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貴
山
縁
起
再
考

《
キ
ー
ワ
ー
ド
》
信
貴
山
　
縁
起
絵
巻
　
命
蓮
　
説
話
画

本
論
文
は
　
『
日
本
の
絵
巻
物
』
　
完
全
復
刻
シ
リ
ー
ズ
　
『
国
宝
信
貴
山
縁
起
檜
』

（
丸
善
　
二
〇
〇
二
年
）
　
に
付
け
ら
れ
た
解
説
で
あ
る
。
高
価
な
複
製
本
の
た
め
、

目
に
し
て
頂
け
る
機
会
が
少
な
い
の
で
、
こ
こ
に
再
録
し
た
。
関
係
す
る
岡
版

な
ど
は
　
『
信
貴
山
縁
起
』
　
（
「
日
本
絵
巻
大
成
　
四
　
中
央
公
論
社
一
九
七
七

年
）
　
や
　
『
信
貴
山
縁
起
』
　
（
新
修
日
本
絵
巻
物
全
集
　
三
　
角
川
書
店
一
九
七

六
　
年
）
　
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

は
じ
め
に

現
在
奈
良
県
生
駒
群
平
郡
に
あ
る
信
景
山
朝
護
孫
子
寺
に
伝
わ
る
三
巻
の
絵

巻
「
信
貴
山
縁
起
」
　
は
九
世
紀
未
か
ら
．
〇
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
こ
の
信
貴

山
に
止
任
し
て
こ
の
寺
の
興
隆
に
尽
く
し
、
実
在
し
た
　
「
命
蓮
」
　
と
い
う
修
行

僧
に
ま
つ
わ
る
逸
話
を
描
い
た
絵
巻
物
で
あ
る
。
説
話
の
内
容
と
し
て
は
、
命

蓮
は
、
時
に
飛
鉢
の
法
力
を
顕
し
て
庶
民
を
驚
惜
さ
せ
、
感
化
し
た
。
ま
た
時

に
剣
の
護
法
で
も
っ
て
時
の
天
皇
の
病
を
癒
し
た
。
さ
ら
に
信
濃
か
ら
上
京
し

た
姉
と
の
再
会
は
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
情
愛
に
満
ち
、
長
年
の
修
行
の
労
苦
が
偲

百
　
橋
　
明
　
穂

ば
れ
る
物
語
で
あ
る
。
命
蓮
に
ま
つ
わ
る
こ
の
よ
う
な
三
つ
の
逸
話
を
、
三
巻

に
わ
た
る
長
大
な
巻
物
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
場
面
の
連
続

は
、
見
る
者
を
し
て
息
つ
く
暇
を
与
え
な
い
。
平
安
時
代
後
期
に
盛
行
し
、
今

に
伝
わ
る
多
く
の
絵
巻
の
中
で
も
、
「
源
氏
物
語
絵
巻
」
「
伴
大
納
言
絵
詞
」
等

と
列
ん
で
三
大
絵
巻
に
数
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
最
高
傑
作
と
も
賞
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
絵
巻
ほ
ど
不
明
な
こ
と
の
多
い
絵
巻
も
滅
多
に
な
い
。
眼

前
に
迫
る
、
素
晴
ら
し
い
躍
動
感
に
あ
ふ
れ
る
、
分
か
り
や
す
い
説
話
描
写
と
、

一
方
で
な
か
な
か
見
え
て
こ
な
い
、
そ
の
不
可
解
な
制
作
背
景
や
制
作
環
境
な

ど
、
不
思
議
な
魅
力
に
富
ん
で
い
る
。

本
絵
巻
の
主
人
公
で
あ
る
命
蓮
の
歴
史
上
の
実
在
を
伝
え
る
史
料
は
多
く
は

な
い
。
同
時
代
の
文
書
と
し
て
残
る
　
「
信
景
山
資
財
質
物
帳
」
が
あ
る
。
こ

れ
は
命
蓮
自
身
に
よ
っ
て
書
か
れ
、
承
平
七
年
　
（
九
三
七
）
　
に
官
に
提
出
さ
れ

た
、
当
時
の
信
景
山
の
現
状
を
伝
え
る
い
わ
ば
公
文
書
で
あ
る
。
そ
の
巻
末
に

記
さ
れ
た
命
蓮
自
身
の
申
し
立
て
に
よ
れ
ば
、
命
蓮
は
寛
平
年
中
　
（
八
八
九
卜

八
九
七
）
　
に
豆
も
麦
も
区
別
が
つ
か
な
い
く
ら
い
の
幼
少
の
頃
に
、
信
景
山
に

登
り
、
庵
室
を
作
っ
て
十
二
年
の
山
中
籠
山
の
修
行
に
入
っ
た
と
い
う
。
そ
の



時
に
は
既
に
信
貴
山
に
は
方
丈
日
生
が
二
十
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
毘
沙
門
天
一

躯
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
訪
れ
る
人
も
い
な
い
な
が
ら
、
ひ
た
す
ら
こ
の

山
に
籠
も
っ
て
六
十
有
余
歳
に
至
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
そ
の
間
に
、
本
堂
を

初
め
、
宝
殿
、
尊
像
、
宝
物
、
房
舎
な
ど
を
造
営
し
た
。
ま
た
十
方
の
施
主
か

ら
H
畑
の
寄
進
を
受
け
た
が
卜
分
で
な
い
の
で
、
常
燈
、
修
理
に
も
事
欠
く
有

様
で
、
鎮
守
山
王
の
諸
相
を
勧
請
し
て
、
そ
の
威
光
で
も
っ
て
、
伽
藍
を
護
持

し
て
、
仏
道
を
成
じ
、
万
民
に
利
す
る
こ
と
を
願
う
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て

十
世
紀
前
半
の
実
在
が
確
か
め
ら
れ
る
が
、
命
蓮
は
け
っ
し
て
信
景
山
の
開
祖

で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
い
わ
ば
中
興
の
祖
で
あ
る
。
ま
た
、
山
千
の
諸
神

を
勧
請
し
て
い
る
こ
と
や
、
所
持
し
て
い
た
経
文
に
は
法
華
経
、
大
般
若
経
の

ほ
か
、
真
言
経
な
ど
も
あ
り
、
本
来
は
天
台
系
の
沙
弥
と
称
す
る
山
林
修
行
者

で
あ
る
が
、
修
験
道
な
ど
の
修
法
に
も
通
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
延
喜
年
中

（
九
〇
一
－
九
」
▲
一
▲
）
　
に
桧
皮
葺
の
三
間
の
御
堂
を
建
立
し
、
中
に
金
剛
界
成

身
会
五
仏
な
ど
を
安
置
し
て
お
り
、
そ
の
後
延
長
年
中
　
（
九
二
三
－
九
三
〇
）

に
は
さ
ら
に
釈
迦
、
文
殊
普
賢
像
を
加
え
て
お
り
、
そ
の
雑
修
的
な
性
格
が
読

み
と
れ
る
。
も
う
一
つ
の
史
料
は
、
命
蓮
の
活
躍
を
伝
え
る
記
録
で
、
平
安
末

期
の
編
纂
に
な
る
　
「
扶
桑
略
記
」
で
あ
る
。
時
の
天
皇
、
延
喜
の
み
か
ど
、

す
な
わ
ち
醍
醐
天
皇
が
延
長
八
年
　
（
九
三
〇
）
　
病
に
つ
い
た
時
、
八
月
十
九
日

修
験
の
噂
の
高
か
っ
た
河
内
国
志
貫
山
寺
の
沙
弥
命
蓮
を
宮
中
左
兵
衛
陣
に
召

し
、
病
気
平
癒
の
た
め
に
御
前
に
て
加
持
を
行
わ
せ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
結
果
は
、
加
持
の
甲
斐
も
な
く
、
そ
の
後
醍
醐
天
皇
の
病
は
癒
え
ず
、

退
位
の
後
、
九
月
二
十
九
日
に
崩
御
さ
れ
た
。
修
験
の
行
者
　
（
沙
弥
）
　
と
し
て

の
評
判
が
す
で
に
宮
中
に
も
聞
こ
え
て
い
た
こ
と
、
ま
た
信
景
山
を
河
内
国
と

し
、
命
蓮
自
身
が
宮
中
に
出
向
い
て
加
持
を
行
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
結
果

は
評
判
と
は
異
な
り
、
効
験
は
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
、
本
当
に
こ
れ
が
事
実
と

す
れ
ば
、
命
蓮
に
つ
い
て
格
別
の
法
力
や
魅
力
あ
る
逸
話
の
種
を
宿
し
て
い
る

よ
う
に
は
見
え
な
い
。
以
上
が
命
蓮
の
歴
史
卜
■
の
真
実
を
伝
え
る
わ
ず
か
な
史

料
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
命
蓮
に
ま
つ
わ
る
説
話
は
、
い
つ
の
問
に
か
史
実
を
離
れ
、

や
が
て
自
己
増
殖
を
始
め
る
。
そ
の
文
学
的
飛
躍
の
過
程
で
、
文
学
と
美
術
と

が
競
い
合
っ
て
見
事
に
芸
術
的
結
実
を
遂
げ
た
の
が
、
こ
の
信
貫
山
縁
起
絵
巻

で
あ
る
。
命
蓮
説
話
の
飛
躍
、
発
展
の
過
程
を
追
う
こ
と
は
か
な
り
困
難
で
あ

る
が
、
命
蓮
実
在
の
年
代
に
近
い
も
の
と
し
て
、
「
僧
妙
達
蘇
生
注
記
」
が
あ

る
。
こ
れ
は
天
治
二
年
　
（
▲
■
　
二
五
）
　
の
書
写
奥
書
が
あ
る
が
、
こ
の
書
そ
の

も
の
は
天
暦
九
年
　
（
九
九
克
）
　
頃
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
、
命
蓮
の
死
後
程
な
く

の
頃
の
説
話
を
伝
え
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
河
内
国
深
貴
山
明
蓮
師
は
三
十
年
間

法
華
経
を
読
諭
し
、
よ
っ
て
兜
率
天
内
院
に
て
法
華
経
を
講
ず
べ
し
と
い
う
。

す
で
に
法
華
経
の
行
者
と
し
て
の
明
蓮
　
（
命
蓮
）
　
が
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
確
か
に
　
「
信
貴
山
寺
資
財
賓
物
帳
」
　
に
は
法
華
経
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、

天
台
系
の
山
林
行
者
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
こ
こ
に
は
ほ
と
ん

ど
逸
話
伝
説
的
な
要
素
は
見
出
さ
れ
な
い
。
ま
た
法
華
経
の
行
者
と
し
て
の
命

蓮
は
法
隆
寺
に
住
し
た
僧
と
し
て
の
説
話
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
比
叡
山
横
川
苫

楊
厳
院
の
沙
門
鎮
源
に
よ
っ
て
、
長
久
四
年
　
二
〇
四
三
）
　
に
成
立
し
た
と
い

う
「
本
朝
法
華
験
記
」
第
八
十
に
は
、
「
七
巻
持
経
者
明
蓮
法
師
」
と
し
て
記

載
さ
れ
る
。
こ
れ
で
は
ま
っ
た
く
法
華
行
者
と
し
て
の
明
蓮
　
（
命
蓮
）
　
の
姿
は

あ
る
が
、
信
景
山
で
は
な
く
、
法
隆
寺
で
あ
る
。
た
し
か
に
信
景
山
と
法
隆
寺

で
は
人
変
近
い
距
離
に
は
あ
り
、
交
流
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
が
、
信

