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※
本
講
演
録
は
令
和
五
年
一
二
月
九
日
に
千
葉
大
学
け
や
き
会
館
大
ホ
ー
ル
で
の
講
座
を
収
録
し
た
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
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開
会
挨
拶

久
保　

勇
（
千
葉
大
学
大
学
院　

人
文
科
学
研
究
院　

准
教
授
）

　

皆
様
、
こ
ん
に
ち
は
。
本
日
は
令
和
五
年
度
千
葉
市
・
千
葉
大
学
公
開
市
民
講
座
、

『
東
ア
ジ
ア
文
化
の
受
容
と
千
葉
氏
』
に
ご
参
加
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
た
だ
今
、
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
学
長
特
別
補
佐
、
生
涯
学
習
及
び

地
域
連
携
担
当
の
久
保
勇
と
申
し
ま
す
。
当
職
を
仰
せ
つ
か
っ
て
ち
ょ
う
ど
三
年
目

と
な
り
ま
す
。

　

さ
て
、
千
葉
市
様
と
の
共
催
で
、
千
葉
一
族
を
取
り
上
げ
る
本
講
座
は
、

二
〇
一
七
年
（
平
成
二
十
九
年
度
）
に
始
ま
り
ま
し
た
。
昨
年
度
ま
で
で
ち
ょ
う
ど

六
回
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
千
葉
開
府
九
〇
〇
年
を
迎
え
る
の
が
二
〇
二
六

年
で
す
の
で
、
三
年
後
と
な
り
ま
す
。
そ
の
年
を
ゴ
ー
ル
と
い
た
し
ま
す
と
、
本
日

を
含
め
ま
し
て
、
残
り
あ
と
四
回
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

来
週
十
二
月
十
四
日
は
忠
臣
蔵
の
討
入
の

日
で
す
け
れ
ど
も
、
二
〇
二
六
年
の
六
月
一
日

の
開
府
九
〇
〇
年
、
ち
ょ
う
ど
九
〇
〇
日
前
の

カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
セ
レ
モ
ニ
ー
が
、
千
葉
市
の

市
役
所
の
庁
舎
一
階
で
開
催
さ
れ
る
そ
う
で

す
。
い
よ
い
よ
九
〇
〇
年
を
迎
え
る
に
あ
た
っ

て
、
そ
の
時
が
迫
っ
て
き
た
こ
と
が
実
感
さ
れ

ま
す
。

　

毎
度
の
お
願
い
と
な
り
ま
す
が
、
最
後
に
皆

様
の
お
手
元
に
あ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
に
、
千
葉
氏

に
関
わ
る
今
後
の
公
開
講
座
の
企
画
テ
ー
マ
な

ど
、
こ
う
い
う
も
の
を
や
っ
て
ほ
し
い
と
い
う

ご
要
望
な
ど
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
ぜ
ひ
ご
記
入
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

さ
て
、
本
日
の
テ
ー
マ
で
す
が
、
前
近
代
の
日
本
は
い
わ
ば
「
漢
字
」
を
共
有
し

た
国
々
＝
「
東
ア
ジ
ア
」
と
い
う
世
界
で
交
流
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。「
東
ア
ジ
ア
」

と
い
う
視
点
は
、
近
代
以
降
、
大
戦
を
挟
ん
で
も
紆
余
曲
折
あ
っ
た
概
念
で
す
け
れ

ど
も
、
前
近
代
、
特
に
日
本
の
中
世
と
い
う
時
代
に
お
き
ま
し
て
、
当
時
の
人
々
に
、

自
分
た
ち
が
東
ア
ジ
ア
に
い
る
の
だ
と
い
う
自
覚
さ
れ
た
枠
組
み
は
な
か
っ
た
と
想

像
さ
れ
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
本
講
座
は
現
代
の
世
界
史
的
な
視
点
か
ら
テ
ー

マ
を
掲
げ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
千
葉
氏
の
文
化
活
動
を
「
東
ア
ジ
ア
」
と
い
う
視

点
か
ら
捉
え
直
す
試
み
と
い
う
の
は
、
一
昨
年
も
実
は
開
催
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、

そ
の
時
は
宋
の
貨
幣
、
特
に
銅
製
の
宋
銭
、
そ
れ
ら
が
中
世
に
日
本
に
大
量
に
持
ち

込
ま
れ
た
状
況
に
つ
い
て
、
よ
く
知
ら
れ
る
新
安
沈
船
の
事
例
な
ど
を
ご
紹
介
い
た

だ
き
な
が
ら
学
ん
で
き
ま
し
た
。
そ
う
い
っ
た
流
れ
の
上
か
ら
も
、
本
日
の
ク
ロ
ス

ト
ー
ク
を
私
自
身
、
非
常
に
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
中
世
を
考
え
ま
す
時
に
、
仏
典
と
か
歴
史
書
な
ど
、「
漢
字
」
に
よ
っ
て

共
有
さ
れ
た
書
物
文
化
が
研
究
の
対
象
に
な
り
が
ち
で
す
が
、
本
日
、
取
り
上
げ
ら

れ
る
イ
メ
ー
ジ
、
も
し
く
は
モ
ノ
と
い
っ
た
も
の
も
、
も
た
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
ら
は
数
の
上
で
も
認
識
の
上
で
も
、
お
そ
ら
く
限
ら
れ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
高
い

価
値
が
見
い
だ
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
本
講
座
は
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
、

モ
ノ
と
い
っ
た
も
の
を
千
葉
氏
が
保
有
し
て
い
た
事
実
を
、
学
術
的
方
法
を
も
っ
て

講
師
の
先
生
方
が
解
き
明
か
し
て
く
だ
さ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
手
法
に
よ
っ

て
、
中
世
に
お
け
る
千
葉
氏
の
社
会
的
地
位
＝
ス
テ
ー
タ
ス
や
政
治
的
な
権
威
、
位

置
、
ひ
い
て
は
私
た
ち
が
現
在
住
み
、
学
ん
で
い
る
こ
の
「
千
葉
」
と
い
う
地
域
の

文
化
的
状
況
を
捉
え
直
し
、
皆
様
と
共
有
し
て
い
く
機
会
に
な
ろ
う
か
と
想
像
し
て

お
り
ま
す
。

　

若
干
、
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
私
の
開
講
の
あ
い
さ
つ
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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趣
旨
説
明司

会　

外
山　

信
司
（
千
葉
市
立
郷
土
博
物
館
総
括
主
任
研
究
員
）

　

そ
れ
で
は
、
私
か
ら
、
本
日
の
テ
ー
マ
で
あ
り
ま
す
「
東
ア
ジ
ア
文
化
の
受
容
と

千
葉
氏 

―
妙
見
像
と
貿
易
陶
磁
器
か
ら
み
た
文
化
と
権
威
―
」
に
つ
い
て
、
趣
旨

を
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

皆
様
は
、
鎌
倉
武
士
、
特
に
坂
東
武
士
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
お

持
ち
で
し
ょ
う
か
。
従
来
は
、
草
深
い
関
東
の
地
に
土
着
し
て
開
墾
や
所
領
の
経
営

に
努
め
、
教
養
に
は
乏
し
い
が
武
芸
の
鍛
錬
に
励
み
、
質
実
剛
健
な
暮
ら
し
を
送
っ

て
い
た
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
千
葉
氏
は
そ
の
典
型
と
位
置
付

け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
本
当
に
そ
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

　

と
こ
ろ
で
、
千
葉
氏
と
い
え
ば
、
氏
神
・
軍い
く
さ
が
み神と
し
て
妙
見
を
篤
く
信
仰
し
て
い

た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

そ
の
姿
は
中
国
の
道
教
に
お
け
る
真
武
神
の

図
像
を
受
容
し
た
も
の
で
す
。
真
武
神
は
、
道

教
で
は
北
方
の
神
・
玄
武
と
さ
れ
ま
し
た
。
千

葉
氏
は
真
武
神
像
に
基
づ
く
「
妙
見
信
仰
」
を

浸
透
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
性
を
確
立

し
、
一
族
の
団
結
を
図
っ
た
の
で
す
。
こ
の
よ

う
な
動
き
は
、
千
葉
氏
が
宋
の
文
化
を
受
容
し

て
い
た
こ
と
の
表
れ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

一
方
、
私
ど
も
の
千
葉
市
立
郷
土
博
物
館
の

あ
る
猪
鼻
城
跡
か
ら
は
、
十
二
世
紀
に
中
国
南

部
で
焼
か
れ
た
褐
釉
四
耳
壺
が
出
土
し
た
の

を
は
じ
め
、
各
地
の
千
葉
氏
関
係
の
史
跡
で

は
、
中
国
製
の
青
磁
・
白
磁
と
い
っ
た
貿
易
陶
磁
が
多
く
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
は
ス
テ
イ
タ
ス
・
シ
ン
ボ
ル
、
威
信
財
と
し
て
、
千
葉
氏
の
権
威
や
権
力
を
示
す

も
の
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

本
公
開
講
座
で
は
、
彫
刻
史
、
中
世
考
古
学
と
い
う
二
つ
の
面
か
ら
、
千
葉
氏
が

中
国
の
宋
の
文
化
を
受
け
入
れ
、「
唐か
ら
も
の物
文
化
」を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
ま
す
。

そ
し
て
、
仏
像
彫
刻
、
中
世
考
古
学
の
第
一
人
者
で
あ
る
、
お
二
人
の
講
師
の
お
話

を
拝
聴
し
、
中
世
の
房
総
が
「
東
国
の
都
」
鎌
倉
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
京
都
、
九

州
、
さ
ら
に
中
国
と
い
っ
た
東
ア
ジ
ア
と
も
結
び
付
き
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
と
お

し
て
、
千
葉
氏
は
下
総
の
地
に
お
け
る
閉
ざ
さ
れ
た
存
在
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
千

葉
が
「
陸
と
海
と
の
結
節
点
」
と
し
て
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
け

れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

三
年
後
、
令
和
八
年
に
迫
っ
た
「
千
葉
開
府
九
〇
〇
年
」
に
向
け
、
千
葉
氏
が
た

ど
っ
た
歴
史
に
つ
い
て
、
広
い
視
野
で
市
民
の
皆
様
と
と
も
に
考
え
、
共
有
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。



　

ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
濱
名
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
時
間
も
一
時
間
と

い
う
短
い
時
間
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
早
速
、
話
の
ほ
う
を
、
始
め
さ
せ
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
皆
様
、
画
面
を
ご
覧
に
な
ら
れ
て
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て

お
聞
き
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

�
奈
良
平
安
時
代
ま
で
の
「
運
命
神
」
と
し
て
の
妙
見
信
仰

　

先
程
の
外
山
先
生
の
お
話
に
も
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
千
葉
一
族
を
特
徴
付
け
る
も

の
と
し
て
、
妙
見
信
仰
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
い
わ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
ふ
る

さ
と
の
千
葉
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
よ
う
な
も
の
に
も
現
在
な
っ
て
い
る
わ
け

で
す
、
千
葉
神
社
様
が
そ
の
代
表
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
、
そ
こ
に
も
東
ア
ジ
ア
、

具
体
的
に
い
い
ま
す
と
中
国
と
の
文
化
的
な
交
流
の
痕
跡
と
い
う
の
を
見
い
だ
す
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
、本
日
は
そ
う
い
う
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　

皆
様
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
日
本
の
妙
見
信
仰
と
い
う
の
は
長
い
歴
史
を
持
っ
て

い
ま
し
て
、
千
葉
氏
以
前
か
ら
日
本
に
は
妙
見
信
仰
と
い
う
の
は
ご
ざ
い
ま
し
て
、

も
う
既
に
奈
良
時
代
に
は
相
応
に
普
及
を
し
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
知
ら
れ

て
お
り
ま
す
。
そ
れ
を
千
葉
氏
が
鎌
倉
時
代
に
大
き
く
変
え
て
、
自
分
た
ち
の
守
護

神
と
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
際
、
中
国
か
ら
新
し
い
図
像
で
あ
る

と
か
、
あ
る
い
は
信
仰
、
思
想
、
そ
う
い
っ
た
よ
う
な
も
の
を
導
入
し
て
、
新
た
な

妙
見
像
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
生
み
出
し
て
い
る
と
。
そ
の
辺
を
見
て
い
く
の
が
本

日
の
お
話
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

最
初
に
、
妙
見
信
仰
の
典
拠
と
な
る
経
典
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
『
妙
見
菩
薩

神
呪
経
』
と
い
う
経
典
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
ち
ら
が
ほ
ぼ
妙
見
信
仰
の
経
典
の
典

拠
と
な
る
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
典
拠
と
い
い
ま
す
か
、
こ
ち
ら
が
元
に
な
っ
て
妙
見

信
仰
と
い
う
の
は
展
開
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
最
初
に
押
さ
え
て
お
き
た
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【
講
演
１
】

　
　
　

千
葉
妙
見
と
真
武
神

濱
名　

徳
順
（
天
台
宗
宝
聚
寺
住
職
、
山
武
市
、
富
津
市
等
文
化
財
審
議
委
員
、
茂
原
市
史
調
査
・
執
筆
員
）

講
師
紹
介

　

濱は
ま

名な　

徳と
く

順じ
ゅ
ん（
天
台
宗
宝
聚
寺
住
職
、
山
武
市
、
富
津
市
等
文
化
財
審
議
委

員
、
茂
原
市
史
調
査
・
執
筆
員
）

　

千
葉
県
出
身
。
学
習
院
大
学
文
学
部
フ
ラ
ン
ス
文
学
科
卒
業
、
武
蔵
大
学
大

学
院
フ
ラ
ン
ス
語
フ
ラ
ン
ス
文
化
学
科
修
士
課
程
修
了

　

専
門
は
仏
教
美
術
。
房
総
に
お
け
る
仏
像
彫
刻
の
第
一
人
者
。
フ
ラ
ン
ス
、

グ
ラ
ン
パ
レ
国
立
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
の
『
パ
リ
は
に
わ
展
』
、
千
葉
市
美
術
館
の

企
画
展
『
仏
像
半
島
』
の
実
行
委
員
長
、
い
す
み
市
郷
土
資
料
館
の
二
つ
の
企

画
展
、
『
法
興
寺
の
仏
像
』
『
行
元
寺
の
す
べ
て
』
の
企
画
、
監
修
の
ほ
か
、

千
葉
市
サ
ミ
ッ
ト
な
ど
歴
史
・
文
化
イ
ベ
ン
ト
で
パ
ネ
ラ
ー
や
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。

　

著
書
は
、
『
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
僧
侶
の
パ
リ
日
記
』
（
千
葉
日
報
社　

一
九
九
八
）
、
『
北
総
の
名
刹
巡
礼
』
（
千
葉
日
報　

二
〇
〇
七
）
、
『
山
武

市
の
仏
像
』
（
山
武
仏
教
文
化
研
究
会
、
二
〇
一
一
）
が
あ
る
。
『
千
葉
県
の

歴
史 

通
史
編 

中
世
』
で
は
、
中
世
房
総
の
仏
像
彫
刻
の
項
目
を
担
当
し
た
。



い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
全
部
読
ん

で
い
る
と
、
時
間
が
あ
っ
と
い
う
間

に
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
今

日
の
話
に
主
要
な
部
分
を
抜
き
出
し

て
、
最
初
に
ち
ょ
っ
と
見
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
【
資
料
２
】。

　

ま
ず
、「
我
北
辰
菩
薩
名
曰
妙
見
」

と
あ
り
ま
す
。
私
の
本
職
は
僧
侶
で

す
の
で
、
お
経
は
す
ぐ
に
読
む
こ
と

が
で
き
ま
す
。
こ
れ
を
読
み
下
し
ま

す
と
、「
我
は
北
辰
菩
薩
な
り
。」
と

な
り
ま
す
。
北
辰
と
い
う
の
は
北
極

星
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
よ
ろ
し
い

と
思
う
の
で
す
が
、「
名
は
妙
見
と

い
う
。」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
意
味
は「
天
の
中
心
に
あ
っ
て
、

天
空
を
支
配
す
る
者
で
あ
る
」
と
い

う
意
味
に
な
り
ま
す
。
北
極
星
は
自
分
を
中
心
に
し
て
、
そ
の
周
り
を
星
が
巡
り
ま

す
の
で
、
天
の
中
心
に
あ
っ
て
自
分
は
宇
宙
を
支
配
し
て
る
の
だ
と
、
こ
う
い
う
こ

と
が
ま
ず
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

次
に
、「
為
大
国
師
領
四
天
下
、
一
切
国
事
我
悉
當
之
」
と
い
う
所
で
す
が
「
大

国
師
と
な
っ
て
四
天
下
を
領
し
、
一
切
の
国
事
、
こ
と
ご
と
く
こ
れ
に
当
た
る
」
と

い
う
ふ
う
に
書
い
て
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
は
「
天
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
る
だ
け

じ
ゃ
な
く
て
、
地
上
の
こ
と
も
全
て
自
分
が
掌
握
を
し
て
い
る
」
の
だ
と
、
こ
う
い

う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
よ
ろ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、「
若
諸
人
王
不
以
正
法
、
我
能
退
之
徴
召
賢
能
代
其
王
位
」
と
い
う
所

で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
は
、「
も
し
諸
の
人
王
が
正
法
を
も
っ
て
せ
ざ
れ
ば
、
我

は
こ
れ
を
退
け
、賢
能
の
も
の
を
徴
召
し
、そ
の
王
位
を
代
え
る
」と
い
う
意
味
で
す
。

妙
見
は
星
の
神
で
す
か
ら
、
天
上
か
ら
何
で
も
見
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
世
の
人
々
、

例
え
ば
、
王
様
の
場
合
は
王
様
を
見
て
い
て
、
そ
れ
が
ろ
く
で
も
な
い
こ
と
や
っ
て

い
た
ら
、
そ
い
つ
を
退
け
て
、
新
し
い
優
秀
な
人
間
を
王
位
に
就
け
る
の
だ
と
、
そ

う
い
う
こ
と
を
私
は
や
っ
て
い
る
と
。
王
様
で
は
な
い
一
般
の
人
間
だ
っ
た
ら
ど
う

す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
ろ
く
な
を
こ
と
や
っ
て
な
か
っ
た
ら
そ
の
人
の

