
二
九

妙
満
寺
梵
鐘
に
関
す
る
坪
井
良
平
書
状

寺
　
西
　
貞
　
弘

は
じ
め
に

　

小
稿
が
論
じ
よ
う
と
す
る
書
状
は
、
道
成
寺
（
和
歌
山
県
日
高
川
町
鐘
巻
）
に
所

蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
京
都
妙
満
寺
所
蔵
の
梵
鐘
に
つ
い
て
、

坪
井
良
平
氏
が
言
及
さ
れ
た
書
状
の
写
し
で
あ
る
。
当
該
梵
鐘
は
、
そ
の
銘
文
か
ら
、

本
来
紀
州
道
成
寺
の
梵
鐘
で
あ
っ
た
こ
と
が
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

書
状
の
発
給
者
で
あ
る
坪
井
良
平
氏
は
、
大
著
『
日
本
の
梵
鐘
』
を
も
の
さ
れ
、

日
本
に
お
け
る
梵
鐘
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る①
。
し
か

も
、
そ
の
研
究
業
績
は
、
今
も
色
あ
せ
る
こ
と
な
く
、
梵
鐘
研
究
に
お
け
る
必
読
の

書
と
な
っ
て
い
る②
。
そ
の
略
歴
を
、
著
書
の
著
者
紹
介
で
見
る
と
、
お
よ
そ
次
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

一
八
九
七
年
大
阪
生
ま
れ
。
一
九
一
四
年
大
倉
商
業
学
校
卒
業
。
大
阪
鉄
工

所
・
大
洋
海
運
勤
務
。
東
京
考
古
学
会
等
を
活
動
の
中
心
と
し
て
、
歴
史
考
古

学
の
一
つ
の
課
題
と
し
て
の
梵
鐘
の
研
究
に
精
力
的
に
取
り
組
む
。
一
九
七
五

～
七
八
年
文
化
財
保
護
審
議
会
専
門
委
員
。
一
九
八
四
年
没
。

　

す
な
わ
ち
、
梵
鐘
研
究
の
権
威
で
あ
る
坪
井
氏
が
、
元
道
成
寺
の
梵
鐘
で
あ
る
妙

満
寺
の
梵
鐘
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
前
掲
の
大
著
『
日
本
の

梵
鐘
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
梵
鐘
の
こ
と
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

本
書
状
を
紹
介
す
る
意
義
は
十
分
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　

小
稿
は
、
先
ず
所
蔵
者
で
あ
る
道
成
寺
（
小
野
俊
成
住
職
）
の
許
可
を
得
て
、
本

書
状
を
正
確
に
翻
刻
し
た
い
。
そ
の
う
え
で
、
坪
井
氏
の
梵
鐘
に
関
す
る
所
見
を
紹

介
し
た
い
。
さ
ら
に
、
若
干
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
今
後
の
本
梵
鐘
研
究
へ
の
資
料

を
提
供
し
た
い
。

一　

坪
井
書
状
の
翻
刻

　

本
書
状
は
、
本
文
が
収
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
封
筒
の
表
書
・
裏
書
の
写
し

と
、
原
稿
用
紙
四
枚
に
自
筆
で
記
さ
れ
た
本
文
の
写
し
で
あ
る
。
翻
刻
に
際
し
て
は
、

封
筒
の
表
書
・
裏
書
・
原
稿
用
紙
の
順
で
翻
刻
を
行
っ
た
。
と
く
に
、
原
稿
用
紙
に

記
さ
れ
た
文
章
に
関
し
て
は
、
現
状
の
行
替
え
に
忠
実
に
行
っ
た
。
ま
た
、
一
部
旧

字
を
新
字
に
改
め
た
個
所
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
筆
者
が
句
読
点
を
追
加
し
た
個
所
も

あ
る
。
封
筒
の
表
裏
及
び
原
稿
用
紙
の
写
真
を
付
し
た
の
で
、
翻
刻
の
当
否
を
検
討



三
〇

い
た
だ
き
た
い
。
な
お
、
本
文
内
に
イ
ラ
ス
ト
図
が
あ
る
が
、
翻
刻
で
は
、
そ
の
位

置
を
（
図
）
と
し
て
示
し
た
が
、
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
写
真
版
を
参
照
さ
れ
た

い
。

（
封
筒
表
書
）

「和
歌
山
県
日
高
郡

　
　
　
　
　

 

和
田
村

和
田
喜
久
男　

様

　
　

京
都　

妙
満
寺
鐘
（
拓
本
在
中
）

※
切
手
の
料
金
は
六
円
、
消
印
の
日
付
は
「
26　

10　

30
」
と
あ
り
。」

【
翻
刻
】

（
封
筒
裏
書
）

「京
都
市
左
京
区

　
　

北
白
川
久
保
田
町
三
十
二

　
　
　

 
古
川
方

　
　
　
　
　
　
　

 