貴
山
に
籠
も
っ
て
修
行
し
た
と
い
う
命
蓮
白
身
の
申
し
立
て
と
は
大
い
に
異
な
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る
。
少
な
く
と
も
本
絵
巻
の
内
容
に
接
近
し
、
そ
の
制
作
以
前
に
遡
る
と
思
わ

れ
る
命
蓮
説
話
は
、
成
立
年
代
に
つ
い
て
議
論
が
あ
る
け
れ
ど
も
一
応
十
一
世

紀
未
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
　
「
今
昔
物
語
」
に
お
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
ル
き
ェ
う
そ
う
み
上
う
れ
ん
は
し
め
て
し
き
さ
ん
を
た
て
る
二
と

「
修
行
僧
明
繰
始
建
倍
貴
山
語
」
と
題
さ
れ
た
説
話
を
収
録
し
て
い
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
明
練
　
（
命
蓮
）
　
は
常
陸
国
の
人
と
な
っ
て
お
り
、
霊
験
の
あ
る
諸

国
を
巡
っ
て
大
和
国
に
至
り
、
信
景
山
に
登
っ
た
と
い
う
。
山
中
の
岩
間
か
ら

石
の
梶
に
入
っ
た
多
聞
天
　
（
毘
沙
門
天
）
　
を
発
見
し
て
、
以
後
傍
ら
に
庵
を
造

っ
て
住
し
、
毘
沙
門
堂
を
大
和
・
河
内
の
人
の
協
力
を
得
て
建
立
し
た
。
多
く

の
人
が
訪
れ
て
布
施
を
行
い
、
人
が
来
な
い
と
き
に
は
、
鉢
を
飛
ば
し
て
托
鉢

し
て
食
を
得
、
瓶
を
遣
り
て
水
を
得
、
不
足
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
。

醍
醐
天
皇
病
気
平
癒
の
加
持
の
こ
と
や
、
仏
道
修
行
の
こ
と
は
な
く
、
毘
沙
門

堂
を
草
創
し
た
逸
話
が
中
心
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
飛
鉢
の
説
話
が

初
め
て
登
場
す
る
。
歴
史
の
記
録
と
説
話
文
学
と
の
間
が
次
第
に
元
離
し
て
ゆ

く
端
緒
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

や
が
て
年
代
を
追
っ
て
ゆ
く
と
、
突
如
と
し
て
、
我
々
の
目
前
に
飛
躍
的
に

粉
飾
さ
れ
た
説
話
を
基
に
、
視
覚
的
に
具
体
化
さ
れ
た
信
貴
山
縁
起
絵
巻
が
迫

っ
て
く
る
。
現
在
三
巻
か
ら
な
る
信
貴
山
縁
起
絵
巻
は
、
第
一
巻
を
山
崎
長
者

の
巻
、
第
二
巻
を
延
喜
加
持
の
巻
、
第
三
巻
を
尼
公
の
巻
と
い
う
。
も
と
よ
り

こ
れ
が
当
初
か
ら
の
原
題
で
あ
っ
た
い
う
こ
と
は
確
定
で
き
な
い
。
こ
と
に
第

▲
巻
の
山
崎
長
者
の
巻
に
つ
い
て
は
、
従
来
よ
り
飛
倉
の
巻
と
通
称
さ
れ
て
い

る
。
内
題
は
な
く
、
現
在
三
巻
の
外
題
と
し
て
付
箋
さ
れ
て
い
る
近
世
の
も
の

と
考
え
ら
れ
る
題
箋
に
か
く
あ
る
の
み
で
あ
る
。
各
巻
と
も
一
紙
は
縦
三
一

七
㌢
で
、
横
幅
は
若
干
の
ば
ら
つ
き
は
あ
る
が
、
約
五
八
㌢
か
ら
五
九
㌢
前
後

で
あ
る
。
や
や
大
判
の
紙
を
継
い
で
い
る
。
第
一
巻
は
一
六
紙
、
第
二
巻
は
詞

吉
を
含
め
て
▲
一
川
紙
、
第
三
巻
は
二
六
紙
で
あ
る
。
ま
ず
三
巻
を
列
べ
た
と
き
、

不
思
議
な
の
は
、
第
一
巻
に
は
詞
書
が
全
く
な
い
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
絵
の

み
が
連
続
す
る
こ
と
。
ま
た
第
一
巻
は
そ
の
た
め
か
、
長
さ
が
異
常
に
短
い
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
第
二
巻
、
第
三
巻
は
い
ず
れ
も
ま
ず
巻
頭
に
詞
書
が
あ

り
、
絵
が
始
ま
る
。
途
中
に
も
詞
書
が
あ
り
、
ま
た
絵
が
続
く
。
こ
の
よ
う
に

前
半
部
と
後
半
部
と
に
分
か
れ
る
、
二
段
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
内
容
的
に
は

各
巻
は
相
互
に
独
立
し
て
お
り
、
一
巻
ず
つ
は
ま
と
ま
り
が
あ
っ
て
、
三
巻
仕

立
て
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
た
だ
後
に
詳
し
く
論
ず
る
が
、
第
一
巻
後
半
の

詞
書
が
第
二
巻
の
最
初
に
あ
る
と
い
う
問
題
が
残
る
。
こ
れ
ら
現
存
す
る
三
巻

の
内
容
及
び
詞
書
に
合
致
す
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
と

「
古
本
説
話
集
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
な
か
で
も
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
よ
り
以
前

で
、
平
安
時
代
末
期
の
成
立
と
さ
れ
る
　
「
古
本
説
話
集
」
が
も
っ
と
も
近
い
関

係
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
「
古
本
説
話
集
」
に
収
め
ら
れ
た
「
信
濃
国
聖
事
」
　
の

説
話
物
語
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
絵
巻
の
、
こ
と
に
詞
書
が
見
あ
た
ら
な
い

第
一
巻
の
内
容
も
含
め
て
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
絵
巻
三
巻
の
内
容
は
、

ほ
ぼ
説
話
集
の
内
容
に
網
羅
さ
れ
て
い
る
。
残
さ
れ
た
詞
書
と
説
話
集
と
の
比

較
対
照
は
命
蓮
説
話
そ
の
も
の
の
発
展
過
程
を
知
る
ば
か
り
で
な
く
、
説
話
の

絵
画
化
の
秘
密
や
絵
巻
制
作
の
環
境
を
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し

な
が
ら
説
話
文
学
研
究
の
現
状
で
は
、
絵
巻
の
詞
書
と
説
話
集
と
の
間
に
は

直
接
的
な
本
末
関
係
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
当
時
す
で
に
命
蓮
の
説
話

が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
と
し
、
口
承
的
性
格
の
強
い
説
話
集
と
絵
画
化
の
た
め

の
柔
軟
性
を
備
え
た
詞
書
と
の
質
的
な
相
違
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
歴
史
の
真
実

を
離
れ
、
説
話
文
学
の
制
約
を
乗
り
越
え
て
、
大
き
く
飛
躍
し
た
、
絵
巻
な
ら

で
は
の
ド
ラ
マ
が
展
開
す
る
。
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一
、
飛
倉
の
巻

さ
て
、
現
状
の
絵
巻
を
見
る
と
、
第
一
巻
は
冒
頭
か
ら
大
混
乱
の
中
に
幕
を

開
け
る
。
い
き
な
り
板
塀
に
囲
ま
れ
、
中
庭
に
は
瓦
屋
根
の
校
倉
を
も
つ
富
裕

な
館
の
場
面
が
描
か
れ
る
。
多
く
の
下
女
下
男
が
働
い
て
お
り
、
裕
福
な
地
方

豪
族
の
館
で
あ
る
。
場
面
は
庇
で
供
養
を
受
け
て
い
た
赤
鼻
の
僧
と
小
僧
が
立

ち
上
が
っ
て
中
庭
の
倉
を
指
し
て
わ
め
き
、
ま
た
中
庭
で
は
下
女
や
雑
司
達
が

右
往
左
往
の
大
混
乱
に
陥
っ
て
い
る
。
目
を
見
張
り
、
悲
鳴
を
上
げ
、
手
を
か

ざ
し
て
喚
き
立
て
る
。
驚
天
動
地
の
出
来
事
が
発
生
し
た
。
中
庭
の
校
倉
の
扉

か
ら
金
の
鉢
が
転
げ
出
て
、
ゆ
さ
ゆ
さ
と
米
倉
を
空
中
に
持
ち
上
げ
始
め
た
の

で
あ
る
。
瓦
が
ず
れ
落
ち
軋
み
の
音
を
立
て
て
い
る
。
や
が
て
倉
は
宙
に
舞
い

上
が
り
、
空
の
彼
方
に
飛
行
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
家
の
主
を
は
じ
め
、
立

ち
騒
ぐ
下
部
達
は
空
中
を
飛
行
す
る
校
倉
を
追
い
か
け
ん
と
一
斉
に
裏
木
戸
か

ら
飛
び
出
し
た
。
赤
予
を
お
ん
ぶ
し
た
女
か
ら
老
女
、
老
僧
ま
で
も
、
裸
足
で

衣
の
は
だ
け
る
の
も
か
ま
わ
ず
追
い
か
け
た
。
主
は
馬
の
鞍
に
飛
び
移
り
、
僧

侶
は
揉
み
手
を
し
、
金
鉢
が
空
中
に
持
ち
上
げ
て
、
目
の
前
の
大
き
な
水
辺
の

上
を
飛
ん
で
ゆ
く
倉
を
追
い
か
け
る
。
倉
の
裏
手
に
は
太
い
柱
を
立
て
、
貫
を

渡
し
て
く
さ
び
を
刺
し
て
、
油
を
絞
る
良
木
と
呼
ば
れ
る
装
置
や
、
大
き
な
竃

が
見
え
る
。
網
代
▲
戸
の
そ
ば
に
は
瓜
の
ぶ
ら
下
が
る
棚
も
見
え
る
。
倉
は
水
辺

の
上
を
越
え
、
空
の
彼
方
へ
と
消
え
て
い
っ
た
。
岸
を
行
く
旅
人
も
空
飛
ぶ
倉

に
仰
大
し
て
振
り
返
る
。
や
が
て
倉
は
霞
の
向
こ
う
紅
葉
や
楓
の
美
し
い
山
を

越
え
て
飛
ん
で
ゆ
く
。
必
死
に
追
い
か
け
る
主
と
そ
の
従
者
達
は
次
第
に
山
中

に
入
っ
て
ゆ
く
。
立
派
な
朱
の
飾
り
を
し
た
馬
に
ま
た
が
っ
て
、
烏
帽
子
、
狩

衣
の
主
も
ど
こ
か
不
安
そ
う
で
、
従
う
従
者
も
息
が
切
れ
た
り
、
草
履
の
鼻
緒

が
切
れ
た
り
、
手
鼻
を
か
ん
だ
り
と
忙
し
い
。

や
が
て
場
面
は
霞
の
彼
方
へ
と
一
旦
消
え
て
ゆ
く
（
し
藍
を
刷
い
た
空
に
向
か

っ
て
紅
葉
に
彩
ら
れ
た
山
の
稜
線
を
た
ど
る
と
、
山
中
の
庵
の
端
が
次
第
に
霞

の
中
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
ま
さ
に
霧
の
中
か
ら
フ
ェ
ー
ド
イ
ン
す
る