寿
命
を
短
く
す
る
と
い
う
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
運
勢
を
司
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
い
っ
て
い
ま
す
。
領
主
の
場
合
は
、
王
様
と
同
じ
意
味

合
い
に
な
り
ま
す
。
領
主
が
ろ
く
な
こ
と
や
っ
て
な
か
っ
た
ら
、
そ
の
人
間
を
俺
は

代
え
る
ん
だ
よ
と
。
逆
に
い
う
と
、
妙
見
が
認
め
た
領
主
と
い
う
の
は
非
常
に
優
秀

で
優
れ
た
人
間
だ
か
ら
こ
そ
、
妙
見
が
領
主
と
し
て
認
め
て
い
る
の
だ
と
、
こ
う
い

う
話
に
も
な
る
わ
け
で
す
ね
。

　

次
に
、「
若
能
慙
愧
改
悪
修
善
」
と
、「
時
當
率
諸
大
天
王
、
除
死
定
生
滅
罪
増
福

益
算
延
寿
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。「
も
し
選
ば
れ
た
人
間
が
よ
く
慙
愧
し
、
悪
を

改
め
善
を
修
せ
ば
、
我
は
時
に
ま
さ
に
諸
の
大
天
王
を
率
い
て
死
を
除
き
、
生
を
定

め
、
罪
を
滅
し
、
福
を
増
や
し
、
算
を
増
や
し
、
寿
を
延
ば
す
」
と
あ
り
ま
す
。
算

と
い
う
の
は
寿
命
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
の
人
の
持
っ
て
い
る
寿
命
を
延
ば
し
て
や

る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
自
分
を
正
す
、
仏
教
で
は
悔け

か過
と
い

う
法
要
が
あ
り
ま
す
が
、
仏
の
前
で
よ
く
反
省
し
て
、
自
分
の
や
っ
て
い
る
こ
と
を

正
す
と
王
で
も
一
般
の
人
間
で
も
、
そ
の
よ
う
な
善
人
の
運
命
を
好
転
さ
せ
る
の
が

妙
見
の
功
徳
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

さ
ら
に
こ
う
い
っ
た
ご
利
益
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
。「
風
雨
順
時
穀
米
豊
熟
疫
気

消
除
無
諸
強
敵
」
と
あ
り
ま
し
て
、「
王
様
が
そ
の
よ
う
に
身
を
処
し
て
い
る
と
そ

の
国
で
は
、
風
雨
は
時
に
順
じ
、
大
雨
な
ん
か
降
ら
な
い
。
ゲ
リ
ラ
豪
雨
な
ん
か
来

な
い
と
い
う
の
で
す
。
穀
米
は
豊
か
に
熟
し
、
猛
暑
で
米
の
等
級
が
下
が
っ
て
し
ま

う
な
ん
て
こ
と
は
な
い
と
。「
疫
気
は
消
除
し
」
と
。
コ
ロ
ナ
な
ん
か
す
ぐ
な
く
な

る
と
。「
諸
々
の
強
敵
無
し
」
と
あ
り
ま
す
。
恐
ろ
し
い
敵
に
襲
わ
れ
た
り
す
る
と

い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
ま
す
。

　

要
す
る
に
、
妙
見
は
天
空
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
悪
事
を
な
く
す
。
そ
う
い
っ
た
、
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よ
く
拝
め
ば
、あ
る
い
は
妙
見
に
対
し
て
恥
ず
か
し
く
な
い
よ
う
な
行
い
を
す
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
し
て
く
だ
さ
る
の
が
妙
見
な
ん
だ
と
い
う
よ
う
な

こ
と
が
、
こ
の
『
妙
見
菩
薩
神
呪
経
』
と
い
う
経
典
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
皆
様
が

こ
の
経
典
を
読
め
ば
分
か
る
よ
う
に
、
要
す
る
に
妙
見
と
い
う
の
は
天
か
ら
、
妙
見

と
い
う
ぐ
ら
い
で
す
か
ら
よ
く
見
え
る
の
で
す
、
人
の
や
っ
て
い
る
こ
と
が
。
こ
れ

を
よ
く
見
て
、
そ
し
て
、
悪
い
こ
と
を
し
て
い
た
ら
そ
の
人
間
を
叱
り
、
そ
し
て
良

い
こ
と
を
し
て
い
た
ら
そ
の
人
間
の
運
命
を
良
く
す
る
と
い
う
、
運
命
神
と
し
て
の

妙
見
様
と
い
う
の
が
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
た
だ
け
る
と

よ
ろ
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
そ
う
い
っ
た
『
妙
見
菩
薩
神
呪
経
』
と
い
う
経
典
を
基
に
し
な
が
ら
、

日
本
で
ど
の
よ
う
な
妙
見
信
仰
が
展
開
を
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
の
説
明
に
移
り
ま

す
。
こ
れ
は
平
安
末
に
編
さ
ん
を
さ
れ
た
『
十
巻
抄
』
あ
る
い
は
『
図
像
抄
』
と
い

う
ふ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
図
像
集
な
の
で
す
が
、
平
安
末
の
段
階
で
妙
見
像
と
し
て

三
タ
イ
プ
の
像
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
【
資
料
３
】。

　

実
は
も
っ
と
他
に
も
妙
見
像
は
あ
る
の
で
す
が
、
取
り
あ
え
ず
、
こ
の
三
つ
の
タ

イ
プ
を
挙
げ
ま
す
よ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
。
こ
の
三
タ
イ
プ
そ
れ
ぞ
れ
を
見
て

い
き
ま
す
と
、
例
え
ば
、
①
に
つ
い
て
は
通
常
の
菩
薩
、
妙
見
菩
薩
と
い
う
ふ
う
に

い
わ
れ
て
ま
す
の
で
、
通
常
の
観
音
菩
薩
と
か
弥
勒
菩
薩
と
同
じ
姿
で
す
が
、
北
極

星
の
化
身
で
あ
る
、
あ
る
い
は
北
極
星
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
す
た
め

に
手
に
北
斗
七
星
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
実
は
妙
見
と
い
う
の
は
北
極
星
で
あ
る

と
い
う
説
と
、
そ
れ
か
ら
北
斗
七
星
で
あ
る
と
い
う
説
と
両
方
あ
る
わ
け
で
す
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
ど
ち
ら
と
も
決
め
難
い
わ
け
で
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
北
辰
星
の
化

身
と
し
て
の
菩
薩
だ
と
い
う
こ
と
、
雲
の
上
に
乗
っ
か
っ
て
い
る
っ
て
い
う
こ
と
は

天
に
い
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
こ
う
い
っ
た
姿
の
お
像
が
一
つ
あ

る
わ
け
に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
次
に
②
、
竜
の
上
に
立
っ
て
日
月
と
筆
と
巻
物
を
持
っ
て
片
足
立
ち
す

る
こ
う
い
っ
た
妙
見
像
が
一
つ
描
か
れ
て
い
ま
す
。
従
者
も
片
方
は
硯
を
持
っ
て
、

も
う
片
方
は
紙
を
持
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
妙
見
様
の
像
が
あ
り
ま
す
。
竜
の
上
に

乗
っ
か
っ
て
い
る
の
は
天
空
を
疾
走
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
ビ
ュ
ー

ン
と
す
ご
い
勢
い
で
天
か
ら
地
上
の
ほ
う
ま
で
見
に
来
て
、
人
間
界
の
様
子
を
見
て

善
行
の
者
、
悪
行
の
者
を
記
録
し
て
い
る
の
で
す
。
手
に
筆
と
巻
物
持
っ
て
い
る
っ

て
い
う
の
は
、
こ
っ
ち
の
人
は
悪
さ
や
っ
て
い
る
な
と
、
こ
っ
ち
は
キ
ッ
ク
バ
ッ
ク

受
け
て
い
る
ぞ
と
か
、
要
は
、
地
上
の
人
た
ち
の
行
い
を
見
に
来
て
記
録
す
る
と
い

う
、
そ
う
い
っ
た
姿
が
こ
こ
に
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
妙
見
は
ま
さ
に
地
上
を
巡
視
し

人
の
行
い
を
判
断
し
て
い
く
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
の
運
命
を
変
え
る
存

在
で
す
。
人
間
は
た
く
さ
ん
い
る
の
で
、
こ
っ
ち
で
見
た
こ
と
を
紙
に
書
い
て
お
か

な
い
と
忘
れ
て
し
ま
う
の
で
、
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
に
紙
と
筆
を
持
っ
て
い
る
、
そ

う
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
も
う
一
体
、
③
の
タ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
②
に
近
い
の
で
す
が
、

お
顔
が
怖
い
、
憤
怒
相
で
、
日
月
の
代
わ
り
に
武
器
を
持
っ
て
い
る
。
日
月
、
持
っ

て
い
る
っ
て
い
う
の
は
、
天
空
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
こ
ち
ら
は
武
器
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
悪
行
の
者
へ
の

懲
罰
を
強
調
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。
チ
ェ
ッ
ク
し
て
、
そ
し

て
、
な
ん
か
悪
さ
を
や
っ
て
い
る
や
つ
が
い
た
ら
、
こ
の
棒
で
ひ
っ
ぱ
た
き
ま
す
と

い
う
よ
う
な
こ
と
を
表
す
た
め
、
手
に
武
器
を
持
ち
恐
怖
を
具
現
化
し
て
い
る
。
だ

か
ら
恐
ろ
し
い
顔
を
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
な
の
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は

ま
た
別
の
信
仰
で
庚
申
の
信
仰
っ
て
い
う
の
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
庚
申
の
信
仰

と
習
合
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
こ
の
三

つ
が
『
図
像
抄
』
に
は
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
ま
で
の
妙
見
様
に
対

す
る
信
仰
と
い
う
の
は
、
運
命
神
に
対
す
る
信
仰
で
あ
る
。
星
だ
か
ら
、
上
か
ら
人

の
や
っ
て
い
る
こ
と
を
よ
く
見
て
い
る
。
隠
れ
ら
れ
な
い
、
上
か
ら
見
ら
れ
て
い
る

か
ら
。
そ
し
て
そ
れ
を
ち
ゃ
ん
と
記
録
し
て
、
人
の
運
命
っ
て
い
う
の
を
定
め
て
い

る
の
だ
と
い
う
。
あ
る
意
味
で
は
怖
い
そ
う
い
っ
た
存
在
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
よ
く

崇
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
よ
と
い
う
よ
う
な
、
強
面
的
な
側
面
が
非
常
に
強
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
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そ
れ
か
ら
、
こ
れ
は
『
図
像
抄
』
に
は
出
て
な
く
て
、『
別
尊
雑
記
』
と
い
う
『
図

像
抄
』よ
り
も
う
少
し
後
に
編
さ
ん
さ
れ
た
図
像
集
に
出
て
く
る
妙
見
像
と
し
て
は
、

こ
う
い
っ
た
タ
イ
プ
の
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
【
資
料
４
】。
④
は
、
先
程
の
②
の
お

像
に
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
の
で
す
が
、
違
う
所
は
周
り
に
星
座
を
従
え
て
い
る
こ

と
で
す
。
諸
星
を
従
え
て
、
そ
の
中
で
舞
踏
、
さ
っ
き
の
妙
見
様
は
走
っ
て
い
る
の

だ
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
ち
ら
は
む
し
ろ
天
の
中
心
に
あ
っ
て
、
諸
星
を
従
え
て
中

央
で
舞
踏
し
て
い
る
と
い
う
、
そ
う
い
っ
た
姿
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

こ
れ
は
三
井
寺
を
中
心
に
、
尊
敬
す
る
星
の
王
と
書
い
て
「
尊そ

ん

星じ
ょ
う

王お
う

」
っ
て
い
う

の
で
す
が
、
尊
星
王
と
い
う
名
前
で
信
仰
さ
れ
た
三
井
寺
系
の
妙
見
像
で
し
て
、
筆

や
巻
物
は
持
た
ず
、
諸
星
の
中
で
舞
踏
し
て
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち
天
空
を
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
し
、
四
季
の
天
候
を
安
定
さ
せ
る
と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
ま
す
。

　

実
は
、日
本
の
為
政
者
に
と
っ
て
、

こ
の
国
は
米
作
り
の
国
で
す
の
で
、

天
空
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
、
五
穀

を
豊
熟
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
神
に

期
待
さ
れ
る
非
常
に
重
要
な
役
割
で

し
て
、
日
本
の
祭
祀
と
い
う
の
は
多

く
そ
う
い
う
こ
と
を
行
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
妙
見
の
そ

う
い
っ
た
天
空
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し

て
く
れ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
側
面

に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
、
そ
ち
ら
の

面
か
ら
展
開
を
し
て
い
く
と
、
妙
見

の
像
は
こ
う
い
う
姿
に
な
る
。
一
方

で
、
人
間
の
行
い
を
見
て
運
命
を
定

め
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
妙
見

像
が
先
程
の
②
の
よ
う
な
手
に
巻
物

と
筆
を
持
つ
と
い
う
よ
う
な
形
に
な

っ
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
流
れ
な
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
、
吉
祥
天
に
よ
く
似
た
パ
タ
ー
ン
も
あ
り
ま
す
。
実
は
こ
の
⑤

は
妙
見
像
で
は
な
く
て
普
通
の
吉
祥
天
像
の
も
の
で
す
が
、
な
か
な
か
図
像
だ
と
か

が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
た
ま
た
ま
小
松
寺
様
の
平
安
時
代
作
の
吉
祥
天
像

を
挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
け
ど
も
。
吉
祥
天
に
似
た
タ
イ
プ
の
妙
見
像
が
あ

る
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
て
、
皇
室
な
ど
は
そ
の
タ
イ
プ
の
妙
見
様
を
信
仰
し

て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
記
録
の
中
に
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
意

味
か
と
い
う
と
、
天
空
の
主
で
豊
か
な
実
り
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
吉
祥
天

っ
て
い
う
の
は
ま
さ
に
豊
穣
の
女
神
で
し
て
、
豊
か
な
実
り
を
与
え
て
く
だ
さ
る
の

が
吉
祥
天
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
吉
祥
天
に
似
た
妙
見
像
と
い
う
の
も
イ
メ
ー
ジ

を
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
も
う
一
つ
は
、
日
本
人
の
天
候
神
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
で
い
う
と
、
天
照
大

御
神
と
い
う
女
神
が
思
い
当
た
る
。
こ
の
よ
う
な
日
本
人
の
古
く
か
ら
の
信
仰
の
よ

う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
女
性
の
神
、
女
性
が
地
に
恵
み
を
与
え
る
の
だ
と
い

う
よ
う
な
こ
と
と
な
り
ま
す
。
仏
教
の
中
で
女
性
の
神
様
は
珍
し
い
の
で
、
吉
祥
天

を
選
ん
で
妙
見
の
イ
メ
ー
ジ
に
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
の
か
な
と
い
う
ふ

う
に
思
い
ま
す
。
彫
像
で
は
こ
う
い
っ
た
タ
イ
プ
の
、
三
井
寺
に
は
、
こ
れ
は
ち
ょ

っ
と
時
代
が
下
っ
た
も
の
で
す
が
、こ
う
い
っ
た
妙
見
像
な
ど
も
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
一
つ
ま
と
め
ま
す
と
、
古
代
の
妙
見
と
い
う
の
は
運
命
神
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
一
つ
は
「
星
に
願
い
を
」
と
い
う
こ
と
で
、
妙
見
様
に
お
願
い
を
し

て
、
よ
く
信
仰
し
て
良
い
運
命
を
頂
戴
し
よ
う
、
そ
う
い
っ
た
信
仰
が
平
安
時
代

の
妙
見
様
に
は
向
け
ら
れ
て
い
た
。
あ
と
も
う
一
つ
は
、「
星
は
何
で
も
知
っ
て
い

る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
空
か
ら
、
妙
見
っ
て
い
う
ぐ
ら
い
で
よ
く
見
え
る
っ
て
い

う
こ
と
で
す
か
ら
、
地
上
か
ら
だ
と
い
ろ
い
ろ
障
害
物
が
あ
っ
て
見
え
な
か
っ
た
り

す
る
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
す
け
ど
、
上
か
ら
だ
と
全
部
見
え
ま
す
の
で
、
今
で
い
う

とGoogle
の
地
図
み
た
い
な
も
の
で
す
ね
、
航
空
写
真
み
た
い
。
上
か
ら
見
る
と
、

ど
こ
に
ど
ん
な
車
が
止
ま
っ
て
い
る
な
ん
て
す
べ
て
分
か
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
人
の
行
い
は
空
か
ら
妙
見
様
に
全
て
見
ら
れ
て
い
る
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と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
罰
が
当
た
る
と
怖
い
の
で
悪
い
こ
と
は
し
な
い
よ
う
に

し
よ
う
。
妙
見
様
に
、
多
少
悪
い
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
、
私
は
妙
見
様

を
信
仰
し
て
い
ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
お
祈
り

す
る
、
あ
る
い
は
、
妙
見
様
が
見
て
い
る
か
ら
、
あ
ん
ま
り
悪
い
こ
と
は
し
な
い
よ

う
に
し
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
っ
た
信
仰
を
妙
見
に
対
し
て
持

っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
流
れ
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

　

妙
見
様
が
運
命
神
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
証
拠
だ
て
る
一
つ
の
資
料
と
し

て
、『
覚
禅
鈔
』
と
い
う
密
教
の
百
科
全
書
が
あ
り
ま
す
【
資
料
５
】。
そ
こ
に
尊
星

王
の
項
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
こ
を
見
て
み
ま
す
と
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て

い
ま
す
。「
輔
星
属
星
見
え
ざ
れ
ば
死
す
る
こ
と
。『
妙
見
神
呪
経
』
に
い
う
。」
と

あ
り
ま
す
。「
北
斗
輔
星
は
妙
見
の
輔
相
な
り
。
も
し
輔
星
、
既
に
見
え
ざ
れ
ば
、

そ
の
人
ま
さ
に
死
す
。
も
し
属
星
、
既
に
見
え
ざ
れ
ば
、
ま
た
死
す
。
病
者
も
ま
た

し
か
り
。
も
し
行
軍
せ
ん
と
欲
し
て
、
輔
星
、
見
え
ざ
れ
ば
、
及
び
属
星
、
見
え
ざ

れ
ば
、
勝
た
ず
。
進
ん
で
賊
に
対
す
べ
か
ら
ず
。
大
悪
期
は
五
日
云
々
」
と
い
う
よ

う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
し
て
、
要
す
る
に
「
北
斗
星
、
妙
見
様
の
北
斗
を
見
て
、

