
一

妙
満
寺
の
梵
鐘
に
つ
い
て

寺
　
西
　
貞
　
弘

は
じ
め
に

　

妙
塔
山
妙
満
寺
は
、
現
在
京
都
市
北
区
岩
倉
に
所
在
す
る
、
顕
本
法
華
宗
の
総
本

山
寺
院
で
あ
る
。
た
だ
し
、
寺
伝
に
よ
る
と
、
康
応
元
年
（
一
三
八
九
）
に
、
日
什

が
六
条
坊
門
室
町
（
烏
丸
五
条
付
近
）
に
創
建
し
た
と
伝
え
る①
。
そ
の
後
、
応
仁
の

乱
に
被
災
後
、
寺
地
を
転
々
と
移
転
し
た
が
、
天
正
一
一
年
（
一
五
八
三
）
に
羽
柴

秀
吉
の
命
に
よ
り
、
寺
町
二
条
に
移
転
し②
、
さ
ら
に
京
都
市
内
の
都
市
化
に
伴
い
昭

和
四
三
年
（
一
九
六
八
）
に
現
在
地
に
移
転
し
た
と
い
う
。

　

同
寺
に
は
、
一
基
の
梵
鐘
が
伝
来
し
て
い
る
。
後
に
詳
し
く
述
べ
る
が
、
こ
の
梵

鐘
は
、
そ
の
銘
文
に
よ
る
と
、
紀
伊
国
日
高
郡
道
成
寺
（
和
歌
山
県
日
高
川
町
鐘
巻
）

の
梵
鐘
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
道
成
寺
に
は
重
要
文
化
財
道
成

寺
縁
起
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
詳
述
し
て
い
る③
の

で
、
小
稿
で
は
触
れ
な
い
。
こ
の
妙
満
寺
の
梵
鐘
銘
の
拓
本
が
関
西
大
学
博
物
館
に

所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　

小
稿
で
は
、
ま
ず
こ
の
梵
鐘
の
銘
文
を
詳
細
に
分
析
し
た
い
。
そ
の
上
で
、
こ
の

銘
文
の
信
憑
性
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。
さ
ら
に
、
な
に
ゆ
え
こ
の
梵
鐘
が
妙
満
寺
の

所
蔵
に
帰
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
に
つ
い
て
、
そ
の
経
緯
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
　
関
西
大
学
博
物
館
所
蔵
の
拓
本

　

関
西
大
学
博
物
館
に
は
「
妙
満
寺
鐘
拓
本
」（
一
幅
）
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
末
永
雅
雄
博
士
（
関
西
大
学
名
誉
教
授
）
の
尽
力
に
よ
っ
て
、
博
物
館
の
収
蔵

資
料
と
な
っ
た
本
山
彦
一
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る④
。
本
梵
鐘
が
道

成
寺
に
里
帰
り
し
た
際
に
、
実
見
す
る
機
会
を
得
た
。
そ
の
際
、
目
視
調
査
の
機
会

に
恵
ま
れ
た
。
少
し
離
れ
た
場
所
か
ら
オ
ペ
ラ
グ
ラ
ス
を
用
い
て
の
目
視
調
査
で
あ

っ
た
た
め
、
法
量
・
重
量
な
ど
を
計
測
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
新
聞
報
道

に
よ
る
と
、
梵
鐘
の
総
高
は
、
一
．一
ｍ
、
重
量
は
二
五
〇
〇
㎏
と
い
う
こ
と
で
あ

る⑤
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
関
西
大
学
博
物
館
所
蔵
の
拓
本
銘
の
翻
刻
を
、
次
の
よ
う
に

行
っ
た
。

聞
鐘
聲　

智
恵
長　

菩
提
生

煩
悩
軽　

離
地
獄　

出
火
坑

願
成
佛　

度
衆
生



二

天
長
地
久　

御
願
円
満

聖
明
斉
日
月　

叡
筭
等
乾
坤

八
方
歌
有
道
之
君　

四
海
楽
無
為
之
化

紀
伊
州
日
高
郡
矢
田
庄

文
武
天
皇
勅
願
道
成
寺
冶
鋳
鐘
」

勧
進
比
丘
瑞
光

別
当
法
眼
定
秀

檀
那
源
万
壽
丸

并
吉
田
源
頼
秀　

合
力
諸
檀
男
女

大
工
山
田
道
願　

小
工
大
夫
守
長

正
平
十
四
年
己
亥
三
月
十
一
日

　

こ
の
梵
鐘
の
胴
部
分
は
、
四
つ
の
池
の
間
に
区
切
ら
れ
て
い
る
が
、
銘
文
は
連
続

し
た
二
つ
の
池
の
間
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
刻
印
が
施
さ
れ
て
い
る
右
側
の
池
の
間

に
は
、
八
行
六
七
文
字
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
主
と
し
て
、
鋳
造
し
た
梵
鐘
を
讃
え

る
文
章
で
あ
る
。
そ
の
左
の
池
の
間
に
は
、
六
行
五
五
文
字
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
。

主
と
し
て
こ
の
梵
鐘
の
鋳
造
に
か
か
わ
っ
た
人
々
を
列
記
す
る
と
と
も
に
、
鋳
造
年

月
日
を
明
記
し
て
い
る
。

　

右
の
池
の
間
の
文
章
は
、
最
初
の
三
行
が
、
三
文
字
ご
と
に
闕
画
を
設
け
て
い
る

こ
と
か
ら
、
三
文
字
一
句
を
八
句
連
ね
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
を
読
み
下
す

と
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

鐘
聲
を
聞
か
ば
、
智
恵
は
長
じ
、
菩
提
は
生
じ
、
煩
悩
は
軽
ん
ず
、
地
獄
を
離

れ
、
火
坑
を
出
ず
る
、
成
仏
を
願
わ
ば
、
衆
生
を
度
す
、
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四

　

こ
れ
は
、
こ
の
梵
鐘
が
放
つ
鐘
の
音
の
す
ば
ら
し
さ
を
讃
え
た
も
の
で
あ
る
。
続

く
第
四
行
目
は
、
四
文
字
一
句
を
二
句
連
ね
て
い
る
。
最
初
の
一
句
「
天
長
地
久
」

は
永
遠
で
あ
る
こ
と
を
言
い
表
し
て
お
り
、「
御
願
円
満
」
は
願
い
が
円
満
に
か
な
え

ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
先
の
三
行
で
讃
え
ら
れ
た
鐘
の
音
が
永

遠
に
継
続
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
鐘
の
音
を
聞
け
ば
、
願
い
は
必
ず
か
な
え
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
「
御
願
」
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
単
な
る
衆
生
の
願
い
で
は
な
く
、
こ
の
梵
鐘
銘
草
稿
者
が

敬
意
を
評
す
べ
き
高
貴
な
立
場
の
人
の
願
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ

と
か
ら
、
四
行
目
の
二
句
も
梵
鐘
の
価
値
を
讃
え
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

第
五
行
目
は
、
五
文
字
一
句
を
二
句
連
ね
て
い
る
が
、
一
転
し
て
梵
鐘
を
讃
え
る

文
章
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。「
聖
明
は
日
月
に
斉
し
く
、
叡
筭
は
乾
坤
に
等
し
」
と

読
む
こ
と
が
で
き
る
。
聖
人
の
英
明
は
、
日
月
の
運
行
と
同
様
に
永
遠
で
あ
り
、
天

子
の
寿
命
（
叡
筭
）
も
天
と
地
と
同
様
に
永
遠
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
に
な
る
だ
ろ

