
な
い
し
、
石
製
砿
磑
は
賓
財
帳
に
そ
の
記
赦
が
な
く
、
残
る

の
は
伽
藍
礎
石
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
礎
石
の
蛮
測
値
と
、
蕊
坐
刷
賓
財
帳
記
載
の
伽
簾
の
規
矩
と
の
比
率
か
ら
延
率
両
尺
を
算
定

（
眺
六
）

す
る
こ
と
は
、
す
で
に
鏡
山
城
氏
が
と
虹
を
試
み
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
講
堆
の
場
合
毛
の
現
行
の
曲
尺
相
當
値
は
桁
行
九
寸
八
分
六
厘
一

毛
、
梁
間
九
寸
八
分
八
厘
で
平
均
九
寸
八
分
七
匝
強
と
な
り
、
そ
の
数
仙
は
間
尺
の
そ
奴
に
速
く
、
む
し
ろ
そ
の
使
用
尺
は
府
尺
の
一
種

と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
と
い
ふ
結
論
で
あ
る
。

も
と
よ
り
伽
藍
の
規
矩
に
間
尺
を
使
用
す
る
と
い
ふ
推
定
自
罷
が
我
國
で
は
無
理
で
あ
る
か
も
知
妙
な
い
が
覇
鮮
に
は
こ
の
例
が
あ
る

と
の
こ
と
で
あ
る
）
、
少
く
と
も
こ
奴
に
よ
っ
て
延
害
賓
財
帳
記
戦
の
数
値
全
部
が
間
尺
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
言
へ
る
わ

け
で
あ
る
。
從
っ
て
現
在
で
は
、
延
奔
安
財
帳
記
栽
の
梵
錬
の
法
並
が
、
足
立
博
士
の
考
證
の
如
く
、
間
尺
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

認
め
る
と
し
て
も
、
↑
資
財
帳
勘
録
営
時
、
そ
の
他
の
物
件
に
も
一
般
に
間
尺
が
使
用
さ
恥
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
が
直
ち
に
は
言
へ
な
い
以

上
、
こ
こ
に
問
題
と
し
て
、
何
故
に
梵
鈍
に
つ
い
て
の
み
そ
の
記
戦
に
周
尺
が
使
用
さ
伽
た
か
と
い
う
疑
問
が
礎
ち
わ
け
で
あ
り
、
何
等

か
の
新
班
料
が
發
見
せ
ら
飢
な
い
限
り
、
こ
の
使
用
尺
の
問
題
の
充
全
な
解
決
は
、
早
念
に
は
望
み
難
い
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
足
立
博
士
の
考
證
に
よ
っ
て
、
現
存
梵
鐡
が
空
蛇
岬
賓
財
帳
記
赦
の
梵
鏡
と
一
致
す
る
こ
と
は
、
一
朧
疑
い
得
な
い
所
と
す
ぺ
き

で
あ
ら
う
。

筑
紫
槻
世
普
寺
の
梵
瞳
．
ご
一
死
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次
の
問
題
は
、
現
存
梵
錬
が
か
つ
て
太
宰
府
安
樂
寺
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
辮
蛮
は
、
現
存
梵
錬
が
そ
の
丈
飛
の
黙

か
ら
延
蒋
養
帳
所
城
の
梵
鈍
に
一
致
す
る
こ
と
が
齢
ど
疑
い
得
な
く
な
っ
た
今
日
、
も
は
や
そ
の
意
義
は
薄
れ
た
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
し
か
し
古
鐘
の
歴
史
の
一
紬
と
し
て
、
そ
の
經
過
を
一
雄
記
述
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

（
駐
七
）
（
銚
八
）

と
の
問
題
を
妓
初
に
提
出
せ
ら
れ
た
の
は
足
立
康
博
士
で
あ
る
が
、
・
そ
の
論
旨
の
概
要
を
述
ぶ
れ
ば
、
「
筑
前
悶
練
風
土
記
」
の
観
世

香
寺
の
條
に
、

ノ
グ

此
寺
の
錬
櫻
に
あ
り
し
鐘
、
近
世
安
樂
寺
の
飾
と
な
り
、
今
に
か
の
所
に
あ
り
て
此
寺
に
は
な
し
。
菅
公
の
詩
に
観
音
寺
唯
聞
一
致
嘩
一

と
作
ら
せ
給
ひ
し
も
、
此
か
ね
の
事
な
る
べ
し
。

と
あ
る
か
ら
し
て
、
と
に
か
く
こ
れ
に
よ
っ
て
元
職
、
喪
永
の
こ
ろ
観
世
晋
寺
鐡
椣
に
は
梵
銃
が
な
く
、
そ
れ
と
穂
さ
れ
る
銃
が
姿
樂
寺

に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
ろ
。
そ
の
後
安
樂
寺
の
鎌
は
観
世
香
寺
に
移
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
観
世
香
寺
と
安
樂
寺
と
の
關
係
を
老
へ
る

と
き
、
こ
の
邪
資
は
さ
ま
で
不
泰
で
は
な
い
か
ら
、
本
梵
鈍
を
観
世
晋
寺
以
外
の
寺
の
も
の
で
は
な
い
か
と
弧
い
て
疑
う
必
要
も
な
いル

で
あ
ら
う
。
綴
風
土
記
の
文
面
も
ま
た
こ
れ
を
裏
書
し
て
ゐ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
所
識
は
幾
分
詳
細
を
銃
く
憾
な
し
と
し
な
い

が
、
、
全
罷
と
し
て
正
鵠
を
得
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。

Ｉ

次
い
で
こ
の
率
資
に
つ
い
て
は
、
中
山
平
次
郎
博
士
が
簡
軍
に
、
本
寺
梵
鐘
の
安
樂
寺
に
移
さ
れ
る
際
に
作
成
さ
れ
た
槻
世
香
寺
宛
の

（
鮎
九
）

弧
り
證
が
明
治
初
年
梵
錬
返
逓
の
時
ま
で
寺
に
仲
は
っ
て
ゐ
た
ら
し
い
、
と
言
及
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
は
こ
れ
に
燗
れ
た
も
の

■
毎

を
絶
え
て
見
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
い
ま
と
の
事
資
の
・
經
緯
に
つ
い
て
知
見
し
得
た
と
こ
ろ
を
こ
こ
に
補
足
し
て
遥
く
こ
と
と
す

る
ｐ

・
「
筑
前
剛
絞
風
土
記
」
に
見
へ
る
安
樂
寺
と
概
枇
晋
寺
と
の
關
係
は
地
理
的
に
も
非
常
に
深
い
も
の
が
あ
る
か
ら
、
足
立
抑
士
の
言
は

’
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〃



れ
る
如
く
、
叩
者
間
に
梵
鐡
貸
借
の
關
係
を
生
じ
た
と
し
て
も
と
り
た
て
て
不
蒋
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
時
期
如
何
の
問
題
、

及
び
傅
來
の
什
賓
で
あ
る
梵
鐡
郷
移
の
理
由
に
つ
い
て
今
ｕ
見
得
た
文
書
を
韮
礎
と
し
て
考
へ
て
見
る
と
き
、
或
る
程
度
の
樅
定
が
可
能

で
あ
る
様
に
恩
は
れ
る
。

（
蛇
十
）

由
来
と
の
梵
鐡
に
開
す
る
直
接
の
史
料
と
し
て
は
、
替
公
が
流
締
の
問
に
郷
じ
た
不
出
門
の
詩
、
次
い
で
延
菩
五
年
の
槻
仙
垂
呵
寺
蚕
財

帳
の
記
辨
、
更
に
降
っ
て
貝
原
益
軒
の
筑
前
剛
絞
風
土
記
の
記
述
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
中
山
博
士
の
言
及
さ
れ
た
弧
り
證
文

の
如
き
は
極
め
て
重
要
な
史
料
た
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
寺
家
に
お
い
て
種
盈
探
索
し
た
が
發
見
し
得
す
、
そ
の
内
容
不
明
の
ま
ま
に
、

或
は
再
ぴ
こ
伽
を
賓
見
し
得
る
機
愈
を
失
う
の
で
は
な
い
か
と
も
恩
は
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
今
回
我
友
が
見
得
た
史
料
は
元
文
三
年

（
一
室
一
天
）
七
月
、
観
世
晋
寺
が
上
司
に
、
淡
樂
寺
よ
り
の
梵
鐘
返
還
の
斡
旋
力
を
依
粒
し
た
次
の
如
き
文
書
の
鰯
し
で
あ
る
。

一
、
営
寺
之
鐘
蓬
天
竺
祗
薗
精
舍
よ
り
百

濟
國
ヱ
渡
り
同
帝
天
智
帝
江
産
貢
ス

天
智
帝
観
世
香
寺
江
右
之
鏡
石
之
獅
‐

子
武
つ
御
寄
附
日
本
無
應
名
鏡
菅
若

薩
天
輝
其
外
詩
歌
に
も
被
害
載
候
岱

寺
大
破
二
お
よ
ひ
大
切
成
喪
物
斗
二
御
座
候

故
鴬
分
宰
府
江
預
ヶ
申
様
二
被
仰
付
候
右
之
・

『
“

鐘
八
大
竜
王
面
青
龍
王
面
赤
龍
王
面

鋒
小
野
逆
風
筆
之
額
預
ヶ
避
巾
候
元
職

筑
紫
籾
世
吾
寺
の
梵
姉
一
四
一

|
ｌ
ｒ
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筑
紫
槻
世
晋
寺
の
梵
錬
一
四
二

元
年
二
御
返
シ
被
下
候
様
二
御
願
巾
上
候
虚
二

、
三
右
術
門
殿
憲
兵
術
殿
被
泄
御
詮
隣
祁
槻
世

晋
寺
変
物
無
紛
候
間
御
返
シ
可
被
下
候
由

御
儲
職
彦
兵
術
殿
よ
り
被
仰
渡
故
疏

之
外
替
不
礎
受
取
申
候
共
後
勘
左
術
門
殿
よ
り
被

仰
渡
〈
銃
も
一
同
二
御
返
シ
可
被
成
候
得
共
宰
府
江

替
リ
被
泄
候
迄
者
相
待
居
中
様
二
被
仰
付
今

以
宰
府
江
残
り
居
申
候
大
切
成
蛮
物
之
錬
一
一

御
座
候
間
御
返
シ
可
被
下
候
尤
其
節
大
鳥
居

信
兼
西
村
金
右
衞
門
殿
雨
所
よ
り
之
手
紙
之
嬬

別
紙
指
上
ヶ
申
候
事
．
、

（
中
略
）
、

元
文
三
年
七
月
観
世
脊
寺

琳
脳

（
下
略
）

こ
れ
に
よ
肌
ぱ
、
梵
鐘
と
と
も
に
安
樂
寺
に
移
さ
れ
た
も
の
に
、
龍
王
面
三
、
鋒
、
及
び
小
野
逆
風
筆
の
額
な
ど
が
あ
り
、
梵
鈍
以
外

、

の
も
の
は
元
藤
初
年
に
す
で
に
槻
惟
晋
寺
に
返
却
さ
奴
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
時
に
、
梵
錬
に
關
し
て
は
こ
の
文
職
に
よ
っ
て
次
の
覗
賓

’

’



1

～
ユ

、

を
初
め
て
知
り
得
る
。

一
、
こ
の
梵
錘
従
典
の
一
件
は
、
元
称
元
年
（
二
〈
八
八
）
以
前
の
い
づ
れ
か
の
時
期
に
お
い
て
起
っ
た
こ
と
。

二
、
鴬
寺
大
破
に
及
ん
だ
た
め
、
太
宰
府
に
弧
け
る
嫌
に
と
の
上
司
の
要
請
に
よ
っ
て
●
と
の
こ
と
が
な
さ
伽
た
こ
と
。

三
、
数
度
の
返
還
懇
請
に
も
か
か
は
ら
ず
、
元
文
三
年
現
在
な
を
梵
銃
の
復
蹄
を
見
て
ゐ
な
い
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
梵
餓
の
安
樂
寺
へ
の
移
仰
の
時
期
の
上
限
を
い
づ
れ
に
世
く
べ
き
か
の
問
題
が
起
っ
て
來
ろ
が
、
傅
來
の
亜
蛮
で
あ
る

梵
銃
が
、
寺
院
の
艤
絶
を
ま
た
ず
し
て
他
に
移
る
と
い
ふ
に
は
、
鍬
に
堂
宇
の
大
破
と
い
ふ
理
由
を
越
え
て
、
槻
壯
垂
日
寺
と
い
ふ
古
刹
が

た
ど
っ
た
寺
蓮
の
隆
郡
盛
衰
の
事
情
を
無
脱
し
て
は
推
測
し
得
な
い
。

想
う
に
、
平
安
の
昔
、
菅
公
の
詠
じ
た
域
が
本
梵
鈍
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
時
期
が
延
蒋
資
財
帳
の
成
立
に
先
立
つ
数
年
で
あ
る
こ
と

よ
り
し
て
傲
然
で
あ
り
、
そ
の
後
康
平
、
康
治
と
璽
な
る
凹
職
に
も
梵
鐘
は
扱
失
を
弛
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
二
度
の
火
災
に
よ
っ

て
、
さ
す
が
宏
壯
華
麗
の
名
刹
も
、
も
は
や
衝
槻
を
器
め
な
い
と
い
ふ
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
よ
し
、