そ
し
て
あ
る
星
が
見
え
な
か
っ
た
ら
そ
の
人
は
死
ん
じ
ゃ
う
と
か
、
見
え
た
ら
大
丈

夫
だ
と
か
、
見
え
な
か
っ
た
ら
戦
い
や
め
た
ほ
う
が
い
い
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が

書
い
て
あ
り
ま
し
て
、
ま
さ
に
運
命
神
と
し
て
の
信
仰
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、

こ
れ
で
分
か
っ
て
い
た
だ
け
る
し
、
他
に
も
あ
り
ま
す
け
ど
時
間
が
な
い
か
ら
省
略

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
も
う
一
つ
、『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』、
こ
れ
は
慈
覚
大
師
円
仁
が
中
国
に

渡
っ
た
時
の
こ
と
を
記
し
た
日
記
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
こ
の
中
に
こ
う
い
っ
た
文

章
が
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
「
以
後
、
漂
流
の
間
、
風
強
く
涛
猛
し
、
船

ま
さ
に
沈
ま
ん
と
す
る
を
恐
れ
、
碇
を
捨
て
物
を
な
げ
う
ち
、
口
に
観
音
、
妙
見
を

称
す
。」
で
す
。
天
空
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
、
運
命
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
く
れ

る
の
が
妙
見
様
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
彼
が
中
国
に
渡
る
時
に
船
が
沈
み
そ
う

に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
と
。
大
変
だ
と
い
う
時
に
、
み
ん
な
ど
う
し
た
の
か
と
い
う
と
、

観
音
さ
ん
と
妙
見
さ
ん
に
お
願
い
を
し
た
。
こ
こ
に
は
既
に
観
音
信
仰
と
妙
見
信
仰

の
習
合
の
よ
う
な
も
の
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
妙
見
は
ま
さ
に
天
空
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
て
、
人
の
運
命
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。
そ
う
い
う
存
在
と
し
て
強
く
信

仰
さ
れ
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
こ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
う
か
が
え
る
の

で
は
な
い
の
か
な
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

他
に
も
、
別
の
タ
イ
プ
の
信
仰
も
ご
ざ
い
ま
す
。
妙
見
と
い
う
名
を
「
よ
く
見
え

る
」
と
い
う
意
味
に
と
ら
え
て
、
な
く
な
っ
た
物
が
見
つ
か
る
と
か
、
そ
う
い
っ
た

よ
う
な
信
仰
、
あ
る
い
は
目
の
病
気
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
老
眼
に
な
っ
て
、
妙
見

様
に
お
願
い
し
た
ら
、
目
、
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
か
、
そ
う
い
っ
た
信
仰
も
あ

り
ま
す
。
平
安
時
代
の
妙
見
様
の
信
仰
っ
て
い
う
の
は
運
命
神
と
し
て
の
信
仰
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
で
分
か
っ
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う

に
思
い
ま
す
。
時
間
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
先
に
進
め
ま
す
。

�
千
葉
妙
見
の
成
立

　

こ
れ
ま
で
は
平
安
時
代
ま
で
の
話
で
し
た
が
、
中
世
に
な
り
ま
す
と
、
千
葉
妙
見

と
い
う
も
の
が
登
場
し
て
、そ
れ
ま
で
の
妙
見
像
と
は
姿
も
大
き
く
変
わ
り
ま
す
し
、

そ
れ
か
ら
信
仰
も
大
き
く
変
わ
り
ま
す
【
資
料
６
】。
す
い
ま
せ
ん
、
私
の
説
明
と

皆
様
の
資
料
と
順
番
が
多
少
違
っ
た
り
、
言
葉
が
違
っ
た
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
資
料
を
い
つ
い
つ
ま
で
に
出
せ
っ
て
い
う
こ
と
で
、
毎
日
、
矢
の

よ
う
な
催
促
が
あ
っ
た
た
め
で
す
。
ち
ょ
う
ど
僕
、
そ
の
こ
ろ
、
調
査
が
い
ろ
ん
な

所
で
あ
っ
て
忙
し
く
て
、
ゆ
っ
く
り
や
っ
て
い
る
暇
が
な
か
っ
た
の
で
取
り
あ
え
ず

出
し
て
、
後
で
少
し
直
そ
う
な
と
か
思
っ
て
早
く
出
し
ち
ゃ
っ
た
。
毎
日
、
矢
の
よ

う
に
催
促
が
あ
っ
た
の
で
す
、
誰
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
。
そ
れ
で
ち
ょ
っ
と
早
め
に

出
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
整
っ
て
い
な
い
所
も
あ
り
ま
す
。
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。

　

話
を
戻
し
ま
す
。
中
世
に
な
っ
て
、
新
た
な
千
葉
妙
見
っ
て
い
う
の
が
登
場
し
ま

す
が
、
そ
の
妙
見
像
と
い
う
の
が
こ
ち
ら
で
あ
り
、
あ
る
い
は
こ
ち
ら
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。ど
ん
な
こ
と
で
登
場
し
て
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

『
千
葉
妙
見
大
縁
起
絵
巻
』、
こ
れ
は
現
在
の
千
葉
神
社
様
の
、
い
っ
て
み
れ
ば
縁
起
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絵
巻
で
す
が
、
そ
れ
を
ち
ょ
っ
と
読
ん
で
み
ま
す
と
、「
我
は
桓
武
天
王
三
代
の
御

孫
、
陸
奥
守
良
文
よ
り
八
代
、
千
葉
常
胤
の
孫
、
胤
政
の
嫡
子
小
太
郎
成
胤
、
生
年

は
十
七
歳
、
き
ょ
う
の
大
将
親
政
に
見
参
せ
ん
。」
と
あ
り
ま
す
【
資
料
６
】。
こ
の

人
物
は
千ち

だ田
親
政
で
す
。
こ
れ
は
ど
こ
の
場
面
だ
か
、
皆
様
も
う
千
葉
の
方
な
ら
ば

よ
く
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
頼
朝
の
旗
揚
げ
の
時
に
、
平
家
の
方か

と
う
ど人
だ
っ
た
千
田

判
官
代
親
政
が
千
田
荘
、
今
で
い
う
多
古
の
辺
り
か
ら
攻
め
て
き
ま
し
た
。
そ
の
時

そ
れ
を
迎
え
撃
っ
た
の
は
常
胤
の
孫
の
成
胤
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
多
勢
に
無
勢
で

成
胤
が
負
け
そ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。ど
ん
な
状
況
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
と
、

「
矢
種
尽
き
け
れ
ば
、
七
騎
の
上
に
」
と
い
う
状
況
で
し
た
。「
矢
種
も
尽
き
て
し
ま

っ
た
。
も
う
駄
目
だ
と
い
う
時
に
、
味
方
も
七
騎
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
こ

と
で
す
。
続
い
て
「
七
騎
の
上
に
傘
ほ
ど
の
黒
雲
覆
い
、
ビ
ン
ヅ
ラ
結
け
る
童
子
下

り
て
、
矢
を
拾
い
、
成
胤
の
前
に
打

ち
立
っ
て
射
さ
せ
け
る
」
と
あ
り
ま

す
。
戦
場
で
加
勢
し
て
く
れ
る
神
様

と
し
て
、
こ
こ
で
妙
見
が
登
場
し
て

く
る
。
そ
う
す
る
と
、「
七
騎
の
と

き
の
声
は
千
万
騎
の
声
に
聞
こ
え
、

親
政
が
大
勢
は
し
ば
ら
く
も
答
え
ず

落
ち
行
く
」
と
い
う
こ
と
で
、
妙
見

が
加
勢
を
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
千

葉
氏
は
戦
に
勝
つ
こ
と
が
で
き
た

と
あ
り
ま
す
。
軍
神
に
変
貌
し
た
妙

見
が
登
場
し
て
き
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

先
程
ま
で
見
て
い
た
だ
い
た
よ
う

に
、
平
安
時
代
ま
で
の
妙
見
様
に
は

軍
神
と
い
う
側
面
は
な
い
の
で
す
。

敵
は
な
く
な
る
と
か
い
う
よ
う
な
こ

と
は
書
い
て
は
あ
る
の
で
、
決
し
て
つ
な
が
り
が
な
い
わ
け
じ
ゃ
な
い
の
で
す
が
、

平
安
時
代
ま
で
の
妙
見
様
に
は
、
決
し
て
戦
場
に
降
り
て
き
て
千
葉
氏
に
味
方
す
る

と
い
う
よ
う
な
役
割
や
信
仰
と
い
う
の
は
な
い
わ
け
な
の
で
す
。
こ
れ
を
千
葉
氏
が

新
た
に
生
み
出
し
て
い
っ
た
と
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
か
ら
考
え
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
栄
福
寺
様
に
は
『
妙
見
大
縁
起
絵
巻
』
と
、
妙
見
様
の
お
像
が
伝
わ

っ
て
い
ま
す
。
お
像
に
は
体
内
銘
が
あ
り
ま
し
て
、
は
っ
き
り
臼
井
城
の
妙
見
堂
の

お
像
と
し
て
造
像
さ
れ
て
い
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
造
像
さ
れ
た
年
も
天
正
四
年

（
一
五
七
六
）
で
あ
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
千
葉
一
族
の
原
胤た

ね

栄よ
し

と
い

う
人
が
願
主
と
な
っ
て
造
像
さ
せ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ま
で
分
か
っ
て
い
る
。

　

こ
ち
ら
、
少
し
時
代
が
下
っ
た
も
の
で
す
が
、
古
い
妙
見
像
を
次
に
見
て
い
た
だ

き
ま
す
と
、
こ
ち
ら
に
な
り
ま
す
【
資
料
７
】。
一
体
一
体
ゆ
っ
く
り
見
て
い
く
暇

は
な
い
の
で
す
が
、
こ
ち
ら
が
東
庄
に
あ
る
、
今
回
の
ポ
ス
タ
ー
に
も
な
っ
て
い
ま

す
妙
見
像
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
こ
ち
ら
は
多
古
の
妙
光
寺
様
に
現
在
は
安
置
を
さ
れ

て
い
る
妙
見
像
、
こ
ち
ら
と
こ
ち
ら
が
お
そ
ら
く
妙
見
像
と
し
て
は
一
番
古
い
時
期

の
も
の
で
は
な
い
か
。
十
三
世
紀
後
半
ま
で
遡
る
も
の
だ
ろ
う
と
私
は
考
え
て
お
り

ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
年
号
が
あ
る
も
の
と
し
て
は
こ
ち
ら
も
あ
り
ま
し
て
、
銚
子
の
堀
之

内
神
社
の
妙
見
像
に
は
、
建
武
二
年
、
一
三
三
五
年
の
年
号
が
亀
の
お
腹
の
所
に
書

い
て
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
山
武
市
の
個
人
蔵
の
妙
見
様
の
懸か

け
ぼ
と
け仏
で
す
ね
。
こ
ち
ら
に

は
正
安
元
年
、
一
二
九
九
年
で
す
ね
、
十
三
世
紀
ぎ
り
ぎ
り
の
お
像
。
こ
ち
ら
と
こ

ち
ら
は
坐
像
で
、
非
常
に
よ
く
似
た
図
像
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
た
だ
け
る
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ち
な
み
に
こ
ち
ら
は
、
成
東
城
の
成
東
千
葉
氏
に
伝
わ
っ
た
お

像
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
佐
賀
県
小
城
市
の
岩
蔵
寺
様
の
お
像
、

今
、
こ
の
お
像
は
火
事
で
壊
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
こ
う
い
う
銅
鋳
造
の
お
像

も
あ
る
。
こ
ち
ら
も
十
三
世
紀
代
の
も
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
体
、
こ
れ
は
つ
い
最
近
、
確
認
を
さ
れ
た
お
像
で
す
が
、
袖
ケ

浦
市
の
光
福
寺
様
の
お
像
で
し
て
、
あ
そ
こ
は
上
総
で
す
が
、
西
上
総
に
は
特
に
畔あ
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蒜び
る

郡
辺
り
に
鎌
倉
時
代
後
期
に
千
葉
氏
化
し
た
上
総
氏
が
い
ま
し
た
。
こ
の
意
味
が

分
か
り
ま
す
か
？　

上
総
氏
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
千
葉
氏
化
す
る
の
か
と
い
う

と
、
お
そ
ら
く
千
葉
氏
と
血
縁
を
結
び
な
が
ら
、
名
前
を
ま
ず
「
胤
」
に
変
え
る
の

で
す
。
何
と
か
胤
、
信
胤
と
か
佐
胤
と
な
ど
の
よ
う
に
で
す
。
そ
し
て
、
妙
見
様
を

お
祀
り
し
ま
す
。
そ
し
て
、
千
葉
氏
に
姿
を
変
え
る
。
そ
う
い
っ
た
人
た
ち
が
妙
見

信
仰
を
展
開
し
た
の
が
、
畔
蒜
郡
辺
り
と
い
う
ふ
う
に
い
え
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の

ま
さ
に
中
心
地
と
も
い
え
る
袖
ケ
浦
に
こ
う
い
っ
た
古
い
時
期
の
、
十
四
世
紀
の
妙

見
像
が
残
っ
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
鎌
倉
時
代
に
入
る
と
、
そ
れ
ま
で
皆
様
、
今
ま
で
見
て
い
た
だ
い
た

日
月
持
っ
た
り
、
片
足
立
ち
し
た
り
、
吉
祥
天
の
姿
を
し
た
り
と
い
う
よ
う
な
妙
見

と
は
全
く
違
っ
た
妙
見
像
が
現
れ
て
、
そ
れ
も
ほ
と
ん
ど
が
千
葉
県
内
で
千
葉
氏
が

関
係
を
し
た
所
に
伝
わ
っ
た
お
像
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
し
て
考
え
て
い
く
と
、
こ

う
い
っ
た
お
像
は
他
な
ら
ぬ
千
葉
氏
が
鎌
倉
時
代
の
後
期
、
十
三
世
紀
後
半
に
妙
見

信
仰
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
て
、
そ
し
て
新
た
に
こ
う
い
っ
た
姿
の
お
像
を
造
り
、
妙

見
信
仰
を
展
開
し
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
実
は
、
ど
ん
ど
ん
先
に
行
か
な
い
と
時
間
が
な
い
の
で
、
話
を
進
め
て
い

き
ま
す
。
こ
ち
ら
の
お
像
に
関
し
て
い
う
と
、
ル
ー
ツ
が
中
国
に
あ
る
と
考
え
れ
ら

ま
す
。
日
本
の
平
安
時
代
の
妙
見
像
と
か
で
は
な
く
、
全
然
違
っ
た
ル
ー
ツ
を
持
っ

て
い
て
、
中
国
に
そ
っ
く
り
な
、
だ
が
全
く
同
じ
で
は
な
く
、
多
少
、
換
骨
奪
胎
し

て
導
入
さ
れ
た
わ
け
な
ん
で
す
。
そ
う
い
っ
た
お
像
が
中
国
に
あ
る
と
い
う
よ
う
な

こ
と
が
確
認
を
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
特
に
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
に
い

ら
し
ゃ
っ
た
津
田
徹
英
先
生
な
ど
が
こ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
を
紹
介
し
て
く
だ
さ
っ
た

わ
け
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
【
資
料
８
】。

　

例
え
ば
こ
ち
ら
の
お
像
、
中
国
の
道
教
の
真
武
神
と
い
う
タ
イ
プ
の
お
像
で
、
こ

れ
は
少
し
時
代
が
下
っ
た
明
代
の
も
の
で
す
。
実
は
あ
ま
り
古
い
時
期
の
も
の
は
あ

ん
ま
り
中
国
に
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
道
教
の
真
武
神
信
仰
の
本
山

で
あ
る
よ
う
な
所
が
、
あ
る
時
期
に
大
火
災
で
焼
け
て
し
ま
い
ま
し
て
、
古
い
お
像

っ
て
い
う
の
は
そ
の
時
に
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
以
降
に
復
興
さ
れ
た
お
像
が

多
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
な
か
な
か
古
い
お
像
、
適
当
な
お
像
が
あ
ま
り
見
つ

か
っ
て
な
い
。
こ
れ
か
ら
見
つ
か
る
こ
と
は
十
分
あ
り
得
る
で
し
ょ
う
が
、
あ
ま
り

古
い
お
像
は
な
い
の
で
す
が
、
例
え
ば
こ
ち
ら
の
お
像
な
ど
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
た

だ
く
と
、
千
葉
妙
見
の
お
像
の
像
容
そ
の
も
の
で
と
い
え
ま
す
。
玄
武
の
上
に
乗
っ

て
武
装
し
た
神
が
、
そ
れ
も
髪
の
毛
、
長
く
し
て
、
被
髪
っ
て
い
う
の
で
す
が
、
そ

う
い
う
姿
が
、
ま
さ
に
千
葉
妙
見
の
姿
そ
の
も
の
で
あ
る
と
。

　

他
に
も
、
古
い
も
の
で
す
と
、
例
え
ば
、
こ
れ
は
重
慶
に
あ
る
大
足
石
窟
っ
て
読

む
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
そ
こ
に
あ
る
十
一
世
紀
代
、
宋
代
ま
で
遡
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
お
像
で
す
。
や
は
り
亀
の
上
に
乗
っ
た
、
武
装
し
た
、
剣
を
持
っ
た
お
っ

か
な
い
顔
し
た
お
や
じ
さ
ん
み
た
い
な
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
し
、
こ
う
い
っ
た
他

の
所
か
ら
も
ぽ
つ
ぽ
つ
と
古
い
時
代
ま
で
遡
る
も
の
が
見
つ
か
っ
て
い
る
し
、
そ
の

古
い
も
の
を
復
元
し
た
と
さ
れ
る
、
焼
け
て
再
興
し
た
と
思
わ
れ
る
お
像
も
、
こ
う

い
っ
た
所
で
見
つ
か
っ
て
い
て
、
千
葉
氏
は
こ
れ
を
導
入
し
た
ん
だ
ろ
う
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
で
は
、
千
葉
氏
は
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
う
い
っ
た
道
教
の
真
武
神
像
と
い