う
。

　

第
六
行
目
七
文
字
二
句
は
、「
八
方
は
有
道
之
君
を
歌
い
、
四
海
は
無
為
の
化
を
楽

し
む
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
人
々
（
八
方
）
は
徳
の
あ
る
君
主
を
た
た
え
（
歌

い
）、
世
界
中
（
四
海
）
が
当
然
あ
る
べ
き
為
政
者
の
教
化
を
楽
し
ん
で
い
る
、
と
い

う
意
味
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
五
行
目
と
六
行
目
に
み
え
る
聖
人
・
天
子
・

君
主
・
為
政
者
と
は
、
誰
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
鐘
の
作
期
を
示
す

年
号
「
正
平
」
が
、
南
朝
年
号
で
あ
る⑥
こ
と
か
ら
、
そ
の
時
点
で
の
南
朝
の
天
皇
で

あ
る
後
村
上
天
皇
を
指
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
す
る
と
、
四
行
目

の
「
御
願
」
と
は
、
後
村
上
天
皇
の
宿
願
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、
五
行
目
と
六
行
目
は
、
一
行
目
～
四
行
目
で
讃
え
た
梵
鐘
が
、
後
村
上
天

皇
の
た
め
に
鋳
造
し
た
も
の
だ
と
い
う
、
鋳
造
意
図
を
開
陳
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

七
行
目
の
「
紀
伊
州
日
高
郡
矢
田
庄
」
は
、
こ
の
梵
鐘
の
本
来
所
在
し
た
道
成
寺

の
所
在
地
で
あ
る
。
八
行
目
の
「
文
武
天
皇
勅
願
道
成
寺
冶
鋳
鐘
」
は
、
文
武
天
皇

の
勅
願
さ
れ
た
道
成
寺
の
鐘
を
鋳
造
す
る
の
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

右
の
池
の
間
の
漢
文
は
、
鋳
造
し
た
梵
鐘
は
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
永

遠
に
継
続
し
て
鐘
の
音
を
聞
く
も
の
を
救
う
も
の
で
あ
り
、
南
朝
の
後
村
上
天
皇
を

讃
え
て
、
道
成
寺
の
梵
鐘
と
し
て
鋳
造
す
る
と
い
う
意
味
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
左
の
池
の
間
に
は
、
こ
の
梵
鐘
の
制
作
に
携
わ
っ
た
人
々
が
列
記
さ
れ
て

い
る
。
ま
ず
、
一
行
目
の
「
勧
進
比
丘
瑞
光
」
は
こ
の
梵
鐘
の
鋳
造
を
仏
教
の
教
理

に
基
づ
い
て
指
導
し
た
僧
侶
で
あ
り
、
こ
の
梵
鐘
鋳
造
時
の
道
成
寺
の
住
職
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
二
行
目
の
「
別
当
法
眼
定
秀
」
は
、
当
時
の
道
成
寺
の

事
務
を
統
括
し
て
い
た
僧
侶
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
別
当
の
記
載
に
次
い
で
、「
檀
那
源
万
壽
丸
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
人
物

が
こ
の
梵
鐘
鋳
造
の
施
主
で
あ
る
。
万
壽
丸
は
、
正
式
に
は
逸
見
万
壽
丸
源
清
重
と

称
し
、
清
和
源
氏
の
一
流
と
し
て
、
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
）
に
和
泉
国
に
生
ま
れ

た
と
い
う
。
そ
の
後
、
南
北
朝
の
争
乱
期
に
は
、
南
朝
方
の
武
将
と
し
て
、
紀
伊
国

に
侵
攻
し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
源
（
吉
田
）
頼
秀
の
子
息
の
金
毘
羅
丸
に
、
万
壽

丸
の
息
女
が
嫁
し
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る⑦
。

　

こ
の
記
述
に
次
い
で
、
次
の
行
に
「
并
吉
田
源
頼
秀　

合
力
諸
檀
男
女
」
と
い
う

記
述
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
行
と
と
も
に
、「
檀
那
は
源
万
壽
丸
并
び
に
吉
田
源
頼

秀
、
合
力
す
る
諸
檀
の
男
女
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
梵
鐘
の

施
主
は
、
万
壽
丸
だ
け
で
な
く
吉
田
源
頼
秀
の
二
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

万
壽
丸
と
頼
秀
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。



五

　

頼
秀
は
「
吉
田
源
」
を
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
万
壽
丸
と
同
じ
く
本
姓
は
源

で
あ
り
、
一
般
的
に
は
「
吉
田
」
を
名
乗
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に

『
紀
伊
続
風
土
記
』
に
よ
る
と
、
道
成
寺
の
所
在
す
る
鐘
巻
村
の
南
西
に
接
し
て
吉
田

村
が
あ
る
。
し
か
も
、
吉
田
村
の
鎮
守
は
八
幡
宮
で
あ
る
が
、
そ
の
別
当
寺
で
あ
る

雲
松
寺
は
、
元
は
道
成
寺
山
内
に
所
在
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
道
成

寺
と
吉
田
村
は
非
常
に
緊
密
な
関
係
に
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
関
係
を
見
る
と
、
頼
秀
は
吉
田
村
を
基
盤
と
し
た
在
地
土
豪
で
あ
り
、

道
成
寺
に
か
な
り
の
影
響
力
を
有
し
た
人
物
だ
っ
た
と
推
測
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か

も
、
万
壽
丸
が
和
泉
国
生
ま
れ
の
余
所
者
と
す
れ
ば
、
実
質
的
な
施
主
は
こ
の
頼
秀

に
他
な
ら
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
頼
秀
に
続
い
て
記
さ

れ
て
い
る
「
諸
檀
男
女
」
は
、
頼
秀
や
万
壽
丸
に
率
い
ら
れ
た
郎
党
と
そ
の
家
族
と

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

万
壽
丸
は
、
南
朝
方
の
武
将
と
し
て
、
紀
州
日
高
郡
矢
田
庄
に
侵
攻
し
て
き
た
。

そ
の
時
点
で
、
万
壽
丸
は
あ
く
ま
で
も
矢
田
庄
で
は
余
所
者
で
し
か
な
か
っ
た
。
彼

が
南
朝
方
と
し
て
、
戦
略
上
こ
の
地
で
優
位
を
得
る
た
め
に
は
、
在
地
有
力
者
と
の

良
好
な
関
係
を
結
ぶ
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
万
壽
丸
が
ま
ず
注
目
し
た
の
は
、

吉
田
村
を
本
拠
と
し
て
、
在
地
で
権
力
を
誇
る
頼
秀
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
も
、
頼
秀
は
道
成
寺
に
大
き
な
影
響
力
を
有
し
、
道
成
寺
の
復
興
を
目
論
ん

で
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
万
寿
丸
は
そ
の
目
論
見
に
積
極
的
に
加
担
し
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
万
寿
丸
に
し
て
み
れ
ば
、
道
成
寺
の
復
興
に
加
担
す
る
こ
と
も
、
自
ら
の
息

女
と
頼
秀
の
子
息
と
を
婚
姻
さ
せ
る
と
同
様
、
矢
田
庄
の
在
地
有
力
者
で
あ
る
吉
田

頼
秀
を
南
朝
方
に
つ
な
ぎ
と
め
る
方
策
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
五
行
目
の
「
大
工
山
田
道
願　

小
工
大
夫
守
長
」
は
、
実
際
に
こ
の
梵
鐘

の
鋳
造
に
携
わ
っ
た
鋳
工
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、「
大
工
山
田
道
願
」
は
、
実
際