こ
飢
ら
の
時
期
に
を
い
て
、
そ
の
堂
塔
伽
轆
が
古
記
に
傳
ふ
る
如
く
椛
昔
の
十
分
の
一
に
満
た
な
い
も
の
に
な
り
絡
つ
た
に
し
て
も
、
天

平
以
來
の
食
封
、
墾
田
等
に
源
を
汲
む
本
寺
の
寺
領
は
、
な
ぼ
西
國
諸
寺
の
速
く
及
ぶ
と
こ
ろ
で
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
寺
観
も
や
や
整

っ
て
ゐ
た
も
の
の
如
く
、
そ
の
勢
威
の
ほ
ど
は
、
時
の
關
白
秀
吉
の
九
州
下
向
の
際
、
営
寺
の
別
営
が
、
秀
吉
に
車
上
に
て
脳
接
し
た
た

（
誰
十
一
）

め
、
そ
の
不
敬
を
間
は
れ
、
寺
領
を
淡
收
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
郡
の
裡
に
も
こ
れ
を
う
か
が
ふ
と
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
寺
領

没
收
と
い
ふ
魏
件
以
前
の
時
期
に
を
い
て
は
梵
銃
移
郷
を
想
定
す
べ
き
積
極
的
な
契
機
を
何
等
見
出
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
想
う
に
こ
の

寺
領
淡
收
と
い
ふ
こ
と
は
観
世
一
菅
寺
に
と
っ
て
の
妓
大
の
揃
手
で
あ
っ
た
に
迷
い
な
く
、
こ
奴
を
境
に
し
て
営
寺
の
本
絡
的
表
瓢
が
始
ま

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
を
當
時
は
小
な
り
と
い
へ
ど
も
伽
藤
は
厳
存
し
て
ゐ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
鋲
西
第
一
の
名
刹
と
い
ふ
威
循
か
ら

筑
紫
狐
世
背
寺
の
梵
銃
一
四
三

｜

イ



、

〆

〃

0

筑
紫
槻
世
晋
寺
の
梵
鐡
ｊ
一
四
四

も
、
こ
の
悪
件
を
近
囚
と
し
て
梵
飾
岬
移
の
こ
と
が
あ
っ
た
と
は
、
直
ち
に
は
老
へ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
簸
後
に
茂
さ
肌
る
の
は
、
と
伽
よ
り
約
三
十
年
を
經
た
克
永
七
年
（
二
三
○
）
の
大
風
の
災
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
槻
枇

晋
寺
は
わ
づ
か
に
浅
さ
鯉
た
伽
藍
も
顛
撞
せ
ら
れ
、
祀
る
に
堂
宇
な
く
、
再
興
の
蚕
を
求
む
く
き
寺
領
も
な
く
、
扱
壌
を
免
れ
得
た
佛
像

も
雨
露
に
さ
ら
さ
恥
腐
朽
に
委
せ
ら
れ
る
よ
り
外
な
い
と
い
ふ
非
運
の
極
に
低
か
れ
た
の
で
あ
る
。
梵
鋺
移
純
の
上
限
は
ま
さ
に
こ
の
時

、
期
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
時
す
で
に
、
梵
錬
は
那
資
上
そ
の
存
在
の
理
由
を
喪
失
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
寛
永
七
年

（
二
三
○
）
よ
り
、
元
藤
元
年
（
一
六
八
八
）
の
再
興
に
到
る
六
十
年
未
滿
の
間
の
い
づ
れ
か
の
峠
期
に
お
い
て
、
こ
の
梵
錬
が
安
樂
寺
の

祭
祀
の
典
と
し
て
観
世
晋
寺
を
離
伽
た
も
の
で
あ
ら
う
と
い
ふ
こ
と
は
、
照
な
る
挑
測
に
止
ま
る
と
は
思
は
乱
な
い
。
す
で
に
槻
仙
晋
寺

再
興
な
ら
ん
と
す
る
元
職
一
初
年
に
は
、
早
速
こ
乳
が
復
蹄
を
懇
請
す
る
と
い
ふ
前
記
の
史
蛮
も
、
こ
れ
を
裏
書
し
て
ゐ
る
と
恩
ふ
ｐ

‐
さ
て
、
安
樂
寺
榔
移
後
の
梵
鐘
の
消
息
に
つ
い
て
も
、
從
來
所
論
を
見
な
い
の
で
あ
る
が
、
先
年
ま
で
か
の
梵
鐘
の
預
り
誇
文
が
観
世

香
寺
に
博
っ
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
が
示
す
如
く
、
明
治
の
初
年
に
到
る
ま
で
途
に
本
梵
鐡
の
槻
枇
昔
寺
復
歸
を
見
る
こ
と
が
出
來
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
間
約
百
八
十
年
の
空
隙
を
充
た
す
史
料
と
し
て
は
、
前
出
の
筑
前
國
綾
風
土
記
の
記
述
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
元

藤
木
か
ら
笠
永
の
頃
に
は
鐘
が
な
ほ
安
樂
寺
に
あ
っ
た
覗
資
を
知
り
得
る
し
、
今
一
・
つ
は
、
先
述
せ
る
元
文
三
年
の
文
書
で
あ
っ
て
、
こ

れ
に
よ
っ
て
倦
時
梵
鈍
が
な
ほ
太
宰
府
悔
樂
寺
に
所
在
し
て
ゐ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
以
後
年
移
っ
て
明
治
に
い
た
り
、
は
じ
め
て

と
の
梵
鐘
は
槻
世
昔
寺
に
蹄
っ
て
來
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
次
第
に
つ
い
て
は
明
治
九
年
二
月
、
現
住
石
田
琳
樹
氏
の
師
父
琳
泉
氏
の

時
、
そ
の
友
人
甜
舜
と
い
ふ
人
の
書
き
留
め
た
も
の
が
、
現
在
懸
幅
と
し
て
保
存
さ
恥
て
を
り
、
そ
飢
に
よ
れ
ば
命
當
時
臓
佛
殴
濯
の
風

潮
拭
ひ
難
く
、
本
梵
鐘
も
危
く
亡
失
せ
ら
れ
ん
と
し
た
の
を
、
辛
う
じ
て
復
蹄
せ
し
め
得
た
意
味
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
。

以
上
を
も
っ
て
本
梵
鐘
の
た
ど
り
し
仰
歴
の
大
磯
を
観
得
た
か
と
思
ふ
。

’

〆

｣
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、

伊
東
忠
太
博
士
に
は
じ
ま
り
、
高
橋
健
自
博
士
、
香
取
秀
腫
氏
、
坪
井
良
平
氏
な
ど
に
よ
っ
て
受
け
繼
が
れ
た
梵
鐘
研
究
の
結
果
と
し

て
、
現
在
我
岡
に
傅
は
る
梵
鐡
の
中
（
朝
鮮
鎌
、
支
那
鈍
な
ど
を
除
く
和
鈍
の
意
）
、
奈
良
時
代
の
製
作
に
か
か
る
も
の
と
し
て
、
有
銘

鐡
三
、
無
銘
銃
十
一
、
計
十
四
口
が
蕊
．
げ
ら
恥
て
ゐ
る
。
以
下
槻
化
香
寺
銃
に
つ
い
て
記
述
す
る
に
際
し
て
、
こ
れ
ら
同
時
代
の
梵
銃
に

言
及
し
、
比
較
考
察
の
材
料
と
す
る
こ
と
雌
：
で
あ
る
が
故
に
、
豫
め
こ
こ
に
奈
良
時
代
姉
と
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
を
列
畢
し
、
そ
の
法
世

（
註
十
二
）

を
表
に
し
て
猫
げ
て
瞳
く
こ
と
と
す
る
。

有
銘
鈍

妙
心
寺
銃
京
都
市
右
京
唾
花
剛
妙
心
寺
町

興
禰
寺
銃
・
奈
良
市
登
大
路
町

織
田
耐
祗
鐡
．
耐
井
縣
丹
生
郡
織
田
村

無
銘
鐘

観
世
音
寺
鐘
耐
岡
縣
筑
紫
郡
水
城
村

営
肺
寺
鐘
奈
良
牒
北
蒋
城
郡
濫
肺
村

大
峰
山
本
堂
鐘
奈
良
縣
吉
野
郡
山
上
村

法
隆
寺
西
院
鐘
。
．
奈
良
縣
生
駒
郡
法
隆
寺
村
，

新
藥
師
寺
鐘
奈
良
市
高
畑
井
ノ
上
町

・
筑
紫
籾
世
一
菅
寺
の
梵
鐡
一
四
五

二

構

造

I



筑
紫
籾
世
昔
寺
の
梵
鐘

園
城
寺
鐘
大
津
市
別
所

東
大
寺
鐘
奈
良
市
雑
司
町
ノ

I
、

、

－宅

四
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濫
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⑭
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無

胃
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昌
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“
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，
胃
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吟
隠
。

当
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②
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藥
師
寺
錬
奈
良
市
西
ノ
京

法
隆
寺
東
院
鐘
奈
良
縣
生
駒
郡
法
隆
寺
村

東
禰
寺
銃
京
都
市
東
山
匝
本
町
十
五
丁
目

興
禰
院
鐘
岐
阜
縣
不
破
郡
宮
代
町

槻
枇
晋
寺
銃
の
製
作
年
代
を
奈
良
時
代
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
攻
を
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
が
、
と
に
か
く
槻
祉
吾
寺

梵
鐡
は
、
様
式
上
、
奈
良
時
代
銃
に
凪
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
記
述
に
際
し
て
は
、
從
っ
て
他
の
奈
良
時
代
銃
を
比
較
の
材
料
と
す
べ

き
と
と
勿
論
で
あ
る
が
、
殊
に
京
都
妙
心
寺
錬
は
、
そ
の
丈
飛
の
酷
似
す
る
こ
と
か
ら
雌
；
問
題
に
さ
れ
て
來
た
も
の
で
あ
り
、
本
稲
に

お
い
て
も
剛
錬
の
比
較
研
究
に
は
特
に
精
密
を
期
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

龍
頭
龍
頭
と
い
ふ
の
は
使
穴
的
な
俗
禰
で
あ
っ
て
、
本
來
は
茄
牢
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
通
孵
に
從
っ
て
龍
頭

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
観
世
晋
寺
鈍
の
龍
頭
は
圃
版
一
、
三
、
高
さ
一
尺
一
寸
七
分
、
妙
心
鏡
よ
り
約
二
寸
五
分
高
く
、
銃
身
に
比
し
て

非
常
に
大
型
で
あ
り
そ
の
鐘
身
高
に
對
す
る
高
さ
の
比
は
、
奈
良
銃
中
も
っ
と
も
大
な
る
も
の
の
や
う
で
あ
る
。
そ
の
幅
も
、
法
隆
寺
西

院
鍾
の
如
き
例
外
的
に
巨
大
な
も
の
に
は
及
ば
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
高
さ
を
支
え
る
に
充
分
な
吹
さ
を
も
っ
て
ゐ
て
、
雄
大
な
容
姿
を

示
し
て
ゐ
る
。

そ
の
形
式
は
、
盤
龍
が
互
に
相
背
い
て
、
そ
の
口
辱
の
部
分
で
笠
形
を
噛
み
、
そ
の
頚
部
が
中
央
で
紫
っ
て
銃
を
釣
る
た
め
の
遜
鈎
を

形
成
し
て
ゐ
る
。
そ
の
梁
つ
た
頚
部
の
上
に
三
枚
の
複
辨
反
花
よ
り
な
る
蓮
華
座
を
世
き
、
座
上
に
二
軍
凹
圏
に
か
こ
ま
れ
た
数
珠
を
茨

世
し
、
こ
の
喪
珠
を
岨
ん
で
著
し
く
様
式
化
し
た
火
焔
が
渦
捲
い
て
、
上
部
で
尖
端
を
形
成
し
て
ゐ
る
。

も
と
も
と
奈
良
時
代
銃
は
そ
の
製
作
手
法
が
極
め
て
自
由
で
あ
り
、
鋳
造
者
が
そ
れ
ぞ
恥
何
等
の
軌
範
傳
統
に
頬
は
さ
れ
る
こ
と
な
く

猫
歩
の
境
地
を
拓
い
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
お
い
て
、
龍
頭
に
關
し
て
は
少
く
と
も
、
奈
良
鏡
龍
頭
の
主
流
を
な
す
如
き
一

筑
紫
槻
枇
晋
寺
の
梵
姉
・
一
四
七
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筑
紫
槻
枇
苛
寺
の
梵
嫡
ｕ
一
四
八

（
銑
十
三
）

つ
の
系
統
が
自
づ
か
ら
形
成
さ
れ
て
ゐ
る
。
即
ち
、
坪
井
良
平
氏
な
ど
の
夙
に
猯
摘
さ
れ
て
ゐ
る
如
く
、
典
禰
寺
鏡
、
新
藥
師
寺
鐘
、
妙

心
寺
疏
、
眞
脚
院
鏡
な
ど
の
龍
頭
の
系
統
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
槻
枇
昔
寺
錬
の
龍
頭
も
き
た
そ
の
意
匠
の
虎
理
に
お
い
て
こ
の
系
統
に
厨