う
も
の
を
、
中
国
か
ら
輸
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
ま
た

疑
問
と
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

　

時
間
も
な
い
の
で
次
に
進
ま
せ
て
い
た
だ
く
と
、
道
教
の
、
実
は
関
係
の
文
献
に

『
雲
麓
漫
抄
』
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
【
資
料
９
】。
そ
こ
に
は
こ

の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
し
て
、「
朱
雀
、
玄
武
、
青
龍
、
白
虎
は
四
方
神

た
り
」
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
、「
祥
符
間
」、
祥
符
間
と
い
う
の
は
一
〇
〇
八
年
か
ら

一
〇
一
七
年
、
こ
の
間
と
い
う
こ
と
だ
そ
う
で
す
、「
聖
祖
の
諱い

み
な
を
避
け
、
始
め
て

玄
武
を
改
め
真
武
と
な
す
」
と
あ
り
ま
す
。
皇
帝
の
先
祖
の
名
前
の
一
字
と
こ
の
神

の
名
前
の
一
字
が
玄
と
同
じ
な
た
め
、
玄
を
替
え
て
真
に
し
た
と
。
そ
し
て
そ
の
時

「
そ
の
像
を
描
い
て
北
方
の
神
と
な
す
。
被
髪
、黒
衣
、剣
を
杖
突
き
、亀
蛇
を
踏
む
。

従
者
は
黒
旗
を
執
る
。自
後
奉
祀
す
。」と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
し
て
、

十
一
世
紀
に
こ
う
い
っ
た
姿
が
真
武
神
と
い
う
形
で
新
た
に
道
教
で
作
ら
れ
て
、
信

仰
を
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
分
か
り
ま
す
。

　

そ
れ
ま
で
は
北
方
の
神
、
玄
武
と
い
う
と
、
亀
と
蛇
が
絡
み
つ
い
た
も
の
と
い
う
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こ
と
で
、
朱
雀
だ
と
か
青
龍
だ
と
か
っ
て
い
う
の
と
同
じ
よ
う
に
、
人
格
神
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
北
方
な
ら
北
方
の
自
然
の
力
、
東
方
な
ら
東
方
の
自
然
の

性
格
、
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
を
亀
と
蛇
が
絡
ん
だ
も
の
で
表
し
た
り
、
龍
で
表
し

た
り
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
期
に
道
教
の
中
で
、
こ
れ

を
人
格
神
と
し
て
表
し
て
、
守
護
神
と
し
よ
う
と
い
う
よ
う
な
流
れ
が
あ
っ
て
、
こ

の
真
武
神
っ
て
い
う
も
の
が
生
ま
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、

こ
の
被
髪
と
い
う
の
は
髪
の
毛
を
開
く
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
ち
ょ
ん
ま
げ
を
結

っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
長
い
髪
を
そ
の
ま
ま
総
撫
で
に
し
て
い
る
と
い
う
、
開

い
た
髪
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
髪
型
、
妙
見
様
も
ま
さ
に
こ
の
髪
型
な
の
で
す
が
、

こ
の
髪
型
が
こ
の
時
に
真
武
神
の
姿
と
し
て
定
め
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
か
、
そ
の
よ

う
な
姿
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
を
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
黒
い
服
を
着
て

い
る
と
、
又
は
赤
黒
い
服
を
着
て
い

る
と
い
う
こ
と
だ
そ
う
で
す
。
そ
れ

か
ら
剣
を
杖
突
き
、
つ
ま
り
剣
を
持

っ
て
い
る
。
そ
れ
を
、
杖
突
く
と
い

う
の
は
下
に
向
け
る
っ
て
こ
と
で
す

か
ね
。
こ
れ
は
大
地
を
鎮
め
る
と
い

う
よ
う
な
意
味
合
い
が
あ
る
の
だ
ろ

う
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
し

て
、
亀
蛇
を
踏
む
と
い
う
の
は
、
亀

蛇
と
い
う
の
は
ま
さ
に
玄
武
で
し

て
、
元
は
玄
武
な
の
だ
と
、
北
方
の

神
様
な
の
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を

明
確
化
す
る
た
め
に
亀
蛇
を
踏
む
と

い
う
ふ
う
に
い
っ
て
い
る
。

　

こ
の
真
武
神
と
い
う
の
は
人
間
に

降
り
、
す
な
わ
ち
被
髪
跣
足
、
跣
足

っ
て
い
う
の
は
裸
足
と
い
う
意
味
で

す
ね
。「
剣
を
伏
し
、
も
っ
て
妖
邪
を
云
々
」
と
い
う
ふ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
し
て
、

要
は
、
地
上
が
乱
れ
て
い
た
り
す
る
時
に
、
守
護
神
と
し
て
王
を
助
け
て
、
そ
し
て

そ
こ
に
み
な
ぎ
っ
て
い
る
妖
気
を
払
っ
て
く
れ
る
と
い
う
よ
う
な
、
あ
る
種
、
戦
闘

的
な
守
護
神
と
し
て
の
性
格
を
こ
の
真
武
神
と
い
う
の
は
帯
び
て
い
ま
す
。
だ
か
ら

日
本
が
当
初
、
輸
入
を
し
た
妙
見
信
仰
と
い
う
の
と
は
ち
ょ
っ
と
違
っ
た
、
し
か
し

北
方
の
神
様
と
い
う
点
で
は
一
致
を
し
て
い
る
真
武
神
っ
て
い
う
神
格
が
、
道
教
で

も
十
一
世
紀
ぐ
ら
い
に
生
ま
れ
て
、そ
れ
は
運
命
神
と
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、

あ
る
い
は
そ
う
い
う
性
格
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
や

や
戦
闘
的
な
守
護
神
、
そ
う
い
っ
た
役
割
を
持
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
姿
も
、
ち
ょ
っ

と
戦
闘
的
な
姿
を
取
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う

に
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
も
と
も
と
妙
見
と
い
う
神
と
、
玄
武
あ
る
い
は
真
武
神
と
い
う
の
は
別

物
で
す
が
、
北
方
の
神
に
対
す
る
信
仰
と
い
う
こ
と
で
は
習
合
す
る
部
分
も
あ
る
わ

け
で
し
て
、
千
葉
氏
は
こ
れ
に
出
会
っ
た
時
に
、
こ
れ
は
面
白
い
も
の
が
い
た
な
と
。

単
な
る
運
命
神
じ
ゃ
な
い
。
こ
れ
を
導
入
す
れ
ば
、
我
々
の
軍
神
と
し
て
、
守
護
神

と
し
て
信
仰
す
る
こ
と
が
で
き
る
じ
ゃ
な
い
か
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
自
分
た
ち
の
シ

ン
ボ
ル
と
し
て
一
族
の
信
仰
を
そ
こ
で
ま
と
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
、
千
葉
氏

と
い
う
一
族
の
紐
帯
と
い
い
ま
す
か
、
結
束
す
る
ツ
ー
ル
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

戦
を
す
る
時
は
、
中
世
武
士
団
、
結
束
す
る
っ
て
い
う
こ
と
は
す
ご
く
大
事
で
す

よ
ね
。
戦
っ
て
い
る
時
に
、
一
人
一
人
が
全
然
別
の
こ
と
を
考
え
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
で
は
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
戦
い
に
は
な
り
ま
せ
ん
よ
ね
。
ロ
シ
ア
み
た
い
に
ワ

グ
ネ
ル
が
い
き
な
り
軍
の
上
層
部
の
批
判
を
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る

と
、
戦
に
不
可
欠
な
統
率
が
保
て
な
く
な
っ
て
、
勝
て
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ガ
タ

ガ
タ
と
崩
壊
し
て
い
く
っ
て
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
自
分
た
ち
を

ま
と
め
る
信
仰
の
よ
う
な
も
の
が
ど
う
し
て
も
大
切
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

　

千
葉
氏
と
し
て
は
単
に
運
命
を
定
め
て
く
れ
る
存
在
で
は
、
そ
れ
は
軍
神
に
な
ら

な
い
し
、
戦
の
時
の
一
族
の
紐
帯
に
も
な
り
得
ま
せ
ん
。
そ
の
時
こ
の
真
武
神
を
見
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つ
け
た
。
こ
れ
を
導
入
す
れ
ば
、
自

分
た
ち
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
ふ
う
に
考
え
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
も
、
そ
こ
に

は
こ
う
い
っ
た
玄
武
は
武
曲
星
の
顕

現
の
験
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
ご

ざ
い
ま
し
て
、
中
国
で
も
、
武
曲
星

と
い
う
の
は
、
北
斗
七
星
の
う
ち
の

一
つ
の
星
な
の
で
す
が
、
北
斗
星
と

玄
武
、
あ
る
い
は
真
武
神
と
い
う
の

が
同
体
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
考
え

が
、
同
じ
く
北
方
の
神
で
す
か
ら
、

こ
れ
が
両
方
と
も
同
じ
も
の
だ
と
い

う
よ
う
な
考
え
方
が
既
に
あ
り
ま
す

し
、
そ
し
て
日
本
に
も
、「
尊
星
王
、

七
星
中
の
第
六
星
な
り
」
と
い
う
考

え
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
妙
見
は
北
斗
七
星
の
う
ち
の
第
六
星
で
あ
る
武
曲
星
で
あ

る
と
い
っ
た
よ
う
な
考
え
が
、
も
う
既
に
平
安
時
代
か
ら
し
て
あ
る
わ
け
で
す
。
真

武
神
を
導
入
す
る
前
か
ら
し
て
、
日
本
に
も
あ
る
。

　

中
国
に
も
、
玄
武
と
北
斗
、
北
辰
っ
て
い
う
の
は
一
緒
だ
と
い
う
よ
う
な
考
え
方

も
あ
っ
た
わ
け
で
し
て
、
千
葉
氏
で
も
、
う
ま
く
こ
の
両
方
を
接
合
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
特
に
北
斗
の
中
の
武
曲
星
で
す

が
、
こ
ち
ら
が
武
曲
星
の
画
像
化
し
た
も
の
で
す
【
資
料
９
】。
こ
ち
ら
を
見
て
い

た
だ
く
と
、
武
曲
星
に
は
名
前
か
ら
し
て
や
や
戦
闘
的
な
意
味
合
い
が
あ
っ
て
、
イ

メ
ー
ジ
と
し
て
は
守
護
神
と
し
て
十
分
活
用
し
得
る
よ
う
な
姿
を
そ
も
そ
も
取
っ
て

い
た
。
し
か
も
、
真
武
神
と
は
同
体
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
も
、
中
国
で
も

あ
る
し
、
日
本
で
も
妙
見
と
こ
の
武
曲
星
は
一
体
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
考

え
方
も
あ
る
。
こ
れ
は
面
白
い
ア
イ
テ
ム
を
見
つ
け
た
ぞ
と
い
う
の
が
、
千
葉
氏
の

考
え
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

　

時
間
が
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
の
で
、
急
い
で
話
を
進
め
て
い
き
ま
す
。
千
葉
氏

の
時
代
、
鎌
倉
時
代
、
千
葉
氏
以
外
に
も
妙
見
信
仰
、
尊
星
王
信
仰
と
い
う
の
は
ご

ざ
い
ま
す
【
資
料

】。『
吾
妻
鏡
』
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、貞
応
二
年
（
一
二
二
二
）、

安
貞
元
年
（
一
二
二
七
）、
貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）
な
ど
、
こ
う
い
う
い
ろ
い
ろ

な
年
に
、
尊
星
王
法
が
行
わ
れ
た
。
あ
る
い
は
、
尊
星
王
護
摩
が
厳ご

ん
し
ゅ
う修
さ
れ
た
と
い

う
よ
う
な
こ
と
が
、
記
録
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
千
葉
氏
以
外
に
も
妙

見
信
仰
と
い
う
の
は
鎌
倉
時
代
に
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
見
て
い
く
と
、貞
応
二
年
九
月
十
日
の
条
に
、

「
己
酉
、天
変
の
ご
祈
祷
等
を
始
め
ら
る
」
と
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
、愛
染
王
護
摩
、

薬
師
護
摩
、
尊
星
王
護
摩
、
北
斗
護
摩
、
七
曜
供
な
ど
と
い
う
ふ
う
に
あ
り
ま
し
て
、

鎌
倉
幕
府
、こ
れ
は
鶴
岡
八
幡
宮
寺
で
こ
う
い
っ
た
祭
祀
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
す
が
、

一
体
、
何
に
た
め
に
や
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
天
変
が
あ
っ
た
時
な
の
で
す
。

�
千
葉
妙
見
成
立
と
千
葉
寺
僧
了
行

　

要
す
る
に
、
鎌
倉
幕
府
の
妙
見
信
仰
っ
て
い
う
の
は
、
平
安
時
代
の
妙
見
信
仰
か

ら
全
然
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
て
な
い
。
旧
態
依
然
た
る
妙
見
信
仰
を
鎌
倉
幕
府
は
こ

の
後
も
ず
っ
と
行
っ
て
い
ま
す
。
幕
府
を
通
じ
て
千
葉
氏
は
新
し
い
妙
見
信
仰
、
妙

見
像
を
獲
得
し
た
の
で
は
な
い
。
自
分
た
ち
が
独
自
の
ル
ー
ト
で
妙
見
信
仰
を
獲
得

し
た
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
し
か
な
い
。

　

そ
し
て
、
そ
こ
で
気
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
こ
れ
は
『
宋
版
一
切
経
』
と
い
う
経

典
の
中
に
、「
下
州
千
葉
寺
比
丘
了
行
捨
」
と
の
文
言
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
東
寺

に
伝
わ
っ
た
『
宋
版
一
切
経
』
で
す
。『
宋
版
一
切
経
』
は
五
〇
〇
〇
巻
以
上
あ
り

ま
す
か
ら
、
こ
れ
を
ひ
と
ま
と
め
で
買
っ
て
来
る
と
い
う
の
は
大
変
高
価
な
た
め
、

そ
ん
な
た
く
さ
ん
鎌
倉
時
代
の
日
本
に
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ

の
う
ち
の
一
つ
が
東
寺
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
東
寺
の
五
〇
〇
〇
巻
あ
ま
り
の
一
切
経
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を
全
て
細
か
く
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
い
う
研
究
を
し
て
い
る
人
が
い
る
わ
け
で
す
。
そ

う
す
る
と
そ
こ
に
、
経
典
の
内
容
だ
け
で
は
な
く
て
、
こ
れ
は
誰
が
お
金
を
出
し
て

く
れ
て
、
こ
の
版
木
を
作
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
も
分
か
り
ま
す
。
こ
れ
を
「
施せ

財ざ
い

賦ふ

」
と
か
「
捨し

ゃ

財ざ
い

賦ふ

」
と
い
う
ふ
う
に
い
っ
た
り
す
る
の
で
す
が
、
そ
れ
が
書
か
れ

て
い
る
も
の
が
結
構
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
中
国
人
が
い
ろ
ん
な
こ
と
を
お
願
い
し

て
、
例
え
ば
子
ど
も
生
ま
れ
な
い
で
、
子
ど
も
生
ま
れ
て
ほ
し
い
と
か
っ
て
い
う
こ

と
を
お
願
い
し
た
り
と
か
、
先
祖
の
供
養
を
お
願
い
し
た
り
と
か
っ
て
い
う
よ
う
な

こ
と
で
お
金
を
出
し
て
、
そ
の
版
を
開
版
す
る
の
で
す
。

　
『
宋
版
一
切
経
』
の
開
版
の
事
業
っ
て
い
う
の
は
、
最
初
は
ほ
ぼ
国
家
的
な
事
業

と
し
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
人
か
ら
お
金
集
め
て
や
っ
た
り
は
し
て
な
い
わ

け
で
す
が
、
版
木
で
す
か
ら
刷
っ
て
い
る
と
そ
の
う
ち
悪
く
な
っ
ち
ゃ
う
わ
け
で

す
。
何
十
年
か
経
つ
と
新
し
く
起
こ

さ
な
け
れ
ば
い
け
な
く
な
っ
て
、
ま

た
別
の
所
で
開
版
が
行
わ
れ
る
わ
け

で
す
。
今
回
は
お
寺
な
ど
が
中
心
と

な
っ
て
、『
宋
版
一
切
経
』
の
開
版

を
行
う
わ
け
で
す
。
大
変
お
金
が
か

か
る
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
の
際
は
民

間
か
ら
た
く
さ
ん
の
お
金
を
頂
戴
し

て
、
開
版
す
る
。
お
金
を
も
ら
っ
た

か
ら
に
は
何
か
で
返
さ
な
け
れ
ば
い

け
な
い
の
で
す
。
そ
の
た
め
、「
あ

な
た
の
名
前
を
、
お
経
の
中
に
残
し

ま
す
。
誰
々
が
両
親
の
供
養
の
た
め

に
お
金
出
し
ま
し
た
。」
な
ど
と
い

う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
こ
れ
を
捨

財
賦
、
施
財
賦
と
い
い
ま
す
。

　

そ
の
中
に
日
本
人
の
名
前
が
何
人

か
出
て
き
ま
す
。
東
寺
版
の
『
宋
版
一
切
経
』
で
す
と
、
四
人
の
日
本
人
の
名
前
が

出
て
き
て
、
そ
の
う
ち
の
一
人
が
千
葉
寺
了
行
で
す
【
資
料

】。
千
葉
の
坊
さ
ん

が
『
宋
版
一
切
経
』
の
開
版
に
際
し
て
お
金
を
出
し
て
、そ
の
事
業
を
助
け
て
い
る
。

他
に
ど
ん
な
お
坊
さ
ん
が
東
寺
版
に
は
出
て
く
る
の
か
と
い
う
と
、
西
山
法
華
寺
、

あ
る
い
は
法
華
山
寺
と
い
う
所
の
お
坊
さ
ん
が
出
て
き
て
、
西
山
法
華
寺
、
現
在
は

も
う
な
い
の
で
す
が
、
こ
れ
は
京
都
に
あ
っ
て
、
摂
関
家
の
九
条
家
と
非
常
に
関
係

の
深
い
お
寺
で
す
。
い
っ
て
み
れ
ば
摂
関
家
の
氏
寺
に
近
い
よ
う
な
お
寺
で
あ
っ
た

人
た
ち
と
、
ど
う
も
了
行
は
一
緒
に
中
国
に
渡
っ
て
、
こ
う
い
っ
た
『
宋
版
一
切
経
』

の
開
版
に
関
わ
っ
た
り
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
の
時
期
も
分
か
っ
て
い
ま
し
て
、
滋
賀
の
金
剛
輪
寺
様
に
ご
ざ
い
ま
す
聖