坪
井
良
平　
　

」



三
一

（
本
文
）

拓
本
が
到
着
し
ま
し
た
由
、
粗
拓
で
失
礼
で
す
。
爰
に
妙
満
寺
鐘

の
ス
ケ
ッ
チ
を
仝
封
致
し
ま
す
か
ら
、
併
而
御
笑
納
願
ひ
ま
す
。
こ
の

鐘
が
徳
川
時
代
の
製
作
で
あ
ろ
う
と
、
推
定
し
ま
す
理
由
は
、

　
　

㈠
乳
の
形
状
が
全
く
徳
川
時
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　

㈡
上
帯
が
四
条
の
太
い
紐
か
ら
出
来
て
ゐ
る
こ
と
も
、
亦
徳
川
時

　
　
　

代
の
も
の
以
外
に
殆
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
。

　
　

㈢
臺
座
の
模
様
も
亦
徳
川
時
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　

㈣
袈
裟
襷
の
横
の
紐
が
太
く
、
縦
の
紐
が
細
い
の
も
、
亦
徳

　
　
　

川
時
代
の
慣
用
的
手
段
で
あ
る
こ
と
。

等
で
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
鐘
が
旧
鐘
を
模
造
し
た
で
あ
ら
う
と
思

は
れ
る
点
も
あ
り
ま
す
。

　
　

㈠
竜
頭
が
徳
川
時
代
の
も
の
と
違
ひ
、
南
北
朝
頃
の
も
の
と

　
　
　

云
っ
て
も
い
ゝ
ほ
ど
古
風
で
あ
る
こ
と
、
即
ち
徳
川
時
代
の
も
の
は
、

閏
月
乳
口
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＂
ー
且
鳳
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＇
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三
二

　
　
　

写
真〻
実
的
で
、
た
て
が
み
を
そ
ば
だ
て
、
目
玉
を
む
い
て
、

　
　
　

複
雑
な
表
情
を
し
て
ゐ
ま
す
が
、
こ
れ
は
全
く
違
っ
て
ゐ
て
、

　
　
　

南
北
朝
の
頃
の
も
の
と
共
通
し
た
■
■
も
の
が
感
じ
ら
れ
る

　
　
　

こ
と
。

　
　

㈡
そ
れ
か
ら
更
に
重
要
な
こ
と
は
、
竜
頭
に
は
一
度
も
鐘
楼

　
　
　

に
か
ゝ
っ
た
形
迹
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
中
央
の
鉤
の
か
ゝ
る

　
　
　
　
　

と
こ
ろ
Ⓐ
の
部
分
は
普
通
は
、
鐘
が
多

　
　
　
　
　

年
鉤
に
か
ゝ
っ
た
た
め
に
、
摩
耗
し
て
出
来

　
　
　
　
　

る
も
の
な
の
で
す
。
即
ち
鐘
と
し
て
は
、
出

　
　
　
　
　

来
た
と
き
は
Ｂ
図
の
如
く
な
っ
て
ゐ

（
図
）　　
　

る
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の
鐘
は
、

　
　
　
　
　

こ
の
Ⓐ
を
始
め
か
ら
造
り
だ
し
て
て
ゐ

る
の
で
す
。
全
く
摩
耗
の
形
迹
が
な
く
、
鋳
型
の
継

目
が
残
っ
て
ゐ
る
の
で
す
。
と
い
ふ
こ
と
は
、
前
項

「
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三
三

　
　
　

と
共
に
、
古
い
摩
耗
し
た
竜
頭
を
見
て
、
そ
の
ま

　
　
　

ゝ
模
倣
し
た
こ
と
を
、
最
も
有
力
に
示
唆
し
て
ゐ

　
　
　

る
と
思
は
れ
ま
す
。

　
　

㈢
乳
が
四
段
四
列
で
あ
る
の
も
、
も
と
の
鐘
が
四

　
　
　

段
四
列
で
あ
っ
た
の
を
示
し
て
ゐ
る
と
思
は
れ

　
　
　

ま
す
。
た
ゞ
乳
の
形
状
は
、
制
作
年
代
の
も
の
に
よ
っ

　
　
　

て
や
っ
た
も
の
で
せ
う
。

　
　

㈣
図
示
し
て
ゐ
ま
せ
ん
が
、
笠
形
に
は
亀
裂
の
如

　
　
　

き
溝
が
あ
っ
て
、
一
寸
見
る
と
お
餅
の
ひ
か
ら
び
た

　
　
　

や
う
な
感
じ
で
す
。
そ
れ
は
決
し
て
技
術
の
拙
劣

　
　
　

か
ら
出
来
た
も
の
で
は
な
く
、
鋳
型
に
亀
裂
の
溝
を
ほ
っ
て

　
　
　

お
い
て
、
意
識
的
に
作
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　

こ
れ
も
恐
ら
く
旧
鐘
に
あ
っ
た
亀
裂
を
う
つ
し
た
も

　
　
　