に
鋳
造
を
指
揮
し
た
中
心
人
物
で
あ
ろ
う
。「
小
工
大
夫
守
長
」
は
、「
小
工
」
が
大

工
を
補
佐
す
る
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
山
田
道
願
の
補
佐
を
務
め
た
人
物
で
あ

ろ
う
。

　

な
お
、
梵
鐘
の
銘
文
か
ら
、
こ
の
梵
鐘
の
鋳
造
は
、
正
平
一
四
年
（
一
三
五
九
）

の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、
こ
の
こ
ろ
、
こ
の
梵
鐘
が
鋳
造
さ
れ
た
だ

け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
本
堂
は
、
南
北
朝
期
に
建
立
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る

が
、
そ
の
壁
板
に
「
正
平
十
二
年
」
の
墨
書
が
確
認
さ
れ
て
い
る⑧
。
ま
た
、『
紀
伊
続

風
土
記
』
の
記
述
に
よ
る
と
本
堂
に
葺
か
れ
た
鬼
瓦
に
は
、「
天
授
二
年
（
一
三
七

六
）」
の
年
号
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
南
北
朝
こ

ろ
に
大
々
的
な
道
成
寺
の
復
興
作
業
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

こ
の
梵
鐘
の
鋳
造
も
そ
の
復
興
作
業
の
一
環
の
行
為
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。

　

南
北
朝
期
に
、
こ
れ
ほ
ど
大
掛
か
り
な
復
興
事
業
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

あ
る
特
定
の
個
人
に
よ
る
事
業
だ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
少
な
く
と
も
、
道
成
寺

を
中
心
と
す
る
地
域
全
体
を
動
員
し
た
事
業
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
正
平

も
天
授
も
南
朝
年
号
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
道
成
寺
の
復
興
を
担
っ
た
勢
力
は
、

源
万
壽
丸
や
源
（
吉
田
）
頼
秀
ら
だ
け
で
な
く
、
南
北
朝
期
に
お
い
て
南
朝
に
心
を

寄
せ
る
こ
の
地
の
勢
力
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
道
成
寺
を
中
心
と
す

る
こ
の
地
域
は
、
南
朝
に
属
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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二
　
拓
本
銘
文
の
信
憑
性

　

妙
満
寺
の
梵
鐘
銘
に
つ
い
て
、
関
西
大
学
博
物
館
所
蔵
の
拓
本
と
、
実
見
し
た
知

見
を
も
と
に
、
そ
の
銘
文
の
概
要
を
考
察
し
た
。
し
か
し
、
別
稿
（
以
下
、
前
稿
）

で
述
べ
た
た
よ
う
に
、
坪
井
良
平
氏
の
知
見
に
よ
る
と
、
現
在
妙
満
寺
に
所
蔵
さ
れ

て
い
る
元
道
成
寺
の
物
と
さ
れ
る
梵
鐘
は
、
江
戸
時
代
に
本
来
の
梵
鐘
を
模
造
し
て

鋳
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る⑨
。
そ
し
て
、
関
西
大
学
博
物
館
所
蔵
の
拓
本
は
、
明
ら
か

に
近
世
に
模
造
さ
れ
た
梵
鐘
の
拓
本
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
以
下
、
小
稿
で
は
本

来
の
道
成
寺
梵
鐘
を
旧
鐘
、
江
戸
時
代
に
妙
満
寺
で
模
造
さ
れ
た
梵
鐘
を
新
鐘
と
称

す
る
こ
と
に
す
る
。

　

旧
鐘
は
、
道
成
寺
か
ら
略
奪
さ
れ
た
の
ち
、
略
奪
し
た
戦
国
武
将
に
よ
っ
て
妙
満

寺
に
奉
納
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
に
出
版
さ
れ
た
『
都

名
所
図
会
』
の
記
述
か
ら
、
そ
の
段
階
で
新
旧
両
鐘
が
妙
満
寺
に
併
存
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る⑩
。
私
は
、
前
稿
に
お
い
て
、
旧
鐘
の
損
傷
が
激
し
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

参
詣
者
に
拝
観
さ
せ
る
た
め
に
、
妙
満
寺
が
模
造
の
新
鐘
を
鋳
造
し
た
も
の
と
結
論

付
け
た
。
そ
し
て
、
そ
の
時
期
は
安
永
九
年
を
か
な
り
遡
る
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。

　

坪
井
氏
は
、
新
鐘
が
旧
鐘
を
忠
実
に
模
造
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
一
方
で
、
全
く

近
世
の
様
式
で
鋳
造
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
、
前
稿
で
私
は
旧
鐘
を
型
撮
り
し
て
、
忠
実
に
模
造
し
よ
う
と
し
た

が
、
破
損
の
激
し
か
っ
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、
型
撮
り
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
近

世
の
様
式
で
鋳
造
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
し
た
。

　

坪
井
氏
の
観
察
に
よ
る
と
、
旧
鐘
に
忠
実
な
部
分
は
竜
頭
・
笠
の
部
分
で
こ
れ
ら

は
明
ら
か
に
型
撮
り
を
し
て
模
造
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
上
帯
・

乳
の
間
・
袈
裟
襷
・
台
座
は
、
明
ら
か
に
江
戸
期
の
様
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
梵
鐘
の
龍
頭
と
笠
の
部
分
は
型
撮
り
が
で
き
る
ほ
ど
良

好
な
状
態
で
あ
っ
た
が
、
上
帯
・
乳
の
間
・
袈
裟
襷
・
台
座
は
、
激
し
く
損
傷
し
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
梵
鐘
の
上
部
（
龍
頭
・
笠
）
は
保
存
状
態
が
良
好

で
、
胴
部
（
上
帯
・
乳
の
間
・
袈
裟
襷
・
台
座
）
は
損
傷
が
激
し
か
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

梵
鐘
を
乱
雑
に
移
動
さ
せ
る
際
に
は
、
横
に
倒
し
て
転
が
す
こ
と
が
あ
る
。
旧
鐘

も
そ
の
よ
う
に
し
て
移
動
さ
せ
た
た
め
、
胴
部
の
損
傷
が
激
し
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、
道
成
寺
か
ら
梵
鐘
が
略
奪
さ
れ
た
の
は
、
戦
国
時
代
の
こ
と
と
し
て
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
略
奪
し
た
戦
国
武
将
は
、
大
砲
等
の
武
具
へ
の
鋳
直
し
を
目
論
ん
で
、

か
な
り
の
損
傷
を
加
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
紀
伊
続
風
土
記
』
も
そ
の
よ
う
な
推

測
を
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
今
問
題
と
し
て
い
る
銘
文
は
、
胴
部
の
連
続
す
る
二
つ
の
池
の
間
に
刻

ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
胴
部
の
損
傷
が
激
し
か
っ
た
と
い
う
の
で

あ
れ
ば
、
新
鐘
の
池
の
間
に
彫
り
込
ま
れ
て
い
る
梵
鐘
銘
は
、
旧
鐘
の
梵
鐘
銘
を
正

確
に
伝
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
上
述
の
坪
井
氏
は
、
こ
の
銘
文
が
旧
鐘
の
銘
文
内
容
を
、
書

体
は
別
と
し
て
、
文
字
を
正
し
く
伝
え
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
根
拠
を
明
示
し

て
お
ら
れ
な
い
。

　