す
る
も
の
で
あ
り
、
も
っ
て
奈
良
鋪
龍
頭
の
韮
準
を
な
し
て
ゐ
る
も
の
と
い
ふ
と
と
が
出
來
る
。

も
ち
ろ
ん
、
同
一
系
統
に
厨
す
る
と
は
い
へ
、
細
部
に
お
い
て
各
凌
小
異
を
見
せ
て
ゐ
る
と
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
そ
の
中
に
あ
っ

て
観
世
香
寺
鐘
龍
頭
は
、
殊
に
そ
の
意
匠
虚
理
の
手
法
に
お
い
て
、
ま
た
そ
の
容
姿
に
お
い
て
汲
も
秀
抜
な
る
趣
き
を
見
せ
て
ゐ
る
も
の

と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
墜
龍
は
鬚
蒋
を
諸
へ
た
巨
大
な
口
辱
を
開
い
て
袋
形
を
噛
み
、
上
下
唇
と
も
に
牙
歯
を
現
は
し
、
鼻
に
は

鼻
翼
を
つ
け
、
眼
は
眼
球
と
眼
棄
を
二
重
に
表
現
し
、
耳
を
も
禰
潔
に
現
は
し
て
ゐ
る
。
額
に
は
角
を
備
へ
る
が
、
後
枇
の
枝
を
も
っ
た

鹿
角
の
如
き
も
の
で
は
な
く
、
尖
端
は
Ⅲ
く
外
方
に
曲
っ
て
を
り
、
そ
の
上
部
に
末
端
を
捲
郷
さ
せ
た
美
邪
な
猿
を
鐸
て
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
口
唇
に
は
じ
ま
り
、
上
へ
上
へ
と
反
稗
し
て
火
焔
へ
と
仲
ぴ
て
行
く
盛
上
る
や
う
な
力
感
と
斌
感
は
、
全
く
他
鋪
の
追
随
を
許
《

さ
な
い
も
の
で
あ
る
。
喪
珠
を
安
す
る
蓮
辨
も
、
ま
こ
と
に
素
朴
な
無
雑
作
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
重
厚
さ
は
充
分
に
奈
良
時
代
の
蓮

辨
の
趣
き
を
術
へ
て
ゐ
る
。

一
般
に
、
奈
良
錘
の
龍
頭
の
様
式
が
著
し
く
装
飾
的
で
あ
る
と
い
ふ
特
徴
を
も
っ
て
ゐ
る
の
に
反
し
て
、
後
世
の
も
の
は
鬼
明
な
聴
象

性
に
細
さ
れ
て
、
極
め
て
挿
猛
な
相
貌
を
呈
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
即
ち
奈
良
銃
の
龍
頭
が
ま
さ
に
洲
牢
と
呼
ぶ
に
相
唯
し
い
一
種
清

高
な
る
獣
頭
を
形
成
す
る
に
對
し
て
、
後
世
の
龍
頭
は
そ
の
本
を
忘
れ
て
形
骸
の
反
迫
に
の
み
念
で
あ
る
た
め
、
や
が
て
腕
の
龍
首
に
愛

じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

き
た
こ
の
舵
頭
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
細
部
の
手
法
に
お
い
て
著
し
く
左
右
の
均
郷
を
縦
い
て
ゐ
る
と
と
で
あ
っ
て
、
こ
こ

に
も
ま
た
一
つ
の
時
代
色
が
現
は
恥
て
ゐ
ろ
。
無
論
こ
の
こ
と
は
後
枇
の
梵
錬
に
も
見
得
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
故
意
に
左
右
相
‘

〃
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、

稲
を
破
る
か
、
乃
至
は
技
術
の
拙
劣
さ
に
原
脚
す
る
に
反
し
、
奈
良
銃
に
お
い
て
は
こ
れ
が
全
く
無
關
心
に
由
來
し
て
ゐ
ろ
の
で
あ
る
。

例
へ
ぱ
砕
脚
麻
寺
鈍
及
び
織
田
榊
泄
錬
の
純
座
に
お
い
て
、
二
佃
の
柿
座
の
蓮
辨
が
五
に
そ
の
数
を
異
に
し
て
ゐ
る
の
と
同
断
で
あ
り
、
こ

の
時
代
の
鋳
造
者
の
全
く
些
細
に
拘
泥
し
な
い
製
作
態
度
を
物
語
る
も
の
と
言
ふ
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。

な
ほ
、
今
一
つ
見
逃
せ
な
い
の
は
、
龍
頭
の
方
向
と
縦
座
の
位
澄
と
の
關
係
で
あ
る
。
即
ち
後
世
の
梵
鐘
は
上
か
ら
僻
鰍
し
た
場
合
、

二
筒
の
擁
座
が
舵
頭
の
長
軸
線
の
延
長
上
に
あ
る
の
に
對
し
、
こ
の
銃
に
於
て
は
扇
展
に
見
る
如
く
、
械
座
の
位
世
は
龍
頭
の
平
面
の
方

向
に
一
致
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
こ
の
錬
の
製
作
年
代
の
古
き
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
こ
の
飛
賓
は
伊
東
忠
太
博
士
の
桁
摘
さ
恥

（
雛
十
脚
）

た
も
の
で
あ
り
、
今
で
は
前
者
を
新
式
、
後
者
を
古
式
と
呼
ん
で
梵
鈍
の
時
代
決
定
の
一
指
針
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
と
の
古
式
の
鐘

は
平
安
後
半
か
ら
鎌
倉
初
期
ま
で
に
は
な
ほ
往
食
に
し
て
見
ら
恥
ろ
が
、
鎌
倉
中
期
以
後
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
影
を
失
う
も
の
で
あ
り
、
同

時
に
、
新
式
の
銃
は
平
安
中
期
、
宇
治
平
等
院
鈍
を
そ
の
初
出
と
す
る
も
の
の
様
で
あ
る
。
な
ほ
平
安
初
期
の
龍
頭
は
、
雛
茄
の
頚
部
の

上
に
直
ち
に
喪
珠
を
世
き
、
そ
の
喪
珠
と
上
部
の
火
焔
の
間
が
透
彫
に
な
る
こ
と
が
唖
§
あ
る
が
、
こ
の
鮎
に
お
い
て
も
本
鈍
の
龍
頭
は

平
安
初
期
以
前
に
測
る
形
式
を
も
っ
て
ゐ
る
。

最
後
に
本
梵
錬
の
龍
頭
に
關
し
て
今
一
つ
附
加
す
べ
き
こ
と
は
、
鎚
龍
の
頚
部
の
接
合
す
る
部
分
に
、
人
面
の
如
き
装
飾
が
見
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
（
団
版
三
℃
從
來
こ
伽
に
つ
い
て
誰
も
記
述
す
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
の
は
、
梵
錬
が
椣
上
に
懸
っ
て
ゐ
て
、
、
一
時
に
毛
の

全
貌
を
見
る
こ
と
が
出
來
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ら
う
と
思
は
肌
る
が
、
そ
の
頚
部
の
中
央
上
方
に
は
一
種
判
別
し
難
き
葉
形
の
も
の
が
三

枚
あ
っ
て
、
さ
な
が
ら
鼻
翼
を
術
へ
た
典
の
如
き
か
た
ち
を
形
成
し
、
左
右
の
二
枚
は
各
女
上
部
に
流
れ
、
湾
曲
雛
稗
し
て
頚
部
に
淵
え

て
ゐ
る
が
、
こ
の
湾
曲
せ
る
弧
状
の
部
分
は
二
軍
と
な
っ
て
、
恰
も
眼
瞼
の
如
き
効
果
を
見
せ
て
ゐ
る
。
加
う
る
に
中
央
部
よ
り
粕
：
下

方
に
頚
部
の
曲
線
に
略
：
一
致
し
た
雄
勁
な
る
一
線
が
引
か
虹
て
を
り
、
固
く
結
ん
だ
脚
を
想
は
せ
る
も
の
が
あ
る
。
．
、

銚
紫
槻
世
菅
寺
の
梵
姉
一
四
九
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こ
れ
ら
の
装
飾
は
班
に
墜
雌
の
頚
部
の
表
現
ど
し
て
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
除
り
に
も
不
適
切
で
あ
り
、
殊
更
に
こ
の
様
な
粉
ら
は
し

き
性
絡
の
も
の
を
一
鮎
に
集
中
す
る
と
い
ふ
と
と
に
つ
い
て
の
秋
械
的
な
理
巾
が
全
く
認
め
難
い
の
で
あ
る
。
例
へ
ぱ
上
部
の
葉
形
の
如

き
も
、
一
見
そ
の
上
方
に
あ
る
変
珠
を
姿
じ
た
遮
辨
と
何
か
の
關
聯
が
あ
場
か
の
様
で
あ
る
が
、
そ
の
蓮
辨
の
庭
理
は
、
こ
の
場
合
明
ら

か
に
そ
の
復
郷
三
枚
の
み
で
も
っ
て
完
結
し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
下
の
葉
形
か
ら
判
然
と
猫
立
し
て
ゐ
る
。
一
般
に
こ
の
部
分
は
、
碓

身
を
表
す
た
め
に
一
面
に
鱗
片
を
も
っ
て
種
は
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
人
面
に
相
徴
す
る
模
様
が
描
か
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ

と
と
に
つ
い
て
は
、
単
な
る
偶
然
の
効
果
と
い
ふ
こ
と
を
超
え
て
ゐ
る
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
果
し
て
そ
う
で
あ
る
と
す

恥
ぱ
、
こ
の
辨
賓
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ら
う
か
。

今
と
の
問
題
に
對
し
て
売
好
の
解
答
を
典
へ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
の
梵
銃
に
お
け
る
と
同
様
に
龍

頭
内
に
人
面
（
欺
面
）
を
表
現
す
る
こ
と
は
、
速
く
支
那
古
銅
器
に
そ
の
源
流
を
蕪
ね
得
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
博
古
岡
鋒
等
所
減
の
古

Ｌ

銅
器
の
中
に
は
周
版
二
一
、
四
）
、
ま
さ
に
和
錆
の
龍
頭
に
相
営
す
る
個
所
に
明
瞭
に
人
面
（
秋
面
）
を
刻
ん
で
ゐ
る
例
が
見
ら
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
様
な
覗
例
か
ら
推
せ
ば
槻
仙
一
昔
寺
錬
の
人
面
相
濫
の
模
様
も
、
そ
の
源
を
支
那
古
銅
器
に
汲
む
も
の
と
い
っ
て
差
支
な
い
で

あ
ら
う
。
こ
の
こ
と
は
梵
錬
そ
の
も
の
が
す
で
に
支
那
古
銅
器
の
影
郷
下
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
有
り
得
べ
き
こ
と
と
言
は
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
加
う
る
に
こ
の
観
世
音
寺
鋪
は
、
從
來
す
で
に
新
羅
藝
術
と
脈
絡
あ
る
こ
と
が
指
摘
せ
ら
れ
、
奈
良
鈍
中
で
も
外
來

文
化
の
影
響
を
受
く
る
こ
と
多
き
も
の
の
一
つ
で
あ
る
鮎
よ
り
考
へ
れ
ば
、
と
の
蛎
賓
も
一
段
と
そ
の
重
要
性
を
も
つ
も
の
と
言
は
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

笠
形
龍
頭
の
下
方
に
あ
っ
て
、
姉
身
の
上
誌
に
あ
た
る
部
分
を
指
し
、
そ
の
形
状
か
ら
「
袋
形
」
，
も
し
く
は
「
饅
頭
形
」
と
呼
ば

れ
る
が
、
本
鐘
の
霊
形
は
高
さ
一
寸
八
分
五
厘
で
、
妙
心
寺
銃
の
一
寸
三
分
に
比
し
稲
§
そ
の
差
が
大
き
い
。
ま
づ
そ
の
周
邊
の
、
丁
度

１
１
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凸

、

、

疏
身
の
雁
み
に
微
る
所
に
帆
一
寸
三
分
の
ほ
と
ん
ど
水
平
に
近
い
一
帯
が
あ
り
、
そ
の
内
側
か
ら
緩
や
か
な
勾
配
で
龍
頭
下
際
に
昇
っ
て
，

ゆ
く
が
、
そ
の
形
式
は
鯉
頭
形
と
い
ふ
よ
り
嬢
形
と
名
づ
く
ろ
に
相
唯
し
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
笠
形
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
中
に
驍
形
川
織
と
同
心
回
の
紐
に
よ
る
幽
線
が
ほ
ど
こ
さ
恥
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
奈
良
時
代
銃
の
中
で
は
、
岱
螂
寺
錬
が
紐
に
代
る
顯
著
な
役
を
も
っ
て
笠
形
を
め
ぐ
ら
せ
て
ゐ
る
の
を
唯
一
の
例
外
と
し
て
、
そ
・

れ
以
外
の
す
べ
て
の
奈
良
銃
に
施
さ
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
は
平
安
鎌
に
性
交
見
受
け
る
の
と
、
鎌
倉
初
期
の
も
の
に
佳

か
に
そ
の
跡
を
と
ど
め
る
程
度
で
、
そ
れ
以
後
絶
え
て
見
る
こ
と
の
出
來
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
観
枇
青
寺
鋺
の
年
代
推
定
の

基
準
の
一
つ
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
〃

こ
の
幽
線
は
、
稀
に
は
侭
榔
院
鐡
の
如
く
一
條
の
紐
に
よ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
杵
通
は
二
條
の
紐
を
一
組
と
し
て
笠
形
を
上
下
の
二
段