の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
ま
す
。
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三
四

以
上
の
如
き
観
察
か
ら
、
私
は
こ
の
鐘
は
徳
川
時
代
に

旧
鐘
を
模
造
し
た
も
の
と
見
度
い
と
思
ひ
ま
す
。
従
而
銘

文
も
旧
銘
を
そ
の
ま
ゝ
（
文
章
だ
け
か
字
体
ま
で
も
か
は

断
定
し
か
ね
ま
す
が
）
う
つ
し
た
も
の
と
見
る
方
が

妥
当
か
と
思
い
ま
す
。

　

前
文
い
ひ
足
り
な
い
と
こ
ろ
を
補
足
し
ま
し
た
。

御
判
読
願
ひ
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

匆
々

　
　

十
一
月
三
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

坪
井
良
平

　
　

和
田
喜
久
男
様

※�
本
文
は
一
四
行
一
九
桝
の
「
月
刊
「
貿
易
と
観
光
」
原
稿
」
と
印
刷
さ
れ
た
原
稿

用
紙
に
坪
井
氏
の
自
筆
で
記
さ
れ
て
い
る
。
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三
五

二　

書
状
の
大
意

　

坪
井
氏
は
、
本
梵
鐘
を
詳
細
に
観
察
し
、
乳
の
形
状
・
上
帯
に
描
か
れ
た
紐
の
形

状
・
台
座
の
模
様
・
袈
裟
襷
の
形
状
が
、
近
世
（
徳
川
時
代
）
の
梵
鐘
の
特
徴
を
表

し
て
い
る
と
考
察
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
本
梵
鐘
は
、
本
来
の
梵
鐘
で
は
な
く
、
そ

れ
を
模
倣
し
た
梵
鐘
で
あ
る
と
断
定
さ
れ
る
。

　

坪
井
氏
は
、
古
今
東
西
の
梵
鐘
を
博
覧
さ
れ
、
そ
の
著
書
『
日
本
の
梵
鐘
』
の
中

で
、
各
時
代
の
梵
鐘
の
特
徴
を
簡
潔
に
整
理
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
本
梵
鐘
に

関
す
る
考
察
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
考
察
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
し

て
、
浅
学
の
私
が
、
そ
の
考
察
を
う
ん
ぬ
ん
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

そ
の
一
方
で
、
本
梵
鐘
の
竜
頭
の
形
状
が
南
北
朝
期
の
形
態
に
類
似
し
て
い
る
こ

と
を
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、
竜
頭
の
鉤
に
か
か
る
部
分
の
摩
耗
が
見
ら
れ
る
が
、
そ

こ
に
は
鋳
型
の
継
目
が
確
認
で
き
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
竜
頭
の
摩

耗
部
分
を
正
確
に
型
撮
り
し
て
、
竜
頭
を
模
造
し
た
が
、
そ
の
状
態
で
鐘
楼
に
吊
る

さ
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
の
だ
と
さ
れ
る
。
鋳
型
の
継
目
が
そ
の
ま
ま
に
残

っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
考
察
結
果
に
は
従
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
乳
の
間
の
乳
を
四
段
四
列
に
配
列
し
て
い
る
状
態
は
、
本
来
の
梵
鐘
の
配

列
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
笠
の
部
分
に
亀
裂
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
本
来
の

梵
鐘
に
あ
っ
た
亀
裂
を
そ
の
ま
ま
型
撮
り
し
て
模
倣
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ

る
。

　

以
上
の
諸
点
か
ら
、
本
梵
鐘
は
た
し
か
に
近
世
に
模
造
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
本

来
の
梵
鐘
を
忠
実
に
模
倣
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
刻
印
さ
れ
て
い
る

銘
文
に
つ
い
て
は
、「
文
章
だ
け
か
字
体
ま
で
も
か
は
断
定
し
か
ね
ま
す
が
」
と
の
但

し
書
き
を
付
し
て
、
本
来
の
梵
鐘
の
銘
文
を
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
判
断
し
て
お

ら
れ
る
。

　

現
在
、
私
た
ち
が
目
に
し
て
い
る
妙
満
寺
の
梵
鐘
が
、
後
代
（
徳
川
時
代
＝
近
世
）

の
模
造
で
あ
る
と
い
う
説
は
、
坪
井
氏
が
初
め
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
昭

和
初
期
に
、
高
野
辰
之
氏
が
す
で
に
述
べ
て
お
ら
れ
る③
。
し
か
し
、
高
野
氏
の
説
は

万
壽
丸
か
ら
数
え
て
一
六
世
の
子
孫
で
、
幕
末
維
新
期
の
人
で
あ
る
瀬
見
善
水
の
言

説
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
。
高
野
氏
は
、
万
壽
丸
以
後
の
系
譜
の
検
証
も
な
さ
っ