同
様
に
、
乳
の
間
の
乳
の
形
状
は
、
全
く
近
世
の
様
式
で
鋳
造
さ
れ
て
い
る
と
さ

れ
る
。
し
か
し
、
坪
井
氏
は
各
乳
の
間
に
四
段
四
列
で
乳
が
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
、
こ
れ
は
旧
鐘
の
配
列
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
て
い
る
も
の
と
推
定
さ
れ
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る
。
た
だ
し
、
そ
の
根
拠
は
や
は
り
提
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
乳
の
間

は
激
し
く
損
傷
し
て
お
り
、
乳
も
型
撮
り
で
き
な
い
ほ
ど
に
損
傷
し
て
い
た
が
、
乳

の
位
置
を
示
す
痕
跡
が
残
っ
て
い
た
も
の
と
推
測
し
て
お
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
推
測
が
許
さ
れ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
た
し
か
に
胴
部
は
型
撮
り
が
で

き
な
い
ほ
ど
激
し
く
損
傷
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
突
起
し
た
乳
よ
り
も
、

池
の
間
に
彫
り
込
ま
れ
た
銘
文
は
よ
り
そ
の
痕
跡
が
残
り
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
新
鐘
を
鋳
造
す
る
際
に
、
旧
鐘
の
銘
文
の
痕
跡
を
丁
寧
に
た
ど
っ
て
、

銘
文
を
復
元
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
銘
文
の
す
べ

て
の
文
字
が
正
確
に
復
元
で
き
る
ほ
ど
に
、
そ
の
痕
跡
を
残
し
て
い
た
と
断
言
す
る

こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
妙
満
寺
の
梵
鐘
銘
は
、
紀
州
藩
が
編
纂
し
た
『
紀
伊
続
風
土
記
』

に
、
行
替
え
や
闕
画
等
が
忠
実
で
は
な
い
が
、
翻
刻
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。『
紀
伊

続
風
土
記
』
は
、
紀
州
藩
が
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
に
編
纂
を
命
じ
、
紆
余
曲
折

の
末
、
天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
）
に
全
一
九
二
巻
の
完
成
を
見
て
い
る
。
儒
学
者
・

国
学
者
・
本
草
学
者
な
ど
、
紀
州
藩
の
学
術
ス
タ
ッ
フ
を
総
動
員
し
て
編
纂
が
進
め

ら
れ
た⑪
。

　

と
く
に
、
現
地
調
査
を
厳
密
に
行
い
、
資
料
調
査
も
現
物
史
料
に
当
た
っ
て
、
か

な
り
正
確
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
妙
満
寺
の
新
旧
両
鐘
の
併
存
が
確

認
で
き
る
安
永
九
年
を
そ
れ
ほ
ど
下
ら
な
い
時
期
に
、
紀
伊
続
風
土
記
編
纂
ス
タ
ッ

フ
は
、
必
ず
や
妙
満
寺
の
梵
鐘
を
調
査
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る⑫
。
こ
の
よ
う
に
考
え

る
と
、
紀
伊
続
風
土
記
編
纂
ス
タ
ッ
フ
が
、
妙
満
寺
に
お
い
て
旧
鐘
銘
を
実
見
し
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。『
紀
伊
続
風
土
記
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
翻
刻
文
を
次

に
掲
げ
て
お
こ
う
。

聞
鐘
声
知
慧
長
菩
提
生
煩
悩
軽
、
雖
地
獄
出
火
坑
願
成
仏
度
衆
生
、
天
長
地
久

御
願
円
満
聖
明
斉
日
月
、
叡
算
等
乾
坤
八
方
歌
有
道
之
君
、
四
海
楽
無
為
之
化

紀
伊
州
日
高
郡
矢
田
荘　

文
武
天
皇
勅
願
道
成
寺
冶
鋳
鐘

勧
進
比
丘
瑞
光
別
当
法
眼
定
秀

檀
那
源
萬
寿
丸
并
吉
田
源
頼
秀

分
力
諸
檀
男
女
大
工
山
田
道
願
小
工
大
夫
守
長　

正
平
十
四
年
己
亥
三
月
十
一

日

　

新
鐘
の
銘
文
は
、
鐘
の
胴
の
部
分
を
四
つ
の
池
の
間
に
区
切
り
、
連
続
し
た
二
つ

の
池
の
間
に
、
鐘
銘
が
彫
り
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
左
の
池
の
間
の
五
行
目
後
半
部

分
に
つ
い
て
は
、
新
鐘
で
は
「
合
力
諸
檀
男
女
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
梵
鐘
の
鋳

造
に
合
力
し
た
男
女
が
い
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、『
紀
伊
続
風
土

記
』
で
は
、「
分
力
諸
檀
男
女
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
梵
鐘
の
鋳
造
に
力
を
分
っ
た

諸
檀
の
男
女
が
い
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
源
万
壽
丸
と
吉

田
頼
秀
の
檀
那
以
外
に
鋳
造
へ
の
協
力
者
が
存
在
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
新
鐘
の
銘
文
と
『
紀
伊
続
風
土
記
』
掲
載
の
翻
刻
文
は
こ
の
一
文
字

が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
私
は
活
字
化
さ
れ
た
『
紀
伊
続
風
土
記
』

を
見
て
い
る
が
、
そ
の
活
字
化
の
際
に
誤
植
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い⑬
。
そ
こ
で
、
和
歌
山
県
立
図
書
館
所
蔵
の
和
綴
じ
本
の
『
紀
伊
続
風
土
記
』
を
実

見
し
た
が
、
や
は
り
「
分
」
で
あ
っ
た
。

　

も
し
、
紀
伊
続
風
土
記
編
纂
ス
タ
ッ
フ
が
、
新
鐘
銘
を
調
査
し
て
い
た
の
で
あ
れ

ば
、「
分
力
」
と
は
絶
対
に
翻
刻
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
新
鐘
の
銘
文
を
一
目
見
れ

ば
、「
合
力
」
を
「
分
力
」
と
見
間
違
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
関
西
大
学
博
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物
館
所
蔵
の
新
鐘
の
拓
本
を
見
れ
ば
、
だ
れ
が
ど
の
よ
う
に
見
た
と
し
て
も
、
明
ら

か
に
新
鐘
の
銘
文
は
「
合
力
」
に
み
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
紀
伊
続
風

土
記
編
纂
ス
タ
ッ
フ
は
、
明
ら
か
に
新
鐘
銘
を
翻
刻
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。
お
そ
ら
く
、
当
時
妙
満
寺
の
堂
内
に
所
在
し
て
お
り
、
か
な
り
の
損
傷
を
受
け

た
旧
鐘
銘
を
、
苦
心
し
て
丁
寧
に
翻
刻
し
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

　

旧
鐘
の
乳
の
間
は
、
型
撮
り
が
で
き
な
い
ほ
ど
に
損
傷
し
て
い
た
。
池
の
間
も
、

そ
れ
を
区
切
る
袈
裟
襷
文
が
、
か
な
り
の
損
傷
を
受
け
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
池
の
間
に
彫
り
込
ま
れ
た
銘
文
も
か
な
り
の
損
傷
を
受
け
て
い
た

だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、「
合
」
あ
る
い
は
「
分
」
の
文
字
に
つ
い
て
は
、
上
の
部
分
だ

け
が
確
認
で
き
る
状
態
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ス
タ
ッ
フ
は
新

鐘
の
銘
文
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
独
自
に
「
分
力
」
と
翻
刻
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
合

力
」
か
「
分
力
」
か
の
何
れ
が
正
し
い
の
か
、
旧
鐘
の
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
今
と
な