に
曄
削
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
時
と
し
て
は
妙
心
寺
錬
、
興
胴
寺
疏
、
東
大
寺
鐡
な
ど
の
如
く
、
そ
の
幽
線
が
二
個
所
に
あ
っ
て
、
笠
形
を

三
段
に
分
つ
と
と
も
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
槻
仙
晋
寺
鐡
の
場
合
は
、
薙
形
刷
縁
よ
り
約
三
寸
の
と
こ
ろ
に
、
二
條
を
一
組
と
し
た
圏
線

が
あ
っ
て
、
從
來
と
虹
の
み
が
指
摘
さ
鯉
て
來
た
が
、
今
回
の
調
査
に
よ
っ
て
、
そ
れ
よ
り
更
に
上
方
に
一
條
の
紐
が
施
さ
れ
、
先
の
二

條
一
組
の
紐
と
と
も
に
、
以
て
笠
形
を
三
段
に
分
っ
て
ゐ
る
と
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
の
場
所
は
、
笠
形
下
邊
よ
り
漸
次
上
昇
し
き
た
っ
た

斜
面
が
中
心
附
近
に
お
い
て
水
平
に
移
ら
ん
と
す
る
丁
度
そ
の
稜
線
に
楢
っ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
こ
と
と
、
今
一
つ
は
そ
の
紐
が
挫
龍
の
口

辱
に
よ
っ
て
叩
側
に
分
断
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
と
の
た
め
に
、
從
來
こ
の
紐
が
見
落
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
の

紐
は
鋳
造
技
術
上
自
づ
か
ら
生
じ
た
と
い
鯵
如
き
種
類
の
も
の
で
は
な
く
、
常
時
の
工
人
が
意
識
的
に
鋳
型
上
に
た
ど
っ
た
幽
線
と
み
な

す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

鐡
身
姉
身
は
高
さ
三
尺
八
寸
九
分
、
口
梶
（
外
径
）
二
尺
八
寸
四
分
五
厘
で
、
口
經
に
對
す
る
高
さ
の
比
は
、
口
径
を
両
と
す
れ

筑
紫
籾
世
晋
寺
の
梵
節
一
五
一

’
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ぱ
高
さ
は
両
三
十
七
と
な
り
、
奈
良
銃
の
中
で
は
東
脈
寺
銃
、
妙
心
寺
錬
、
常
麻
寺
鈍
な
ど
と
共
に
高
率
を
示
す
も
の
の
‐
一
つ
で
あ
り
、

一
般
に
こ
の
時
代
の
銃
が
幌
吹
く
雄
作
の
感
を
呈
す
る
中
に
あ
っ
て
、
丈
高
く
一
睡
高
雅
な
る
氣
識
を
誠
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
圃

版
十
一
参
皿
、
鋪
身
上
樺
は
一
尺
九
寸
六
分
で
あ
り
、
口
遜
に
比
し
て
そ
の
控
を
小
な
ら
し
め
て
ゐ
る
た
め
に
、
鈍
の
容
姿
は
銃
身
の
上

牛
に
お
い
て
非
常
に
痩
身
と
な
り
、
下
部
に
璽
服
の
趣
き
を
典
へ
て
ゐ
る
が
蕊
と
れ
に
對
唯
さ
す
べ
く
、
前
述
の
ご
・
と
く
雄
大
な
る
龍
頭

を
配
し
て
全
髄
の
均
衡
を
得
さ
し
め
て
ゐ
る
。
“
・

銃
身
外
面
に
は
所
訓
「
袈
裟
鰹
」
が
あ
り
、
縦
横
の
紐
に
よ
っ
て
上
帯
、
中
帯
、
下
栫
、
縦
栫
、
乳
の
間
、
池
の
間
、
草
の
間
な
ど
の

匡
州
が
作
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
装
飾
と
し
て
は
、
乳
、
掩
座
の
蓮
華
丈
、
上
下
帯
の
府
草
丈
が
施
さ
れ
て
ゐ
る
の
み
で
、
極
め
て
簡
素
な
意

匠
で
あ
る
。
銃
身
下
端
の
「
駒
の
爪
」
は
、
軍
に
大
小
二
本
の
紐
か
ら
出
來
て
ゐ
る
の
み
で
、
鎌
倉
以
降
の
鐘
に
見
ら
れ
る
如
き
、
そ
の

名
に
相
唯
し
い
肥
厚
し
た
も
の
と
は
全
く
異
っ
て
、
製
作
年
代
の
古
さ
を
語
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
駒
の
爪
に
對
應
す
る
も
の
と
し
て
銃
身
の

上
端
に
も
大
小
二
本
の
紐
が
綾
ら
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
ら
の
内
側
と
、
袈
裟
擁
の
上
下
端
と
に
各
登
二
本
一
組
の
紐
を
め
ぐ
ら
し
、
そ

（
姓
十
五
）

恥
ら
に
側
垂
れ
て
上
帯
及
び
下
帯
が
作
ら
れ
て
を
り
、
雨
滞
と
も
府
草
の
連
練
文
様
を
容
れ
て
ゐ
る
。

上
桁
に
は
面
版
五
）
、
二
個
の
擁
座
を
つ
な
ぐ
直
線
と
直
角
の
方
向
に
あ
る
縦
群
の
一
方
の
上
部
に
あ
た
る
所
に
忍
冬
文
の
正
形
が
あ

り
同
版
五
の
中
央
よ
り
や
や
左
）
、
こ
れ
を
起
鮎
と
し
て
店
章
は
左
右
に
流
触
る
の
で
あ
る
。
（
以
下
便
穴
上
、
上
帯
唐
草
の
正
形
忍
冬
文

の
あ
る
面
を
、
こ
の
銃
の
正
面
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
も
と
こ
ろ
が
左
の
流
れ
は
銃
身
の
阿
分
の
三
以
上
を
繰
っ
た
部
位
に
お
い
て
右
流

れ
の
唐
草
に
合
し
、
そ
こ
で
終
黙
を
形
成
し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
同
版
五
の
右
端
近
く
）
、
こ
の
や
う
な
無
造
作
な
手
法
は
後
枇
の
工
人
の

作
に
は
到
底
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
下
帯
の
府
草
は
（
側
版
六
）
、
流
腿
な
片
流
飢
の
連
続
文
で
あ
り
、
忍
冬
文
の
正
形
に
近
い
も
の
か
ら
右
へ
の
み
流
れ
出
て
、
次
の
‐

I

1



、

忍
冬
一
文
正
形
へ
移
る
、
と
い
ふ
単
位
十
四
仙
の
繰
返
し
か
ら
な
っ
て
ゐ
る
が
、
各
岬
畢
位
の
長
さ
は
凹
周
の
全
長
を
等
分
に
配
分
せ
す
、
小

は
五
寸
か
ら
大
は
七
寸
五
分
に
い
た
る
任
意
の
長
さ
で
配
列
さ
れ
て
ゐ
る
ｏ
今
似
り
に
本
鈍
の
正
面
か
ら
Ⅲ
間
を
二
等
分
に
し
て
み
れ

ば
、
向
っ
て
右
の
半
凹
周
に
現
れ
る
府
章
儒
小
位
の
中
に
は
著
し
く
知
小
の
も
の
が
見
ら
れ
、
そ
の
翠
位
数
も
左
の
牛
凹
周
に
比
し
て
約

二
個
を
増
し
て
ゐ
る
。
上
帯
と
下
桁
の
文
様
椛
成
に
お
け
る
こ
れ
ら
二
つ
の
郡
蛮
は
ま
た
、
徴
聯
寺
鏡
上
辮
の
鋸
樹
文
が
維
鮎
と
思
は
虹

ろ
あ
た
り
で
念
激
に
小
形
と
な
っ
て
、
そ
の
ま
と
ま
り
を
つ
け
て
ゐ
る
の
と
、
そ
の
締
肺
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
と
も
に
上
代

工
人
の
蹄
く
べ
き
放
脈
さ
を
示
す
も
の
と
い
ふ
と
と
が
出
來
ろ
。

な
ほ
、
坪
井
良
平
氏
の
指
摘
さ
虹
る
所
に
よ
れ
ば
、
上
帯
の
文
様
は
鎌
倉
以
降
の
姉
で
は
多
く
の
場
合
飛
雲
文
で
あ
り
、
下
辮
府
草
丈

に
は
、
平
燐
後
期
以
後
猫
立
文
が
現
れ
、
し
か
も
鎌
倉
時
代
の
銃
で
は
連
練
文
の
方
が
む
し
ろ
稀
と
な
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
が
、
本
梵
鐘

の
場
合
は
上
下
帯
と
も
に
忍
冬
一
店
草
の
連
綾
文
を
容
れ
て
を
り
、
こ
こ
に
も
些
少
な
が
ら
年
代
考
定
の
示
唆
が
與
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か

し
、
も
ち
ろ
ん
亜
要
な
の
は
、
忍
冬
応
章
自
雛
の
性
徴
、
形
式
で
あ
り
、
観
世
音
寺
錬
の
府
草
の
も
つ
そ
の
細
勁
な
る
曲
線
は
、
到
底
後
、

仙
の
脆
弱
な
る
庶
革
の
そ
れ
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
平
安
以
前
に
測
る
弧
籾
さ
を
術
へ
て
ゐ
る
。
こ
の
上
下
辮
の
文
様
も
、
先
の
龍
頭
及

び
笠
形
と
と
も
に
京
都
妙
心
寺
錬
と
の
差
の
梢
§
大
き
い
も
の
で
あ
る
圃
版
七
、
八
）
。
も
と
よ
り
そ
の
全
総
と
し
て
の
迭
形
に
お
い
て

は
剛
者
互
に
相
通
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
彼
の
府
草
が
繊
細
優
雅
の
趣
致
を
現
す
に
對
し
て
、
此
れ
は
一
種
猫
特
の
砿
さ
を
も
っ
た
、
い

は
ば
秀
腿
と
も
稲
す
べ
き
形
式
を
現
し
て
ゐ
る
。
と
の
細
勁
に
し
て
而
も
非
常
に
疾
い
流
れ
を
見
せ
る
曲
線
は
、
我
國
に
お
い
て
猫
自
の

展
開
を
遂
げ
來
つ
た
當
時
の
唐
草
と
は
除
程
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
坪
井
氏
な
ど
の
言
は
れ
る
如
く
、
こ
れ
は
明
ら
か
に

新
羅
藝
術
に
脈
絡
あ
る
こ
と
を
ぱ
想
は
せ
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
仔
細
に
稔
す
れ
ば
、
と
の
上
下
裕
一
弓
の
庶
草
文
様
は
、
更
に
互
い
に
そ
の
形
式
感
燗
を
著
し
く
異
に
し
て
ゐ
る
。
即
ち
、
上

筑
紫
概
世
罪
叫
寺
の
梵
鈍
。
．
一
五
一
二
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‐

筑
紫
棚
世
評
寺
の
梵
姉
。
一
雄
凹

稚
の
店
章
文
は
明
ら
か
に
西
方
偲
來
の
忍
冬
庶
輩
で
あ
る
が
、
下
栫
の
唐
草
文
は
こ
れ
に
對
し
て
械
め
て
異
礎
的
で
あ
る
。
そ
の
各
交
の

パ
ル
メ
ッ
ト
か
ら
右
へ
流
れ
る
三
本
の
線
の
發
す
る
感
惜
は
、
必
ず
し
も
植
物
性
の
も
の
で
は
な
く
、
殊
に
雄
上
部
の
曲
線
に
見
ら
れ
る

不
自
然
さ
と
、
そ
の
尖
端
に
お
け
る
反
縛
の
鋭
さ
の
中
に
は
、
む
し
ろ
淡
代
以
來
の
仰
統
を
引
く
流
露
文
の
影
郷
が
宏
取
さ
れ
る
の
で
あ

り
、
先
述
の
龍
頭
に
お
け
る
欺
面
の
形
成
と
と
も
に
、
こ
の
梵
鐡
の
性
椿
を
い
よ
い
よ
奇
古
に
し
て
複
雑
な
も
の
に
し
て
ゐ
る
。

更
に
銃
身
に
つ
い
て
の
考
察
を
進
む
れ
ば
、
上
栫
と
下
栫
と
の
間
に
は
、
剛
側
を
二
條
一
組
の
紐
に
よ
っ
て
匡
荊
し
、
中
央
に
一
條
の

紐
を
通
し
た
縦
栫
が
あ
り
、
銃
身
を
内
等
分
し
て
ゐ
る
が
、
一
般
の
蹄
と
同
様
に
、
こ
の
う
ち
二
椎
は
龍
頭
の
長
軸
線
上
に
そ
の
中
心
を

も
ち
、
他
の
二
排
は
こ
れ
ら
と
直
角
の
、
舵
頭
平
面
の
方
向
に
配
さ
れ
て
を
り
、
後
の
二
帯
が
中
群
と
交
は
る
佃
所
に
抹
座
を
傭
へ
て
ゐ

る
。
中
帯
は
剛
側
を
二
條
一
組
の
紐
に
よ
っ
て
瞳
側
し
、
中
に
三
條
一
組
の
紐
を
施
す
が
、
そ
の
中
心
の
一
條
は
大
形
で
あ
る
。
こ
の
中