映
画
の
シ
ー
ン
を
見
る
思
い
が
す
る
。
高
欄
を
め
ぐ
ら
し
た
立
派
な
命
蓮
の
住

房
の
貴
子
縁
に
は
命
蓮
と
、
そ
の
傍
ら
に
は
金
の
鉢
が
、
す
で
に
到
着
し
た
主

と
従
者
の
一
行
と
対
面
し
て
い
る
。
主
は
階
か
ら
身
を
乗
り
出
し
て
、
命
蓮
に

返
還
を
迫
る
。
ま
た
外
の
庭
に
い
る
従
者
達
は
し
き
り
に
左
を
指
さ
し
て
命
蓮

の
返
事
を
う
か
が
っ
て
い
る
。
命
蓮
は
金
鉢
の
方
を
指
さ
し
て
平
然
と
し
て
、

い
う
。
倉
は
返
せ
ぬ
。
信
景
山
に
こ
う
い
う
校
倉
が
な
か
っ
た
の
で
、
是
非
必

要
。
た
だ
し
中
の
米
は
お
返
し
し
よ
う
。
従
者
達
の
指
さ
す
、
命
蓮
の
住
房
の

一
山
向
こ
う
に
は
、
米
の
い
っ
ぱ
い
入
っ
た
瓦
屋
根
の
校
倉
が
す
で
に
着
陸
し

て
霞
の
上
に
屋
根
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
場
面
は
転
換
す
る
。
説
話

集
に
は
主
か
ら
の
米
の
寄
進
の
申
し
出
が
あ
り
、
命
蓮
と
の
や
り
と
り
が
あ
る

が
、
詞
書
や
絵
で
は
一
切
な
い
。
倉
の
寄
進
と
米
の
返
還
に
し
ぶ
し
ぶ
承
知
し

た
主
も
、
い
か
に
し
て
米
を
返
す
の
か
不
思
議
で
な
ら
な
い
。
校
倉
の
前
で
は
、

米
の
寄
進
は
断
り
、
米
は
す
べ
て
返
す
と
い
っ
て
、
命
蓮
が
指
揮
を
し
て
い
る
。

従
者
の
一
人
に
倉
か
ら
米
一
俵
を
取
り
出
さ
せ
、
金
鉢
に
乗
せ
さ
せ
る
。
何
事

か
と
い
ぶ
か
し
が
る
従
者
達
の
怪
訝
な
表
情
が
お
も
し
ろ
い
。
や
が
て
ど
う
な

る
こ
と
か
と
見
守
る
な
か
で
、
一
俵
の
米
を
乗
せ
た
金
鉢
は
空
中
に
舞
い
上
が

る
。
す
る
と
倉
の
中
の
米
俵
が
一
斉
に
引
き
続
い
て
飛
び
出
し
た
の
で
あ
る
。

雁
の
続
く
よ
う
に
、
ま
た
群
雀
の
飛
び
た
る
よ
う
に
。
米
俵
の
列
は
倉
か
ら
飛

び
出
し
、
山
中
を
飛
び
越
え
、
ま
た
来
た
万
へ
と
一
気
に
飛
ん
で
い
っ
た
。
山

中
の
鹿
も
び
っ
く
り
し
て
振
り
向
い
て
い
る
。
遠
く
霞
ん
だ
彼
方
へ
と
飛
び
去
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り
、
ま
た
場
面
は
消
え
て
い
っ
た
。
フ
ェ
ー
ド
ア
ウ
ト
で
あ
る
。

場
面
は
唐
突
に
ま
た
最
初
の
場
面
と
同
じ
、
富
裕
な
長
者
の
館
に
至
る
。
途

中
の
時
間
は
一
気
に
省
略
さ
れ
る
。
能
楽
の
道
行
き
に
近
い
。
板
塀
に
囲
ま
れ

た
館
の
中
で
は
先
ほ
ど
の
喧
嘆
が
嘘
の
よ
う
に
、
静
か
な
営
み
に
戻
っ
て
い
た
。

先
ほ
ど
の
庇
の
間
で
は
、
老
僧
が
傍
ら
に
経
机
を
置
い
て
、
童
女
に
読
み
書
き

で
も
教
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
へ
一
足
先
に
報
告
に
駆
け
下
り
た
下
男

が
信
貴
山
で
の
こ
と
の
次
第
を
告
げ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
老
僧
は
あ
ま
り
の

信
じ
ら
れ
な
い
話
に
一
向
に
耳
を
傾
け
る
様
子
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
板
塀
を

挟
ん
だ
中
庭
で
は
倉
の
あ
っ
た
も
と
の
場
所
に
、
米
俵
が
地
響
き
と
と
も
に

次
々
と
舞
い
降
り
て
来
る
で
は
な
い
か
。
立
ち
働
い
て
い
た
下
女
達
も
ま
た
ま

た
恐
怖
の
衣
情
に
強
ば
っ
て
い
る
。
庭
先
に
い
た
瓜
を
摘
む
下
女
も
身
を
す
く

め
て
い
る
。
＝
目
頭
の
場
面
と
同
じ
よ
う
に
、
油
取
り
の
長
木
と
大
き
な
ゆ
で
釜

が
見
え
る
。
裏
の
網
代
戸
と
板
塀
を
越
え
て
米
俵
が
雁
の
舞
い
降
り
る
よ
う
に

空
中
か
ら
続
く
。
場
面
は
何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
幕
を
引
く
。
こ
の
第

一
巻
は
山
崎
長
者
の
巻
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
呼
称
は
必
ず
し
も
古

い
も
の
で
は
な
い
。
説
話
集
に
も
こ
の
長
者
を
特
定
さ
せ
る
こ
と
は
一
切
記
さ

れ
て
い
な
い
。
古
本
説
話
集
で
は
　
「
山
ざ
と
に
、
げ
す
に
人
と
て
、
い
み
じ
き

と
く
に
ん
あ
り
け
り
」
　
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。
さ
ら
に
宇
治
拾
遺
物
語
で
は

「
此
山
の
ふ
も
と
に
」
　
と
あ
っ
て
、
信
貫
山
の
近
く
を
想
定
さ
せ
る
。
と
こ
ろ

が
、
近
世
以
降
、
山
崎
長
者
と
し
て
、
す
な
わ
ち
山
城
国
、
現
在
の
京
都
府
大

山
崎
町
の
長
者
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
根
拠
は
絵
巻
に
描
か
れ
た

油
を
絞
る
長
木
と
呼
ば
れ
る
装
置
と
、
大
き
な
ゆ
で
釜
で
あ
る
。
平
安
時
代
に

は
山
崎
の
地
は
、
京
都
盆
地
か
ら
木
津
川
、
桂
川
、
宇
治
川
の
一
▲
▲
つ
の
河
が
淀

川
と
し
て
合
流
す
る
地
点
に
あ
り
、
ま
た
天
王
山
と
男
山
八
幡
　
（
石
清
水
）
　
の

山
が
迫
る
、
い
わ
ば
流
通
の
要
と
し
て
栄
え
、
ま
た
当
時
山
崎
の
商
人
は
油
売

り
で
も
っ
て
全
国
に
そ
の
商
権
を
独
占
し
て
裕
福
な
富
み
を
形
成
し
て
い
た
。

山
崎
の
地
は
奈
良
時
代
の
行
基
が
河
に
架
橋
し
、
交
通
、
流
通
の
便
を
確
保
し
、

行
基
四
十
九
院
の
一
つ
、
山
崎
院
を
興
隆
さ
せ
た
と
こ
ろ
と
し
て
繁
栄
を
誇
っ

て
い
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
こ
こ
に
措
か
れ
た
長
者
は
山
崎
の
抽
売
り
の
長

者
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
あ
な
が
ち
間
違
い
と
も
言
え
な
い
。
お
そ
ら
く

絵
師
は
山
崎
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
描
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
。
ま
た
こ
の

絵
巻
を
鑑
賞
し
た
当
時
の
人
も
ま
た
山
崎
の
地
を
連
想
し
た
か
も
し
れ
な
い
。

飛
鉢
の
先
を
山
城
国
大
山
崎
の
長
者
と
し
た
最
も
古
い
文
献
は
十
二
世
紀
後
半

あ
　
さ
は
　
し
　
ょ
、
つ

に
編
集
さ
れ
た
天
台
系
図
像
を
集
め
た
　
「
阿
婆
縛
抄
」
　
の
　
「
諸
寺
略
記
」
で

あ
る
。
天
台
宗
側
か
ら
見
た
縁
起
を
伝
え
て
お
り
、
こ
の
絵
巻
制
作
の
背
景
基

盤
を
う
か
が
わ
せ
る
。
確
か
に
絵
巻
で
は
飛
び
立
っ
た
倉
は
裏
木
戸
を
出
る
と
、

大
き
な
水
辺
の
上
を
飛
ん
で
ゆ
く
。
こ
れ
を
淀
川
の
流
れ
と
見
れ
ば
、
山
崎
と

い
え
る
。
ま
た
山
崎
に
は
東
大
寺
の
荘
園
が
相
当
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

命
蓮
の
東
大
寺
と
の
関
係
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
言

え
る
。
し
か
し
説
話
集
で
云
う
よ
う
な
近
い
距
離
で
は
な
い
。
倍
景
山
の
立
場

か
ら
見
れ
ば
、
直
線
距
離
に
し
て
相
当
遠
い
山
崎
よ
り
、
む
し
ろ
倍
貴
山
の
麓

で
あ
れ
ば
、
竜
田
川
が
大
和
川
に
合
流
す
る
今
で
云
え
ば
王
寺
や
斑
鳩
あ
た
り

の
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。
ま
た
信
景
山
の
所
在
を
河
内
国
と
す
る
の
も
、
同
じ

大
和
川
下
流
で
生
駒
山
系
の
反
対
側
に
河
内
国
志
紀
　
（
志
貴
）
　
郡
が
あ
り
、
こ

こ
に
は
か
つ
て
律
令
制
下
に
河
内
国
府
が
お
か
れ
、
水
運
を
利
用
し
た
交
通
の

要
路
で
あ
っ
た
。
河
内
国
志
紀
郡
　
（
評
）
　
は
古
代
か
ら
渡
来
系
の
人
々
が
住
み

仏
教
文
化
の
先
進
地
と
し
て
、
多
く
の
事
蹟
を
伝
え
て
い
る
。
よ
っ
て
正
確

な
地
理
的
・
行
政
的
な
知
識
を
欠
く
立
場
の
人
に
と
っ
て
は
、
信
貫
山
を
河
内
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国
に
あ
る
と
し
て
も
あ
な
が
ち
無
理
で
は
な
い
。
（
地
図
参
照
）
　
絵
巻
に
描
か

れ
た
風
景
が
、
歴
史
の
真
実
の
反
映
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
思
い
こ
み
こ
そ
、

深
読
み
と
い
う
危
険
も
あ
り
、
絵
は
あ
く
ま
で
架
空
の
絵
空
事
と
い
う
こ
と
も

▲
方
で
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
歴
史
資
料
と
し
て
、
絵
巻
を
読
み
解
く

と
い
う
試
み
は
重
要
で
あ
る
が
、
美
術
と
し
て
の
真
実
、
す
な
わ
ち
作
品
の
構

造
解
析
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
今
は
山
崎
長
者
の
巻
と
さ
れ
る
が
、
む
し
ろ

飛
倉
の
巻
の
ほ
う
が
、
素
朴
で
あ
り
、
当
初
の
原
題
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
し
て
最
後
に
二
五
・
二
㌢
の
短
い
第
十
六
紙
が
あ
る
。
な
だ
ら
か
な
山
中

の
景
を
描
い
て
い
る
が
、
や
や
不
自
然
な
点
が
あ
る
。
巻
首
の
冒
頭
の
場
面
に

あ
る
館
は
水
辺
の
近
く
で
は
あ
る
が
、
近
く
に
山
が
あ
る
よ
う
に
は
表
さ
れ
て

い
な
い
。
ま
た
第
十
五
紙
と
第
十
六
紙
と
の
紙
継
に
無
理
が
あ
る
。
館
の
板
塀

の
続
き
の
線
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
線
の
性
質
が
異
な
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