っ
て
は
、
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

し
か
し
、
紀
伊
続
風
土
記
編
纂
ス
タ
ッ
フ
は
、
新
鐘
の
銘
文
に
よ
ら
ず
、
旧
鐘
の

銘
文
の
翻
刻
を
独
自
に
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
奇
し
く
も
「
分
」

の
一
文
字
以
外
は
、
新
鐘
の
銘
文
と
す
べ
て
一
致
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考

え
れ
ば
、
現
在
私
た
ち
が
目
に
し
て
い
る
新
鐘
の
銘
文
は
、「
合
」
の
一
文
字
を
除
い

て
、
坪
井
良
平
氏
の
推
測
さ
れ
た
と
お
り
、
旧
鐘
の
銘
文
を
正
確
に
継
承
し
て
い
る

も
の
と
判
断
し
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

紀
伊
続
風
土
記
編
纂
ス
タ
ッ
フ
は
、
妙
満
寺
に
お
い
て
新
旧
両
鐘
を
実
見
し
た
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
前
記
の
鐘
銘
を
掲
げ
る
に
際
し
て
、「
正
平
十
四
年
、
領
主
源
万

寿
丸
一
鐘
を
鋳
て
当
寺
の
宝
器
と
す
、
其
銘
文
左
の
如
し
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

新
旧
両
鐘
の
う
ち
、
万
寿
丸
ら
を
檀
那
と
し
て
鋳
造
さ
れ
た
旧
鐘
の
銘
文
を
掲
げ
る

の
だ
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

三
　
道
成
寺
梵
鐘
の
移
動

　

小
稿
で
は
、
正
平
一
四
年
に
鋳
造
さ
れ
た
道
成
寺
の
梵
鐘
の
作
成
経
緯
に
つ
い
て
、

推
測
を
交
え
て
考
察
し
て
き
た
。
し
か
し
、
道
成
寺
の
た
め
に
鋳
造
さ
れ
な
が
ら
も
、

先
述
の
通
り
、
こ
の
梵
鐘
は
、
現
在
京
都
の
妙
満
寺
の
所
蔵
と
な
り
、
旧
鐘
は
紛
失

し
、
そ
れ
を
模
し
た
新
鐘
が
現
在
も
残
っ
て
い
る
。
新
鐘
と
旧
鐘
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
前
稿
お
よ
び
本
稿
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
旧
鐘
が
妙
満
寺
の
所

有
に
帰
し
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
問
題

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
妙
満
寺
の
寺
伝
に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て

い
る
。そ

の
後
、
近
隣
に
災
厄
が
続
い
た
た
め
、
清
姫
の
た
た
り
と
恐
れ
ら
れ
た
鐘
は

山
林
に
捨
て
去
ら
れ
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
二
〇
〇
年
あ
ま
り
経
っ
た
天
正
年
間
、
そ
の
話
を
聞
い
た
「
秀
吉
根

来
攻
め
（
一
五
八
五
）」
の
大
将
・
仙
石
権
兵
衛
が
鐘
を
掘
り
起
こ
し
京
都
に
持

ち
帰
り
、
妙
満
寺
へ
と
納
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
梵
鐘
は
、
忌
み
嫌
わ
れ
て
山
中
に
捨
て
去
ら
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
天
正
一
三
年
（
一
五
八
五
）
の
秀
吉
の
紀
州
攻
め
の

際
に
、
秀
吉
配
下
の
仙
石
権
兵
衛
秀
久
に
よ
っ
て
、
こ
の
梵
鐘
が
掘
り
起
こ
さ
れ
て
、

彼
の
手
に
よ
っ
て
妙
満
寺
に
奉
納
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
こ
の
梵
鐘
は
人
々
に
忌
み
嫌
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
本
当

に
山
中
に
捨
て
去
ら
れ
て
二
〇
〇
年
以
上
の
月
日
を
過
ご
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。



九

も
し
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
い
き
な
り
紀
州
に
攻
め
込
ん
で
き
た
美
濃
国
生
ま
れ
の
仙

石
権
兵
衛
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
二
百
数
十
年
も
の
長
き
に
わ
た
っ
て
忘
れ
去
ら
れ

て
い
た
梵
鐘
の
所
在
地
を
知
り
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
道
成
寺
に
は
、
今
で
も
鐘
楼

跡
の
基
壇
が
残
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
坪
井
氏
の
観
察
に
よ
る
と
旧
鐘
を
正
し
く
模

倣
し
た
新
鐘
の
龍
頭
に
は
、
長
年
鐘
楼
に
吊
る
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
痕
跡
が
た

し
か
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
当
時
、
こ
こ
に
所
在
し
た
鐘
楼
に
、
旧
鐘
は
吊
り
下
げ
ら
れ

て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
室
町
期
に
描
か
れ
た
と
さ
れ
る
重
要

文
化
財
の
道
成
寺
縁
起
に
は
、
道
成
寺
の
梵
鐘
が
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る⑭
。

そ
の
有
名
な
梵
鐘
の
二
代
目
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
略
奪
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
、
も
し
そ
う
だ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
後
甚
だ
し
い
損
傷
を
加
え
ら
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
略
奪
者
は
、
当
初
こ
の
梵
鐘
の
何
た
る
か
を
知
ら
な
か

っ
た
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
そ
の
略
奪
者
は
、
寺
伝
に
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
仙
石

権
兵
衛
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
秀
吉
の
紀
州
攻
め
に
際
し
て
は
、
日

高
郡
の
土
豪
湯
河
直
春
を
、
仙
石
権
兵
衛
秀
久
・
中
村
一
氏
・
小
西
行
長
ら
に
攻
め

さ
せ
て
い
る⑮
。
直
春
の
立
て
こ
も
っ
た
城
は
小
松
原
（
現
御
坊
市
）
で
あ
り
、
道
成

寺
と
は
指
呼
の
距
離
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
権
兵
衛
が
湯
河
攻
め
の
合
間
に
、
道
成
寺

の
梵
鐘
を
略
奪
し
た
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
中
村
一
氏
や
小
西
行
長
の

可
能
性
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
妙
満
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
梵
鐘
に
つ
い
て
は
、

前
掲
の
『
都
名
所
図
会
』
に
、「
道
成
寺
の
鐘
」
と
い
う
項
目
を
立
て
、
次
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
。

こ
れ
紀
州
日
高
郡
道
成
寺
の
鐘
な
り
、
銘
あ
り
、
兵
乱
に
よ
っ
て
伽
藍
回
禄
の

後
、
所
々
に
う
つ
し
、
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
、
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
、

　
『
都
名
所
図
会
』
は
、
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
秀
吉
の
紀

州
攻
め
か
ら
約
二
〇
〇
年
を
経
過
し
て
お
り
、
全
幅
の
信
頼
を
置
く
こ
と
は
で
き
な

い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
妙
満
寺
へ
の
奉
納
年
月
を
明
示
し
て
い
る
点
で
、
何

ら
か
の
資
料
に
基
づ
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
紀
州
新
宮
某
、
当

寺
に
寄
附
す
」
と
あ
る
点
に
は
こ
と
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
梵
鐘
は
、
日
高
郡
道
成
寺
か
ら
略
奪
し
た
戦
国
武
将
に
よ
っ
て
、
直
接
妙
満

寺
に
奉
納
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
天
正
一
六
年
五
月
に
紀
州
の
新
宮

を
経
由
し
て
奉
納
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
仙
石
権
兵
衛
が
奉
納
し
た
と
す

る
な
ら
ば
、
な
に
ゆ
え
新
宮
を
経
由
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
村
一