て
い
な
い
ば
か
り
か
、
本
来
の
梵
鐘
と
模
造
の
梵
鐘
と
の
関
係
や
異
同
に
つ
い
て
も
、

全
く
触
れ
て
お
ら
れ
な
い
。
そ
の
点
で
、
坪
井
氏
の
考
察
は
、
極
め
て
学
術
的
で
あ

る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

坪
井
氏
の
考
察
の
中
で
、
私
が
注
目
し
た
い
の
は
、「
笠
形
に
は
亀
裂
の
如
き
溝
」

が
存
在
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。『
都
名
所
図
会
』
は
、
妙
満
寺
の
項
目
に
道
成
寺
の

鐘
と
い
う
項
目
を
別
に
立
て
て
、
こ
の
梵
鐘
の
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、

「
初
は
竜
頭
の
下
に
ひ
び
き
あ
り
し
が
、
次
第
に
癒
え
て
今
は
平
ら
か
な
り
」
と
記
し

て
い
る④
。
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
「
竜
頭
の
下
に
ひ
び
き
」
こ
そ
が
、
坪
井
氏
の
指

摘
さ
れ
た
「
笠
の
亀
裂
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、『
都
名
所
図
会
』
に
は
、
そ
の
瑕
は
本
来
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、「
次

第
に
癒
え
て
今
は
平
ら
か
な
り
」
と
明
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
都
名
所
図
会
』
の

出
版
は
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
時
点
で
亀
裂
が
平
ら
か

に
な
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
近
世
に
模
造
し
た
梵
鐘
に
そ
の
亀
裂
を
型
撮

り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
梵
鐘
が
模
造
さ
れ
た

の
は
、
少
な
く
と
も
安
永
九
年
よ
り
も
か
な
り
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
も
、
模
造
し
た
梵
鐘
に
瑕
が
あ
り
、『
都
名
所
図
会
』
の
執
筆
者
が
見
た
梵
鐘
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の
瑕
が
「
平
ら
か
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
模
造
の
梵
鐘
と
本
来
の
梵
鐘
は
、
安

永
九
年
段
階
で
妙
満
寺
に
併
存
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
模
造

の
梵
鐘
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
鋳
造
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
都
名
所
図
会
』
に

は
次
の
よ
う
な
興
味
あ
る
記
述
が
あ
る
。

遂
に
天
正
十
六
年
五
月
に
紀
州
新
宮
某
、
当
寺
に
寄
附
す
、
然
れ
ど
も
瑾
あ
っ

て
音
響
遠
く
至
ら
ず
ゆ
ゑ
、
こ
の
鐘
を
鋳
改
め
ん
と
て
砕
か
ん
と
す
る
に
、
大

い
に
振
動
し
、
鐘
よ
り
火
焔
出
づ
る
、
衆
僧
こ
れ
に
驚
い
て
こ
の
事
を
止
め
て
、

新
に
一
鐘
を
鋳
た
り
、
す
な
は
ち
こ
の
鐘
は
堂
内
に
蔵
む
、

　

妙
満
寺
に
奉
納
さ
れ
た
梵
鐘
に
は
、
瑕
が
あ
っ
て
音
響
が
響
か
な
か
っ
た
た
め
、

奉
納
さ
れ
た
梵
鐘
を
砕
い
て
改
鋳
し
よ
う
と
し
た
が
、「
大
い
に
振
動
し
、
鐘
よ
り
火

焔
出
」
し
た
た
め
、
改
鋳
を
断
念
し
て
、「
新
に
一
鐘
を
鋳
た
り
」
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
の
新
た
に
鋳
造
し
た
梵
鐘
こ
そ
が
、
現
在
私
た
ち
が
目
に
し
て
い
る
模
造
さ

れ
た
梵
鐘
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

梵
鐘
が
ひ
と
り
で
に
振
動
し
た
り
、
火
焔
を
放
つ
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
誠
に
不

自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
何
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
て
砕
く
こ
と
を
断
念
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
別
に
梵
鐘
を
鋳
造
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
本
来

の
梵
鐘
は
「
堂
内
に
蔵
む
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、『
都
名
所
図
会
』
が
出
版
さ
れ
た
安

永
九
年
に
は
、
間
違
い
な
く
妙
満
寺
に
は
本
来
の
梵
鐘
と
模
造
さ
れ
た
梵
鐘
が
併
存

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

模
造
の
梵
鐘
が
、
安
永
九
年
以
前
の
何
時
頃
鋳
造
さ
れ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

し
か
し
、
新
旧
の
梵
鐘
が
確
か
に
併
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
本
来

の
梵
鐘
を
型
撮
り
し
、
竜
頭
の
形
状
や
笠
の
瑕
を
そ
の
ま
ま
に
模
造
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
模
造
の
梵
鐘
の
銘
文
も
、
坪
井
氏
が

推
定
さ
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
ま
ま
に
写
さ
れ
た
も
の
と
判
断
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