さ
ら
に
絵
巻
の
巻
癖
に
よ
っ
て
生
じ
た
横
敏
が
連
続
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

▲
方
紙
の
末
尾
に
、
建
物
の
基
壇
の
右
列
の
よ
う
な
線
が
引
か
れ
て
い
る
。
立

派
な
堂
塔
の
基
壇
と
し
か
思
わ
れ
な
い
。
第
二
巻
の
冒
頭
の
宮
殿
の
門
の
基
垣

な
ど
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
注
意
し
て
も
う
▲
度

振
り
返
っ
て
見
る
と
、
こ
の
第
一
巻
は
随
所
に
不
自
然
な
箇
所
が
あ
る
。
こ
れ

ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
は
、
ま
ず
第
九
紙
と
第
十
紙
の
紙
継
部
分
、

第
十
二
紙
と
第
十
三
紙
の
紙
継
部
分
、
そ
し
て
最
後
の
第
十
六
紙
で
あ
る
。

ま
ず
確
認
す
べ
き
は
、
こ
の
第
十
六
紙
は
必
ず
し
も
こ
こ
に
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
画
面
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
不
自
然
に
書
き
込
ん

だ
と
見
ら
れ
る
線
が
あ
り
、
当
初
か
ら
こ
の
よ
う
な
情
景
が
あ
っ
た
と
は
思
わ

れ
な
い
。
す
る
と
様
々
な
見
解
が
こ
れ
ま
で
提
出
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
紙

継
の
不
自
然
な
第
九
紙
と
第
十
紙
の
間
に
挿
入
す
る
と
い
う
案
で
あ
る
。
第

十
六
紙
を
こ
の
間
に
入
れ
る
と
上
坂
の
線
も
、
崖
の
線
も
ぴ
っ
た
り
と
つ
な
が

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
物
語
の
展
開
の
テ
ン
ポ
か
ら
見
て
、
こ
こ

に
敢
え
て
間
を
入
れ
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
修
理
時
に
お
け
る
裁
ち
切
り
を

考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
書
き
継
ぎ
の
間
を
や
や
離
し
て
見
れ
ば
、
十
分
接
続
す
る

こ
と
が
判
明
し
、
紙
質
や
山
中
に
ま
か
れ
た
紅
葉
の
有
無
な
ど
か
ら
し
て
、

仮
に
紙
継
と
し
て
つ
な
が
る
と
し
て
も
、
制
作
当
初
に
お
け
る
変
更
と
見
る
べ

き
と
さ
れ
る
。
む
し
ろ
作
者
が
描
写
の
速
度
を
速
め
、
構
図
の
変
更
を
行
っ
た

結
果
で
あ
る
と
し
た
。
そ
う
す
る
と
第
十
六
紙
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
位
置
す
れ

ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
復
元
案
と
し
て
、
先
述
し
た
第
十
二
紙
と
第

十
三
紙
の
間
に
い
れ
る
案
が
あ
る
。
確
か
に
こ
の
間
の
紙
継
も
横
敏
や
紙
の

質
や
刷
い
た
空
の
霞
の
藍
の
調
十
に
や
や
異
質
な
も
の
を
感
ず
る
が
、
こ
こ
へ

第
十
六
紙
を
挿
入
す
る
と
、
第
十
二
紙
と
の
紙
の
横
敏
が
連
続
す
る
と
い
う
。

し
か
し
倍
景
山
を
飛
び
立
っ
た
米
俵
が
再
び
山
の
上
を
越
す
と
い
う
の
は
や
や

冗
長
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
巻
舌
か
ら
の
描
写
で
は
、
長
者
の
館

か
ら
は
水
辺
を
越
え
、
す
ぐ
に
信
貫
山
の
山
中
に
入
っ
て
お
り
、
館
と
信
景
山

と
の
間
に
は
、
山
稜
は
一
つ
だ
け
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
こ
に
第
十
六
紙
を
挿
入

す
る
と
、
館
と
倍
賞
山
と
の
間
に
、
山
塊
が
∴
つ
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
、
物

語
の
展
開
の
テ
ン
ポ
を
考
え
る
と
、
間
延
び
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
れ

も
当
初
の
作
者
に
よ
る
全
体
構
成
を
見
渡
し
た
時
の
構
図
の
変
更
と
み
て
よ
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
巻
末
に
本
来
画
稿
的
な
も
の
で
あ
っ
た
第
十
六
紙
が

つ
な
が
れ
、
そ
の
た
め
に
板
塀
の
線
も
補
筆
さ
れ
た
の
で
、
本
来
は
必
ず
し
も

必
要
で
な
い
の
で
、
一
気
に
説
話
場
面
が
連
続
し
て
進
む
よ
う
に
改
変
さ
れ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
途
中
で
詞
書
を
入
れ
る
べ
き
箇
所
を
失
し

て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
山
崎
長
者
の
巻
の
後
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半
に
あ
た
る
詞
書
は
第
九
紙
と
第
十
紙
の
間
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
が
、

現
在
第
二
巻
の
冒
頭
に
あ
り
、
し
か
も
第
二
巻
の
延
喜
加
持
の
巻
の
詞
に
連
続

し
て
い
る
。
第
二
巻
冒
頭
の
詞
書
の
第
一
紙
の
紙
を
験
す
れ
ば
、
ど
う
み
て
も

当
初
か
ら
の
連
続
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
第
一
巻
山
崎
長
者
の
巻
の
後

半
部
に
該
当
す
る
詞
、
わ
ず
か
六
行
分
が
、
第
二
巻
の
冒
頭
に
あ
っ
て
、
し
か

も
第
二
巻
延
喜
加
持
の
巻
の
詞
に
接
続
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
作
者
の

意
図
と
考
え
る
他
は
な
い
。
今
は
な
い
第
一
巻
前
半
に
あ
た
る
、
冒
頭
に
く
る

は
ず
の
詞
書
は
本
来
あ
っ
た
の
か
、
最
初
か
ら
省
略
さ
れ
て
い
た
の
か
は
定
か

で
は
な
い
。
た
だ
、
現
在
の
巻
頭
の
紙
質
を
見
る
と
、
激
し
い
痛
み
や
、
横
被

の
多
さ
、
顔
料
の
剥
落
の
度
合
い
な
ど
か
ら
し
て
、
開
閉
時
に
お
け
る
損
傷
に

よ
る
遺
失
だ
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。
絵
巻
の
常
と
し
て
、
巻
頭
部
分
の

損
傷
は
著
し
く
、
巻
を
進
め
る
ほ
ど
に
痛
み
が
少
な
く
な
る
の
は
し
ば
し
ば
経

験
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
期
せ
ず
し
て
起
こ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
冒
頭

の
詞
書
の
損
失
が
か
え
っ
て
劇
的
な
効
果
を
生
ん
だ
と
し
た
ら
、
作
者
と
し
て

は
望
外
の
も
の
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
き
な
り
見
る
者
を
t
て
、
劇
中
に
引

き
ず
り
込
む
手
法
は
映
画
で
は
よ
く
あ
る
こ
と
を
現
代
の
人
は
知
っ
て
い
る
。

す
ぐ
に
物
語
が
始
ま
っ
て
し
ば
ら
く
し
て
、
や
お
ら
タ
イ
ト
ル
や
キ
ャ
ス
ト
の

字
幕
が
で
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
キ
ャ
ス
ト
の
名
前
は
幕
引
き
の
後
で
字
幕
が

流
れ
る
の
み
で
あ
る
。
観
客
は
そ
の
頃
に
は
す
で
に
席
を
立
ち
始
め
る
。
要
す

る
に
く
だ
く
だ
し
い
説
明
は
ど
う
で
も
よ
い
の
で
あ
る
。
連
続
し
た
場
面
が
織

り
な
す
一
瞬
一
瞬
の
興
奮
に
こ
そ
、
優
れ
た
絵
巻
を
、
繰
り
延
べ
な
が
ら
　
（
見

応
え
あ
る
映
画
を
）
　
視
覚
的
に
鑑
賞
す
る
人
の
な
に
よ
り
の
醍
醐
味
な
の
で
あ

る
。

二
、
延
喜
加
持
の
巻

第
二
巻
は
　
「
延
喜
加
持
巻
」
と
外
題
が
あ
り
、
先
述
し
た
と
お
り
、
巻
頭
の

二
紙
に
は
第
一
巻
山
崎
長
者
の
巻
後
半
の
詞
と
第
二
巻
延
喜
加
持
の
巻
の
前
半

の
詞
と
が
続
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
山
崎
長
者
の
巻
が
激
震
の
中
に
始
ま
っ
た

の
に
対
し
、
延
喜
加
持
の
巻
は
静
か
に
動
き
始
め
、
や
が
て
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

を
迎
え
、
ま
た
厳
か
な
雰
囲
気
の
中
に
こ
と
は
無
事
終
了
す
る
。
一
つ
に
は
舞

台
が
宮
中
で
、
醍
醐
天
皇
の
病
気
平
癒
を
祈
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
と
が
起
こ
っ
て

い
る
た
め
、
命
蓮
は
む
し
ろ
効
験
あ
る
高
僧
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
あ
ま
り
下

世
話
な
場
面
は
忌
諒
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
場
面
は
淡
々
と
進
む
。

第
∴
巻
延
喜
加
持
の
巻
を
紐
解
い
て
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。
詞
書
が
終
わ

る
と
、
随
身
、
従
者
を
伴
っ
て
歩
む
勅
使
の
一
行
が
い
る
。
延
善
の
帝
の
病
気

平
癒
を
祈
っ
て
、
様
々
な
祈
祷
や
読
経
が
な
さ
れ
た
が
、
一
向
に
効
き
目
が
な

く
、
詞
書
に
よ
れ
ば
大
利
国
　
（
河
内
国
）
　
信
景
山
の
聖
は
効
験
が
あ
っ
て
、
鉢

を
飛
ば
し
て
物
事
を
行
う
ほ
ど
で
あ
る
。
召
し
出
し
て
祈
ら
せ
て
は
と
。
そ
こ

で
蔵
人
を
勅
使
と
し
て
使
い
に
遺
す
こ
と
と
な
っ
た
。
今
ま
さ
に
そ
の
蔵
人
の

一
行
が
宮
中
か
ら
信
貴
山
に
向
か
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
蔵
人
は
緋
の
下
襲
を
着

け
、
青
色
の
闘
腋
の
袖
を
着
る
。
頭
に
は
、
相
伴
の
冠
の
左
右
に
は
綾
を
着
け

た
六
位
の
武
官
で
あ
る
。
勅
使
は
厳
か
に
尺
を
と
り
、
道
の
中
央
に
一
段
高
く

な
っ
た
通
路
を
歩
む
。
こ
れ
は
置
道
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
、
高
位
の
者
の
み
が

通
る
こ
と
が
で
き
る
。
相
伴
の
冠
を
着
け
た
随
身
以
下
四
名
の
従
者
を
伴
っ
て

い
る
。
顔
を
引
目
鈎
鼻
に
表
し
た
高
貴
な
身
分
の
勅
使
と
、
軽
快
な
筆
致
で
そ

の
表
情
を
描
い
た
従
者
達
と
は
、
面
貌
の
表
現
に
も
大
き
な
相
違
が
あ
る
。
次

位
の
随
身
は
置
道
の
北
側
　
（
北
路
）
　
を
通
り
、
さ
ら
に
下
位
の
者
は
置
道
の
南
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側
　
（
南
路
）
　
を
通
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
絵
巻
は
当
時
の
作

法
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
や
が
て
朱
塗
り
の
人
き
な
門
を
出
で
ん