群
と
下
栫
の
間
が
「
草
の
間
」
で
あ
る
が
、
更
に
中
帯
の
上
、
上
栫
と
の
閲
に
は
同
じ
く
二
條
一
組
の
界
線
が
走
っ
て
「
乳
の
間
」
と

「
池
の
間
」
を
椎
成
し
て
ゐ
る
。

乳
の
間
に
は
一
，
厘
荊
内
に
四
段
七
列
の
二
十
八
個
、
四
厘
合
計
百
十
二
佃
の
乳
が
配
列
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
現
在
こ
の
中
十
九
個
を
鋏
失

し
、
五
佃
に
大
な
る
抗
傷
を
見
る
。
こ
の
乳
の
四
段
七
刎
と
い
ふ
配
列
数
は
、
奈
良
錬
中
で
は
妙
心
寺
鐡
、
藥
師
寺
鎌
、
法
降
寺
西
院
銃

．
、

な
ど
に
そ
の
例
を
見
る
こ
と
が
出
來
る
が
、
奈
良
鏡
は
わ
づ
か
十
四
・
、
な
が
ら
乳
の
組
合
せ
に
は
八
種
類
を
見
せ
て
を
り
、
平
安
後
期
以

降
の
も
の
が
四
股
四
列
を
雌
倒
的
多
数
と
し
、
ま
た
江
戸
時
代
銃
が
多
く
百
八
シ
の
乳
を
激
へ
る
と
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
配
列
法
は
極
め

、

て
自
由
で
あ
り
、
何
等
規
矩
に
煩
は
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
本
錬
の
乳
の
形
状
は
、
上
や
が
蛮
珠
形
を
な
し
、
そ
の
下
部
に
わ
づ
か
な

、
、
℃
〃

く
び
れ
を
も
っ
て
下
牛
の
頚
部
に
つ
な
が
り
、
古
鐘
と
し
て
は
蹄
く
べ
き
複
雑
な
形
状
を
示
し
て
ゐ
て
、
乳
の
み
を
見
れ
ば
そ
の
年
代
の

遙
か
に
降
る
か
を
恩
は
し
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
各
個
は
非
常
に
無
造
作
な
不
均
轆
な
手
法
に
成
っ
て
を
り
、
後
仙
の
轆
然
た
る
も
の
に

｡
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比
し
て
、
や
は
り
こ
の
時
代
工
人
の
製
作
態
度
に
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
奈
良
鐡
中
に
は
、
こ
の
複
雑
な
形
状
の
乳
を
も
つ
も
の
が
削
合

に
多
く
、
妙
心
寺
鐡
は
も
ち
ろ
ん
毎
束
大
寺
鏑
、
東
川
寺
鈍
も
こ
れ
に
風
し
、
腫
脚
院
銃
も
荘
だ
不
規
則
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
こ
の
系

統
に
従
ふ
も
の
と
さ
れ
、
藥
師
寺
錬
熨
在
乳
脱
避
も
恐
ら
く
同
じ
形
状
の
乳
で
あ
っ
た
ら
う
と
い
は
伽
て
ゐ
る
。
な
ほ
平
安
朝
初
期
の

鐘
（
稀
に
は
後
期
に
も
）
に
は
乳
の
間
の
内
部
に
今
一
つ
瞳
荊
を
造
る
こ
と
が
紗
く
な
い
が
、
・
奈
良
銃
で
は
こ
の
例
絶
無
で
あ
る
。

次
に
池
の
間
は
、
平
淡
以
降
に
お
い
て
雌
§
銘
文
が
鋳
込
ま
れ
る
部
分
で
あ
る
が
、
奈
良
銃
で
は
一
口
と
し
て
こ
こ
に
銘
丈
を
持
つ
も

の
が
な
く
、
ま
た
草
の
間
は
、
室
町
以
降
こ
こ
に
孵
革
を
配
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
と
の
槻
世
寺
錬
で
は
池
の
間
、
革
の
間
と

も
に
素
文
で
、
何
等
の
装
飾
も
施
さ
れ
て
ゐ
な
い
。

本
銃
の
掩
座
は
直
筏
五
寸
六
分
で
、
そ
の
意
院
は
、
一
般
と
同
じ
く
正
面
形
の
蓮
華
文
様
を
も
っ
て
作
ら
れ
て
ゐ
る
（
燗
版
九
）
。
擁
座

に
お
い
て
最
も
注
意
す
べ
き
こ
と
は
そ
の
位
笹
で
あ
り
、
古
鈍
ほ
ど
柿
座
の
位
世
が
高
く
、
時
代
が
降
る
に
從
っ
て
そ
の
位
世
は
次
第
に

（
姓
十
六
）

低
く
な
る
。
こ
の
那
賓
も
伊
東
博
士
の
發
見
に
か
入
る
も
の
で
あ
り
、
梵
鋪
の
年
代
を
判
別
す
る
頴
著
な
規
準
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、

本
錬
の
柿
座
の
位
世
は
、
そ
の
中
心
が
、
鏡
身
下
端
よ
り
一
尺
六
寸
三
分
の
所
に
あ
っ
て
、
鐘
身
の
高
さ
を
百
と
す
る
比
を
出
せ
ば
四
一

・
九
％
に
相
営
し
へ
そ
の
錬
身
に
對
す
る
高
さ
の
比
率
は
、
奈
良
鏡
中
に
お
い
て
も
高
い
も
の
の
一
つ
に
風
し
て
ゐ
る
。

蓮
華
文
は
中
鴫
を
非
常
に
大
き
く
し
、
内
に
十
九
噸
の
韮
子
を
有
す
る
が
、
中
腸
の
外
総
に
は
輻
状
の
繊
細
な
る
雄
澁
を
配
し
、
そ
の

周
間
に
複
辨
よ
り
な
る
士
一
枚
の
韮
辨
を
焼
ら
し
た
武
に
美
堺
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
房
を
大
に
し
て
、
比
較
的
小
刑
の
韮
子
を
多
数

、
配
世
す
る
意
匠
は
、
明
ら
か
に
奈
良
刺
も
胸
胤
に
測
る
こ
と
を
示
し
て
を
り
、
肘
剛
に
繰
る
小
型
の
韮
辨
も
ま
た
、
そ
の
派
ろ
雄
繩
さ
に

お
い
て
こ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
を
り
、
そ
の
蝋
脆
な
ろ
こ
と
我
國
梵
鈍
中
随
一
と
孵
し
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
。

更
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
中
↓
腸
の
川
剛
に
配
さ
れ
た
雄
燕
で
あ
り
、
こ
れ
に
就
て
は
從
來
す
で
に
、
そ
の
新
羅
藝
術
と
の
聯
關

筑
紫
狼
世
背
寺
の
梵
姉
一
五
五

」

、
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、

筑
紫
池
世
将
寺
の
梵
鋪
．
一
五
六

が
指
嫡
さ
妙
て
来
た
が
、
辨
演
新
羅
統
一
時
代
の
卿
先
丸
瓦
の
文
様
中
に
は
、
こ
の
雄
硴
の
表
現
が
雌
、
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
般
に

我
國
上
代
の
瓦
が
、
推
古
朝
に
お
い
て
は
両
濟
の
彩
群
を
う
け
、
、
奈
良
朝
の
そ
れ
が
新
羅
の
意
娠
に
倣
っ
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
新
羅
時
代

‐
の
丸
瓦
に
嘘
ん
に
現
れ
る
雄
藤
の
意
匠
が
我
剛
に
仰
へ
ら
恥
、
次
で
こ
の
擁
座
に
使
用
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
む
し
ろ
自
然
の
經
過

で
あ
ら
う
。

い
ま
梵
疏
と
古
瓦
に
つ
い
て
そ
の
使
用
例
を
訓
べ
て
み
る
と
、
梵
鈍
で
は
奈
良
銃
の
中
、
そ
の
銘
丈
か
ら
筑
紫
納
屋
郡
を
そ
の
製
作
地

と
す
る
妙
心
寺
錬
と
、
本
錬
の
二
口
の
み
で
あ
り
、
平
安
前
期
の
も
の
に
は
、
こ
れ
よ
り
二
両
年
以
上
を
距
て
て
、
奈
良
柴
山
寺
に
あ
る

蒋
深
草
迩
澄
寺
銃
、
及
び
無
銘
な
が
ら
そ
の
様
式
上
同
じ
く
平
安
前
期
に
老
定
さ
れ
て
ゐ
る
近
江
石
山
寺
銃
な
ど
に
現
は
恥
、
其
後
平
安

・
後
期
に
い
た
っ
て
急
激
に
増
大
し
て
く
る
。

一
方
古
瓦
中
に
は
、
奈
良
時
代
の
も
の
と
し
て
、
太
宰
府
般
若
巌
寺
、
蕩
穂
郡
大
分
康
寺
、
田
川
郡
伊
田
巌
寺
、
常
陸
國
分
寺
、
等
の

例
を
見
得
る
が
、
半
髪
朝
前
期
に
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
例
を
見
る
こ
と
が
出
來
す
、
平
安
後
期
、
即
ち
藤
原
期
に
到
っ
て
激
蛸
す
る
と
と
梵

銃
と
そ
の
軌
を
一
に
し
て
ゐ
る
。
こ
の
中
、
般
若
寺
は
も
と
槻
世
寺
四
十
九
院
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
本
銃
と
の
開
係
妓
も
深
き
も
の
で
あ

り
、
し
か
も
そ
の
古
瓦
の
年
代
も
奈
良
朝
初
期
、
本
寺
草
創
の
時
に
世
か
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
次
で
州
岡
縣
嚇
惚
郡
の
大
分
陵

寺
の
古
瓦
は
、
關
野
頁
博
士
が
、
そ
の
新
羅
の
影
群
を
示
唆
し
、
更
に
我
悶
古
瓦
中
、
古
今
を
通
じ
て
最
も
精
美
な
る
も
の
と
讃
嘆
さ
恥
へ

（
齢
十
七
）

そ
の
年
代
も
奈
良
初
期
に
笹
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
雄
避
を
配
す
る
古
瓦
中
に
は
確
か
に
奈
良
礎
期
に
洲
り
得
る
形
式
を
術
へ
た

も
の
が
見
受
け
ら
れ
る
様
で
あ
る
。
ま
た
伊
田
巌
寺
の
古
瓦
も
こ
の
大
分
滕
寺
の
も
の
と
全
く
そ
の
様
式
を
同
じ
く
し
て
ゐ
る
。
た
堂
常

陸
國
分
寺
出
土
の
皿
に
つ
い
て
は
、
石
田
茂
作
輔
士
が
そ
の
年
代
を
奈
良
末
期
に
考
定
ぜ
ら
れ
て
を
り
、
も
と
よ
り
係
恋
す
べ
き
も
の
で

あ
ら
う
が
、
そ
の
比
較
的
小
型
の
中
賜
に
含
ま
れ
る
韮
子
の
激
の
紗
い
こ
と
と
、
魏
辨
の
間
附
に
配
さ
れ
る
連
珠
文
の
小
叩
少
数
に
し
て

|
1
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そ
の
配
世
の
極
め
て
疎
と
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
な
ど
は
、
こ
の
瓦
の
年
代
が
奈
良
期
も
末
期
以
前
に
は
の
ぼ
り
得
な
い
こ
と
を
一
不
す
し
、
更

に
そ
の
迩
辨
は
単
辨
で
あ
る
が
、
そ
の
先
端
が
側
形
を
な
し
、
蓮
辨
と
い
ふ
よ
り
も
菊
花
辨
を
想
は
せ
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
を
り

そ
の
勢
い
も
壷
た
甚
だ
弱
く
、
と
恥
の
み
を
見
れ
ば
、
そ
の
地
方
作
な
る
こ
と
を
考
応
し
て
も
、
む
し
ろ
平
安
時
代
と
想
定
す
べ
き
程
の

形
式
を
示
し
て
ゐ
る
。
が
、
今
こ
の
こ
と
は
栂
く
措
く
と
し
て
、
以
上
の
諸
躯
寅
よ
り
推
し
て
こ
の
雄
燕
の
使
用
例
は
、
奈
良
棚
に
あ
っ

て
は
筑
紫
地
方
を
以
て
そ
の
主
流
と
し
た
も
の
の
棟
で
あ
り
、
更
に
は
こ
れ
を
も
っ
て
奈
良
軸
に
お
け
る
筑
紫
地
方
様
式
の
一
つ
と
老
へ

る
こ
と
す
ら
出
來
は
し
な
い
か
と
思
は
肌
る
。
殊
に
こ
の
地
方
は
、
そ
の
位
世
が
朝
鮮
に
妓
も
近
い
地
鮎
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
想
定

（
錐
十
八
）

も
敢
て
不
岱
で
は
あ
る
ま
い
と
老
へ
ら
伽
る
。

妓
後
に
本
梵
銃
は
、
そ
の
銃
身
の
下
底
面
が
水
平
と
な
っ
て
ゐ
る
が
、
後
世
の
も
の
で
は
と
帥
が
斜
面
を
な
す
も
の
が
相
鱗
に
見
受
け

ら
れ
る
。
鐘
身
の
下
底
面
が
傾
斜
す
る
の
は
、
平
安
時
代
京
都
勝
林
院
鐘
や
、
宇
治
平
等
院
銃
に
お
い
て
初
め
て
現
は
れ
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
以
前
の
時
期
で
は
本
鐘
に
お
け
る
と
同
様
に
全
く
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