す
な
わ
ち
、
坪
井
氏
の
考
察
は
、『
都
名
所
図
会
』
の
記
述
が
正
確
で
あ
る
こ
と
を
裏

付
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
本
来
の
梵
鐘
は
堂
内
に
収
蔵
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

模
造
の
梵
鐘
が
衆
目
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
や
が
て
、
堂
内
に

収
蔵
さ
れ
た
本
来
の
梵
鐘
が
忘
れ
去
ら
れ
、
衆
目
に
さ
ら
さ
れ
た
模
造
の
梵
鐘
が
、

あ
た
か
も
本
来
の
梵
鐘
で
あ
る
か
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

三　

若
干
の
問
題
点

　

こ
れ
ま
で
、
本
来
の
梵
鐘
と
江
戸
時
代
に
模
造
さ
れ
た
梵
鐘
の
関
係
を
、
坪
井
氏

の
考
察
と
『
都
名
所
図
会
』
の
記
述
か
ら
考
察
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の

考
察
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
大
き
な
疑
問
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
第
一
点
は
、

本
来
の
梵
鐘
が
現
に
存
在
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
模
造
の
梵
鐘
を
鋳
造
す
る

必
要
が
な
に
ゆ
え
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
点
は
、
竜
頭
や
笠
の
瑕
を
型
撮
り

し
て
ま
で
も
正
確
に
模
造
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
乳
の
形
状
な
ど
を
な
に
ゆ

え
に
型
撮
り
も
せ
ず
、
江
戸
時
代
の
状
態
で
鋳
造
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

第
一
点
に
つ
い
て
、『
都
名
所
図
会
』
は
、
模
造
の
梵
鐘
鋳
造
の
理
由
を
、
本
来
の

鐘
に
瑕
が
あ
っ
た
た
め
、
音
響
が
遠
く
ま
で
届
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
し
か
し
、
坪
井
氏
の
考
察
に
よ
っ
て
模
造
の
梵
鐘
は
、
ど
う
や
ら
一
度
も
鐘
楼

に
吊
る
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
模
造
の
梵
鐘
は
衝
い

て
音
を
聞
か
せ
る
た
め
に
、
鋳
造
さ
れ
た
の
で
は
な
い
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。
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第
二
点
に
つ
い
て
は
、
竜
頭
や
笠
の
瑕
を
忠
実
に
型
撮
り
し
て
、
本
来
の
梵
鐘
を

正
確
に
模
倣
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
看
取
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
本
来
の
梵
鐘
は
、

模
造
の
梵
鐘
を
鋳
造
す
る
た
め
に
、
型
撮
り
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
砕
き
き
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
乳
の
間
の
乳
の
状
態

や
上
帯
・
袈
裟
襷
な
ど
の
状
況
を
、
型
撮
り
も
せ
ず
に
、
江
戸
時
代
の
様
式
で
鋳
造

し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
模
造
の
梵
鐘
は
、
本
来
の

梵
鐘
を
忠
実
に
模
倣
し
よ
う
と
し
た
が
、
乳
の
間
・
上
帯
・
袈
裟
襷
な
ど
は
、
型
撮

り
し
よ
う
に
も
、
そ
れ
が
で
き
な
い
状
況
で
あ
っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

　
『
都
名
所
図
会
』
の
記
述
に
よ
る
と
、
本
来
の
梵
鐘
が
妙
満
寺
に
奉
納
さ
れ
た
の

は
、
新
宮
の
某
に
よ
っ
て
、
天
正
一
六
年
（
一
五
八
八
）
五
月
の
こ
と
と
し
て
い
る
。

妙
満
寺
へ
の
奉
納
経
緯
に
つ
い
て
は
、
別
に
詳
細
に
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
が
、
ま

さ
し
く
戦
国
時
代
の
さ
な
か
に
、
道
成
寺
か
ら
本
来
の
梵
鐘
が
略
奪
さ
れ
、
略
奪
し

た
武
将
の
手
に
よ
っ
て
数
年
後
に
妙
満
寺
に
奉
納
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

そ
の
武
将
は
、
な
に
ゆ
え
に
道
成
寺
の
梵
鐘
を
略
奪
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

寺
社
の
梵
鐘
は
鋳
銅
製
で
あ
る
た
め
、
鋳
直
し
て
大
砲
な
ど
の
武
具
製
作
に
用
い

ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
略
奪
し
た
武
将
も
、
武
器
等
へ
の
鋳
直
し
を
目
論
ん
で

略
奪
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る⑤
。
そ
し
て
、
そ
の
略
奪
し
た
梵
鐘
を
、
砕
い

て
武
器
な
ど
へ
の
鋳
直
し
を
試
み
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
梵
鐘
が
有
名
な

道
成
寺
の
梵
鐘
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
て
梵
鐘
を
砕
く
こ
と
を
止
め
て
、
妙
満
寺
に

奉
納
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
の
時
点
で
乳
の
間
や
上
帯
・
袈
裟