し
ょ
う
ぎ
ょ
う
教
の

一
つ
に
『
観
音
玄
義
科
』
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
の
奥
書
に
こ
う
い
っ
た
識
語
が
ご

ざ
い
ま
す
【
資
料

】。「
嘉
禎
三
年
」、
こ
の
年
は
一
二
三
七
年
で
す
が
、「
丁
酉
七

月
二
日
、
東
洛
楊
梅
大
宮
一
条
弘
通
法
家
十
一
面
観
世
音
菩
薩
御
宿
房
に
お
い
て
書

写
了
ん
ぬ
と
。
こ
の
科
、
前
代
未
度
な
り
。」
こ
れ
以
前
、
こ
の
本
は
日
本
に
は
渡

っ
て
き
て
い
な
い
と
。「
了
行
上
人
渡
唐
を
な
す
の
時
、
こ
の
科
本
を
求
得
、
帰
朝

の
次
将
来
。
時
に
嘉
禎
二
年
丙
申
の
夏
。」、
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
嘉
禎

二
年
と
い
う
年
、
一
二
三
六
年
に
間
違
い
な
く
了
行
と
い
う
人
は
中
国
に
渡
っ
て
い

て
、『
宋
版
一
切
経
』
の
開
版
に
も
、
九
条
家
の
坊
さ
ん
た
ち
と
一
緒
に
関
わ
っ
た

こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
我
々
の
海
外
旅
行
と
違
う
の
で
す
。
我
々
だ
と
パ
リ
行
っ
た
ら
、
ル
ー

ブ
ル
行
っ
て
、
お
い
し
い
フ
ラ
ン
ス
料
理
食
べ
て
、
帰
り
に
は
デ
ィ
オ
ー
ル
と
か
行

っ
て
洋
服
買
っ
て
、
お
土
産
買
っ
て
帰
っ
て
く
る
。
そ
れ
だ
け
で
す
が
、
相
当
の
長

い
期
間
、
そ
の
当
時
、
中
国
に
渡
る
に
関
し
て
は
い
ろ
い
ろ
研
究
も
ご
ざ
い
ま
す
が
、

下
手
す
る
と
今
で
い
え
ば
億
近
い
費
用
が
必
要
に
な
る
。
い
ろ
い
ろ
物
、
買
っ
て
き

た
り
す
る
っ
て
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
、
誰
で
も
彼
で
も
行
け
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
の
点
、
九
条
家
が
バ
ッ
ク
に
い
た
り
と
か
、
千
葉
家
が
バ
ッ
ク
に
い
た
り
す
れ
ば
、

そ
の
ぐ
ら
い
の
お
金
は
工
面
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
も
、
あ
る
程
度
の
目

的
を
も
っ
て
、
こ
う
い
っ
た
人
た
ち
っ
て
い
う
の
は
中
国
に
渡
っ
た
の
で
は
な
い
か
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と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
わ
け
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
了
行
が
真
武
神
の
図

像
を
、
真
武
神
信
仰
の
そ
う
い
っ
た

経
典
を
見
つ
け
て
持
っ
て
き
た
か
ど

う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

こ
の
人
も
十
分
そ
う
い
っ
た
こ
と
を

す
る
可
能
性
が
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
か

と
思
い
ま
す
。
少
し
時
期
的
に
早
過

ぎ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
千
葉
妙

見
真
武
神
の
よ
う
な
お
像
が
ス
タ
ー

ト
す
る
の
は
、
十
三
世
紀
後
半
だ
と

思
い
ま
す
の
で
、
い
く
ら
早
く
て
も

十
三
世
紀
中
ご
ろ
ぐ
ら
い
に
将
来
さ

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う

に
、
私
は
思
う
ん
で
す
け
ど
も
。
そ

の
な
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
了
行
と
い
う
人
物
は
な
か
な
か
の
曲
者
だ
っ
た
よ
う
で
し
て
、
幕
府
転
覆
を

そ
の
後
に
企
て
て
捕
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
十
四
年
後
の
建
長
三
年
、
一
二
五
一
年

十
二
月
に
は
九
条
家
と
結
ん
で
、
幕
府
転
覆
を
試
み
て
捕
ま
り
、
誅
せ
ら
れ
た
と
い

う
ふ
う
な
こ
と
が
『
吾
妻
鏡
』
の
建
長
三
年
の
所
に
書
い
て
あ
る
。
と
い
う
よ
う
な

こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
な
か
な
か
の
や
り
手
だ
っ
た
だ
け
に
、
そ
ん
な
よ
う
な
こ

と
も
起
こ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
結
論
を
申
し
上
げ
ま
す
【
資
料

】。
千
葉
氏
の
妙
見
信
仰
が
平
安
時
代

に
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
は
話
せ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
ま
と
め
だ

け
こ
こ
で
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
古
代
か
ら
平
安
時
代
ま
で
の
妙
見

信
仰
と
い
う
の
は
運
命
神
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
千
葉
氏
は
中
国
か
ら
道
教
の

真
武
神
を
導
入
し
て
、
こ
れ
を
軍
神
と
し
て
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
、
一
族
の
守
護
神
と

し
た
。
そ
の
際
、
千
葉
寺
了
行
な
ど
一
族
の
僧
が
入
宋
し
て
も
た
ら
し
た
可
能
性
が

高
い
と
思
い
ま
す
。
彼
ら
は
京
に
も
拠
点
を
持
ち
、
常
に
新
し
い
情
報
を
得
て
い
た

と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

新
た
な
妙
見
神
は
、
古
代
以
来
の
運
命
神
、
巡
視
者
と
し
て
の
性
格
を
受
け
継
い

で
、
支
配
者
の
側
、
統
領
に
対
し
て
は
正
し
い
行
い
で
領
地
、
領
民
を
守
る
こ
と
を

勧
め
、
家
臣
に
は
統
領
に
対
し
て
正
し
い
行
い
を
強
い
る
。
ま
た
、
武
装
し
て
正
し

い
も
の
を
守
る
と
い
う
軍
神
的
性
格
を
加
え
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
忠
常
な
ど
に
つ
い
て
は
話
せ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
祖
先
が
持
っ
て
い

た
七
仏
薬
師
信
仰
、
こ
れ
は
北
斗
信
仰
と
も
つ
な
が
る
こ
と
で
、
両
総
平
氏
の
嫡
流

と
し
て
の
正
当
性
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
シ
ン
ボ
ル
と
な
り
、
武
士
団
の
守
護

神
と
し
て
は
大
変
教
理
的
に
整
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
ド
グ
マ
を
手
に
入
れ

て
、
武
士
団
の
結
束
を
維
持
し
た
と
す
れ
ば
、
千
葉
氏
に
と
っ
て
東
ア
ジ
ア
と
の
交

流
は
青
磁
な
ど
威
信
財
を
獲
得
す
る
だ
け
で
は
な
い
、
重
要
な
政
策
だ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
ふ
う
に
自
分
は
思
い
ま
す
。

　

途
中
で
時
間
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
省
い
た
り
し
ま
し
た
【
資
料

】・【
資
料


】。
古
代
の
妙
見
信
仰
と
千
葉
氏
の
妙
見
信
仰
は
ど
う
つ
な
が
る
の
か
と
い
う
と

こ
ろ
に
つ
い
て
は
、
ま
た
次
の
機
会
に
と
い
う
こ
と
で
、
ま
た
次
に
お
呼
び
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
私
の
お
話
は
以
上
で
終
わ
り
に
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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【講演２】  千葉氏と鎌倉御家人の唐物

�
は
じ
め
に

　

丁
寧
な
ご
紹
介
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
の
歳
に
な
っ
て
、
こ
う
い
う

場
で
自
分
の
昔
の
こ
と
を
語
ら
れ
る
っ
て
い
う
の
は
、な
ん
か
変
な
感
じ
が
し
ま
す
。

昔
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
な
と
思
い
な
が
ら
、懐
か
し
く
聞
い
て
お
り
ま
し
た
。

そ
の
割
に
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
相
変
わ
ら
ず
や
っ
て
い
て
進
歩
が
な
い
な
と
い
う
、

そ
ん
な
思
い
も
半
分
い
た
し
ま
す
。

　

本
日
の
タ
イ
ト
ル
で
す
が
、
最
初
、
外
山
さ
ん
か
ら
「
千
葉
氏
と
唐
物
」
と
い
う

こ
と
で
お
願
い
し
た
い
と
の
依
頼
が
ま
い
り
ま
し
た
。
考
え
て
み
る
と
、
あ
ま
り
千

葉
氏
と
唐
物
だ
け
で
私
が
一
時
間
語
れ
る
よ
う
な
内
容
が
な
い
の
で
す
。
決
し
て

千
葉
氏
が
そ
う
い
う
品
々
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
私
が

や
っ
て
お
り
ま
す
考
古
学
か
ら
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
ど
れ
だ
け
語
れ
る
の
か
と
い
う

と
、
そ
の
情
報
が
ほ
と
ん
ど
無
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

先
程
濱
名
さ
ん
か
ら
、
仏
像
あ
る
い
は
宗
教
関
係
を
軸
に
千
葉
氏
と
の
関
係
に
つ

い
て
あ
れ
だ
け
多
く
の
話
を
さ
れ
た
の
で
す
か
ら
、
本
来
で
あ
れ
ば
そ
う
い
う
話
題

が
た
く
さ
ん
あ
る
は
ず
な
の
で
す
が
、
悲
し
い
こ
と
に
考
古
学
か
ら
は
そ
こ
ま
で
の

話
を
す
る
情
報
が
な
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
意
味
で
す
。
そ
の
た
め
に
私
は
今
回
の

タ
イ
ト
ル
は
、「
千
葉
氏
と
鎌
倉
御
家
人
の
唐
物
」
と
い
う
、こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
に
し
た
理
由
で
す
が
、一
つ
に
は
今
い
い
ま
し
た
よ
う
に
、

千
葉
氏
そ
の
も
の
の
考
古
学
的
な
発
掘
情
報
が
や
は
り
少
な
い
と
い
う
、
こ
れ
が
一

点
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
実
は
こ
の
テ
ー
マ
で
諸
国
の
御
家
人
と
唐
物
と
い
う
視
点

で
見
た
時
、
千
葉
氏
だ
け
が
特
別
だ
と
い
う
言
い
方
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問

題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
少
な
く
と
も
私
が
や
っ
て
い
る
考
古

学
の
世
界
か
ら
見
れ
ば
、
実
は
ど
こ
で
も
同
じ
、
御
家
人
ク
ラ
ス
だ
っ
た
ら
ば
大
体

似
た
よ
う
な
意
味
で
、
こ
う
い
っ
た
唐
物
と
い
う
も
の
に
対
し
て
の
付
き
合
い
方
が

決
ま
っ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
見
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
御
家
人
と
唐
物
の
関
係
を
見
た
時
に
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
語
れ
る
だ
ろ
う

【
講
演
２
】

　
　
　

千
葉
氏
と
鎌
倉
御
家
人
の
唐
物

小
野　

正
敏
（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
名
誉
教
授
）

講
師
紹
介

　

小お

の野
正ま
さ
と
し敏（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
名
誉
教
授
）

　

神
奈
川
県
出
身
。明
治
大
学
文
学
部
卒
業
。

　

専
門
は
日
本
中
世
考
古
学
。貿
易
陶
磁
研
究
の
第
一人
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。

　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
副
館
長
、人
間
文
化
研
究
機
構
の
理
事
な
ど
を
歴
任
。

現
在
は
福
井
県
立
一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
博
物
館
の
特
別
館
長
を
務
め
る
。本
県
と

の
関
わ
り
で
は
本
佐
倉
城
跡
の
国
指
定
史
跡
化
に
携
わ
っ
た
。

歴
史
民
俗
博
物
館
で
は
学
際
的
な
共
同
研
究
を
展
開
し
、『
陶
磁
器
の
文
化

史
』（
一
九
九
八
）、二
〇
〇
五
年
の『
東
ア
ジ
ア
中
世
海
道　

海
商
・
港
・
沈
没
船
』

（
二
〇
〇
五
）な
ど
の
企
画
展
を
開
催
し
た
。

著
作
は『
戦
国
城
下
町
の
考
古
学　
一
乗
谷
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
』（
講
談
社
、

一
九
九
七
）、編
著
と
し
て『
図
解
・日
本
の
中
世
遺
跡
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
一）、『
戦
国
時
代
の
考
古
学
』（
高
志
書
院
、二
〇
〇
三
）が
あ
る
。
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か
と
い
う
、
そ
う
い
う
視
点
で
や
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

私
の
話
で
す
が
、大
き
く
四
つ
ぐ
ら
い
に
分
け
よ
う
か
な
と
思
い
ま
す【
資
料
１
】。

一
つ
は
武
家
と
唐
物
。
中
世
に
な
っ
て
初
め
て
権
力
の
表
舞
台
に
出
て
き
た
武
家
で

す
。
そ
れ
ま
で
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
朝
廷
だ
と
か
、
そ
こ
を
取
り
巻
い
て
い
た

公
家
と
い
う
京
都
中
心
の
そ
う
い
う
世
界
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
よ
う
や
く
新
し

い
新
興
勢
力
と
し
て
武
家
が
台
頭
し
て
き
た
時
に
、
彼
ら
な
り
に
ど
う
い
う
思
考
で

唐
物
と
付
き
合
っ
た
の
か
と
い
う
、
こ
う
い
う
視
点
が
一
つ
あ
り
ま
す
。

　

次
が
千
葉
氏
を
含
め
て
鎌
倉
に
つ
い
て
で
す
。
鎌
倉
を
「
東
国
の
武
家
の
都
」
と

い
う
よ
う
に
い
い
ま
す
が
、
実
際
に
鎌
倉
の
唐
物
と
は
ど
う
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た

の
か
。
そ
こ
に
ど
う
い
う
論
理
が
あ
る
の
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
話
を
二
番
目
に
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
先
程
も
少
し
話
が
出

て
い
ま
し
た
が
、
外
山
さ
ん
の
最
初

の
話
に
も
あ
り
ま
し
た
と
お
り
、
こ

れ
ま
で
在
地
の
武
家
と
い
う
の
は
、

一
所
懸
命
、
自
分
の
本
領
の
所
に
命

を
懸
け
て
、
そ
こ
を
開
発
し
、
じ
っ

と
守
っ
て
い
く
も
の
だ
と
い
う
論
理

が
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。
今
は
そ

う
で
は
な
く
、
京
都
、
鎌
倉
、
そ
し

て
全
国
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
彼

ら
が
生
き
て
い
た
の
だ
と
い
う
話
に

な
っ
て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ

う
い
う
中
で
、
千
葉
氏
そ
の
も
の
も

鎌
倉
に
も
屋
敷
を
持
っ
て
い
ま
し
た

し
、
京
都
に
も
屋
敷
を
持
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
れ
か
ら
伊
賀
の
国
の
守
護

で
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、
お
そ
ら
く

伊
賀
の
ほ
う
に
も
屋
敷
を
持
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
地
域
以
外

に
も
、
現
在
の
鹿
児
島
の
東
部
に
あ
た
る
大
隅
の
守
護
で
も
あ
り
ま
し
た
の
で
、
当

然
、
そ
こ
に
も
屋
敷
が
あ
っ
た
は
ず
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
千
葉
氏
は
列
島
に
広
が

る
大
き
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
生
き
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
と

思
い
ま
す
。
特
に
こ
こ
で
は
、
鎌
倉
の
千
葉
氏
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
、
少
し
考
え

て
み
た
い
と
い
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

講
演
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
、
時
間
が
許
せ
ば
、
御
家
人
館
と
唐
物
と
い
う
こ
と
で
、

全
国
の
御
家
人
の
代
表
選
手
、
考
古
学
的
な
意
味
で
良
質
な
資
料
を
持
っ
て
い
る
御

家
人
の
館
の
発
掘
例
を
使
い
な
が
ら
、
唐
物
だ
け
で
は
な
い
、
当
然
そ
こ
に
鎌
倉
と

の
関
係
の
中
で
生
き
て
い
る
御
家
人
の
姿
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
っ

た
問
題
に
つ
い
て
も
少
し
触
れ
て
み
た
い
と
い
う
の
が
今
回
の
構
成
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
先
程
の
濱
名
さ
ん
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
時
間
が
な
い
と
い
っ
て
、
途

中
か
ら
だ
ん
だ
ん
私
の
ほ
う
も
話
す
ス
ピ
ー
ド
が
速
く
な
っ
て
い
く
か
と
思
い
ま
す

の
で
、
一
通
り
、
私
の
描
い
て
い
る
ス
ト
ー
リ
ー
は
皆
様
の
お
手
元
に
資
料
と
し
て

用
意
し
て
お
き
ま
し
た
【
レ
ジ
ュ
メ
】。
私
は
あ
の
よ
う
な
レ
ジ
ュ
メ
を
書
い
て
も
、

そ
の
と
お
り
に
お
話
し
で
き
た
こ
と
が
な
い
の
で
す
。途
中
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
か
、

あ
る
い
は
飛
ば
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
多
い
の
で
、
も
し
、
気
に
な
る
方
が
お

り
ま
し
た
ら
、
後
程
ゆ
っ
く
り
と
私
の
ほ
う
の
レ
ジ
ュ
メ
を
読
ん
で
い
た
だ
け
る
と

あ
り
が
た
い
な
と
思
い
ま
す
。

�
武
家
と
唐
物

　

最
初
の
話
題
で
あ
り
ま
す
が
、
先
程
来
出
て
い
ま
し
た
よ
う
に
、
千
葉
氏
の
本
拠
、

鎌
倉
時
代
の
本
拠
と
い
い
ま
す
の
は
千
葉
堀
内
と
い
う
所
で
す
【
資
料
２
】。
特
に

こ
の
図
に
、
周
り
の
沖
積
地
の
中
に
縞
状
に
色
が
付
け
て
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、