氏
・
小
西
行
長
が
略
奪
者
だ
と
仮
定
し
て
も
、
新
宮
を
経
由
す
る
理
由
が
わ
か
ら
な

い
。

　
『
都
名
所
図
会
』
の
天
正
一
六
年
と
い
う
年
代
が
正
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
こ
ろ

秀
吉
か
ら
新
宮
支
配
を
任
さ
れ
て
い
た
の
は
、
堀
内
氏
善
で
あ
っ
た
か
ら
、「
紀
州
新

宮
某
」
と
は
、
彼
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、

妙
満
寺
へ
の
奉
納
が
、
天
正
一
六
年
五
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
彼
が
道
成

寺
の
梵
鐘
を
略
奪
し
た
の
は
、
秀
吉
の
紀
州
攻
め
が
開
始
さ
れ
る
天
正
一
三
年
三
月

以
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。



一
〇

　

前
掲
の
『
都
名
所
図
会
』
は
、
た
し
か
に
「
兵
乱
に
よ
っ
て
伽
藍
回
禄
の
後
、
所
々

に
う
つ
し
」
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
兵
乱
」
が
秀
吉
に
よ
る
天
正
一
三

年
の
紀
州
攻
め
で
あ
る
と
は
明
言
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
妙
満
寺
へ
の
奉
納
が
堀

内
氏
善
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
紀
州
攻
め
以
前
の
こ
と
で
あ
る
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

紀
州
攻
め
完
了
後
、
秀
吉
は
紀
州
を
弟
の
秀
長
に
授
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
秀
長

は
、
和
歌
山
に
城
代
と
し
て
桑
山
重
晴
を
、
新
宮
に
は
そ
れ
以
前
同
様
に
堀
内
を
、

田
辺
に
は
杉
若
無
心
を
配
置
し
て
い
る⑯
。
新
宮
の
堀
内
が
、
道
成
寺
の
梵
鐘
を
略
奪

す
る
た
め
に
は
、
田
辺
を
通
過
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
領
主
秀
長
に
命
じ
ら
れ
て

田
辺
を
治
め
て
い
た
杉
若
を
頭
越
し
に
し
て
、
天
正
一
三
年
の
紀
州
攻
め
完
了
以
後

に
、
堀
内
が
そ
の
よ
う
な
危
険
を
冒
す
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　

ま
た
、
天
正
一
三
年
の
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
の
紀
州
攻
め
の
最
中
に
堀
内
が

略
奪
し
た
と
も
思
わ
れ
な
い
。
紀
州
攻
め
に
際
し
て
は
、
秀
吉
は
陣
配
り
を
入
念
に

行
っ
て
、
紀
州
を
隈
な
く
支
配
す
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る⑰
。
そ
の
た
め
、
日
高
郡
に

陣
配
り
さ
れ
た
仙
石
権
兵
衛
ら
を
差
し
置
い
て
、
堀
内
が
道
成
寺
の
旧
鐘
を
略
奪
し

た
と
は
考
え
ら
れ
な
い⑱
。
そ
こ
で
、
堀
内
氏
善
の
こ
の
前
後
の
動
向
を
見
る
こ
と
に

し
た
い⑲
。

　

堀
内
氏
は
、
熊
野
の
在
地
土
豪
で
熊
野
水
軍
を
擁
し
て
い
た
。
氏
善
は
、
天
文
一

八
年
（
一
五
四
九
）
に
熊
野
で
生
ま
れ
た
。
そ
の
後
長
じ
て
天
正
九
年
に
は
織
田
信

長
に
仕
え
た
。
本
能
寺
の
変
で
信
長
の
薨
去
後
、
天
正
一
〇
年
の
山
崎
の
合
戦
で
は

秀
吉
に
属
し
て
戦
っ
た
。
そ
の
後
、
氏
善
は
新
宮
に
本
拠
を
構
え
な
が
ら
、
紀
伊
国

北
部
へ
食
指
を
延
ば
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
秀
吉
に
よ
る
紀
州
攻
め
以
前
の
紀

州
で
は
、
小
領
主
が
乱
立
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
氏
善
は
秀
吉
の
威
光
を
背
景
に

し
て
、
紀
州
で
の
勢
力
拡
張
を
目
論
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

当
初
、
秀
吉
の
紀
州
攻
め
に
、
氏
善
は
抵
抗
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、

秀
吉
の
紀
州
へ
の
侵
攻
以
前
に
、
紀
州
で
の
自
分
の
立
場
を
よ
り
確
か
な
も
の
に
し

た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
秀
吉
の
紀
州
侵
攻
の
意
志
の
固
い
こ
と
を
見
極

め
る
と
、
一
転
し
て
紀
州
攻
め
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
る
。
紀
州
攻
め
後
の
自
ら

の
立
場
を
有
利
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
堀
内
氏

善
が
道
成
寺
の
旧
鐘
を
略
奪
し
た
時
期
は
、
秀
吉
の
傘
下
に
属
し
た
天
正
一
〇
年
か

ら
、
紀
州
攻
め
の
始
ま
る
天
正
一
三
年
三
月
ま
で
の
間
と
み
る
こ
と
が
最
も
妥
当
で

あ
ろ
う
。
実
際
に
こ
の
間
氏
善
は
、
紀
北
に
食
指
を
延
ば
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
。

　

堀
内
氏
善
が
、
道
成
寺
の
旧
鐘
を
略
奪
し
た
目
的
は
、
そ
れ
が
歴
史
的
に
も
有
名

な
梵
鐘
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
旧
鐘
は
部
分
的
に
型
撮
り
が
で
き
な
い
ほ
ど
に
損
傷
し
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
堀
内
は
鋳
銅
製
の
梵
鐘
を
大
砲
な
ど
の
武
器
へ
の
転
用
を
目

論
ん
で
、
略
奪
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
旧
鐘
を
鋳
潰
す

べ
く
、
局
部
的
に
は
型
撮
り
さ
え
も
で
き
な
い
ほ
ど
に
、
損
傷
を
加
え
て
し
ま
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
作
業
を
進
め
る
過
程
で
、
そ
の
鐘
が
歴
史
的
に

有
名
な
梵
鐘
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
し
ば
ら
く
後
に
京
都
の
妙
満
寺
に
奉
納
し
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
氏
善
は
そ
の
道
成
寺
の
旧
鐘
が
歴
史
的
に
有
名
な
梵
鐘
で
あ
る
こ
と

を
何
時
気
付
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
氏
善
が
道
成
寺
の
鐘
を
略
奪
し
た
後
に
行

わ
れ
た
秀
吉
の
紀
州
攻
め
が
大
い
に
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
新

宮
の
在
地
土
豪
で
あ
っ
た
氏
善
は
、
前
述
の
如
く
道
成
寺
の
鐘
が
何
た
る
か
を
知
ら

ず
に
、
武
具
へ
の
転
用
を
目
論
ん
で
略
奪
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
秀
吉
は
一
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〇
万
も
の
大
軍
を
率
い
て
紀
州
に
な
だ
れ
込
ん
で
き
た
の
で
あ
る⑳
。

　

秀
吉
の
率
い
た
大
軍
の
中
に
は
、
京
都
で
豊
か
な
教
養
を
身
に
着
け
た
武
将
も
い

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
道
成
寺
に
ほ
ど
近
い
小
松
原
の
湯
河
の
城
を
攻
め
た
仙
石
秀
久
・