襷
な
ど
の
部
分
は
、
型
撮
り
が
で
き
な
い
ほ
ど
に
破
損
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
の
部
分
は
、
江
戸
時
代
の
様
式
で
復
元
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、
奉
納
さ
れ
た
妙
満
寺
で
は
、
そ
れ
が
有
名
な
道
成
寺
の
梵
鐘
で
あ
る
こ
と

を
認
識
し
、
参
詣
者
た
ち
に
拝
観
さ
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う⑥
。
し
か
し
、
そ
の
状
態
は

見
る
に
堪
え
な
い
ほ
ど
に
激
し
く
損
傷
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
有
名
な
道
成
寺
の
梵

鐘
が
そ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
こ
と
を
多
く
の
人
々
に
見
せ
れ
ば
、
梵
鐘
を
損
傷
さ

せ
た
張
本
人
が
、
妙
満
寺
で
は
な
か
ろ
う
か
と
さ
え
思
う
人
も
出
現
し
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
万
一
に
も
、
そ
の
よ
う
な
疑
惑
を
抱
か
れ
る
こ
と
は
、
仏
家
で
あ
る
妙
満
寺

に
は
絶
対
に
耐
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
、
歴
史
的
に

も
有
名
な
道
成
寺
の
鐘
を
参
詣
者
に
拝
観
さ
せ
な
い
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
参
詣
者
に
拝
観
さ
せ
る
た
め
の
模
造
の
梵
鐘
の
必
要
性
を
痛
感
し
、
妙
満

寺
は
模
造
の
梵
鐘
の
鋳
造
に
踏
み
切
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

模
造
の
梵
鐘
の
鋳
造
は
、
衝
い
て
音
を
聞
か
せ
る
た
め
で
は
な
く
、
参
詣
者
に
拝

観
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
竜
頭
を
型
撮
り
し
て
正
確
に
復
元
し
な
が

ら
も
、
一
度
も
鐘
楼
に
吊
る
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
先
に
提
示
し
た
二
つ
の
問
題
点
を
整
合
的
に
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
坪
井
氏
の
書
状
発
給
の
前
後
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。
本
書
状

の
受
給
者
は
伊
藤
喜
久
男
氏
で
あ
る
こ
と
は
、
封
筒
表
書
に
も
原
稿
用
紙
に
も
明
記

さ
れ
て
い
る
。
伊
藤
氏
は
、
元
道
成
寺
の
梵
鐘
で
あ
る
妙
満
寺
の
梵
鐘
に
こ
と
の
ほ

か
興
味
を
持
ち
、
坪
井
氏
と
書
状
の
や
り
取
り
を
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
書
状

の
写
し
が
道
成
寺
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
彼
は
道
成
寺
の
世
話

人
等
の
関
係
者
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
し
、
本
書
状
の
封
筒
と
原
稿
用
紙
は
、
着
せ
替
え
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
原
稿
用
紙
が
収
め
ら
れ
て
い
た
と
す
る
封
筒
は
、
本
来
坪
井
氏
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の
自
筆
の
原
稿
用
紙
が
収
納
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
根
拠

に
つ
い
て
以
下
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

封
筒
の
表
書
の
消
印
は
、「
26　

10　

30
」
と
押
さ
れ
て
い
る
。
坪
井
氏
の
生
没
年

を
勘
案
す
れ
ば
、
こ
れ
は
昭
和
二
六
年
（
一
九
五
一
）
一
〇
月
二
六
日
で
あ
る
と
判

断
す
る
こ
と
が
で
き
る⑦
。
そ
れ
に
対
し
て
、
原
稿
用
紙
本
文
の
末
尾
に
は
「
十
一
月

三
日
」
と
坪
井
氏
自
身
が
明
記
し
て
い
る
。
坪
井
氏
が
一
一
月
三
日
に
記
し
た
書
状

を
入
れ
た
封
筒
に
、
郵
便
局
が
そ
れ
よ
り
も
以
前
の
消
印
を
押
す
こ
と
は
あ
り
え
な

い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
着
せ
替
え
が
あ
っ
た
と
判
断
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
着
せ
替
え
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
原
稿

用
紙
本
文
の
書
き
出
し
は
、「
拓
本
が
到
着
し
ま
し
た
由
、
粗
拓
で
失
礼
で
す
」
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
自
分
が
採
拓
し
た
拓
本
が
和
田
氏
の
下
に
届
い
た
ら
し
い
と
い
う
こ

と
を
知
っ
た
坪
井
氏
が
、
粗
っ
ぽ
い
拓
本
で
失
礼
し
ま
し
た
と
へ
り
く
だ
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
和
田
氏
は
拓
本
を
受
け
取
っ
た
が
、
そ
の
書
状
に
妙
満
寺
の
梵

鐘
が
江
戸
時
代
の
模
造
で
あ
る
と
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の

こ
と
に
驚
い
た
和
田
氏
は
、
即
座
に
坪
井
氏
に
書
状
を
出
し
て
、
そ
の
詳
し
い
根
拠

を
確
認
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
書
状
は
、
そ
の
和
田
氏
の
書
状
に
対
す
る
坪
井
氏
の