香
響
從
來
梵
鐘
の
研
究
は
、
そ
の
多
く
が
考
古
學
的
方
面
と
鋳
造
技
術
の
方
面
か
ら
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
鎌
が
昔
を
出
す
器

具
で
あ
る
こ
と
を
考
へ
伽
ぱ
、
こ
の
垂
圃
郷
に
開
す
る
研
究
は
極
め
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
近
頃
こ
の
方
面
の
研
究
が
次
第

（
鉈
十
九
）

に
礎
ん
に
な
っ
て
來
た
の
は
儀
然
の
こ
と
で
あ
ら
う
。
こ
の
方
面
の
研
究
と
し
て
は
青
木
一
郎
氏
の
詳
細
な
論
著
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は

観
世
昔
寺
鐡
の
理
解
の
た
め
に
必
要
と
恩
は
れ
る
率
頃
の
み
を
、
主
と
し
て
同
氏
の
論
識
を
参
考
と
し
て
こ
こ
に
記
す
こ
と
と
す
る
。
、

銃
の
材
料
と
し
て
は
稀
に
は
繊
鋺
、
銀
鏡
な
ど
の
例
が
あ
る
が
、
現
存
古
銃
の
ほ
と
ん
ど
は
銅
と
錫
と
の
合
金
即
ち
青
銅
か
ら
進
ら
肌

て
を
り
、
本
鐘
も
ま
た
そ
の
例
に
洩
れ
る
も
の
で
は
な
い
（
江
戸
以
降
の
鏡
に
は
艇
‐
と
れ
に
少
並
の
亜
鉛
が
加
へ
ら
伽
ろ
と
い
ふ
と
と

で
あ
る
）
が
、
．
現
在
の
と
こ
ろ
、
一
般
に
鐘
の
一
昔
瀞
を
決
定
す
る
重
要
な
る
要
素
と
し
て
は
、
銃
身
の
厚
み
の
分
布
と
駒
の
爪
の
肥
厚
の

筑
紫
籾
世
香
寺
の
梵
鋪
一
五
七

、

､
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筑
紫
槻
枇
喬
寺
の
梵
疏
一
五
八

程
度
及
び
揮
座
の
高
さ
が
翠
げ
ら
れ
て
ゐ
る
ｃ

現
存
梵
錬
の
一
般
的
傾
向
と
し
て
は
古
疏
ほ
ど
銃
身
の
肉
が
形
く
、
ま
た
上
部
と
下
部
に
お
け
る
厚
味
の
差
が
少
く
、
畔
代
が
降
る
に

つ
れ
て
、
鎌
身
上
部
は
薄
く
、
下
部
が
急
激
に
膨
れ
て
ゐ
る
。
ま
た
先
述
の
如
く
、
奈
良
銃
で
は
駒
の
爪
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
平
安
中
期

以
後
次
第
に
そ
の
膨
み
を
埆
し
て
來
ろ
。
更
に
姉
座
も
時
代
が
降
る
に
從
っ
て
そ
の
位
世
が
低
く
な
り
、
同
時
に
そ
の
附
近
の
肉
の
厚
味

を
も
減
じ
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
原
因
に
よ
っ
て
、
奈
良
鎌
、
平
笑
銃
が
穂
や
か
で
美
し
い
青
色
を
持
つ
に
反
し
て
、
年
代
の
降
る
に
つ
虹

て
音
色
は
悪
く
な
り
、
喋
音
化
す
る
傾
向
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。

即
ち
銃
身
を
薄
く
す
虹
ぱ
、
所
訓
高
次
の
上
振
動
詩
が
多
く
な
り
、
こ
れ
が
打
準
直
後
の
初
期
雑
喬
と
な
っ
て
現
れ
、
極
端
に
言
へ
ぱ

雫
ハ
ヶ
ッ
を
叩
い
た
時
の
昔
に
近
く
な
っ
て
來
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
除
り
に
も
錬
身
を
厚
く
す
れ
ば
、
晋
は
耶
純
青
に
近
づ
き
、
反
っ

て
餘
誠
を
矢
ふ
。
次
に
駒
の
爪
の
み
を
肥
厚
さ
せ
る
と
、
こ
の
部
分
は
振
動
し
難
く
な
り
、
械
座
附
近
の
振
動
の
み
が
大
と
な
る
た
め
、

愛
態
的
振
動
を
生
じ
て
晋
粋
は
喋
昔
化
す
る
。
煙
一
言
す
れ
ば
、
こ
れ
は
鈍
身
凹
逢
の
部
分
の
振
動
を
少
く
す
る
こ
と
で
あ
り
、
戯
を
地
上

に
避
い
て
鳴
ら
す
こ
と
に
似
て
く
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
柿
座
の
位
低
が
低
い
と
鎌
の
支
持
鮎
に
對
す
る
反
動
が
狼
く
な
る
た
め
、
打

撃
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
批
失
が
大
き
く
、
ま
た
銃
自
髄
と
し
て
も
鍵
態
的
振
動
を
起
し
易
く
な
る
の
で
あ
り
、
青
木
氏
は
、
椎
座
の
位
世
を

現
在
行
は
れ
て
ゐ
る
よ
り
は
幾
ら
か
高
く
す
る
こ
と
を
主
張
さ
れ
て
ゐ
る
。

《

以
上
の
躯
賞
か
ら
観
世
昔
寺
鐡
を
見
れ
ば
、
銃
身
は
か
な
り
厚
く
、
掩
座
附
近
に
お
い
て
も
約
一
寸
五
分
の
呼
味
を
持
っ
て
を
り
、
し

か
も
駒
の
爪
の
膨
ら
み
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ま
つ
た
く
上
述
の
諸
條
件
に
適
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
と
と
が
出
來
ろ
。
青
木
氏
の
測
定
に
よ
れ

ば
、
妙
心
寺
鋪
が
、
基
本
背
の
振
動
数
頁
一
十
九
Ｃ
調
で
あ
る
に
對
し
、
本
錬
は
百
十
七
乃
調
で
あ
り
、
昔
の
調
子
は
梢
‐
莊
填
味
を
帯

び
て
ゐ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
槻
枇
菅
寺
銃
が
、
妙
心
寺
錬
よ
り
も
恢
か
な
が
ら
呼
手
に
出
来
て
ゐ
る
結
果
で
あ
ら
う
と
恩
は
れ
る
。
唯
り

り

、



1
巾

三
銘
文

奈
良
銃
は
銘
文
を
有
す
る
も
の
の
少
い
こ
と
が
一
つ
の
特
徴
で
あ
り
、
十
四
川
の
中
、
有
銘
鈍
は
妙
心
寺
銃
、
興
禰
寺
飾
、
織
田
榊
献

錬
の
三
口
の
み
で
あ
っ
て
、
観
世
晋
寺
銃
も
ま
た
製
作
徴
初
か
ら
の
銘
文
は
な
い
。
し
か
し
、
中
山
博
士
が
初
め
て
發
表
せ
ら
れ
た
如

（
荘
二
十
）

く
、
後
世
刻
ん
だ
も
の
と
思
は
肌
ろ
文
字
が
笠
形
の
川
邊
に
近
く
、
剛
者
割
合
に
近
接
し
て
二
仙
所
と
、
銃
身
の
底
面
に
一
個
所
み
ら
れ

も
ち
ろ
ん
す
べ
て
陰
刻
で
あ
る
。

中
山
博
士
は
笠
形
に
あ
る
文
字
の
中
、
向
っ
て
右
の
も
の
を
「
天
明
七
年
」
、
左
の
も
の
を
「
天
滿
宮
」
と
判
談
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
と

の
雨
者
は
と
も
に
「
天
滿
」
と
識
む
ぺ
き
も
の
の
様
で
あ
り
、
博
士
が
「
七
年
」
及
び
「
宮
」
と
解
さ
れ
た
佃
所
は
、
蜜
際
に
は
鱗
肌
の

荒
れ
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
追
刻
は
、
恐
ら
く
本
梵
鐡
が
太
宰
府
天
減
宮
（
安
樂
寺
）
に
所
在
し
た
徴
時

に
彫
ら
伽
た
戯
刻
に
類
す
る
も
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
ま
た
口
逢
底
面
の
文
字
は
、
博
士
の
言
は
れ
る
如
く
、
明
ら
か
に
「
上
三
毛
」

と
談
ま
妙
る
も
の
で
あ
り
、
字
儲
も
笠
形
の
も
の
に
比
し
て
称
；
古
い
か
と
も
老
・
へ
ら
飢
ろ
が
、
こ
の
簡
単
な
文
字
に
よ
っ
て
は
、
現
在

そ
の
意
味
を
汲
み
と
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四
製
作
年
代
、
製
作
地
、
及
び
濤
造
者

‐
観
世
音
寺
銃
の
製
作
年
代
は
、
上
述
の
如
く
そ
の
細
部
の
形
式
手
法
が
、
い
た
る
所
に
奈
良
刺
も
初
期
に
測
る
特
徴
を
示
し
て
ゐ
る
の

筑
紫
淑
枇
晋
寺
の
梵
姉
一
五
九

は
妙
心
寺
銃
が
毎
秒
四
・
五
四
を
数
へ
る
の
に
對
し
て
、
本
錬
は
十
秒
に
四
回
で
あ
り
、
梵
錬
と
し
て
は
毎
秒
二
個
よ
り
以
下
の
吃
り
が

Ｕ

適
度
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
黙
か
ら
、
妙
心
寺
鐡
の
吃
り
は
幾
ら
か
早
過
ぎ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

＝
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筑
紫
槻
世
蒋
寺
の
梵
姉
一
六
○

℃
あ
る
か
ら
、
先
づ
様
式
上
か
ら
い
っ
て
奈
良
朝
に
世
く
べ
き
も
の
と
言
ふ
と
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
延
喜
五
年
勘
鋒
の
槻
仙
腎
寺
蚕
財

帳
と
の
關
係
か
ら
考
へ
て
み
る
の
に
、
槻
仙
香
寺
は
そ
の
章
刺
よ
り
延
喜
五
年
に
い
た
る
間
に
断
え
ず
寺
運
隆
雄
で
あ
っ
た
こ
と
に
鍵
り

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
資
財
帳
記
載
の
梵
鐡
と
本
姉
と
が
そ
の
丈
並
に
お
い
て
一
致
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
と
と
は
、
本
鐡
が
樹
寺
側
建
営
初

か
ら
の
仰
來
冊
で
あ
っ
た
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
疑
ふ
除
地
な
か
ら
し
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
更
に
加
ふ
る
に
本
銃
は
、
幸
ひ
に
も
、
我
國
梵

鐘
中
扱
古
の
銘
文
を
も
つ
、
京
都
妙
心
寺
銃
と
酷
似
し
て
ゐ
て
、
そ
れ
と
の
比
較
考
察
か
ら
し
て
も
そ
の
鋳
造
年
代
を
推
定
す
る
こ
と
が

出
來
ろ
の
で
あ
る
。
今
そ
の
鮎
を
詳
し
く
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

上
來
各
項
に
お
い
て
鯛
飢
て
来
た
如
く
、
龍
頭
及
び
笠
形
の
高
さ
は
妙
心
寺
鈍
と
の
差
が
や
や
大
で
は
あ
る
が
、
銃
身
の
高
さ
は
妙
心

寺
の
三
尺
九
寸
二
分
に
對
し
て
三
尺
八
寸
九
分
で
、
そ
の
差
は
術
か
に
三
分
、
口
經
は
妙
心
寺
の
二
尺
八
寸
四
分
に
對
し
て
二
尺
八
寸
四

分
五
厘
で
、
そ
の
差
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ま
た
呼
さ
は
妙
心
寺
の
一
寸
七
分
五
厘
に
對
し
、
本
鏡
は
狭
い
所
で
一
寸
七
分
五
厘
、
厩
い
所

で
二
寸
一
分
を
測
る
が
一
寸
八
分
弧
の
部
位
が
そ
の
大
部
分
を
占
め
て
を
り
、
妙
心
寺
錬
よ
り
微
か
に
厚
手
に
出
來
て
は
ゐ
ろ
。
し
か
し
、

一
般
に
鋳
烈
の
内
型
は
そ
の
製
作
が
無
雑
作
で
あ
り
、
こ
の
程
度
の
差
は
そ
れ
ほ
ど
不
自
然
と
は
言
へ
な
い
。
と
も
か
く
、
こ
れ
だ
け
大

、
℃

型
の
鋪
で
あ
れ
ば
、
か
か
る
倣
少
の
差
異
は
、
同
一
の
木
型
を
使
用
し
た
場
合
で
も
、
木
型
の
ふ
伽
や
、
そ
の
際
の
用
土
の
牧
縮
の
加
減

な
ど
か
ら
生
じ
得
る
し
、
き
た
各
部
位
に
お
い
て
寸
法
の
均
等
な
鋪
な
ど
ま
づ
有
り
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
同
時
に
奮
測
に
際
し
て
の

誤
差
を
も
考
胆
に
入
れ
る
と
、
こ
の
雨
鋪
の
銃
身
は
全
く
同
一
の
木
型
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
と
判
定
し
て
差
支
へ
な
い
で
あ
ら
う
。

し
か
も
こ
の
雨
銃
は
、
軍
に
以
上
の
如
く
銃
身
の
寸
法
が
酷
似
す
る
の
み
で
な
く
、
袈
裟
擁
の
形
式
も
、
乳
の
配
列
も
、
ま
た
そ
の
形