こ
の
中
心
部
、
現
在
で
い
い
ま
す
と
千
葉
地
方
裁
判
所
の
あ
た
り
に
千
葉
氏
の
館
が

あ
っ
た
ら
し
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
は
、
そ
こ
の
話
を
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
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で
す
が
、
悲
し
い
こ
と
に
今
、
都
市
化
さ
れ
て
い
て
発
掘
情
報
も
全
く
あ
り
ま
せ
ん

の
で
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
成
果
が
考
古
学
的
に
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
す
。
し
た

が
い
ま
し
て
、
先
程
い
っ
た
よ
う
に
、
ち
ょ
っ
と
他
の
事
例
を
使
い
な
が
ら
話
を
し

な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
な
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。

　

先
程
外
山
さ
ん
が
い
っ
て
い
た
よ
う
に
、
亥
鼻
台
地
に
猪
鼻
城
と
い
う
戦
国
期
に

使
わ
れ
ま
し
た
城
が
あ
り
ま
し
た
。
千
葉
堀
内
と
い
う
千
葉
氏
の
本
拠
を
見
下
ろ
す

台
地
の
一
番
西
北
の
外
れ
の
所
に
、
猪
鼻
城
の
土
塁
跡
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
土
塁
の

下
か
ら
鎌
倉
期
の
蔵
骨
器
、
火
葬
骨
を
入
れ
た
骨
壺
が
出
土
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
こ

の
三
点
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
番
右
側
が
中
国
製
の
茶
色
い
釉う

わ
ぐ
す
り
薬
を
か
け
た

壺
。
真
ん
中
が
常
滑
の
壺
、
東
海
で
焼
か
れ
た
壺
で
す
。
一
番
左
側
が
瀬
戸
で
焼
か

れ
ま
し
た
灰か

い
ゆ
う釉
、
木
の
灰
を
か
け
て
焼
い
た
四し

じ

こ
耳
壺
、
耳
が
四
つ
付
い
て
い
る
、
そ

の
よ
う
な
壺
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
大
変
面
白
い
資
料
で
し
て
、
鎌
倉
期
の
お
そ
ら
く
半
ば
か
ら
後
半
ぐ
ら
い

の
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
三
ラ
ン
ク
の
陶
磁
器
が
揃
っ
て
い
ま
す
。
も
と
も
と

こ
れ
は
蔵
骨
器
と
し
て
用
意
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
日
常
使
っ
て
い
た
器
が
骨

を
入
れ
て
埋
め
る
、
二
次
的
に
そ
う
い
う
道
具
に
使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
当

然
な
が
ら
こ
こ
で
一
番
ラ
ン
ク
が
高
い
の
が
、
中
国
製
の
陶
磁
器
。
次
が
そ
れ
を
コ

ピ
ー
し
た
瀬
戸
の
こ
の
焼
き
物
。
そ
し
て
一
番
ラ
ン
ク
が
下
が
る
の
が
、
こ
の
常
滑

の
焼
き
物
と
い
う
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
三
つ
の
ラ
ン
ク
の
陶
磁
器
を
こ
こ
で
見
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
う
い
う
つ
も
り
で
埋
め
た
の
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
私
た
ち
は
こ
う
い

う
焼
き
物
の
使
わ
れ
方
を
見
る
と
、
ど
う
し
て
も
そ
の
権
力
の
ラ
ン
ク
と
い
っ
た
よ

う
な
も
の
を
見
よ
う
と
し
て
し
ま
い
ま
す
。
た
だ
し
、
気
を
付
け
な
け
れ
ば
い
け
な

い
の
は
、
こ
こ
で
見
る
こ
の
三
ラ
ン
ク
そ
の
も
の
が
、
俗
界
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の

権
力
の
絶
対
的
な
強
さ
を
そ
の
ま
ま
尺
度
と
し
て
持
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
に
は
少
し
注
意
が
必
要
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
三
種
類
の
陶
磁
器
の
中
で
こ
の
中
国
陶
磁
が
一
番
上
で
す
と
い
っ
た
の
で
す

が
、
中
国
陶
磁
全
体
の
中
で
い
え
ば
あ
ま
り
上
の
ほ
う
じ
ゃ
な
い
グ
ル
ー
プ
に
属
す

る
も
の
な
の
で
す
。
東
日
本
を
含
め
て
、
武
家
の
蔵
骨
器
の
中
で
通
常
、
ラ
ン
ク
が

一
番
上
に
な
る
も
の
が
、ど
ち
ら
か
と
い
う
と
左
下
の
白
磁
の
四
耳
壺
の
ほ
う
で
す
。

こ
れ
は
四
街
道
市
長
岡
の
堂ど

う

庭ば

遺
跡
、
千
葉
氏
一
族
の
臼
井
氏
の
墓
地
で
は
な
い
か

と
い
う
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
の
で
、
納
得
で
き
る
よ
う
な
ラ
ン
ク
だ
と

思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
鎌
倉
の
後
半
、
十
四
世
紀
ご
ろ
の
中
国
製
の
白
磁
の
四
耳
壺

で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
四
つ
を
比
べ
た
ら
、
む
し
ろ
こ
れ
が
一
番
上
、
二
番
目

が
上
の
右
側
、
三
番
目
が
左
側
で
、
四
番
目
が
真
ん
中
み
た
い
な
、
そ
う
い
う
見
方

が
で
き
る
か
な
と
い
う
よ
う
に
は
思
い
ま
す
。

　

で
も
、
こ
れ
は
先
程
い
い
ま
し
た
よ
う
に
、
本
来
、
日
常
的
に
使
っ
て
い
た
道
具

が
蔵
骨
器
と
し
て
再
利
用
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
は
、
日
常
的

な
状
況
を
少
し
見
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
次
の
話
題
で
す
。
鎌
倉
の
唐
物
の
話
に
入

る
前
に
、
ち
ょ
っ
と
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
の
が
、
先
程
い
い
ま
し
た
が
、
武
家
に

と
っ
て
唐
物
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
形
で
使
わ
れ
た
の
か
。
特
に
私
が
よ
く
い
っ

て
い
ま
す
よ
う
に
、
中
国
製
の
焼
き
物
な
ら
ば
、
全
部
が
唐
物
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な

代
物
だ
っ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

私
た
ち
が
発
掘
で
遺
跡
を
掘
り
ま
す
と
、
大
量
に
白
磁
だ
と
か
青
磁
だ
と
か
、
中

国
製
の
き
れ
い
な
碗
や
皿
が
出
て
き
ま
す
。
私
が
昔
一
乗
谷
を
掘
っ
た
、
も
う
五
十

年
ぐ
ら
い
前
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
、
掘
り
始
め
た
こ
ろ
、
遺
跡
か
ら
青
磁
の
茶
椀

な
ど
が
ぽ
ろ
り
と
出
て
き
ま
す
と
、「
も
の
す
ご
い
も
の
が
出
ま
し
た
」
み
た
い
な
、

そ
う
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
流
れ
ま
し
た
。
今
、
そ
れ
を
い
う
発
掘
者
が
い
た
ら
、
そ
れ

は
眉
唾
で
、
も
う
騙
り
か
、
あ
る
い
は
確
信
犯
だ
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。
実
は
中
国

陶
磁
は
中
世
の
日
本
に
お
い
て
は
日
常
的
に
一
番
た
く
さ
ん
使
わ
れ
た
道
具
な
の
で

す
。
あ
っ
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
は
焼
き
物
の
中
で
か
わ
ら
け
の
よ
う
な

大
量
消
費
す
る
も
の
を
除
き
ま
す
と
、
こ
う
い
っ
た
焼
き
物
の
中
で
中
国
陶
磁
と
い

う
の
は
、
多
く
使
わ
れ
て
い
た
道
具
で
す
。
特
に
西
日
本
の
場
合
に
は
、
碗
や
皿
の

世
界
と
い
う
の
は
、
国
産
の
焼
き
物
は
あ
ま
り
手
に
入
ら
な
い
の
で
す
。
そ
う
す
る

と
、
嫌
で
も
中
国
製
の
白
磁
だ
と
か
青
磁
、
あ
る
い
は
そ
の
代
わ
り
に
使
わ
れ
る
漆

の
椀
、
皿
類
と
い
う
も
の
が
使
わ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
中
国
製
の
碗
や
皿
に
驚
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い
て
は
い
け
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
ど
う
い
う
も
の
が
本
来
、
唐
物
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
な
高
級
品
な

の
か
と
い
い
ま
す
と
、
こ
こ
に
今
、
示
し
ま
し
た
よ
う
な
袋

ふ
く
ろ

物も
の

と
い
っ
て
い
る
よ
う

な
壺
だ
と
か
水
注
だ
と
か
、
あ
る
い
は
香
炉
の
よ
う
な
も
の
と
か
、
そ
う
い
う
日
常

的
な
碗
、
皿
で
は
な
い
特
殊
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
当
時
の
人
が
ど
こ
ま
で
を
唐

物
と
い
っ
た
の
か
と
い
う
の
は
、
実
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
お
そ
ら
く

こ
う
い
っ
た
特
殊
な
使
わ
れ
方
を
し
て
い
た
も
の
が
、
唐
物
の
中
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス

だ
っ
た
と
い
う
の
は
何
と
な
く
分
か
る
の
で
す
ね
。

　

こ
れ
は
奥
州
平
泉
で
す
が
【
資
料
３
】、
白
磁
の
四
耳
壺
。
そ
れ
か
ら
、
白
磁
の

水
注
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
釉
薬
を
か
け
ま
し
た
褐か

つ
ゆ
う釉
と
い
う
に
は
変
な
色
で
す
が
、

陶
器
の
四
耳
壺
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
平
泉
で
す
か
ら
、

十
二
世
紀
の
も
の
で
す
。あ
る
意
味
、

鎌
倉
よ
り
も
先
ん
じ
て
、
東
国
で
武

家
政
権
を
つ
く
っ
た
、
そ
の
本
拠
で

使
わ
れ
た
焼
き
物
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
注
目
し
て
い
た
だ
き
た

い
の
は
こ
ち
ら
で
す
。
こ
こ
に
大
量

に
破
片
が
あ
り
ま
す
。
こ
ん
な
に
た

く
さ
ん
焼
き
物
が
あ
る
と
い
う
話
に

な
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
か
わ
ら

け
と
い
う
土
器
の
皿
で
す
。
結
局
こ

れ
は
何
な
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
こ

れ
が
酒
杯
、
お
酒
を
酌
み
交
わ
す
時

の
杯
に
使
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
ち

ら
側
の
四
耳
壺
、
水
注
が
酒
器
、
こ

れ
に
酒
を
な
み
な
み
と
入
れ
て
、
そ

し
て
そ
れ
が
座
敷
に
飾
ら
れ
、
こ
こ

か
ら
酒
が
注
が
れ
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
い
う
酒
器
、
宴
会
の
道
具
と
し
て
こ
れ
が

使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

全
く
同
じ
よ
う
な
セ
ッ
ト
が
こ
こ
に
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
会あ

い

津づ

坂ば
ん

下げ

町
、
会
津

盆
地
に
あ
る
陣
ヶ
峰
城
か
ら
出
た
も
の
で
す
【
資
料
４
】。
こ
れ
も
十
二
世
紀
の
も

の
で
す
。
こ
こ
は
伝
説
で
は
越
後
城
氏
、
越
後
で
す
ご
く
力
を
持
っ
て
い
た
御
家
人

の
ひ
と
り
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
の
館
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
所
で
あ
り
ま
す
。
全
く

同
じ
セ
ッ
ト
だ
と
い
う
の
が
分
か
り
ま
す
。
手
前
の
ほ
う
に
置
い
て
あ
る
白
磁
の
碗

な
ど
は
、
先
程
い
っ
た
よ
う
に
高
価
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
あ
ま

り
見
な
く
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
壺
類
と
、
こ
こ
に
一
つ
だ
け
あ
る
緑
色
の
も
の
、
実
は
こ
れ
は
高
麗
青
磁
の

碗
で
す
。
高
麗
青
磁
と
い
い
ま
す
の
は
同
じ
時
代
に
朝
鮮
半
島
、
ま
だ
高
麗
と
い
う

時
代
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
焼
い
た
青
磁
の
こ
と
で
す
。
中
国
の
青
磁
よ
り
も
よ

ほ
ど
質
が
い
い
と
い
う
こ
と
で
、
大
変
珍
重
さ
れ
る
、
そ
う
い
う
道
具
で
あ
り
ま
し

た
。
こ
れ
が
セ
ッ
ト
な
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
武
家
の
初
期
の
唐
物
威
信
財
と
い

う
の
は
何
か
と
い
い
ま
す
と
、
酒
器
、
宴
会
道
具
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

な
ぜ
宴
会
道
具
が
唐
物
の
威
信
財
に
な
る
の
か
と
い
う
問
題
で
す
。
皆
様
、
ご
存

じ
の
よ
う
に
、
武
家
の
権
力
が
ど
ん
な
原
理
で
形
成
さ
れ
る
の
か
と
い
い
ま
す
と
、

主
従
関
係
、
主
人
と
そ
の
従
者
と
い
う
身
分
又
は
権
力
関
係
が
契
約
に
よ
り
結
ば
れ

る
こ
と
で
成
立
し
ま
す
。
そ
の
時
に
何
を
す
る
か
と
い
う
と
、
対
面
の
儀
式
が
あ
っ

て
、
そ
こ
で
お
酒
を
飲
み
交
わ
し
て
、
そ
の
契
約
が
交
わ
さ
れ
ま
す
。
皆
様
、
も
う

お
忘
れ
か
と
思
い
ま
す
が
、
自
分
た
ち
の
結
婚
式
を
思
い
出
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま

す
。
私
は
神
前
で
行
い
ま
し
た
の
で
、
嫁
さ
ん
と
三
々
九
度
と
い
う
杯
事
を
い
た
し

ま
し
た
。
あ
れ
は
私
が
夫
で
、
あ
な
た
が
妻
だ
よ
と
い
う
人
間
関
係
の
契
約
で
あ
り

ま
す
。
武
家
の
館
で
や
る
時
に
は
、
私
が
親
分
で
、
あ
ん
た
は
子
分
だ
よ
と
い
う
、

そ
う
い
う
関
係
が
結
ば
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
う
し
ま
す
と
、
そ
う
い
っ
た
権
力
関
係
を
構
築
す
る
上
で
重
要
な
対
面
儀
礼
、

そ
し
て
そ
こ
で
使
わ
れ
る
酒
器
と
い
う
も
の
に
、
は
る
ば
る
海
外
か
ら
輸
入
し
た
高

級
な
焼
き
物
を
使
う
。
こ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
自
分
の
権
威
を
見
せ
る
一
番
い
い
場
面
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だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
別
の
場
面
で
は
、
今
度
は
お
客
さ
ん

を
よ
そ
か
ら
迎
え
た
時
に
、
そ
の
客
に
対
し
て
同
じ
よ
う
に
宴
会
を
行
い
ま
す
。
そ

の
儀
礼
の
時
に
、
安
物
の
酒
器
で
お
酒
を
出
す
の
で
は
な
く
て
、
そ
こ
で
や
は
り
こ

ん
な
に
素
晴
ら
し
い
物
を
持
っ
て
い
る
ぞ
と
い
う
、
中
国
陶
磁
を
使
っ
た
宴
会
が
行

わ
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
権
威
の
見
せ
び
ら
か
し
、
権
威
を
見
せ
る
や
り
方
だ
と
い
う

こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
武
家
の
場
合
に
は
、
ま
さ
に
こ
う
い
っ
た

と
こ
ろ
か
ら
主
従
関
係
の
構
築
が
始
ま
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
見
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。

　
『
福ふ

く
と
み
ぞ
う
し
え
ま
き

富
草
紙
絵
巻
』
が
よ
く
表
現
し
て
い
る
と
思
う
の
で
す
が
、
も
う
一
つ
は
そ

う
い
っ
た
権
威
を
示
す
威
信
財
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
て
、
富
と
い
う
も
の
を
示
す

道
具
で
も
あ
り
ま
し
た
【
資
料
５
】。
菓
物
が
盛
ら
れ
た
青
磁
の
大
皿
が
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
ち
ら
の
棚
に
は
天
目
茶

碗
、
お
茶
の
道
具
が
あ
り
ま
す
。
こ

う
い
う
も
の
が
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
絵
巻
物
の
中
で
は
、
こ
の
場
面

は
面
白
い
話
な
の
で
す
が
、
本
題
か

ら
外
れ
る
の
で
止
め
て
お
き
ま
す
。

　

貧
乏
人
か
ら
突
然
金
持
ち
に
な
っ

た
時
に
、
ど
う
い
っ
た
も
の
が
あ
れ

ば
金
持
ち
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
こ

こ
に
象
徴
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
美

味
し
い
料
理
、
そ
れ
か
ら
文
化
的
な

道
具
、
そ
し
て
こ
こ
に
銚
子
が
置
い

て
あ
る
と
思
う
の
で
分
か
る
よ
う

に
、
酒
器
が
あ
り
ま
す
の
で
、
酒
と

料
理
と
温
か
い
火
鉢
、
暖
か
い
部
屋

が
あ
っ
て
、
そ
し
て
文
化
的
な
物
が

飾
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
が
当
時

の
富
を
示
す
指
標
で
し
た
。

　

一
方
、『
松ま

つ
ざ
き
て
ん
じ
ん
え
ん
ぎ
え
ま
き

崎
天
神
縁
起
絵
巻
』
の
播
磨
国
の
国
司
の
館
の
場
面
に
は
二
つ
、
青

い
瓶
の
よ
う
な
も
の
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
梅め

い
び
ん瓶
と
い
う
瓶
で
す
。
上
に

紙
で
ふ
た
が
し
て
あ
っ
て
、
そ
の
後
ろ
に
銚
子
が
あ
る
の
で
お
分
か
り
の
よ
う
に
、

こ
れ
は
酒
が
入
っ
て
い
る
酒
器
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
あ
と
は
一
緒
で
す
。
美

味
し
い
料
理
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
あ
る
大
き
な
四
角
い
の
が
火
鉢
で
す
の
で
、
暖

か
い
部
屋
で
す
。
こ
れ
こ
そ
が
富
の
象
徴
だ
っ
た
。
ま
た
初
期
の
こ
ろ
の
、
武
家
が

喜
ん
で
使
っ
て
い
た
威
信
財
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。

　