と
す
る
。
内
裏
に
は
人
き
な
門
が
あ
り
、
さ
ら
に
宮
城
を
出
る
に
は
も
っ
と
大

き
な
門
を
出
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
ま
ず
内
裏
の
正
門
で
あ
る
承
明
門
、
次
い
で

建
礼
門
を
で
て
、
宮
城
の
入
門
を
で
る
こ
と
に
な
る
が
、
東
門
に
あ
た
る
待
賢

門
な
い
し
は
陽
明
門
と
さ
れ
る
。
立
派
な
右
横
基
壇
を
も
つ
五
間
三
戸
の
門
で
、

鵡
尾
の
上
が
っ
た
瓦
葺
き
で
あ
る
。
門
の
左
右
に
は
瓦
葺
き
の
築
地
が
続
い
て

い
る
。
当
時
、
内
裏
へ
の
出
入
り
に
は
東
面
中
央
の
待
賢
門
か
、
そ
の
北
に
あ

る
陽
明
門
を
通
っ
た
と
さ
れ
る
。
当
時
の
記
録
に
は
左
兵
衛
陣
の
北
門
　
（
陽
明

門
）
　
の
東
に
▲
▲
本
の
人
樹
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
絵
巻
で
は
門
の
内
側

に
二
本
の
樹
の
幹
が
見
え
る
。
ま
た
先
述
し
た
　
「
扶
桑
略
記
」
　
の
歴
史
的
記
述

で
は
命
蓮
は
宮
中
の
左
兵
衛
陣
に
召
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
関
連
が
分

か
り
や
す
い
。
よ
っ
て
こ
の
門
は
陽
明
門
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
門
の

中
央
三
間
の
扉
の
う
ち
、
中
央
は
天
皇
し
か
通
る
こ
と
は
で
き
ず
、
南
北
の
両

間
か
ら
出
入
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
勅
使
は
門
の
南
間
を
通
っ
て
、
大
和
阿
倍

景
山
へ
と
向
か
う
の
で
、
外
に
出
て
か
ら
右
　
（
南
）
　
へ
と
曲
が
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、
門
の
外
の
水
路
に
架
か
っ
た
朱
塗
り
の
高
欄
の
付
い
た
橋
を
渡
っ
て
比

叡
山
の
高
僧
が
加
持
祈
祷
や
御
読
経
に
召
さ
れ
、
門
の
北
間
か
ら
あ
わ
た
だ
し

く
内
裏
へ
参
内
す
る
姿
が
あ
る
。
門
外
に
は
高
僧
の
乗
っ
て
き
た
牛
車
が
止
ま

っ
て
い
る
。
な
ぜ
か
分
か
ら
な
い
が
、
牛
車
の
御
者
達
が
腕
や
首
筋
を
ぼ
り
ぼ

り
痔
そ
う
に
掻
い
て
い
る
の
は
い
か
が
し
た
も
の
か
。
朱
の
飾
り
で
威
儀
を
整

え
た
白
馬
と
栗
毛
の
馬
に
乗
っ
て
、
　
行
は
右
折
、
す
な
わ
ち
南
、
人
和
へ
と

向
か
っ
た
。
築
地
塀
の
続
く
京
内
で
は
、
や
ん
ご
と
な
き
高
僧
の
陸
続
と
続
く

内
裏
へ
の
出
入
り
に
、
様
々
な
噂
を
伝
え
る
庶
民
の
口
コ
ミ
が
あ
っ
た
。

廿
場
面
は
京
を
離
れ
、
霞
の
彼
方
に
大
和
国
倍
貴
山
の
登
り
に
か
か
る
勅

使
の
姿
を
追
う
。
史
実
に
従
え
ば
八
月
十
九
日
、
頃
は
す
で
に
秋
で
あ
る
。
紅

葉
に
染
ま
っ
た
信
景
山
の
山
路
を
行
く
一
行
の
姿
が
見
え
隠
れ
す
る
。
や
が
て

こ
れ
ま
で
何
回
も
繰
り
返
さ
れ
た
命
蓮
の
住
房
が
現
れ
る
。
場
面
は
ズ
ー
ム
イ

ン
し
て
、
す
で
に
到
着
し
た
勅
使
は
、
必
死
に
前
屈
み
に
な
っ
て
こ
と
の
次
第

を
告
げ
、
帝
の
病
気
平
癒
の
た
め
の
加
持
祈
祷
を
懇
請
す
る
。
従
者
の
一
行
も

神
妙
な
面
持
ち
で
庭
に
控
え
る
。
一
万
命
蓮
は
な
に
か
と
ぼ
け
た
よ
う
な
表
情

で
応
対
し
て
い
る
。
第
一
巻
の
山
崎
長
者
の
巻
の
騒
然
と
し
た
画
面
と
は
、
同

じ
所
と
は
思
え
な
い
く
ら
い
の
沈
ん
だ
雰
囲
気
が
あ
る
。
そ
の
せ
い
か
紅
葉
が

は
ら
は
ら
と
地
上
に
散
っ
て
い
る
の
も
妙
に
目
に
つ
く
。
場
面
は
の
ど
か
な
信

貴
山
の
場
面
か
ら
ズ
ー
ム
ア
ウ
ト
し
、
霞
を
隔
て
て
、
一
転
し
て
宮
中
奥
深
く

清
涼
殿
の
東
南
の
弘
庇
の
庭
、
勅
使
の
報
告
が
奏
上
さ
れ
る
場
面
へ
と
転
換
す

る
。
階
の
下
に
は
先
ほ
ど
の
勅
使
が
命
蓮
の
返
事
を
報
告
す
る
。
先
の
随
身
も

河
竹
の
台
の
傍
に
控
え
る
。
殿
上
で
は
降
ろ
さ
れ
た
御
簾
の
前
に
、
公
卿
の
正

装
で
あ
る
縫
腋
の
束
帯
姿
の
二
人
が
垂
樫
の
冠
を
着
け
、
卜
襲
の
裾
を
長
く
引

い
て
振
り
向
き
、
勅
使
の
報
告
を
聞
い
て
い
る
。
ま
た
左
隅
に
は
ゆ
っ
た
り
と

し
た
直
衣
姿
の
公
卿
が
朱
の
扇
を
も
っ
て
静
か
に
耳
を
傾
け
る
。
く
つ
ろ
い
だ

服
装
で
、
よ
り
高
位
の
公
卿
と
察
せ
ら
れ
る
。
当
時
の
大
臣
、
大
納
言
、
中
納

言
と
い
っ
た
最
高
位
の
公
卿
で
あ
ろ
う
。
さ
す
れ
ば
当
時
の
左
大
臣
は
藤
原
忠

平
、
右
大
臣
は
藤
原
定
方
で
あ
る
。
勅
使
は
畏
ま
っ
て
奏
上
す
る
。
つ
ま
り
、

命
蓮
は
宮
中
へ
は
来
ず
、
信
景
山
に
て
加
持
を
行
う
と
い
う
。
そ
し
て
祈
り
が

終
わ
っ
た
ら
、
勅
を
編
ん
で
衣
に
し
た
剣
の
護
法
と
い
う
者
を
遺
し
、
帝
の
夢

に
も
、
ま
ぼ
ろ
し
に
も
御
覧
に
な
っ
た
ら
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。
そ
れ
が
祈
祷

の
証
で
す
と
い
う
。
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後
半
は
「
さ
て
三
日
ば
か
り
あ
り
て
・
・
」
と
い
う
詞
書
に
始
ま
る
。
遂
に

帝
の
ま
ど
ろ
み
に
夢
の
な
か
に
、
き
ら
き
ら
す
る
剣
の
護
法
童
子
が
現
れ
、
帝

の
病
は
快
方
に
む
か
っ
た
の
で
あ
る
。
場
面
は
再
び
宮
中
清
涼
殿
弘
庇
の
間
、

そ
こ
に
は
時
に
備
え
、
帝
の
傍
に
仕
え
る
宿
直
の
公
卿
が
侍
っ
て
い
た
。
じ
っ

と
御
簾
の
向
こ
う
に
神
経
を
集
中
し
て
い
る
公
卿
の
後
姿
が
緊
張
感
に
張
り
つ

め
て
い
る
。
し
か
し
静
か
な
時
間
の
流
れ
る
中
、
ふ
っ
と
帝
が
ま
ど
ろ
ま
れ
た

時
、
さ
っ
と
一
陣
の
風
と
共
に
剣
を
肩
か
ら
何
本
も
下
げ
、
右
手
に
は
剣
を
、

左
手
に
は
羅
素
を
執
っ
た
、
童
子
が
輪
宝
に
乗
っ
て
飛
来
し
た
。
信
景
山
か
ら

二
気
に
飛
来
し
、
清
涼
殿
で
急
停
止
し
た
、
そ
の
速
度
感
を
飛
雲
の
渦
巻
き
で

表
し
、
そ
の
先
は
御
簾
の
手
前
に
到
達
し
て
い
る
。
帝
と
伺
候
し
た
公
卿
の
他

に
は
誰
も
い
な
い
昼
頃
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。
帝
は
快
方
に
向
か
わ
れ
た
こ
と

は
云
う
ま
で
も
な
い
。
場
面
を
先
に
追
っ
て
ゆ
く
と
、
そ
こ
に
は
空
中
を
左
上

方
か
ら
、
護
法
童
子
が
輪
宝
を
転
が
し
て
身
に
着
け
た
沢
山
の
剣
の
擦
れ
合
う

音
も
か
ま
わ
ず
、
手
に
持
つ
剣
を
突
き
立
て
、
羅
素
を
風
に
煽
ら
れ
て
章
駄
天

走
り
に
駆
け
る
童
子
の
姿
が
あ
っ
た
。
雲
は
逆
巻
き
、
先
へ
先
へ
と
童
子
を
急

き
立
て
る
。
ま
た
雲
の
尾
は
一
直
線
に
信
景
山
か
ら
の
飛
来
を
描
く
。
剣
の
護

法
童
子
の
姿
は
身
に
着
け
た
剣
を
除
く
と
、
ほ
ぼ
不
動
明
王
の
姿
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
剣
の
衣
を
着
け
た
尊
像
が
図
像
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
な
い

が
、
や
や
近
い
も
の
と
し
て
　
「
毘
沙
門
天
二
十
八
使
者
図
像
」
が
あ
る
。
上

空
か
ら
下
界
を
見
る
と
小
さ
く
村
の
草
を
摘
む
風
景
が
、
ま
た
遠
く
に
は
雁
が

飛
び
立
つ
秋
の
景
色
が
見
え
、
や
が
て
フ
ェ
ー
ド
ア
ウ
ト
し
て
場
面
は
霞
の
彼

方
に
消
え
て
ゆ
く
っ

場
面
は
再
び
信
景
山
に
向
か
う
勅
使
の
一
行
が
登
場
す
る
。
今
度
は
帝
の
病

気
平
癒
の
御
礼
に
と
向
か
う
晴
れ
や
か
な
お
使
い
で
あ
る
。
先
頭
の
白
馬
も
足

取
り
が
軽
い
。
や
が
て
紅
葉
の
真
っ
盛
り
の
信
景
山
の
山
に
入
り
、
一
山
を
越

え
、
ま
た
命
蓮
の
住
房
に
至
る
。
命
蓮
と
間
近
に
対
座
し
た
勅
使
も
今
度
は

得
々
と
帝
の
回
復
の
様
と
お
礼
言
上
を
申
し
述
べ
、
命
蓮
の
効
験
を
称
え
る
。

庭
先
に
い
る
従
者
達
も
効
験
あ
ら
た
か
な
命
蓮
の
姿
を
尊
敬
の
念
を
も
っ
て
見

守
る
。
し
か
し
命
蓮
は
帝
か
ら
の
僧
正
、
僧
都
の
僧
位
、
僧
官
の
授
与
の
話
に

も
、
ま
た
荘
園
寺
領
の
寄
進
の
話
に
も
固
く
辞
退
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
命