状
も
す
べ
て
同
一
で
あ
り
、
更
に
そ
の
擁
座
の
寸
法
と
意
匠
と
が
剛
者
完
全
に
一
致
し
、
掩
座
の
高
さ
も
ま
た
相
似
た
も
の
で
あ
る
。
加

へ
・
て
、
鋳
型
の
繼
目
が
、
中
帯
の
中
心
線
で
あ
る
大
形
の
紐
上
を
通
っ
て
掠
座
の
上
に
條
痕
を
と
ど
め
て
ゐ
る
こ
と
に
至
る
ま
で
剛
者
符

！



I

合
す
る
の
で
あ
り
、
か
く
ま
で
多
数
の
煩
似
端
を
も
つ
諏
は
心
同
一
工
人
の
作
と
知
ら
れ
る
鎌
に
お
い
て
す
ら
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
の

で
あ
っ
て
、
以
上
の
諸
鮎
よ
り
推
す
と
き
、
こ
の
束
西
述
く
距
つ
た
剛
鐡
は
、
時
間
的
に
も
さ
ほ
ど
の
へ
だ
た
り
の
な
い
時
期
に
お
い

て
、
恐
ら
く
同
じ
工
房
で
生
れ
た
兄
弟
鐡
で
あ
る
と
断
じ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。

と
こ
ろ
で
妙
心
寺
鐘
は
、
そ
の
銃
身
の
内
面
、
下
端
よ
り
約
三
尺
三
寸
の
逢
か
ら
、
蝶
に
一
行
に
次
の
鏥
丈
二
十
二
字
を
賜
文
で
鋳
出

し
て
ゐ
る
。

戊
戊
年
四
月
十
三
日
モ
寅
收
糟
屋
評
造
春
米
速
砿
國
鋳
錘

（
舵
竹
二

と
の
銘
文
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
狩
谷
恢
齋
が
そ
の
箸
「
古
京
遡
文
」
に
お
い
て
、
委
曲
を
雑
し
た
説
明
を
掲
げ
て
を
り
、
こ
の
「
戊

戊
年
」
・
を
、
そ
の
蔵
「
四
月
十
三
日
」
の
干
支
が
「
壬
寅
」
に
徴
る
と
こ
ろ
か
ら
、
文
武
天
皇
二
年
（
六
九
八
）
に
考
定
し
て
ゐ
る
。

と
こ
ろ
が
、
戊
戌
年
四
月
十
三
日
壬
次
の
次
に
あ
・
る
「
牧
」
と
い
ふ
字
に
つ
い
て
狩
谷
液
齋
の
所
説
が
暖
昧
で
あ
っ
た
の
を
、
符
取
秀

（
駐
价
二
）

眞
氏
の
注
意
に
よ
っ
て
山
田
孝
雄
博
土
が
種
堂
考
證
し
、
天
平
十
八
年
及
び
二
十
一
年
の
共
注
暦
中
に
こ
の
使
用
例
を
發
見
し
た
こ
と
か

ら
、
「
牧
」
と
は
十
二
直
、
即
ち
俗
に
い
ふ
暦
の
中
段
の
一
で
あ
り
へ
四
月
に
於
け
る
收
は
ま
さ
に
寅
の
日
に
営
り
、
こ
の
日
が
祭
祀
築

造
な
ど
に
關
す
る
吉
日
と
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
、
こ
の
研
究
に
よ
っ
て
狩
谷
樮
齋
の
文
武
天
皇
二
年
な
る
年
代
考
證
を
動

か
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

次
に
糟
屋
評
は
、
彼
齋
の
説
に
よ
れ
ば
筑
前
剛
の
榊
崖
郡
に
鴬
る
。
郡
の
字
に
代
っ
て
評
字
を
使
用
し
た
の
は
常
時
一
般
の
例
で
あ
る

か
ら
、
評
造
は
從
っ
て
郡
恢
と
同
義
の
言
葉
と
な
る
と
い
ふ
。

從
っ
て
こ
こ
に
妙
心
寺
鐘
は
、
地
理
的
に
果
然
観
世
喬
寺
錨
に
近
接
し
て
く
る
し
、
共
に
槻
祉
晋
寺
に
ほ
ど
近
い
糟
屋
郡
の
い
づ
恥
か

の
地
に
於
て
、
相
前
後
し
て
作
ら
恥
た
も
の
で
あ
ら
う
と
推
定
さ
れ
て
來
ろ
の
で
あ
る
。
し
か
も
書
紀
に
は
、
妙
心
寺
鐘
の
製
作
年
代
に

・
筑
紫
槻
批
一
苛
寺
の
梵
鐘
．
－
・
一
六
一

民
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、

町

寺

‐
筑
紫
槻
世
韮
画
寺
の
梵
簸
・
ニ
ハ
ニ

先
立
つ
と
と
わ
づ
か
十
五
年
の
天
武
天
皇
十
一
年
（
六
八
三
四
月
に
、
筑
紫
よ
り
大
鈍
を
獄
じ
た
こ
と
が
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
や

う
な
覗
例
か
ら
考
へ
て
も
、
営
時
こ
の
地
方
に
鋳
錬
の
こ
と
が
あ
り
、
し
か
も
そ
の
技
術
も
か
な
り
優
秀
な
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
と
思
は

肌
る
の
で
あ
り
、
鐡
銘
中
の
糟
屋
評
が
筑
紫
の
糟
屋
郡
を
指
す
こ
と
は
疑
ひ
を
容
れ
な
い
で
あ
ら
う
と
恩
ふ
。
な
ほ
、
そ
の
工
房
が
糟
屋

郡
の
い
づ
虹
の
地
鮎
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
識
を
な
す
者
も
あ
る
が
、
そ
の
根
搬
は
未
だ
薄
弱
で
あ
り
、
今
後
の
攻
究
に
俟
た
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

次
ひ
で
祥
米
迦
は
氏
族
の
名
で
あ
り
、
日
本
書
紀
天
武
天
皇
十
三
年
十
二
月
に
、
大
伴
連
以
下
春
米
連
等
五
十
氏
が
昇
進
し
て
宿
彌
の

（
繩
胱
三
）
（
部
か
）

姓
を
賜
う
た
こ
と
が
見
へ
、
き
た
大
喪
二
年
の
筑
前
閾
島
那
川
遊
里
戸
織
噺
簡
に
描
米
口
蘇
代
喪
以
下
同
族
の
名
が
現
れ
て
ゐ
る
な
ど
も

こ
恥
で
あ
ら
う
が
、
何
分
に
も
「
糟
屋
評
逝
春
米
連
吹
國
鋳
鈍
」
と
い
ふ
簡
単
な
銘
丈
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
が
發
願
者
の
名
で
あ
る
か
鐸
／

物
師
の
名
で
あ
る
か
判
定
に
苦
し
む
の
で
あ
る
。

（
能
竹
棚
）

香
取
秀
浜
氏
は
恢
國
を
鋳
物
師
で
あ
ら
う
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
も
と
よ
り
傾
聴
す
べ
き
論
で
あ
ら
う
が
、
そ
の
所
説
は
極
め
て
簡
潔

で
あ
っ
て
、
何
等
の
典
擴
を
も
示
さ
恥
て
ゐ
な
い
。
し
か
し
思
ふ
に
、
前
記
天
武
天
皇
十
三
年
の
書
紀
記
載
の
事
資
や
、
「
糟
屋
評
造
春

米
連
」
と
い
ふ
銘
文
の
示
す
所
か
ら
老
へ
て
、
庇
國
と
い
ふ
人
物
の
位
階
は
か
な
り
高
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
銃
の
發
願
者
た
る
に
相
砿

し
い
賓
格
筵
備
へ
た
人
物
で
あ
る
。
も
と
よ
り
高
階
の
者
と
い
へ
ど
も
こ
れ
ら
の
蛮
技
に
た
ナ
さ
は
っ
て
不
思
議
で
は
な
い
の
で
あ
る
〃
‐

が
、
こ
の
熾
國
の
場
合
は
一
脳
郡
領
と
い
ふ
要
職
に
あ
る
者
と
解
繰
さ
れ
る
以
上
、
こ
奴
を
も
っ
て
鋳
物
師
と
呼
ぶ
の
は
蹄
躍
せ
ざ
る
を

得
な
い
。
殊
に
、
奈
良
朝
以
降
平
安
初
期
に
到
る
間
の
有
銘
鐡
に
あ
っ
て
は
、
發
師
箸
の
名
が
冶
工
の
激
を
遥
か
に
上
廻
っ
て
ゐ
る
し
、

少
く
と
も
冶
工
名
は
發
願
者
名
よ
り
も
冷
遇
さ
れ
、
鏥
文
か
ら
除
外
さ
れ
る
傾
向
が
弧
い
や
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
へ
併
せ
る
と

（
融
け
五
）

き
、
春
米
迩
旗
國
な
る
人
物
は
、
發
脈
考
名
を
表
す
も
の
と
解
樺
す
る
力
が
寧
ろ
安
常
で
は
な
い
か
と
老
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
妙

〃
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以
上
、
観
世
晋
寺
の
梵
鐘
に
つ
い
て
、
、
從
來
の
諸
家
の
研
究
を
取
徐
整
理
し
つ
つ
、
、
我
友
の
今
回
の
調
査
研
究
に
よ
る
新
見
を
も
加
へ

て
総
括
的
欽
述
を
行
っ
て
き
た
が
、
こ
こ
に
我
だ
の
新
見
を
要
約
し
て
み
伽
ぱ
凡
そ
次
の
如
く
で
あ
る
。

一
延
害
五
年
の
観
世
晋
寺
費
財
帳
に
記
さ
れ
た
梵
銃
の
丈
堂
は
、
足
立
康
博
士
の
誰
の
如
く
、
周
尺
に
よ
る
数
値
と
老
へ
る
こ
と
に

よ
っ
て
現
存
銃
の
丈
並
と
の
合
致
が
一
鯉
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
資
財
帳
の
間
尺
使
用
と
い
ふ
と
と
に
就
い
て
は
、
な
ぼ
若

千
の
疑
問
の
存
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
問
題
が
完
全
に
解
決
さ
れ
て
を
ら
ず
將
來
に
鍵
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
示
し
た
。

二
観
世
晋
寺
の
梵
銃
が
太
宰
府
安
樂
寺
に
紳
移
さ
れ
た
時
期
を
、
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
の
文
書
に
よ
っ
て
、
少
く
と
も
元
藤
元
年

（
二
〈
八
八
）
以
前
、
恐
ら
く
寛
永
七
年
（
二
三
○
）
‐
以
降
の
間
と
推
定
し
た
。
・

三
龍
頭
に
お
い
て
、
盤
龍
の
頚
部
の
接
合
し
て
ゐ
る
部
分
、
蓮
辮
の
下
方
に
、
人
面
（
献
面
）
様
の
装
飾
の
施
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
發

見
し
た
が
、
こ
の
様
な
装
飾
は
我
が
國
の
梵
銃
中
極
め
て
珍
奇
の
も
の
で
あ
り
、
中
國
に
お
い
て
梵
鐘
が
古
銅
器
の
影
裡
下
に
成
立
し
た

ｌ

辨
怖
よ
り
考
へ
て
、
こ
の
装
飾
も
速
く
古
銅
器
の
文
様
に
源
流
を
汲
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
推
定
し
た
。

四
從
來
、
槻
祉
音
寺
鐡
の
笠
形
の
部
分
は
、
紐
の
回
圏
に
よ
っ
て
上
工
一
段
に
睡
荊
さ
れ
て
ゐ
る
と
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
鼓

筑
紫
槻
枇
晋
寺
の
梵
鋪
一
六
三

心
寺
鐡
は
こ
の
跣
國
な
る
人
物
の
發
願
に
よ
っ
て
、
今
は
無
名
の
鋳
物
師
の
手
に
よ
っ
て
作
ら
肌
た
も
の
と
老
へ
ら
れ
、
一
方
槻
仙
音
寺

姉
は
、
同
寺
竣
工
に
先
立
つ
と
と
四
十
八
年
の
文
武
天
皇
二
年
を
距
た
る
こ
と
速
く
な
い
時
期
に
お
い
て
、
何
人
か
を
願
主
と
し
て
、
恐

ら
く
妙
心
寺
錬
と
同
一
鋳
造
者
の
手
に
よ
っ
て
製
作
せ
ら
虹
た
も
の
と
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。

最
後
に
、
こ
の
観
世
晋
寺
鐘
と
妙
心
寺
鈍
の
、
い
づ
れ
を
兄
と
し
、
い
づ
恥
を
弟
と
す
べ
き
か
と
い
ふ
問
題
が
残
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
こ

れ
は
厳
密
詳
細
な
る
細
部
の
比
較
研
究
に
俟
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
他
日
の
機
會
を
期
し
た
い
と
思
ふ
。

１
１

６
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筑
紫
槻
世
晋
寺
の
梵
鐘
ニ
ハ
四

上
段
に
今
一
つ
紐
の
凹
幽
を
發
見
し
て
、
笠
形
に
三
段
の
瞳
荊
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

五
下
辮
の
唐
草
丈
は
、
從
來
班
に
忍
冬
府
草
の
連
綴
丈
と
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
同
文
様
の
中
に
異
質
的
な
要
素
の
あ
る
こ
と