中
村
一
氏
・
小
西
行
長
な
ど
は
、
京
都
で
秀
吉
に
近
侍
し
、
公
家
た
ち
と
の
交
際
も

頻
繁
に
行
っ
て
い
た
。
彼
ら
こ
そ
が
、
そ
の
様
な
教
養
を
身
に
着
け
た
武
将
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
な
ら
ば
、
湯
河
攻
め
の
合
間
に
、
歴
史
的
に
有
名
な
道
成
寺

の
鐘
を
実
見
し
た
い
と
思
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
時
点
で
、
す
で

に
道
成
寺
の
鐘
は
、
氏
善
に
よ
っ
て
略
奪
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
和
歌

山
の
秀
吉
の
本
陣
で
、
そ
の
こ
と
が
噂
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

秀
吉
は
、
紀
州
攻
め
出
陣
中
に
、
頻
繁
に
京
都
の
関
係
者
に
書
状
を
発
給
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
紀
州
で
の
秀
吉
の
優
位
を
京
都
中
に
喧
伝
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。

京
都
を
留
守
に
し
て
い
る
秀
吉
が
、
紀
州
で
優
位
を
保
っ
て
、
必
ず
勝
利
の
上
で
京

都
に
凱
旋
す
る
こ
と
を
、
戦
い
を
知
ら
な
い
京
都
の
公
家
た
ち
に
理
解
さ
せ
る
た
め

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る㉑
。
当
然
教
養
あ
る
公
家
た
ち
は
、
道
成
寺
の
鐘
が
何
者
か
に

略
奪
さ
れ
た
こ
と
に
興
味
を
抱
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
噂
を
側

聞
し
た
氏
義
は
、
急
遽
道
成
寺
の
鐘
を
鋳
潰
す
こ
と
を
止
め
て
、
噂
の
ほ
と
ぼ
り
が

冷
め
た
天
正
一
六
年
五
月
に
、
妙
満
寺
に
奉
納
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

先
に
、
堀
内
氏
善
の
動
向
と
秀
吉
の
紀
州
攻
め
の
陣
配
り
の
状
況
か
ら
、
氏
善
が

道
成
寺
の
鐘
を
略
奪
し
た
の
は
、
天
正
一
〇
年
か
ら
同
一
三
年
三
月
の
紀
州
攻
め
の

始
ま
る
ま
で
の
間
で
あ
ろ
う
と
し
た
。
一
方
、
氏
善
が
道
成
寺
の
鐘
の
何
た
る
か
を

知
り
、
そ
の
鐘
を
砕
く
の
を
取
り
や
め
た
の
は
、
紀
州
攻
め
の
行
わ
れ
て
い
る
最
中

の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
し
、
氏
義
が
天
正
一
〇
年
に
そ
の
鐘
を
略
奪
し

た
の
で
あ
れ
ば
、
同
一
三
年
ま
で
三
年
の
歳
月
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
三
年
も
あ

れ
ば
そ
の
鐘
を
砕
き
き
っ
て
し
ま
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
彼
が

道
成
寺
の
鐘
を
略
奪
し
た
の
は
、
天
正
一
三
年
三
月
の
紀
州
攻
め
開
始
を
、
そ
れ
ほ

ど
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
こ
ろ
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

小
稿
は
、
京
都
妙
満
寺
に
所
蔵
す
る
元
道
成
寺
の
も
の
と
伝
え
ら
れ
る
梵
鐘
に
つ

い
て
考
察
を
行
っ
た
。
こ
の
梵
鐘
の
元
と
な
っ
た
旧
鐘
が
鋳
造
さ
れ
た
正
平
一
四
年

前
後
の
南
北
朝
に
お
い
て
は
、
こ
の
梵
鐘
だ
け
で
な
く
、
本
堂
に
関
る
復
興
事
業
が

行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
事
業
は
、
南
朝
に
心
を
寄

せ
る
こ
の
地
域
の
多
く
の
人
々
を
動
員
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

　

次
に
、
梵
鐘
の
銘
文
を
正
確
に
翻
刻
し
、
そ
の
意
味
を
解
釈
し
た
。
右
の
池
の
間

の
銘
文
は
、
こ
の
梵
鐘
を
讃
え
る
と
と
も
に
、
南
朝
の
後
村
上
天
皇
を
讃
え
る
意
味

が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
左
の
池
の
間
の
銘
文
は
、

こ
の
梵
鐘
鋳
造
に
か
か
わ
っ
た
人
々
が
列
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
中
で

も
、
施
主
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
源
万
壽
丸
と
吉
田
頼
秀
に
つ
い
て
、
考
察
を
施
し

た
。
万
壽
丸
に
つ
い
て
は
、
南
朝
の
武
将
と
し
て
、
当
地
に
侵
攻
し
て
き
た
人
物
で

あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
吉
田
頼
秀
は
、
紀
州
日
高
郡
矢
田
庄
吉
田
村
に
本
拠
を

有
し
、
道
成
寺
に
も
強
い
影
響
力
を
持
つ
在
地
の
有
力
者
で
あ
っ
た
と
推
定
し
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
新
参
の
万
壽
丸
は
、
当
地
に
お
け
る
戦
略
的
観
点
か
ら
、
道

成
寺
の
復
興
を
目
論
む
頼
秀
に
、
積
極
的
に
協
力
し
た
も
の
と
考
え
た
。

　

さ
ら
に
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
目
に
し
て
い
る
妙
満
寺
の
梵
鐘
は
、
坪
井
良
平
氏
の

指
摘
に
基
づ
い
て
、
江
戸
時
代
の
模
造
品
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
た
め
、
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新
鐘
の
銘
文
と
旧
鐘
の
銘
文
の
異
同
関
係
を
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
新
鐘
の
銘
文

は
、
旧
鐘
の
銘
文
に
関
し
て
、
一
文
字
を
除
い
て
ほ
ぼ
正
確
に
継
承
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
。

　

最
後
に
、
道
成
寺
に
本
来
所
在
し
た
こ
の
梵
鐘
が
、
妙
満
寺
の
所
蔵
に
帰
し
た
経

緯
を
考
察
し
た
。
妙
満
寺
の
寺
伝
に
よ
る
と
、
天
正
一
三
年
の
秀
吉
の
紀
州
攻
め
に

際
し
、
湯
河
攻
め
で
日
高
郡
を
担
当
し
た
仙
石
権
兵
衛
に
よ
っ
て
略
奪
さ
れ
、
妙
満

寺
に
奉
納
さ
れ
た
と
伝
承
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
秀
吉
の
紀
州
攻
め
に
お
け
る
陣

配
り
と
『
都
名
所
図
会
』
の
こ
の
梵
鐘
に
関
す
る
記
述
を
も
と
に
、
こ
の
寺
伝
に
疑

問
を
提
起
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
梵
鐘
が
新
宮
を
経
由
し
て
妙
満
寺
に
奉
納
さ
れ
た

と
す
る
『
都
名
所
図
会
』
の
記
述
を
も
と
に
し
て
、
道
成
寺
の
旧
鐘
を
略
奪
し
た
戦

国
武
将
は
、
秀
吉
時
代
に
新
宮
に
本
拠
を
有
し
て
い
た
堀
内
氏
善
で
あ
ろ
う
と
考
え

た
。
彼
は
、
天
正
一
三
年
三
月
に
始
ま
っ
た
紀
州
攻
め
を
そ
れ
ほ
ど
さ
か
の
ぼ
ら
な

い
時
期
に
、
略
奪
し
た
も
の
と
判
断
し
た
。

　

以
上
が
小
稿
の
概
略
で
あ
る
。
で
き
る
だ
け
史
料
に
忠
実
に
考
察
を
進
め
た
が
、

史
料
不
足
に
よ
っ
て
、
推
測
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
部
分
も
少
な
く
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
い
た
し
た
い
。