回
答
で
あ
り
、
拓
本
郵
送
の
書
状
が
一
信
と
す
れ
ば
、
本
書
状
は
二
信
に
当
た
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
本
書
状
の
末
尾
に
、
坪
井
氏
が
「
前
文
い
ひ
足
り
な
い
と
こ
ろ
を

補
足
し
ま
し
た
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
推
定
に
誤
り
は
な
い
だ
ろ
う
。

一
信
と
二
信
は
、
内
容
か
ら
見
て
非
常
に
近
い
時
間
を
お
い
て
発
給
さ
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
信
も
昭
和
二
六
年
に
発
給
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
封
筒
表
書
の
消
印
の
下
に
「
拓
本
在
中
」
と
い
う
墨
書

が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
現
在
原
稿
用
紙
本
文
が
収
納
さ
れ
て

い
た
と
さ
れ
る
封
筒
は
、
坪
井
氏
が
こ
の
書
状
以
前
に
、
和
田
氏
に
拓
本
を
郵
送
し

た
際
の
封
筒
で
あ
っ
た
と
考
え
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
道
成
寺
に
確
認
し
た
と
こ

ろ
、
坪
井
氏
の
書
状
は
現
在
こ
れ
一
通
し
か
存
在
し
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た⑧
。

　

お
そ
ら
く
、
坪
井
氏
か
ら
送
ら
れ
た
拓
本
が
、
坪
井
氏
の
採
拓
し
た
も
の
で
、
そ

れ
を
和
田
氏
に
郵
送
し
た
際
の
封
筒
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
付
さ
れ
て
い
た
書
状
も
、

和
田
氏
は
道
成
寺
に
収
め
た
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
和
田
氏
に

し
て
み
れ
ば
、
一
信
が
妙
満
寺
の
梵
鐘
が
江
戸
時
代
の
模
造
の
梵
鐘
で
あ
る
こ
と
を

簡
潔
に
述
べ
た
内
容
で
あ
っ
た
た
め
、
よ
り
詳
細
に
所
見
を
述
べ
て
い
る
二
信
だ
け

を
、
道
成
寺
に
知
ら
せ
れ
ば
よ
い
と
判
断
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

お
わ
り
に

　

小
稿
は
、
妙
満
寺
の
梵
鐘
（
元
道
成
寺
所
蔵
）
に
関
す
る
坪
井
良
平
氏
の
考
察
を

記
し
た
書
状
を
正
確
に
翻
刻
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
大
意
を
読
み
取
っ
た
。
さ
ら
に
、

若
干
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
私
見
を
述
べ
た
。

　

坪
井
氏
は
、
妙
満
寺
の
梵
鐘
を
、
乳
の
間
の
乳
の
形
状
や
上
帯
・
袈
裟
襷
の
状
況

か
ら
、
江
戸
時
代
に
鋳
造
さ
れ
た
模
造
の
梵
鐘
で
あ
ろ
う
と
結
論
付
け
ら
れ
た
。
そ

の
一
方
で
、
竜
頭
の
形
状
や
笠
の
瑕
な
ど
が
正
確
に
型
撮
り
さ
れ
て
お
り
、
南
北
朝

期
の
様
式
を
正
確
に
と
ど
め
て
い
る
と
評
価
さ
れ
た
。
ま
た
、
竜
頭
は
型
撮
り
さ
れ

て
正
確
に
模
倣
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
鋳
型
の
継
目
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
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一
度
も
鐘
楼
に
吊
る
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
た
。

　

一
方
、
私
は
『
都
名
所
図
会
』
の
記
述
か
ら
、
妙
満
寺
の
梵
鐘
は
、
安
永
九
年
現

在
、
本
来
の
梵
鐘
と
模
造
の
梵
鐘
が
、
妙
満
寺
に
併
存
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
私
は
二
つ
の
問
題
点
を
提
起
し
た
。
ま
ず
第
一
点
は
、
本
来
の
鐘

が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
模
造
の
鐘
を
鋳
造
す
る
必
要
が
な
に
ゆ
え
あ
っ
た

の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
二
点
は
、
竜
頭
や
笠
の
瑕
を
型
撮
り
し
て

ま
で
正
確
に
模
倣
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
乳
の
間
の
乳
な
ど
を
な
に
ゆ
え
江

戸
時
代
の
様
式
で
復
元
し
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

第
一
点
に
つ
い
て
は
、
道
成
寺
の
梵
鐘
が
天
正
年
間
に
戦
国
武
将
に
よ
っ
て
略
奪

さ
れ
、
武
器
へ
の
転
用
を
目
論
ん
で
激
し
く
損
傷
を
受
け
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定