を
認
め
、
そ
れ
が
漢
代
以
來
の
所
訓
流
雲
丈
の
片
鱗
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
古
代
中
國
に
流
を
汲
む
要
素
は
、
龍
頭
に
お
け
る

人
面
（
欺
面
）
の
装
飾
と
共
に
、
本
錬
の
特
殊
な
性
格
群
需
る
も
の
で
あ
り
、
本
錬
が
妙
心
寺
鈍
と
共
に
筑
紫
に
お
い
て
鋳
造
さ
れ
た
と

い
ふ
地
理
的
關
係
と
深
い
聯
關
が
あ
る
と
老
へ
ら
恥
る
。

六
撒
座
の
蓮
華
文
様
に
お
い
て
、
中
房
の
川
剛
に
輔
壯
の
雄
雌
の
意
脈
が
見
ら
触
る
の
は
、
奈
良
時
代
に
お
け
る
筑
紫
地
力
の
蓮
華

文
に
顯
著
な
一
特
色
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
定
し
た
こ
と
。

七
観
世
一
音
寺
錬
と
兄
弟
鋪
た
る
妙
心
寺
疏
の
銘
文
に
お
い
て
、
「
糟
屋
評
造
春
米
述
版
國
」
淀
、
香
取
展
氏
は
鋳
造
者
と
さ
れ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
發
願
者
と
老
へ
る
べ
き
で
あ
ら
う
と
思
ふ
理
由
を
蝿
．
げ
た
。

（
昭
和
廿
六
・
九
・
廿
六
）
．

、

（
註
二
伊
東
忠
太
椰
士
「
筑
紫
槻
世
辛
圃
寺
の
梵
姉
」
莚
罐
雑
雄
一
五
○
、
叫
流
冊
三
年
六
月
。
同
博
土
著
「
日
本
建
築
の
研
究
、
上
」
所
收
）

（
註
己
竹
内
型
一
一
放
授
編
「
平
安
辿
丈
」
雄
一
巻
寅
二
四
八
以
下
巻
照
。
ま
た
「
大
日
本
佛
孜
全
苫
」
二
七
冊
所
収
。
（
槻
惟
音
寺
延
辮
脅
財
帳
は
、
も

と
束
大
寺
に
傳
は
り
、
現
在
来
京
蕊
術
大
學
所
栽
）

（
註
三
足
立
康
博
士
「
筑
紫
概
世
音
寺
梵
姉
の
丈
賊
に
枕
て
」
（
考
古
祭
雑
拙
錐
冊
一
審
節
六
雛
、
昭
和
ニ
ハ
年
。
同
博
士
軒
「
日
本
彫
刻
史
研
究
」
所
收
）

（
注
四
）
足
立
博
士
は
、
刷
尺
の
使
川
例
と
し
て
、
妓
澄
雪
縦
難
湫
披
經
亭
「
佛
門
衣
服
正
儀
細
」
ｌ
彌
勒
批
像
集
」
な
ど
を
引
溢
し
て
と
ら
れ
る
。

（
註
塞
佃
し
こ
こ
に
掲
げ
た
変
測
欺
他
は
、
沌
頭
を
除
い
た
飾
身
と
笠
形
の
尚
さ
で
あ
る
泌
、
古
來
餐
財
峡
な
ど
に
お
け
る
梵
姉
の
丈
欽
の
氾
戦
に
、

龍
蕊
同
”
を
除
く
と
い
ふ
憤
智
が
一
般
に
行
は
れ
て
ゐ
た
か
ど
う
か
、
↓
て
の
例
を
誹
か
に
し
な
い
し
、
今
こ
の
槻
世
音
寺
延
喜
壷
財
恢
の
数
値
宝

尺
四
寸
）
が
龍
頭
か
含
ん
率
江
全
曲
か
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
伊
火
、
野
立
胴
椰
士
の
所
鮎
は
全
く
そ
の
根
蝶
を
失
ふ
こ
と
と
な
り
、
極
め
て
並
大

’

宮
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タ

な
る
問
題
を
提
起
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
睡
胴
椰
士
の
假
定
に
従
ふ
一
．
」
と
と
す
る
。

ま
た
、
本
表
の
従
測
仙
は
伊
束
隙
士
の
測
定
に
煉
る
も
の
で
あ
る
が
、
↓
イ
ゐ
欺
他
は
幾
分
縦
端
さ
を
峡
い
で
ゐ
る
様
子
あ
る
。
即
ち
、
満
さ
四

尺
一
寸
五
分
は
蹴
際
に
は
四
尺
七
分
五
川
で
あ
り
、
凹
繩
二
尺
七
寸
八
分
は
二
尺
八
寸
四
分
五
脈
、
″
さ
は
二
寸
に
對
し
て
一
寸
八
分
弧
を
測
る

の
予
あ
る
。
従
っ
て
餐
財
帳
の
曲
尺
換
煉
砿
と
、
疵
測
値
の
錐
は
、
術
さ
で
は
一
寸
三
分
五
Ｍ
、
旧
經
で
は
一
寸
一
分
、
厚
さ
で
約
五
分
と
な
り

岬
士
の
孑
汎
よ
り
も
粕
；
大
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
狸
度
の
差
異
は
な
ほ
そ
の
論
旨
を
左
お
す
る
ほ
ど
強
力
な
も
の
で
は
な
い
と
考
へ
て
井
仕
へ

た
い
で
あ
ら
う
か
ら
、
二
旨
二
一
は
こ
の
焚
測
砿
の
錐
を
註
記
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。
ノ

（
註
六
）
鏡
山
猛
氏
「
太
宰
府
泄
趾
と
條
坊
」
更
淵
錐
十
六
、
十
七
鮴
、
昭
和
十
堯
年
）

（
注
七
）
足
立
柳
士
前
掲
論
文
（
注
三
）

（
註
八
）
「
筑
前
剛
縦
風
土
記
」
（
益
軒
全
集
巻
の
四
所
收
）
の
杼
作
年
代
が
、
そ
の
自
序
に
よ
っ
て
鍾
杢
〈
年
二
七
○
九
）
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら

こ
の
梵
姉
の
安
樂
寺
所
在
の
こ
と
も
元
源
か
ら
賓
永
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
ら
う
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
註
九
）
中
山
平
次
郎
博
士
「
筑
紫
槻
世
替
誰
の
梵
姉
」
（
考
古
學
雑
誌
第
七
巻
錐
五
號
、
大
正
五
年
九
月
）

の

（
註
十
）
一
從
調
落
就
紫
荊
臨
死
競
々
踊
跡
備

都
府
椣
織
瀦
瓦
色
槻
喬
寺
唯
聴
鈍
嘩

た
ぼ
迩
憧
の
流
荊
は
延
群
↓
兀
年
（
九
○
二
で
あ
り
、
三
年
に
し
て
こ
の
地
に
決
し
て
ゐ
る
か
ら
、
こ
の
詩
の
成
立
も
ま
た
そ
の
間
に
樅
か
れ
る

・
へ
き
で
あ
る
。

（
誰
十
一
）
こ
の
こ
と
は
「
筑
前
剛
綾
風
土
記
」
槻
枇
需
寺
の
條
に
よ
る
。

（
註
十
三
表
中
の
法
飛
は
諸
詳
記
戦
の
も
の
に
從
っ
た
が
、
卓
イ
ゐ
大
部
分
は
坪
井
瓦
平
氏
将
「
慶
遅
宋
年
以
前
の
梵
姉
」
（
東
京
考
古
學
窟
畢
報
第
二
冊
、

昭
和
十
四
年
）
及
び
同
「
梵
鋪
と
背
丈
化
」
（
背
丈
化
推
刊
、
昭
和
廿
年
）
に
擦
っ
た
。

（
徒
十
三
坪
井
頁
平
氏
「
梵
簸
」
（
考
古
學
誰
座
鋪
三
巻
）
、
「
慶
是
末
年
以
前
の
梵
蝿
」
（
昭
和
十
四
年
）
、
「
梵
瞳
と
古
文
化
」
（
昭
和
汁
年
）
・
‐

（
註
十
四
）
伊
束
忠
太
博
士
「
本
邦
梵
流
晩
」
（
日
本
美
術
十
九
ｌ
廿
八
、
死
簗
雑
雄
一
四
九
。
「
日
本
雛
築
の
研
究
、
ｔ
」
竿
所
收
）

（
註
十
蓬
こ
れ
ら
の
ｆ
下
辮
の
隣
草
文
様
は
、
共
に
從
來
片
流
れ
の
辿
綾
丈
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
ゐ
た
が
、
上
辮
の
店
草
文
様
は
、
中
山
博
士
が
削
桐

筑
紫
籾
批
昔
寺
の
梵
鋪
一
六
五

）

|’
■
も
り
！
〃
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１

、



、

筑
紫
概
世
晋
寺
の
梵
蛾
一
六
六

論
文
（
注
九
）
に
お
い
て
柑
摘
せ
ら
れ
た
如
く
、
片
流
れ
と
稲
す
一
？
」
と
は
艇
り
で
あ
・
う
‐

（
註
十
六
）
伊
束
柳
士
前
掲
論
文
（
誌
十
四
）

（
註
十
七
）
開
野
貞
博
士
「
瓦
・
具
考
古
學
誰
座
錐
四
巻
、
昭
和
五
年
。
「
日
本
古
瓦
文
様
史
」
と
改
題
し
て
、
同
椰
士
著
「
日
本
の
延
築
と
蕊
術
、
上
巻
」

所
收
）
。
な
ぼ
石
田
茂
作
柳
士
は
「
古
瓦
剛
鑑
」
に
お
い
て
大
分
康
寺
古
瓦
を
奈
瓦
朝
末
期
に
考
定
し
て
を
ら
れ
る
が
、
こ
の
古
瓦
は
商
橘
健
自

・
博
士
弛
集
の
も
の
に
よ
っ
て
を
り
、
そ
の
例
は
必
ず
し
も
適
切
で
あ
る
と
は
言
ひ
難
い
と
思
卦
。

（
註
十
八
）
帆
し
佛
像
關
係
で
は
、
推
古
畔
代
に
お
い
て
、
法
隆
寺
金
縦
粍
迦
三
輪
像
光
背
、
及
び
そ
の
塞
雌
の
，
反
花
蓮
郷
の
典
の
枢
な
ど
に
雄
澁
の
使

用
例
を
み
る
が
、
光
背
の
そ
れ
は
、
こ
の
場
合
の
如
き
輻
欣
の
も
の
で
ゆ
な
く
、
粒
子
を
以
て
表
塊
せ
ら
れ
て
を
り
、
蕊
座
の
場
合
は
顔
料
で
柵

か
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
探
索
す
れ
ば
他
に
も
こ
の
川
例
を
見
る
か
も
知
れ
な
い
．

（
註
十
九
）
青
木
一
郎
氏
「
鋪
の
話
」
（
弘
丈
蝋
敢
養
女
叩
、
昭
和
廿
三
年
）
。

（
註
二
十
）
中
山
伸
士
著
前
掲
論
文
（
註
九
）
。
《

（
註
竹
ご
「
古
京
遼
丈
」
（
日
本
古
典
全
集
、
狩
呑
被
齋
集
錐
九
、
等
）
。
ま
た
、
敢
近
で
は
薮
旧
派
一
郎
氏
が
そ
の
若
「
日
本
上
代
金
石
渡
考
膣
（
昭
和

汁
四
年
）
に
「
課
本
吉
京
辿
丈
」
を
試
み
て
ゐ
る
。
妙
心
寺
姉
銘
に
つ
い
て
は
同
番
菖
二
○
参
照
。

（
註
廿
三
山
田
孝
蛾
博
士
「
妙
心
寺
鋪
銘
考
」
（
太
陽
第
十
六
巻
第
十
六
號
、
明
治
四
三
年
。
日
本
古
典
全
集
の
狩
谷
披
齋
集
錐
九
「
古
京
迩
丈
」
の

附
録
に
再
録
）
。

（
註
廿
三
正
倉
院
文
書
。
竹
内
理
三
教
授
締
「
寧
樂
迩
丈
」
上
巻
、
頁
八
六
以
下
参
照
。

（
註
什
四
）
香
取
秀
坑
氏
「
金
丈
に
現
れ
た
る
鋳
師
の
本
批
」
（
考
古
學
雑
誌
鋪
廿
七
巻
鏥
一
號
、
昭
和
十
二
年
一
月
）
。
同
氏
将
「
金
工
史
談
」
（
昭
和

十
六
年
）
所
收
。

（
註
廿
悪
日
本
叫
賓
全
集
（
第
五
群
．
大
正
十
二
年
五
例
）
の
妙
心
寺
姉
の
解
挽
は
、
↓
て
の
製
作
年
座
文
武
二
年
を
、
天
武
二
年
と
誤
り
記
し
て
ゐ
る

が
、
こ
の
春
米
迦
庚
閏
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
發
願
者
と
解
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
・

附
記
本
稲
は
昭
和
汁
五
・
汁
六
年
度
文
部
省
科
畢
研
究
独
に
よ
る
槻
世
背
寺
澗
企
研
究
の
一
部
で
あ
・
り
、
掲
戦
の
鰯
坑
は
、
我
々
の
調
充
に
絶
え
ず
助

力
さ
れ
た
片
山
播
三
氏
の
雛
形
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。

、

〃

I

で』

、

L