蓮
の
傍
ら
の
朱
塗
り
の
経
机
に
は
数
本
の
経
巻
が
お
い
て
あ
り
、
こ
れ
を
法
華

経
と
す
れ
ば
、
山
林
に
お
け
る
法
華
経
行
者
と
し
て
の
命
蓮
の
面
目
躍
如
と
い

っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
第
二
巻
延
喜
加
持
の
巻
に
お
い
て
は
、
特
に
絵
巻
と
し
て
の
料
紙
の
錯

簡
と
か
、
不
自
然
な
箇
所
は
な
い
。
む
し
ろ
極
め
て
精
密
な
内
裏
の
景
観
描
写

が
注
目
さ
れ
る
。
こ
と
に
二
回
措
か
れ
る
清
涼
殿
の
場
面
は
、
建
物
の
正
確
さ

ば
か
り
で
な
く
、
登
場
す
る
公
卿
達
の
服
飾
、
身
分
作
法
に
も
極
め
て
よ
く
精
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通
し
た
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
の
有
職
故
実
に
対
応
す
る
詳

し
い
知
識
を
も
っ
た
絵
師
や
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
注
文

主
な
り
の
意
向
が
反
映
す
る
環
境
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
清
涼
殿
の
中
庭

の
手
前
に
黒
い
突
起
状
の
も
の
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
清
涼
殿
の
中
庭
を
は
さ

ん
で
あ
る
仁
寿
殿
の
屋
根
の
先
で
は
あ
ろ
う
と
い
う
説
と
、
火
矩
屋
の
頂
部
と

み
る
説
な
ど
が
あ
る
。
平
安
時
代
末
期
に
後
白
河
院
の
命
で
、
藤
原
光
長
ら
が

措
い
た
と
さ
れ
る
「
年
中
行
事
絵
巻
」
か
ら
推
定
さ
れ
る
。
そ
こ
ま
で
内
裏
の

構
造
を
理
解
で
き
た
絵
師
は
い
か
な
る
身
分
、
階
層
の
絵
師
で
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。



三
、
尼
公
の
巻

第
三
巻
「
尼
公
の
巻
」
は
三
巻
の
中
で
最
も
長
い
。
し
か
し
最
も
静
謡
で
、

情
愛
と
安
寧
な
気
分
に
満
ち
た
絵
巻
で
あ
る
。
冒
頭
の
詞
書
は
「
か
か
る
ほ
ど

に
、
し
な
の
に
は
姉
ぞ
一
人
あ
り
け
る
。
」
と
始
ま
る
。
つ
ま
り
命
蓮
の
出
身

が
信
濃
で
あ
る
こ
と
が
初
め
て
知
ら
れ
、
姉
が
い
た
こ
と
を
伝
え
る
。
し
か
し

最
も
近
い
と
さ
れ
た
説
話
集
で
あ
る
「
古
本
説
話
集
」
に
も
、
「
宇
治
拾
遺
物

語
」
に
も
信
濃
と
い
う
こ
と
は
出
て
こ
な
い
。
両
説
話
集
で
は
説
話
の
冒
頭
に

「
今
は
昔
、
信
濃
の
国
に
、
法
師
あ
り
け
り
。
」
と
し
て
命
蓮
の
出
自
を
語
る
。

本
絵
巻
に
は
第
一
巻
の
巻
首
に
詞
書
が
現
存
し
な
い
。
現
状
の
絵
巻
に
関
し
て

云
え
ば
、
こ
こ
で
初
め
て
「
信
濃
」
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
当
初
の
絵
巻

の
第
一
巻
の
冒
頭
に
本
当
に
詞
書
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
「
信
濃
」
と
い
う
地

名
が
あ
り
、
こ
こ
で
再
び
繰
り
返
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
制
作
変
更
を
経
て
、

最
初
の
詞
書
は
な
く
て
、
第
三
巻
尼
公
の
巻
で
初
め
て
「
信
濃
」
と
い
う
地
名

が
し
め
さ
れ
た
の
か
で
あ
る
。
信
濃
を
旅
立
ち
、
長
い
道
中
の
道
行
き
こ
そ
が
、

姉
と
弟
と
の
久
万
ぶ
り
の
再
会
へ
の
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
絵
に
な
る
道
程

で
あ
る
。
や
は
り
こ
こ
で
都
や
南
都
か
ら
は
遥
か
に
遠
い
長
い
旅
路
を
暗
示
さ

せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
も
し
、
両
者
の
出
身
が
畿
内
近
く
の
河

内
や
、
伊
勢
や
近
江
で
は
、
見
せ
る
場
面
も
限
ら
れ
る
。
や
は
り
善
光
寺
と
い

う
仏
縁
を
誰
も
が
思
い
至
る
信
濃
と
い
う
場
面
設
定
が
欠
か
せ
な
い
の
で
な
い

か
。
仮
に
一
巻
の
冒
頭
に
詞
書
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
信
濃
」
と
い
う
地
名

を
こ
こ
に
記
す
こ
と
は
最
も
効
果
的
で
あ
る
。
重
要
な
場
面
設
定
に
関
わ
る
こ

と
な
の
に
他
の
説
話
集
で
は
案
外
無
頓
着
で
あ
る
。
巻
頭
は
信
濃
国
か
ら
の
出

立
で
あ
る
。
木
曽
路
の
険
し
い
山
と
渓
谷
の
間
を
ぬ
っ
て
、
蓑
傘
を
着
け
た
馬

引
き
に
手
綱
を
執
ら
せ
、
黒
馬
に
乗
る
姉
の
尼
公
が
、
後
か
ら
杖
を
つ
い
て
蓑

傘
を
着
け
た
従
者
を
伴
い
、
大
和
国
東
大
寺
を
目
指
す
。
な
ぜ
な
ら
弟
の
命
蓮

は
東
大
寺
で
受
戒
す
る
と
い
っ
て
で
た
ま
ま
、
以
来
便
り
が
な
く
、
す
で
に
二

十
年
が
た
っ
て
い
る
。
尼
公
は
剃
髪
し
、
白
の
浄
衣
を
着
、
頭
に
は
市
女
笠
を

被
る
。
や
が
て
木
曽
川
は
川
幅
を
増
し
、
大
き
な
清
流
と
な
っ
て
平
野
に
注
ぐ
。

夕
暮
れ
に
な
っ
て
人
里
に
着
い
た
一
行
は
と
あ
る
村
の
館
に
宿
を
借
り
た
。
木

戸
か
ら
中
庭
に
入
っ
た
一
行
は
馬
か
ら
鞍
を
降
ろ
す
ま
で
も
な
く
、
館
の
人
々

の
接
待
を
受
け
る
。
網
代
塀
の
あ
る
藁
屋
根
の
住
ま
い
か
ら
湯
気
の
上
が
る
粥

を
入
れ
た
土
鍋
や
果
物
な
ど
心
づ
く
し
の
品
が
運
ば
れ
る
。
も
う
す
で
に
夕
方

も
遅
く
、
燭
に
火
を
灯
し
て
の
歓
待
で
あ
る
。
尼
公
一
行
は
庭
を
は
さ
ん
だ
堂

に
て
の
宿
と
な
る
。
黒
漆
塗
り
の
須
弥
壇
が
見
え
る
の
で
、
仏
堂
の
よ
う
で
あ

る
。
村
の
持
仏
堂
で
あ
ろ
う
か
。
荷
物
を
縁
に
降
ろ
し
、
沓
を
脱
い
で
よ
う
や

く
ほ
っ
と
し
た
瞬
間
で
あ
る
。
さ
す
が
に
高
齢
の
尼
公
の
額
や
頬
に
は
敏
が
刻

ま
れ
る
。
幾
日
か
を
こ
の
よ
う
に
旅
し
、
さ
ら
に
歩
行
に
て
進
む
ほ
ど
に
、
と

あ
る
村
に
た
ど
り
着
い
た
。
村
は
ず
れ
の
道
ば
た
の
大
樹
の
元
に
は
小
さ
な
両

が
あ
り
、
小
さ
い
な
が
ら
も
立
派
な
朱
塗
り
の
両
で
、
奉
幣
や
供
物
も
供
え
ら

れ
て
お
り
、
都
近
く
の
村
を
想
像
さ
せ
る
。
村
に
入
っ
て
村
の
長
老
に
命
蓮
の

こ
と
を
尋
ね
る
。
杖
を
つ
い
た
老
人
が
村
の
老
婆
や
若
い
乳
飲
み
子
を
抱
え
た

女
と
と
も
に
、
戸
口
か
ら
出
て
応
対
す
る
。
杖
を
も
つ
尼
公
と
腰
の
曲
が
っ
た

老
人
と
の
応
対
の
様
は
い
か
に
も
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
あ
る
。
な
に
や
ら
と
ん
ち
ん

か
ん
な
対
話
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
、
二
十
年
も
前
に
こ
こ
を

通
っ
て
南
都
東
大
寺
に
登
っ
た
人
の
こ
と
な
ど
覚
え
て
い
る
人
の
い
る
は
ず
も

な
い
。
次
々
と
行
く
先
々
の
村
で
命
蓮
の
こ
と
を
尋
ね
た
。
洗
濯
の
手
を
止
め

た
り
、
畑
仕
事
を
中
断
し
て
、
ま
た
糸
紬
を
し
な
が
ら
、
尼
公
の
尋
ね
に
み
ん
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な
親
切
に
応
対
し
て
い
る
。
子
供
達
や
犬
ま
で
も
が
珍
し
い
お
客
に
興
味
を
見

せ
る
。
や
が
て
南
都
に
向
か
い
、
鹿
の
鳴
く
奈
良
阪
越
え
に
さ
し
か
か
っ
た
。

い
よ
い
よ
東
大
寺
も
目
前
で
あ
る
。
場
面
は
奈
良
阪
の
峠
を
越
え
て
見
渡
し
た

時
、
霞
の
先
に
東
大
寺
の
巨
大
な
大
仏
殿
が
突
然
目
の
前
に
現
れ
た
情
景
を
描

い
て
い
る
。
朱
塗
り
の
柱
、
高
い
階
の
石
段
、
金
の
鋲
金
具
を
打
ち
付
け
た
人

き
な
扉
。
隙
間
か
ら
は
E
天
王
の
中
の
広
目
天
や
、
脇
侍
の
観
音
の
足
と
台
座

が
窺
わ
れ
る
。
正
面
に
ま
わ
る
と
大
き
な
光
背
を
背
に
、
大
き
な
蓮
弁
の
台
座

に
坐
し
た
大
仏
様
が
お
わ
し
ま
す
。
皆
金
色
の
毘
慮
舎
那
仏
は
雄
々
し
く
、
天

平
創
建
当
時
の
姿
を
と
ど
め
、
大
仏
殿
も
治
承
の
兵
火
に
焼
け
る
前
の
様
子
を

窺
わ
せ
る
。
階
の
手
前
に
は
現
在
も
残
る
灯
寵
が
描
か
れ
て
い
る
。
尼
公
は
必

死
に
祈
っ
た
。
殿
内
に
は
参
籠
す
る
尼
公
の
姿
が
ひ
と
き
わ
小
さ
く
四
体
に
措

か
れ
る
。
異
時
同
図
法
と
い
い
、
一
人
の
人
が
次
々
に
継
起
す
る
事
柄
を
順
次

に
一
画
面
に
描
き
込
む
方
法
で
、
日
本
の
説
話
画
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
巧