注①　

妙
満
寺
の
寺
伝
は
、
主
と
し
て
同
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
っ
た
。

②　

秀
吉
は
、
天
正
一
四
年
二
月
に
聚
楽
第
建
設
に
着
工
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
先
立
っ

て
、
建
設
予
定
敷
地
内
に
所
在
し
た
寺
社
の
移
転
を
命
じ
て
い
る
。『
都
名
所
図
会
』
に

よ
る
と
、
多
数
の
寺
社
が
天
正
一
一
年
に
寺
地
を
移
転
さ
せ
ら
れ
た
例
が
見
え
る
。
妙

満
寺
が
秀
吉
の
命
に
よ
っ
て
天
正
一
一
年
に
移
転
さ
せ
ら
れ
た
の
も
こ
の
例
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
同
年
に
寺
町
二
条
に
移
転
す
る
以
前
の
寺
地
は
、
聚
楽
第
敷
地
内
に
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、『
都
名
所
図
会
』
に
よ
る
と
、
聚
楽
第
の
敷
地
は
、「
一

条
の
南
、
二
条
の
北
に
し
て
、
東
は
大
宮
を
限
り
、
西
は
朱
雀
（
今
の
千
本
通
な
り
）

を
堺
と
す
」
と
あ
る
。

③　

拙
稿
「
道
成
寺
物
語
に
み
る
熊
野
参
詣
」（『
古
代
熊
野
の
史
的
研
究
』
塙
書
房
、
二

〇
〇
四
）
参
照
。

④　

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
、

一
九
八
六
）
参
照
。

⑤　

読
売
新
聞
二
〇
二
一
年
一
〇
月
二
五
日
付
朝
刊
二
九
面
に
よ
る
。

⑥　

北
朝
年
号
に
よ
れ
ば
、
文
和
三
年
で
あ
る
。

⑦　

万
壽
丸
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、『
日
高
郡
誌
』（
和
歌
山
県
日
高
郡
、
一
九
二
三
）
に

よ
る
。

⑧　
『
道
成
寺
発
掘
調
査
報
告
書
』（
川
辺
町
教
育
委
員
会
、
一
九
八
〇
）
に
よ
る
。

⑨　

坪
井
良
平
氏
の
所
論
は
、
道
成
寺
所
蔵
の
同
氏
書
状
写
に
よ
る
も
の
で
近
年
ま
で
活

字
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
妙
満
寺
梵
鐘
に
関
す
る

坪
井
良
平
書
状
」（『
関
西
大
学
博
物
館
紀
要
』
二
八
号
、
二
〇
二
二
）
に
お
い
て
、
翻

刻
お
よ
び
そ
の
大
意
を
詳
述
し
て
い
る
の
で
、
あ
わ
せ
て
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

⑩　
『
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
。

な
お
、
新
旧
両
鐘
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
妙
満
寺
梵
鐘
に
関
す
る
坪
井
良
平
書

状
」（
前
掲
注
⑧
）
に
詳
述
し
て
い
る
の
で
、
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

⑪　
『
紀
伊
続
風
土
記
』
は
、
紀
州
徳
川
家
が
学
術
ス
タ
ッ
フ
の
総
力
を
挙
げ
て
、
天
保
一

〇
年
一
一
月
に
完
成
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
編
纂
に
際
し
て
き
わ
め
て
厳
密
な
資
料
調
査

を
行
う
な
ど
の
詳
細
に
つ
い
て
は
『
和
歌
山
市
史
』
第
二
巻
（
和
歌
山
市
、
一
九
八
九
、

三
尾
功
担
当
）
に
詳
し
い
。
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⑳　
「
イ
エ
ズ
ス
会
日
本
年
報
」（『
新
異
国
叢
書
』）
に
収
め
る
天
正
一
三
年
一
〇
月
一
日

付
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
の
書
状
に
よ
る
と
、
秀
吉
が
率
い
た
紀
州
攻
め
の
軍
勢
は
、「
十

万
を
超
え
た
」
と
記
し
て
い
る
。

㉑　

紀
州
攻
め
期
間
中
の
秀
吉
の
書
状
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
天
下
人
秀
吉
と
和
歌
浦
」

（『
日
本
史
の
中
の
和
歌
浦
』
塙
書
房
、
二
〇
一
五
）
に
概
略
を
記
し
て
い
る
の
で
、
あ

わ
せ
て
参
照
願
い
た
い
。

⑫　

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

－

三
、
一
九
二
七
）
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

を
引
用
し
て
、
旧
鐘
が
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
七
月
の
妙
満
寺
の
火
災
の
際
に
焼
失

し
た
こ
と
を
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
。

⑬　

拙
稿
に
お
い
て
は
、『
紀
伊
続
風
土
記
』
二
（
歴
史
図
書
社
、
一
九
七
〇
）
を
底
本
と

し
て
用
い
て
い
る
。

⑭　
「
道
成
寺
縁
起
」
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
小
松
茂
美
『
桑
実
寺
縁
起　

道
成
寺
縁
起
』

（
続
日
本
の
絵
巻
二
四
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
二
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑮　
『
和
歌
山
県
史
』（
中
世
、
和
歌
山
県
、
一
九
九
四
、
矢
田
俊
文
担
当
）
参
照
。

⑯　
『
和
歌
山
県
史
』（
中
世
、
前
掲
注
⑮
）
参
照
。

⑰　

天
正
一
三
年
四
月
一
三
日
付
、
羽
柴
秀
吉
書
状
（
惟
住
越
前
守
宛
、『
和
歌
山
市
史
』

第
四
巻
、
戦
国
時
代
五
七
九
号
）
に
は
、「
残
す
所
無
く
熊
野
の
果
迄
平
均
に
任
せ
」
と

秀
吉
自
身
が
記
し
て
い
る
。
な
お
、
秀
吉
の
紀
州
攻
め
に
際
し
て
の
政
治
的
動
向
に
つ

い
て
は
、
拙
稿
「
太
田
城
水
攻
め
の
政
治
的
意
義
」（
和
歌
山
大
学
紀
州
経
済
史
文
化
史

研
究
所
『
研
究
紀
要
』
二
九
、
二
〇
〇
八
）
に
詳
し
い
の
で
、
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た

い
。

⑱　
「
宇
野
主
水
日
記
」（『
石
山
本
願
寺
日
記
』）
天
正
一
三
年
四
月
一
三
日
条
に
よ
る
と
、

「
中
村
孫
平
次
（
一
氏
）
へ
御
音
信
、
御
小
袖
・
馬
・
樽
三
、
紀
州
奥
郡
ニ
先
懸
已
来
在

陣
に
付
而
」
と
あ
る
。
ま
た
、
天
正
一
三
年
三
月
二
五
日
付
小
早
川
隆
景
宛
書
状
（『
小

早
川
家
文
書
』・『
大
日
本
古
文
書
』）
に
よ
る
と
、「
仙
石
権
兵
衛
・
中
村
孫
平
次
・
小

西
弥
九
郎
其
外
人
数
、
湯
河
館
に
至
る
べ
く
指
遣
わ
し
候
処
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
書
状
発
給
の
翌
日
で
あ
る
三
月
二
六
日
に
は
、
小
松
原
へ
の
陣
配
り
が
完
了
し
て
い

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

⑲　

堀
内
氏
善
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
七
四
四
の
藤
原
氏
師
尹
流

堀
内
の
項
に
よ
っ
た
。