こ
れ
は
十
五
世
紀
ご
ろ
の
宴
会
の
様
子
で
す
【
資
料
６
】。
宴
会
の
席
で
い
ろ
い

ろ
や
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
絵
が
暗
く
て
見
え
に
く
い
の
で
、
こ
れ
を

ス
ケ
ッ
チ
に
直
し
て
お
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
の
が
、
琴
や
鼓
の
演
奏

を
バ
ッ
ク
に
か
わ
ら
け
と
酒
器
で
お
酒
を
飲
ん
で
い
る
最
中
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
は
今
、
銚
子
か
ら
か
わ
ら
け
に
酒
を
注
い
で
い
ま
す
が
、
こ

こ
を
ち
ょ
っ
と
見
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
こ
こ
に
大
き
な
壺
が
あ
り
ま
す
。
こ

れ
が
酒し

ゅ
か
い海
壺こ

（
酒
会
壺
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
青
磁
の
壺
で
す
。
酒
海
壺
、
酒
の
海
の

壺
と
書
く
の
で
す
が
、
ま
さ
に
酒
を
入
れ
て
お
く
道
具
。
そ
れ
か
ら
、
右
側
に
口
の

小
さ
い
瓶
が
二
つ
並
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
さ
っ
き
見
た
お
酒
を
入
れ
た
梅
瓶
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
下
の
ほ
う
で
見
ま
す
と
、
高
麗
青
磁
の
壺
や
、
梅
瓶
と
呼

ば
れ
る
中
国
製
の
白
磁
の
瓶
、
こ
う
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
ま
さ
に
、

そ
の
梅
瓶
か
ら
提
子
へ
と
酒
が
注
が
れ
て
い
る
状
況
が
分
か
る
と
思
い
ま
す
。
ま
さ

に
宴
会
道
具
そ
の
も
の
が
、
実
は
富
の
象
徴
で
あ
り
、
権
威
の
象
徴
だ
っ
た
。
こ
れ

が
武
家
に
お
け
る
唐
物
の
一
番
ト
ッ
プ
の
使
い
方
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。

　

こ
う
い
っ
た
器
種
の
使
い
方
の
変
化
が
よ
く
分
か
る
の
が
、
実
は
瀬
戸
製
品
な
の

で
す
。
先
程
の
三
つ
目
の
蔵
骨
器
に
あ
り
ま
し
た
が
、
あ
の
瀬
戸
の
製
品
は
東
国
向

け
に
焼
か
れ
た
製
品
で
し
た
。【
資
料
７
】
を
見
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
辺
り
の
製
品

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
み
ん
な
、
先
程
の
中
国
製
の
焼
き
物

の
コ
ピ
ー
な
の
で
す
。
東
国
の
武
家
に
対
し
て
、
中
国
製
品
が
持
て
な
い
よ
う
な
、
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あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
も
ち
ょ
っ
と
ラ
ン
ク
が
落
ち
て
も
い
い
か
ら
安
く
欲
し
い
と
い

う
人
、
そ
う
い
う
人
の
た
め
に
瀬
戸
で
は
そ
の
コ
ピ
ー
が
作
ら
れ
ま
し
た
。
中
国
製

の
白
磁
の
代
わ
り
が
、
こ
ち
ら
側
の
瀬
戸
の
灰か

い
ゆ
う釉
の
四
耳
壺
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
し
、
こ
ち
ら
側
は
梅
瓶
の
コ
ピ
ー
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
十
三
世
紀
の
後
半
に
な
り
ま
す
と
、
こ
う
い
っ
た
灰
釉
だ
け
で
は
な

く
て
鉄て

つ
ゆ
う釉
、
鉄
ぐ
す
り
を
か
け
る
焼
き
物
が
で
き
て
く
る
の
で
す
が
、
こ
れ
が
青
磁

の
ほ
う
の
コ
ピ
ー
商
品
に
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
例
え
ば
こ
れ
は
高
麗
青
磁
の

コ
ピ
ー
が
こ
れ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、
酒
海
壺
の
コ
ピ
ー
が
こ
の
三
段
目
の

も
の
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
こ
こ
に
青
磁
の
盤
、
大
皿
が
あ
り

ま
し
た
け
ど
も
、
そ
れ
を
コ
ピ
ー
し
た
も
の
が
こ
の
左
の
二
つ
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
実
は
鎌
倉
期
の
道
具
の
中
で
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
の

が
、こ
の
洗
面
器
の
よ
う
な
浅
い
鉢
で
す
。
洗せ

ん

と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
陶
器
で
す
が
、

こ
う
い
っ
た
緑
色
の
豊
か
な
色
を
か
け
た
多
彩
釉
。
こ
れ
は
福
建
省
の
地
域
で
焼
か

れ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
も
の
が
伴
い
ま
す
。
こ
の
白
磁
の
四
耳
壺
や
梅
瓶
、
そ

れ
と
こ
の
三
彩
の
洗
、
こ
れ
に
青
磁
の
酒
海
壺
、
こ
う
い
っ
た
も
の
を
非
常
に
御
家

人
ク
ラ
ス
が
喜
ん
で
、
ど
こ
の
御
家
人
も
持
っ
て
い
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
私
は
こ

れ
を
「
御
家
人
セ
ッ
ト
」
と
い
う
ふ
う
に
い
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
う
い
う
道
具
だ

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
、
十
三
世
紀
後
半
に
な
る
と
変
化
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は

ま
さ
に
宴
会
セ
ッ
ト
、
酒
器
セ
ッ
ト
が
中
心
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、
こ
こ
で
初
め
て

香
炉
だ
と
か
天
目
茶
碗
だ
と
か
、
花
瓶
な
ど
、
こ
う
い
っ
た
お
茶
の
道
具
や
香
の
道

具
、
花
の
道
具
な
ど
、
そ
し
て
部
屋
の
調
度
品
と
し
て
の
座
敷
飾
り
、
室し

つ
ら
い禮
と
い
い

ま
す
け
ど
も
、
こ
う
い
う
道
具
が
加
わ
っ
て
く
る
。
十
三
世
紀
の
半
ば
か
ら
後
半
に

か
け
て
の
変
化
と
い
う
の
は
す
ご
く
大
き
い
の
で
、
後
で
ま
た
い
ろ
ん
な
話
題
の
中

で
触
れ
た
い
と
思
う
の
で
、
覚
え
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

�
鎌
倉
の
唐
物

　

実
は
武
士
の
都
、
鎌
倉
の
中
で
も
、
十
三
世
紀
の
後
半
と
い
う
も
の
に
非
常
に
大

き
な
画
期
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
画
期
は
何
か
と
い
い
ま
す
と
、
承
久
の
変
と
い
い

ま
し
て
一
二
二
一
年
に
、
後
鳥
羽
上
皇
の
京
都
の
政
権
が
鎌
倉
の
政
権
、
直
接
の
対

象
は
北
条
氏
な
の
で
す
が
、
北
条
氏
を
倒
そ
う
と
す
る
、
大
き
な
事
件
が
あ
り
ま
し

た
。
結
局
、鎌
倉
側
が
勝
利
し
ま
す
。
そ
れ
は
何
を
示
し
て
い
る
か
と
い
い
ま
す
と
、

も
と
も
と
文
化
や
政
治
の
中
心
で
あ
り
ま
し
た
京
都
に
対
し
て
、
初
め
て
東
国
の
鎌

倉
、
武
家
側
が
上
に
立
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
京
都
と
鎌
倉
の
関

係
が
変
わ
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
鎌
倉
の
中
で
も
権
力
構
造
が
変
わ
り
ま
す
。
こ
れ
を
境

に
し
て
、
当
時
は
ち
ょ
う
ど
源
氏
三
代
の
将
軍
の
時
代
が
終
わ
っ
て
い
ま
す
の
で
、

北
条
氏
が
執
権
と
い
う
形
で
権
力
を
握
っ
て
、
幕
府
と
し
て
鎌
倉
を
動
か
し
て
い
く

よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
以
前
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
頼
朝
に
代
表

さ
れ
る
源
氏
の
将
軍
の
下
で
、
千
葉
氏
を
含
む
御
家
人
た
ち
が
直
接
主
従
関
係
で
結

ば
れ
て
い
る
形
で
幕
府
、
鎌
倉
は
構
成
さ
れ
て
い
た
の
が
、
執
権
を
中
心
と
す
る
ま

さ
に
鎌
倉
幕
府
と
、そ
れ
か
ら
全
国
の
御
家
人
た
ち
が
官
僚
的
関
係
と
い
い
ま
す
か
、

そ
う
い
う
組
織
に
大
き
く
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
が
こ
の
時
期
だ
、
そ
う
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
後
程
ま
た
、
そ
れ
に
も
触
れ
た
い
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
の
北
条
得
宗

に
権
力
を
集
中
し
て
、い
ろ
い
ろ
な
形
で
鎌
倉
を
変
え
て
い
こ
う
と
す
る
わ
け
で
す
。

　

鎌
倉
の
唐
物
の
話
を
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。今
の
話
の
延
長
で
い
き
ま
す
と
、

執
権
を
中
心
と
す
る
北
条
氏
一
族
が
中
心
に
な
っ
て
、貿
易
を
動
か
し
て
い
き
ま
す
。

こ
れ
は
鎌
倉
に
唐
物
が
入
っ
て
き
た
窓
口
と
な
る
六
浦
の
湊
、
現
在
の
金
沢
八
景
の

所
で
す
ね
【
資
料
８
】。
あ
そ
こ
に
六
浦
と
い
う
中
世
の
湊
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
鎌

倉
へ
の
唐
物
の
玄
関
口
で
す
。
そ
こ
に
は
北
条
一
門
の
金
沢
氏
が
い
ま
し
た
。
そ
の

金
沢
氏
が
建
て
た
の
が
こ
の
称
名
寺
と
い
う
お
寺
で
す
。
こ
の
称
名
寺
を
中
心
と
し

て
、
律
宗
や
禅
宗
と
い
っ
た
鎌
倉
の
新
し
い
仏
教
が
動
き
出
し
ま
す
。
特
に
北
条
氏

を
熱
心
な
庇
護
者
と
し
て
鎌
倉
に
南
宋
系
の
禅
宗
を
中
心
と
す
る
新
た
な
仏
教
文
化
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が
入
っ
て
き
ま
す
。

　

一
方
、
中
国
側
は
寧ニ

ン
ポ
ー波
と
い
う
所
が
日
宋
貿
易
の
湊
に
な
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た

形
で
十
三
世
紀
の
後
半
に
な
り
ま
す
と
、
た
く
さ
ん
の
新
し
い
宗
教
が
到
来
し
ま
す

が
、
重
要
な
こ
と
は
、
僧
侶
は
決
し
て
宗
教
だ
け
を
持
ち
込
ん
だ
の
で
は
な
く
て
、

実
は
貿
易
そ
の
も
の
の
担
い
者
で
も
あ
り
ま
し
た
。
あ
の
円
覚
寺
の
開
山
の
無
学
祖

元
も
慶
元
府
（
寧
波
）
の
出
身
で
す
。
中
国
か
ら
偉
い
お
坊
さ
ん
た
ち
が
招
へ
い
さ

れ
て
き
ま
す
と
、
当
然
そ
こ
で
様
々
な
中
国
の
新
し
い
文
物
が
導
入
さ
れ
て
く
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
宗
教
・
文
化
と
貿
易
は
セ
ッ
ト
で
し
た
。
ま
さ
に
宗
教
の
セ
ン

タ
ー
、
そ
れ
か
ら
新
し
い
文
化
の
セ
ン
タ
ー
、
そ
し
て
様
々
な
新
し
い
物
質
文
化
、

こ
れ
の
受
け
皿
と
し
て
の
鎌
倉
と
い
う
の
が
全
国
的
に
大
き
な
位
置
付
け
を
持
つ
よ

う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
が
こ
の
時
期
だ
っ
た
と
い
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。
特
に

十
五
代
執
権
金
沢
貞
顕
は
典
籍
収
集
と
交
易
に
熱
心
で
し
た
。

　

で
す
か
ら
、
先
程
十
三
世
紀
後
半
の
大
き
な
画
期
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
こ
だ
け
と
は

い
い
ま
せ
ん
が
、
鎌
倉
を
唐
物
文
化
の
中
心
に
し
た
、
そ
ん
な
ふ
う
に
思
え
ば
い
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
れ
は
、
北
条
の
一
門
金
沢
氏
の
当
時
の
当
主
貞
顕
の
書
状
の
一
部
で
す
【
資
料

９
】。
ち
ょ
っ
と
字
が
小
さ
く
て
申
し
訳
な
い
の
で
す
が
、「
俊
如
房
が
無
為
の
帰
朝

を
し
た
。」
つ
ま
り
、
帰
朝
と
い
う
こ
と
は
中
国
へ
行
っ
て
い
た
称
名
寺
の
お
坊
さ

ん
が
日
本
へ
帰
っ
て
き
た
、め
で
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
続
き
ま
す
。「
当

時
、
鎌
倉
中
、
茶
以
下
唐
物
多
々
」。
つ
ま
り
「
唐
物
が
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
あ
ふ

れ
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
、
そ
う
い
う
話
が
こ
こ
に
や
り
と
り
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
俊
如
房
は
唐
船
に
乗
っ
て
中
国
へ
行
き
、
そ
し
て
当
然
、
た
く
さ
ん
の
貿
易
品
と

と
も
に
帰
っ
て
き
た
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

左
の
ほ
う
で
は
、
同
じ
く
金
沢
貞
顕
の
書
状
の
一
枚
で
す
け
れ
ど
も
【
資
料
９
】、

「
唐
物
等
開
か
れ
」、
唐
物
の
荷
が
披
露
さ
れ
た
と
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
に
は
「
市
立

て
せ
ら
る
る
べ
き
」
と
あ
り
ま
す
の
で
、
唐
物
市
が
こ
こ
で
開
か
れ
て
い
る
。
鎌
倉

と
い
う
の
は
そ
う
い
う
所
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
非
常
に
た
く
さ
ん
の
唐
物
が

鎌
倉
へ
集
中
し
て
い
る
。
そ
の
バ
ッ
ク
に
は
ま
さ
に
こ
う
い
っ
た
背
景
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
が
分
か
る
、
そ
う
い
う
史
料
で
す
。

　

一
方
、
先
程
の
文
書
と
同
じ
こ
ろ
の
話
だ
と
思
う
で
す
が
、「
唐
船
が
無
事
に
帰

っ
て
き
た
と
。
め
で
た
い
、
め
で
た
い
」
と
い
う
話
が
出
て
く
る
【
資
料

】。
こ

の
史
料
に
も
、「
俊
如
房
が
乗
船
し
て
、
今
、
下
向
の
云
々
」
と
。「
博
多
ま
で
こ
の

唐
船
で
帰
っ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
後
、
今
、
鎌
倉
に
向
か
っ
て
い
る
」
と
い
う
、

そ
う
い
う
内
容
の
記
事
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

当
時
の
国
際
港
と
し
て
代
表
的
な
の
は
博
多
港
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
こ
へ
一
度
入

っ
て
き
た
船
が
荷
ほ
ど
き
を
し
て
、
そ
こ
で
ま
た
各
地
に
必
要
な
物
が
出
て
い
く
と

い
う
、
そ
れ
が
普
通
の
形
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
先
程
の
よ
う
な
六
浦
に
向
か
っ

て
荷
物
が
入
っ
て
く
る
時
に
、
直
接
入
っ
て
き
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
の
で
す

が
、
一
方
で
は
ま
た
、
一
般
的
な
商
船
で
あ
れ
ば
、
博
多
で
一
回
、
荷
解
き
を
し
て
、

そ
こ
か
ら
ま
た
全
国
津
々
浦
々
へ
向
か
っ
て
中
国
か
ら
の
輸
入
品
が
出
て
行
く
ん
だ

と
い
う
話
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
、
こ
ち
ら
側
の
下
の
手
紙
を
見
て
ほ
し
い
の
で
す
が
、
こ
ん
な
こ
と
が
書
い

て
あ
り
ま
す
。「
関
東
大
仏
造
営
料
唐
船
の
事
」。
こ
れ
、
ど
う
い
う
意
味
か
と
い
い

ま
す
と
、
関
東
大
仏
、
鎌
倉
の
大
仏
の
こ
と
で
す
が
、
こ
の
建
立
の
た
め
一
三
二
九

年
に
造
営
料
唐
船
を
出
し
て
い
ま
す
。
造
営
料
唐
船
と
い
う
の
は
大
仏
だ
と
か
、
あ

る
い
は
寺
院
を
造
る
た
め
に
、
そ
の
費
用
を
貿
易
の
利
益
で
賄
う
た
め
に
船
を
仕
立

て
る
と
い
う
、
こ
れ
が
造
営
料
唐
船
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
中
国
へ
こ
の
船
を

出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
莫
大
な
貿
易
の
利
益
が
上
が
り
ま
す
。
そ
れ
を
最
初
か
ら
計

算
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
船
を
仕
立
て
る
。
造
営
料
唐
船
を
出
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
私

的
な
船
で
は
な
く
鎌
倉
幕
府
公
認
の
貿
易
船
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

鎌
倉
大
仏
と
い
う
の
は
、
鶴
岡
八
幡
宮
の
本
地
仏
と
し
て
の
大
仏
で
す
の
で
、
当

然
こ
れ
は
幕
府
が
そ
の
費
用
を
調
達
す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
取
ら
れ
ま
し
た
。
鎌

倉
幕
府
は
大
仏
を
造
る
に
当
た
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
唐
船
を
仕
立
て
て
、
こ
の
利
益
を

上
げ
よ
う
と
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
わ
け
で
す
。
当
然
主
導
し
た
の
は
北

条
氏
で
す
。

　

そ
う
い
っ
た
貿
易
船
の
一
隻
が
沈
ん
で
い
た
例
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
新
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安
の
沈
没
船
と
い
い
ま
す
。
現
在
の
韓
国
の
西
海
岸
、
新し

ん
あ
ん安
県
と
い
う
所
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
海
底
で
見
つ
か
っ
た
貿
易
船
が
一
隻
、
調
査
さ
れ
て
引
き
上
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。今
の
木モ