み
な
構
成
法
で
あ
る
。
尼
公
は
祈
り
、
ま
ど
ろ
み
、
や
が
て
夢
に
大
仏
の
お
告

げ
を
頂
い
た
。
「
こ
れ
よ
り
に
し
の
か
た
に
、
み
な
み
に
よ
り
て
、
ひ
つ
じ
さ

る
の
か
た
に
、
や
ま
あ
り
、
」
。
夜
の
明
け
る
の
を
待
っ
て
、
尼
公
は
悦
び
勇
ん

で
、
南
西
の
方
へ
と
歩
む
の
で
あ
っ
た
。
東
大
寺
大
仏
殿
の
巨
大
さ
に
比
べ
て
、

小
さ
か
っ
た
尼
公
が
、
さ
ら
に
次
第
に
小
さ
く
な
っ
て
、
信
景
山
へ
と
急
ぐ
。

途
中
の
背
景
を
一
切
省
略
し
た
藍
で
染
め
た
霞
の
中
の
道
行
き
は
、
尼
公
の
は

や
る
心
理
を
見
事
に
表
現
し
た
劇
的
な
手
法
で
あ
る
。
能
楽
や
歌
舞
伎
の
橋
懸

や
花
道
で
の
追
行
演
出
に
も
通
ず
る
こ
の
よ
う
な
場
面
展
開
は
、
こ
の
絵
巻
の

絵
師
が
演
劇
的
な
要
素
を
十
分
に
考
慮
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
し
め
る
。
紫
雲

た
な
び
く
倍
貴
の
山
は
雁
の
飛
び
立
つ
向
こ
う
に
見
え
る
。

こ
こ
で
、
後
半
の
詞
書
が
挿
入
さ
れ
る
。
し
か
も
三
紙
に
わ
た
り
、
長
々
と

続
く
。
折
角
盛
り
上
が
っ
た
気
分
に
水
を
差
す
よ
う
で
、
将
に
能
楽
で
い
う
と

こ
ろ
の
間
狂
言
が
、
命
蓮
と
尼
公
と
の
再
会
を
逐
一
説
明
す
る
。
す
で
に
予
想

さ
れ
る
結
果
は
分
か
っ
て
い
る
観
客
を
し
て
、
し
ば
ら
く
待
た
せ
る
と
い
う
心

に
く
い
や
り
方
と
い
え
る
。
場
面
は
信
景
山
の
山
の
中
、
何
度
も
見
た
あ
の
命

蓮
の
住
房
で
あ
る
。
命
蓮
は
読
経
の
最
中
で
あ
っ
た
と
み
え
、
庭
先
に
聞
こ
え

た
声
に
、
巻
子
を
持
っ
た
ま
ま
、
戸
を
開
け
て
の
ぞ
い
た
。
一
方
の
端
に
は
恐

る
恐
る
尋
ね
る
尼
公
が
い
る
。
再
会
の
瞬
間
は
こ
う
し
て
静
寂
の
中
に
ほ
の
ぼ

の
と
し
て
あ
っ
た
。
場
面
は
急
展
開
し
、
悦
び
の
再
会
と
、
そ
の
後
の
二
人
の

山
中
で
の
日
々
が
将
に
異
時
同
図
法
で
も
っ
て
描
か
れ
る
。
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

の
場
面
描
写
に
は
こ
の
絵
師
の
渾
身
の
力
量
が
窺
わ
れ
る
。
命
蓮
の
住
房
は
今

ま
で
見
て
き
た
も
の
よ
り
大
き
く
立
派
に
な
り
、
懸
崖
に
舞
ム
日
を
張
り
出
し
て
、

高
欄
が
巡
り
、
阿
伽
棚
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
な
か
で
は
再
会
時
に
ま
ず
信
濃

よ
り
携
え
て
き
た
柄
と
い
う
衣
を
渡
し
、
こ
れ
ま
で
の
労
苦
を
ね
ぎ
ら
っ
た
。

そ
し
て
阿
伽
棚
で
仏
華
を
捧
げ
、
共
に
経
典
を
読
み
、
つ
い
に
信
濃
に
は
帰
る

こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
山
中
に
は
あ
の
山
崎
の
長
者
の
飛
倉
が
そ
の
瓦
屋

根
を
み
せ
て
お
り
、
霞
の
向
こ
う
に
は
谷
を
隔
て
て
山
が
続
い
て
お
り
、
山
深

い
倍
貫
山
の
景
で
も
っ
て
こ
の
絵
巻
は
静
か
に
終
わ
っ
て
い
る
。
詞
書
の
最
後

に
は
毘
沙
門
天
に
関
す
る
こ
と
が
さ
り
げ
な
く
記
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
命
蓮

と
毘
沙
門
天
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
な
い
。
絵
巻
に
は
何
一
つ
信
景
山
の
毘

沙
門
天
は
描
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ま
た
不
思
議
な
こ
と
で
、
後
世

に
は
信
景
山
は
毘
沙
門
天
の
霊
場
と
し
て
多
く
の
信
仰
を
集
め
た
が
、
こ
の
当

時
は
末
だ
萌
芽
的
な
時
期
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
描
い
た
絵
師

が
毘
沙
門
天
の
存
在
を
十
分
に
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
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ま
と
め

さ
て
、
後
世
見
る
よ
う
な
倍
貴
山
朝
護
孫
子
寺
の
草
創
の
縁
起
で
も
な
く
、

ま
た
命
蓮
の
高
僧
伝
で
も
な
い
、
こ
の
絵
巻
は
一
体
ど
の
よ
う
な
絵
師
の
手
に

な
り
、
ど
の
よ
う
な
環
境
で
制
作
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
様
々
な

説
が
提
出
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
未
だ
十
分
に
は
説
得
的
で
は
な
い
。
院
政

期
の
鳥
羽
僧
正
覚
猷
に
求
め
る
も
の
。
江
戸
時
代
中
期
以
降
の
説
で
あ
る
が
、

根
強
い
支
持
が
あ
る
。
ま
た
そ
の
制
作
環
境
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
仏
教
的
背

景
と
し
て
の
要
素
を
抽
出
す
る
な
か
で
の
議
論
も
あ
っ
た
。
天
台
系
山
林
修
験

行
者
と
し
て
の
命
蓮
と
、
一
万
南
都
東
人
寺
と
の
関
わ
り
、
ま
た
白
描
図
像
の

集
積
の
さ
か
ん
で
あ
っ
た
院
政
期
の
教
団
な
ど
、
多
く
の
問
題
を
提
起
し
た
。

し
か
し
こ
の
絵
巻
そ
の
も
の
か
ら
は
断
定
す
る
ほ
ど
の
確
か
な
決
め
手
は
な

い
。
な
に
よ
り
絵
画
様
式
と
し
て
の
、
大
和
絵
の
系
譜
か
ら
、
そ
も
そ
も
そ
の

制
作
年
代
を
追
求
す
る
試
み
も
当
然
行
わ
れ
た
。
従
来
か
ら
作
絵
、
濃
彩
の

源
氏
物
語
絵
巻
に
対
し
て
、
線
描
主
体
の
信
貴
山
縁
起
絵
巻
と
さ
れ
て
き
た
。

確
か
に
第
一
巻
の
山
崎
長
者
の
巻
の
冒
頭
部
分
を
見
る
と
、
そ
の
激
し
く
、
躍

動
す
る
線
描
の
走
り
の
見
事
さ
と
的
確
さ
に
圧
倒
さ
れ
る
。
し
か
し
詳
細
に
見

て
ゆ
く
と
、
そ
の
見
解
は
相
当
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
。
肥
痩
が
強
く
、
筆
致

の
激
し
い
線
描
に
よ
る
描
写
は
決
し
て
自
描
画
で
は
な
い
。
現
状
で
は
か
な
り

剥
落
が
著
し
い
が
、
彩
色
顔
料
が
確
認
さ
れ
る
。
現
状
の
線
描
は
下
苦
線
で
は

な
い
。
ま
ず
下
書
線
を
し
、
彩
色
し
、
描
起
を
行
う
作
絵
の
工
程
と
は
見
え
ず
、

最
初
の
線
描
を
生
か
す
た
め
に
薄
彩
色
に
と
ど
め
た
技
法
で
あ
る
。
そ
の
た
め

彩
色
が
剥
落
し
、
今
は
線
描
の
み
が
躍
動
し
て
見
え
る
。
し
か
し
当
初
は
薄
彩

色
の
卜
に
線
描
が
の
ぞ
か
れ
る
表
規
で
あ
っ
た
。
ま
た
例
え
ば
第
二
巻
の
延
喜

加
持
の
巻
で
は
勅
使
や
公
卿
達
は
明
ら
か
に
引
日
鈎
鼻
の
作
絵
に
近
い
技
法
で

衣
さ
れ
て
い
る
。
卜
書
線
も
あ
り
、
ま
た
描
起
線
と
の
ず
れ
も
見
出
さ
れ
る
。

▲
万
身
分
の
低
い
下
男
下
女
や
命
蓮
の
よ
う
な
僧
侶
は
ひ
ど
く
荒
々
し
い
殴
り

書
き
の
よ
う
な
描
写
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
絵
巻
の
絵
師
は
両
方
の
技
法
に
精

通
し
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
奈
良

時
代
の
唐
朝
絵
画
の
導
入
か
ら
、
す
で
に
三
百
年
あ
ま
り
を
経
て
、
平
安
時
代

後
期
に
は
巧
み
な
線
描
で
人
物
の
動
き
や
日
本
的
な
山
水
を
表
現
す
る
、
い
わ

ゆ
る
大
和
絵
の
表
現
力
が
確
立
し
て
い
た
。
平
等
院
鳳
凰
堂
　
（
大
喜
元
年
J

〇
五
三
）
の
山
水
描
写
や
押
縁
の
人
物
描
写
、
ま
た
東
寺
の
山
水
屏
風
の
描
写
、

高
野
山
の
応
徳
捏
磐
図
　
（
一
〇
八
六
）
　
の
山
水
表
現
に
類
似
の
傾
向
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
が
濃
彩
作
絵
の
平
安
時
代
様
式
か
ら
線
描
主
体
の
鎌
倉

様
式
へ
の
変
化
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
内
裏
の
状
況
や
有
職
故
実
に
こ
だ
わ

り
を
見
せ
る
絵
師
の
高
度
な
技
法
を
会
得
し
た
結
果
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な

い
。
と
す
れ
ば
こ
の
絵
師
の
制
作
環
境
は
か
な
り
限
定
さ
れ
た
も
の
と
な
ろ
う
。

宮
廷
の
絵
所
を
中
心
と
し
て
活
躍
し
、
ま
た
南
都
北
嶺
の
大
寺
院
の
絵
画
制
作

に
も
関
わ
る
こ
と
の
で
き
た
当
代
一
流
の
絵
師
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
で
は

結
論
と
し
て
一
体
制
作
さ
れ
た
の
は
い
つ
頃
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
少
な
く

と
も
近
世
に
至
る
ま
で
、
こ
の
絵
巻
が
信
景
山
朝
護
孫
予
寺
で
制
作
さ
れ
、
寺

に
伝
来
し
た
と
い
う
記
録
は
な
い
。
ま
た
十
▲
▲
世
紀
に
入
る
と
、
宮
廷
で
は
先

の
源
氏
物
語
絵
巻
な
ど
の
絵
巻
制
作
が
盛
ん
と
な
り
、
男
絵
、
女
絵
と
し
て
競

っ
て
物
語
絵
を
制
作
、
鑑
賞
し
、
絵
合
が
流
行
し
た
。
こ
と
に
後
白
河
院
は

「
年
中
行
事
絵
巻
」
を
制
作
さ
せ
、
多
く
の
絵
巻
な
ど
を
蓮
華
王
院
宝
蔵
に
集

め
た
と
い
う
。
年
中
行
事
絵
巻
の
描
く
内
裏
や
儀
式
作
法
の
正
確
さ
が
信
貴
山

縁
起
絵
巻
と
の
類
似
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
の
内
裏
は
保
元
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二
年
　
（
一
一
十
七
）
　
に
新
に
造
営
さ
れ
た
内
裏
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち

こ
の
時
の
新
造
を
記
録
す
べ
く
年
中
行
事
絵
巻
が
作
ら
れ
た
の
で
は
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
建
築
か
ら
見
て
、
第
二
巻
延
喜
加
持
の
巻
に
見
る
東
大
寺
大
仏
殿
は

治
承
川
年
　
二
一
八
〇
）
　
の
乎
垂
衛
の
南
都
焼
討
以
前
の
天
平
以
来
の
大
仏
殿

で
あ
る
。
制
作
年
代
の
卜
限
、
ド
限
が
絞
り
込
ま
れ
た
が
、
本
絵
巻
の
絵
画
様

式
か
ら
見
て
、
先
の
十
一
世
紀
後
半
の
作
例
に
続
く
系
譜
に
あ
り
、
十
二
世
紀

の
絵
巻
物
流
行
の
時
代
背
景
か
ら
見
て
、
ト
二
世
紀
後
半
の
制
作
と
見
て
誤
り

な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
後
白
河
院
の
長
子
、
二

条
天
皇
が
長
塩
三
年
　
（
一
∵
ハ
五
）
　
六
月
、
病
気
に
伏
し
、
間
も
な
く
天
皇
の

位
を
二
才
の
六
条
天
皇
に
譲
っ
た
時
、
平
清
盛
が
先
例
と
し
て
醍
醐
天
皇
の
時

）

】

ノ

の
倍
貫
山
命
蓮
を
召
し
て
の
加
持
祈
祷
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
条

院
の
病
は
結
局
快
癒
せ
ず
▲
．
三
才
の
若
さ
で
崩
御
し
た
。
こ
の
時
命
蓮
説
話
が

再
び
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
歴
史
の
真
実
と
文
学
の
栓
棺
か
ら
離
れ
、
独
自

の
飛
躍
を
遂
げ
、
信
貫
山
縁
起
絵
巻
と
し
て
再
構
成
さ
れ
て
結
実
す
る
重
要
な

契
機
が
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

註（
1
）
　
「
信
景
山
資
財
賓
物
帳
」
　
大
日
本
仏
教
全
書
寺
誌
叢
書
▲
一
一

（
2
）
　
「
扶
桑
略
記
」
　
国
史
人
系
　
第
一
▲
十
四
　
裏
書
　
延
長
八
年
八
月
十
九
日
の
条

（
3
）
　
「
僧
妙
達
蘇
生
注
記
」
　
続
々
群
書
類
従
　
第
卜
六

（
4
）
　
「
大
日
本
固
法
華
経
験
記
」
　
巻
中
　
「
第
八
卜
七
巻
持
経
著
明
蓮
法
師
」

（
5
）
　
「
今
旨
物
語
」
第
十
一

（
6
）
　
藤
田
経
世
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
の
詞
に
つ
い
て
」
　
（
美
術
研
究
．
瓦
．
　
昭
和
二
▲
一
一
年
）

藤
田
経
世
・
秋
山
光
和
　
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
　
（
昭
和
▲
二
二
年
　
東
京
大
学
出
版
会
）

益
田
勝
美
「
信
貴
山
縁
起
の
詞
章
」
（
『
絵
巻
物
全
集
二
信
貴
山
縁
起
』
（
昭
和
二
三
年

角
川
書
店
）
（
『
説
話
文
学
と
絵
巻
』
所
収
昭
和
三
五
年
三
二
書
房
）

中
村
義
雄
『
絵
巻
物
詞
書
の
研
究
』
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
の
詞
書
に
つ
い
て
の
覚
書
」

（
昭
和
五
七
年
角
川
書
店
）

（
7
）
「
河
婆
縛
抄
諸
寺
略
記
」
信
景
山
校
刊
美
術
史
料
寺
院
編
卜
巻

（
8
）
日
本
に
現
存
す
る
最
古
の
写
経
で
あ
る
「
金
剛
場
陀
羅
尼
経
」
は
、
教
化
僧
宝
林
の
勧
進

に
よ
っ
て
、
川
内
国
志
貴
評
の
知
識
た
ち
が
粘
縁
し
て
害
写
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
知
識
経

で
あ
る
。
書
写
さ
れ
た
の
は
西
成
年
五
月
で
、
天
武
天
皇
十
五
年
二
ハ
八
六
）
に
当
た
る

と
さ
れ
る
。
「
法
隆
寺
一
切
経
」
の
墨
印
が
あ
っ
て
、
法
隆
寺
に
伝
来
し
た
こ
と
が
わ
か

る
。
こ
の
よ
う
に
、
川
内
国
志
貴
評
（
郡
）
は
仏
教
文
化
の
先
迫
地
と
し
て
、
ま
た
法
隆

寺
と
も
深
い
文
化
的
・
地
理
的
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

（
9
）
藤
山
経
世
・
秋
山
光
和
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
（
昭
和
一
二
．
年
東
京
大
学
出
版
会
）
秋

山
光
和
「
復
元
の
問
題
」

へ
1
0
）
福
井
利
吉
郎
「
『
信
貴
山
縁
起
』
の
模
本
類
と
二
、
▲
二
の
問
題
－
復
▲
▲
凡
を
中
心
と
し
て
－
」

（
文
化
二
ノ
八
・
九
昭
和
一
九
年
）

（
‖
）
上
野
直
昭
「
信
貴
山
縁
起
に
つ
い
て
」
（
毒
説
一
二
〇
昭
和
．
四
年
）

（
1
2
）
亀
田
孜
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
修
理
改
装
の
記
」
（
文
化
∴
ノ
八
・
九
昭
和
一
九
年
）

（
13）
小
松
茂
美
『
信
貴
山
縁
起
』
（
日
本
の
絵
巻
四
昭
和
六
一
．
年
中
央
公
論
社
）

（
14）
近
年
「
延
喜
加
持
巻
」
詞
書
の
中
の
「
や
ま
と
」
は
実
は
「
か
う
ち
」
の
文
字
を
後
世
に

補
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
新
知
見
が
発
表
さ
れ
た
。
笠
嶋
忠
幸
「
「
信
貴
山
縁

起
絵
巻
」
に
つ
い
て
の
新
知
見
－
詞
書
に
記
さ
れ
た
「
や
ま
と
」
の
再
検
討
－
」
（
国
華

一
一
九
〇
平
成
七
年
）
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
信
景
山
の
所
在
を
河
内
国
と
見
る
立
場
、
す

な
わ
ち
京
都
の
宮
廷
側
の
制
作
に
な
っ
た
と
し
、
後
世
絵
巻
が
倍
貴
山
に
移
っ
た
後
、
大

和
国
と
自
己
認
識
す
る
信
景
山
の
立
場
で
改
変
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
1
5
）
『
毘
沙
門
人
二
十
八
使
者
図
像
』
（
仁
和
寺
）
（
大
正
大
蔵
経
図
像
第
ヒ
）

佐
和
隆
研
『
信
貴
山
縁
起
』
（
日
本
絵
巻
大
成
四
昭
和
五
二
年
中
央
公
論
社
）
そ
れ

に
よ
れ
ば
説
法
使
者
と
い
い
、
飛
行
自
在
の
仙
術
を
有
す
る
と
い
う
。
し
か
し
そ
の
姿
は

僧
形
で
、
鎧
を
身
に
つ
け
、
額
を
た
く
わ
え
た
も
の
で
、
童
子
形
で
は
な
い
。
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（
1
6
）
　
福
山
敏
男
「
建
築
」
　
（
『
信
貴
山
縁
起
』
新
修
絵
巻
物
全
集
　
▲
一
所
収
　
昭
和
五
一
年

角
川
書
店
）

日
野
西
資
孝
「
信
貴
山
縁
起
に
あ
ら
わ
れ
た
風
俗
」
　
（
『
信
貴
山
縁
起
』
　
新
修
絵
巻
物
全
集

一
二
　
所
収
　
昭
和
五
▲
年
　
角
川
書
店
）

鈴
木
敬
三
　
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
に
現
れ
た
風
俗
」
　
（
美
術
研
究
一
▲
j
L
九
　
昭
和
一
一
六
年
）

「
風
俗
か
ら
見
た
信
貴
山
縁
起
絵
周
辺
」
　
（
仏
教
芸
術
　
二
七
　
昭
和
二
▲
一
年
）

（
1
7
）
　
信
貴
山
縁
起
絵
巻
の
研
究
史
に
関
し
て
は

笠
井
呂
昭
　
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
の
研
究
』
　
（
昭
和
E
六
年
　
平
楽
寺
書
房
）
　
に
詳
し
い
。

（
1
8
）
　
笠
井
冒
昭
　
『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
の
研
究
』
　
（
昭
和
四
六
年
　
平
楽
寺
書
房
）

佐
和
隆
研
　
『
信
貴
山
縁
起
』
　
（
日
本
絵
巻
大
成
　
四
　
昭
利
五
二
年
　
中
央
公
論
社
）

（
1
9
）
　
大
串
純
夫
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
の
成
立
を
め
ぐ
る
歴
史
的
諸
条
件
」
　
（
美
術
研
究
．
七

（
2
1
）
　
秋
山
光
和
「
問
題
の
あ
り
か
」
　
「
絵
画
史
の
な
が
れ
の
な
か
で
」
　
芸
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』

所
収
　
昭
和
三
二
年
　
東
京
大
学
出
版
会
）

（
2
2
）
　
『
山
塊
記
』
　
（
増
補
史
料
大
成
）
　
長
寛
三
年
六
月
二
八
日
の
条

「
什
八
日
乙
巳
　
或
人
目
、
新
院
御
悩
猶
不
軽
、
今
口
石
屋
聖
人
密
参
入
奉
灸

御
胸
二
所
、
各
廿
▲
草
、
相
模
守
倍
保
奉
灸
［
〓
∪
聖
人
療
轄
屍
病
云
々
、
白

平
中
納
言
被
拳
云
々
、
［
］
天
皇
獲
麟
之
時
、
召
信
貴
山
命
蓮
聖
人
、

令
［
］
院
崩
給
之
時
、
召
二
▲
瀧
聖
人
、
錐
有
先
躍
、
至
干
警
療
□
可
不

・
者
也
、
」

七
　
昭
和
▲
一
九
年
）

源
豊
宗
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
の
南
都
的
作
風
」
　
（
美
学
論
究

（
2
0
）
　
秋
山
光
和
「
信
貴
山
縁
起
絵
巻
の
様
式
的
系
譜
」
　
（
仏
教
芸
術

昭
和
三
六
年
）

一
▲
八
　
昭
和
三
」
年
）

参考地図

百
簡
明
穂
　
（
ど
の
は
し
・
あ
き
お
）

▲
■
九
四
八
年

一
九
七
一
年

一
九
七
四
年

▲
■
九
七
凹
年

一
九
八
〇
年

▲
九
八
一
年

富
山
県
生
れ

東
京
大
学
文
学
部
卒
業

東
京
大
学
大
学
院
修
士
課
程
修
了

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

奈
良
国
立
博
物
館

神
戸
大
学
文
学
部

（
専
門
）
　
日
本
・
東
洋
美
術
史
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