し
た
。
そ
の
後
妙
満
寺
に
奉
納
さ
れ
た
が
、
参
詣
者
に
拝
観
さ
せ
る
に
は
耐
え
ら
れ

な
い
ほ
ど
に
損
傷
し
て
い
た
た
め
、
妙
満
寺
に
よ
っ
て
模
造
の
梵
鐘
が
鋳
造
さ
れ
た

と
考
え
た
。
本
来
の
梵
鐘
は
、
模
造
の
梵
鐘
を
鋳
造
す
る
た
め
に
、
正
確
な
型
撮
り

を
す
る
た
め
、
壊
さ
れ
る
こ
と
な
く
そ
の
後
も
妙
満
寺
堂
内
に
保
存
さ
れ
た
と
考
え

た
。

　

第
二
点
に
つ
い
て
は
、
竜
頭
な
ど
は
本
来
の
梵
鐘
が
原
形
を
と
ど
め
て
い
た
た
め
、

正
確
に
復
元
し
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
た
。
一
方
、
乳
の
間
の
乳
な
ど
は
、
激
し
く
損

傷
し
て
い
た
た
め
、
江
戸
時
代
の
様
式
で
復
元
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
考
え
た
。

な
お
、
最
後
に
現
在
道
成
寺
に
伝
来
し
て
い
る
坪
井
氏
の
書
状
と
封
筒
の
写
し
は
、

明
ら
か
に
着
せ
替
え
が
あ
っ
た
こ
と
を
提
言
し
た
。

　

坪
井
氏
の
本
書
状
に
よ
っ
て
、
妙
満
寺
の
梵
鐘
銘
は
江
戸
時
代
の
模
造
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
な
お
、
関
西
大
学
博
物
館
に
は
、
本
来
本
山
彦
一
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
妙
満
寺
の
鐘
の
拓
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る⑨
。
こ
の
拓
本
と
模
造
さ

れ
た
梵
鐘
の
刻
印
と
を
目
視
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
模
造
の
梵
鐘
の
拓
本
で
あ
る
と
判

断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
銘
文
は
本
来
の
梵
鐘
の
銘
文
と
ど
の
よ

う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
し
て
、
坪
井
氏
は
そ
の
銘
文
は
、
内
容

的
に
は
本
来
の
梵
鐘
の
銘
を
正
確
に
伝
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
判
断
し
て
お
ら

れ
る
が
、
そ
の
根
拠
を
明
示
し
て
お
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
を
含
め
て
、
本
来
の
梵

鐘
が
、
道
成
寺
か
ら
略
奪
さ
れ
、
妙
満
寺
に
奉
納
さ
れ
た
経
緯
な
ど
に
つ
い
て
、
別

に
考
察
を
行
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。

注①　

坪
井
良
平
『
日
本
の
梵
鐘
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
〇
）
参
照
。

②　

坪
井
氏
の
業
績
が
今
も
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
坪
井
氏
の
著
書
『
日
本
の
梵
鐘
』

が
、
吉
川
弘
文
館
か
ら
、
二
〇
一
八
年
に
新
装
再
版
さ
れ
た
こ
と
が
、
そ
の
証
左
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
後
掲
の
坪
井
良
平
氏
の
経
歴
は
、
本
書
の
著
者
略
歴
に
よ
る
。

③　

高
野
辰
之
「
道
成
寺
芸
術
の
展
開
」（『
史
学
雑
誌
』
三
八

－

三
、
一
九
二
七
）
参
照
。

④　
『
都
名
所
図
会
』
は
、『
新
修
京
都
叢
書
』
六
（
臨
川
書
店
、
一
九
六
八
）
に
よ
っ
た
。

⑤　
『
紀
伊
続
風
土
記
』
は
、「
天
正
年
中
兵
乱
の
時
、
掘
出
し
軍
用
に
充
て
」
よ
う
と
し

た
と
記
し
て
い
る
。

⑥　
『
都
名
所
図
会
』
の
妙
満
寺
の
項
目
に
、
別
に
道
成
寺
の
鐘
の
項
目
を
立
て
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
妙
満
寺
所
蔵
の
梵
鐘
が
、
有
名
な
道
成
寺
の
梵
鐘
で
あ
る
こ
と
を
喧
伝
し

て
い
た
証
左
で
あ
ろ
う
。

⑦　

前
述
の
と
お
り
、
坪
井
良
平
氏
の
生
年
は
、
明
治
三
〇
年
で
あ
り
、
没
年
は
昭
和
五

九
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
坪
井
氏
の
書
状
の
消
印
は
昭
和
年
号
と
判
断
す
る
以
外
に
な

い
だ
ろ
う
。



四
〇

⑧　

道
成
寺
小
野
俊
成
住
職
の
ご
教
示
に
よ
る
。

⑨　

考
古
学
等
資
料
室
「
金
石
文
拓
本
資
料
」（『
関
西
大
学
考
古
学
等
資
料
室
紀
要
』
三

号
、
一
九
八
六
）
参
照
。