ッ
ポ浦
と
い
う
所
に
建
て
ら
れ
た
博
物
館
で
船
も
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
船
は
中
国
年
号
、
至
治
三
年
、
一
三
二
三
年
の
六
月
直
後
ぐ
ら
い
に
沈
ん
だ
と

い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
ん
で
そ
ん
な
こ
と
分
か
る
の
か
と
い
う
と
、

寧
波
を
出
た
こ
の
船
の
積
み
荷
が
残
っ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
中
に
た
く
さ
ん

の
荷
札
が
付
い
て
い
ま
し
た
。
こ
の
荷
札
に
記
さ
れ
た
年
月
日
の
中
で
、
至
治
三
年

六
月
が
一
番
最
後
に
な
り
ま
す
。
こ
の
船
は
半
年
間
ぐ
ら
い
中
国
側
に
滞
在
し
て
い

る
の
で
す
が
、
そ
こ
で
日
本
か
ら
持
っ
て
い
っ
た
商
品
を
売
り
、
あ
ち
ら
側
の
商
品

を
買
っ
て
日
本
に
向
か
う
途
中
、
耽た

ん

羅ら

海
道
、
今
の
済
州
島
の
辺
り
か
ら
本
来
は
博

多
の
ほ
う
へ
入
っ
て
く
る
途
中
で
、
お
そ
ら
く
台
風
に
遭
っ
て
、
韓
国
の
沖
合
ま
で

流
さ
れ
て
そ
の
海
底
に
沈
ん
で
い
た

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

船
の
長
さ
は
三
十
メ
ー
タ
ー
、
幅

は
九
メ
ー
タ
ー
、
積
載
重
量
は
約

二
百
ト
ン
で
す
。
大
体
、
八
室
ぐ
ら

い
の
船
室
を
持
っ
て
い
て
、
そ
こ
に

た
っ
ぷ
り
と
荷
物
が
積
ま
れ
て
い
ま

し
た
。
そ
の
う
ち
、
中
国
陶
磁
は

二
万
点
で
す
。
た
だ
し
、
先
程
見
た

よ
う
な
、
例
え
ば
青
磁
の
酒
海
壺
、

花
生
で
す
と
か
、高
麗
青
磁
の
梅
瓶
、

あ
る
い
は
銅
器
等
が
た
く
さ
ん
乗
っ

て
い
ま
し
た
が
、
こ
う
い
っ
た
高
価

な
物
だ
け
で
は
な
く
、
大
半
の
物
は

普
通
の
碗
や
皿
で
し
た
。
こ
の
荷
物

の
中
で
も
そ
う
い
う
特
殊
な
物
は
、

こ
の
中
に
収
納
さ
れ
て
い
ま
す
と
表

示
さ
れ
た
特
別
な
箱
に
き
ち
ん
と
詰
め
ら
れ
て
、
大
事
そ
う
に
梱
包
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
日
元
貿
易
の
積
み
荷
が
一
セ
ッ
ト
で
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
荷
札
を
見
て
み
ま
す
と
、
全
部
で
一
〇
九
点
ば
か
り
出
て
い
る
の
で
す
が
、

綱
司
、
綱
司
と
書
い
て
あ
り
ま
す
の
は
船
の
運
営
と
船
長
を
兼
ね
た
よ
う
な
、
半
分

商
人
、
半
分
船
員
み
た
い
な
人
た
ち
で
す
。
そ
れ
が
一
番
多
い
の
で
す
が
、
あ
と
は

八
郎
や
道
阿
弥
と
い
っ
た
商
人
名
だ
と
か
、
あ
る
い
は
阿
弥
名
を
持
っ
て
い
ま
す
こ

と
か
ら
、
僧
体
の
お
寺
に
関
係
す
る
商
人
の
よ
う
な
者
、
こ
う
い
っ
た
名
前
が
荷
札

に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
、
い
ろ
ん
な
人
た
ち
が
寄
合
船
と
い
う
形
で
、
あ

る
資
金
を
持
っ
て
そ
の
船
に
乗
り
込
み
、
そ
し
て
共
用
の
商
船
を
仕
立
て
る
こ
と
で

利
益
を
分
配
す
る
と
い
う
、そ
う
い
う
船
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
わ
け
で
す
。

　

た
だ
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
東
福
寺
と
書
か
れ
た
荷
札
、

こ
れ
は
京
都
の
東
福
寺
で
す
の
で
、
こ
れ
が
四
十
一
点
、
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
が
博

多
の
承
天
寺
子
院
の
釣
寂
庵
が
六
点
、
あ
る
い
は
筥
崎
宮
、
こ
れ
も
博
多
で
す
ね
。

こ
う
い
っ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
先
程
の
造
営
料
唐
船
の
よ
う
に
単
一
の
目
的

の
船
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
寺
社
が
資
金
を
多
く
出
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

も
分
か
る
わ
け
で
す
。
ち
な
み
に
、
東
福
寺
も
筥
崎
宮
も
、
そ
の
直
前
に
火
災
を
受

け
て
燃
え
て
い
ま
す
の
で
、
お
そ
ら
く
両
寺
社
の
復
興
費
用
を
こ
の
貿
易
船
で
稼
ご

う
と
い
っ
た
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
、
こ
ん
な
資
料
で
も
あ

り
ま
す
。
大
変
面
白
い
資
料
な
の
で
、
ま
た
別
の
機
会
に
、
こ
の
よ
う
な
お
話
が
で

き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
前
回
こ
こ
で
行
っ
た
講
座
で
も
紹
介
さ
れ
た
そ
う
で
す
が
、
新
安
の
沈
没
船

に
は
全
部
で
二
十
六
ト
ン
、
八
百
万
枚
の
銅
銭
も
積
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
ご
存
じ
の

よ
う
に
中
世
の
日
本
で
は
中
国
か
ら
銅
銭
を
輸
入
し
て
、
そ
れ
を
国
内
で
流
通
さ
せ

る
と
い
う
方
法
で
貨
幣
経
済
が
回
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
約
八
百
万
枚
と
い

う
ふ
う
に
計
算
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
膨
大
な
数
の
銅
銭
そ
の
も
の
も
商
品
と
し
て
、

利
益
の
中
の
一
部
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
、
た
く
さ
ん
の
高
級
な
陶
磁
器
類
が
積
み
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
先
程
見

ま
し
た
、
こ
れ
が
青
磁
の
酒
海
壺
、
大
型
の
花
瓶
、
そ
れ
か
ら
花
生
、
そ
れ
か
ら
高



2 9

【講演２】  千葉氏と鎌倉御家人の唐物

麗
青
磁
の
梅
瓶
、
そ
し
て
青
磁
の
大
皿
、
大
盤
、
香
炉
だ
と
か
天
目
茶
碗
。
そ
れ
か

ら
こ
う
い
っ
た
焼
き
物
以
外
に
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
物
が
本
当
は
積
ま
れ
て
い
た
の

で
す
。
例
え
ば
、
こ
ち
ら
側
は
銅
の
花
生
で
す
し
、
船
か
ら
は
も
う
消
え
て
し
ま
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
は
絵
画
だ
と
か
典
籍
、
そ
う
い
っ
た
も
の
も
積
ま

れ
て
い
た
は
ず
で
す
。
本
来
、
当
時
の
価
値
観
か
ら
い
え
ば
、
焼
き
物
よ
り
も
よ
ほ

ど
そ
う
い
っ
た
絵
画
資
料
だ
と
か
、
あ
る
い
は
典
籍
だ
と
か
、
そ
う
い
う
唐
物
の
ほ

う
が
価
値
が
高
か
っ
た
は
ず
で
す
。
た
だ
、
わ
れ
わ
れ
、
考
古
学
の
立
場
で
い
う
と
、

悲
し
い
こ
と
に
焼
け
て
も
残
る
、
地
中
に
あ
っ
て
も
腐
ら
な
い
焼
き
物
ば
っ
か
り
が

私
た
ち
の
研
究
対
象
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

例
え
ば
こ
れ
は
、
こ
れ
は
新
安
の
沈
没
船
に
積
ま
れ
て
い
た
品
々
で
は
な
い
の
で

す
が
、
日
本
に
伝
世
し
た
中
で
、
上
の
ほ
う
は
宋
版
の
『
漢
書
』
で
す
【
資
料

】。

い
わ
ゆ
る
中
国
の
三
史
と
呼
ば
れ
て
い
る
史
書
で
す
。
こ
れ
は
慶
元
版
と
書
い
て
あ

り
ま
す
。
慶
元
は
元
の
時
代
の
寧
波
の
こ
と
で
す
か
ら
、
あ
の
湊
の
辺
り
で
作
ら
れ

て
い
る
、
そ
う
い
う
本
だ
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

そ
し
て
画
面
下
に
あ
る
『
備
急
千
金
要
方
』、
こ
こ
に
金
沢
文
庫
、
そ
し
て
米
沢

藩
藩
校
の
蔵
書
と
い
う
二
つ
の
蔵
書
印
が
押
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
中
国
の
医

学
書
で
す
。
も
と
も
と
は
、
こ
ち
ら
側
の
ほ
う
は
明
ら
か
に
金
沢
文
庫
に
入
っ
て
い

た
も
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
後
、妙
心
寺
を
経
て
米
沢
の
ほ
う
に
持
ち
出
さ
れ
ま
す
。

学
者
で
あ
っ
た
直
江
兼
続
に
贈
ら
れ
、
そ
し
て
そ
れ
が
後
で
上
杉
氏
、
米
沢
の
ほ
う

へ
入
っ
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
い
う
経
緯
を
た
ど
っ
た
よ
う
で
す
。
中
国
の
本
土
に

も
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
宋
版
の
『
史
記
』
な
ど
、
こ
う
い
っ
た
典
籍
が
日
本
に

は
こ
の
こ
ろ
招
来
さ
れ
て
、た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
こ
そ
が
本
来
は
文
化
人
が
欲
し
く
て
し
ょ
う
が
な
か
っ
た
唐
物
だ
っ
た
と
い
う

よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

次
に
、
お
寺
か
ら
武
家
に
入
っ
て
く
る
品
物
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ご

存
じ
の
よ
う
に
、
鎌
倉
は
、
幕
府
側
の
権
力
者
た
ち
と
寺
院
の
関
係
が
非
常
に
密
接

な
と
こ
ろ
で
す
。
そ
し
て
、
北
条
氏
も
た
く
さ
ん
の
寺
院
を
造
り
ま
し
た
。
建
長
寺

も
そ
う
で
す
し
、
円
覚
寺
も
そ
う
で
す
し
、
そ
う
し
た
重
要
な
寺
院
が
み
ん
な
北
条

氏
な
ど
に
よ
っ
て
開
基
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
先
程
見
た
よ
う
に
、
平
泉

な
ど
で
見
た
よ
う
な
宴
会
道
具
だ
け
で
は
な
い
、
様
々
な
室
禮
に
使
わ
れ
る
よ
う
な

道
具
が
、
武
家
の
家
の
中
に
ど
ん
ど
ん
入
っ
て
く
る
契
機
を
つ
く
っ
て
い
き
ま
す
。

　
『
慕ぼ

き
え
こ
と
ば

帰
絵
詞
』
と
い
う
本
願
寺
の
状
況
を
描
い
た
絵
巻
が
あ
り
、
画
面
の
真
ん
中

に
大
き
な
青
磁
の
花
瓶
が
立
っ
て
い
ま
す
。
同
じ
物
が
こ
の
称
名
寺
に
残
っ
て
い
る

花
瓶
で
す
。
こ
の
花
瓶
は
一
対
で
残
っ
て
い
る
の
で
す
が
、そ
れ
が
こ
の
写
真
で
す
。

こ
ち
ら
側
は
先
ほ
ど
の
新
安
の
船
に
乗
っ
て
い
た
同
じ
種
類
の
花
瓶
で
す
。
高
さ
が

六
十
～
七
十
セ
ン
チ
、
も
う
ち
ょ
っ
と
あ
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
く
ら
い
の
大

き
さ
の
物
で
す
。
本
来
、
武
家
の
家
に
は
全
然
縁
が
な
か
っ
た
も
の
で
す
。
こ
う
い

う
寺
院
の
中
で
三み

つ
ぐ
そ
く

具
足
と
い
い
ま
す
が
、
花
瓶
と
香
炉
と
燭
台
、
ろ
う
そ
く
立
て
で

す
ね
、
こ
の
三
つ
の
セ
ッ
ト
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
武
家
の
方
の
屋
敷
の

中
に
も
導
入
さ
れ
て
い
く
。
寺
で
持
っ
て
い
た
様
々
な
唐
物
の
道
具
た
ち
、
そ
う
い

う
も
の
が
武
家
の
中
へ
ど
ん
ど
ん
入
っ
て
く
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
状
況
が
示
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
『
慕
帰
絵
詞
』
の
こ
ち
ら
の
場
面
で
は
、
み
ん
な
、
頭
を
ひ
ね
り
な
が
ら
、
唸
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
歌
の
会
、
和
歌
を
詠
む
会
の
情
景
で
す
。
こ
こ
の
押
板
と
い
い

ま
す
が
、
床
の
間
の
よ
う
な
所
に
柿
本
人
麻
呂
の
掛
け
軸
が
掛
か
っ
て
い
る
と
思
わ

れ
ま
す
。
歌
聖
で
す
の
で
、
人
麻
呂
の
絵
を
掛
け
て
歌
の
会
を
や
り
ま
す
。
そ
の
手

前
の
所
に
同
じ
よ
う
に
三
具
足
が
並
ん
で
い
ま
す
。歌
の
会
だ
と
か
連
歌
の
会
な
ど
、

文
芸
的
な
集
ま
り
な
ど
も
同
じ
よ
う
に
ど
ん
ど
ん
武
家
の
中
に
入
っ
て
く
る
と
い
う

こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
全
然
違
和
感
な
く
、
本
来
お
寺
の
什
物
が

武
家
の
屋
敷
に
入
っ
て
く
る
の
だ
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い

ま
す
。

　

こ
れ
は
、
円
覚
寺
の
仏
日
庵
と
い
う
子
院
が
持
っ
て
い
た
様
々
な
唐
物
を
中
心
と

す
る
寺
宝
で
あ
り
ま
す
【
資
料

】。
そ
の
目
録
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
興
味
深
い

の
は
、
行
間
に
様
々
な
書
き
込
み
が
あ
る
こ
と
で
す
。
円
覚
寺
が
古
く
か
ら
大
変
多

く
の
良
質
の
唐
物
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
中
に
例
え
ば
、「
千
葉
介
招

請
の
と
き
、
こ
れ
を
引
か
る
る
」、
す
な
わ
ち
、「
千
葉
介
が
円
覚
寺
へ
来
た
時
に
、
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こ
れ
を
く
れ
と
い
っ
て
、
持
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る

の
で
す
。
何
を
持
っ
て
い
っ
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
蘆ろ

鴈が
ん

の
絵
、
二
幅
、
そ
れ
か
ら

胡
銅
の
花
瓶
が
一
対
、香
炉
が
一
個
で
す
。
こ
の
よ
う
な
唐
絵
だ
と
か
銅
器
の
花
瓶
、

あ
る
い
は
香
炉
と
い
っ
た
物
を
武
家
が
欲
し
い
な
と
思
っ
た
時
に
、
手
っ
取
り
早
く

す
ご
く
い
い
骨
と
う
品
が
手
に
入
る
の
が
、
実
は
こ
う
い
う
古
刹
で
し
た
。

　

寺
の
ほ
う
も
い
ろ
い
ろ
な
理
由
が
あ
っ
て
、
何
か
あ
る
と
有
力
武
士
に
プ
レ
ゼ
ン

ト
を
す
る
わ
け
で
す
。
例
え
ば
、
こ
こ
に
は
足
利
尊
氏
が
将
軍
に
な
っ
た
時
に
は
尊

氏
に
も
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
い
ま
す
し
、
も
っ
と
す
ご
い
の
が
尾
張
の
守
護
、
土
岐
頼

康
へ
は
唐
物
漆
器
、
漆
器
を
た
く
さ
ん
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
こ

の
辺
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
唐
物
を
土
岐
に
や
っ
た
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
土

岐
は
尾
張
国
の
守
護
で
あ
る
の
で
、
同
国
に
対
す
る
権
益
に
対
し
て
強
い
統
制
力

を
持
っ
て
い
ま
す
。
円
覚
寺
は
円
覚

寺
が
で
き
る
時
に
、
開
基
の
北
条
時

宗
か
ら
尾
張
国
の
富
田
荘
と
い
う
荘

園
を
も
ら
っ
て
い
る
の
で
す
。
あ
る

い
は
千
葉
で
い
い
ま
す
と
、
時
宗
が

も
と
も
と
持
っ
て
い
た
上
総
国
の

畔あ
び
る
の
し
ょ
う

蒜
荘
と
い
う
荘
園
を
、
円
覚
寺
に

付
け
て
や
り
ま
す
。
そ
れ
を
お
寺
の

財
産
に
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
ち

ょ
う
ど
こ
の
こ
ろ
、
富
田
荘
で
は
紛

争
が
起
き
て
い
ま
し
て
、
在
地
の
中

で
そ
の
所
有
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
何
と
か
解
決

し
て
く
れ
と
。
円
覚
寺
と
し
て
土
岐

頼
康
に
多
少
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
渡
し

て
で
も
解
決
し
よ
う
と
い
う
こ
と

で
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
紛
争
解
決
の
た

め
、
秘
策
を
練
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
書
い
て
あ
る
わ
け
で
す
。
今
で
い
え
ば
賄
賂
か

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
あ
の
こ
ろ
、
賄
賂
っ
て
概
念
は
な
い
の
で
し
ょ
う
ね
。

今
の
政
治
家
で
し
た
ら
も
う
当
然
、
首
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
当
時
は
こ
う
い
う

こ
と
を
平
気
で
や
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
状
況
で
す
の
で
、
千
葉
介
が
持
っ
て
い

っ
た
と
い
う
の
は
一
つ
の
例
で
す
が
、
寺
と
御
家
人
の
関
係
が
非
常
に
深
く
て
、
か

つ
、
寺
が
持
っ
て
い
た
重
要
な
唐
物
類
が
そ
の
ま
ま
ま
た
武
家
屋
敷
の
中
で
も
使
わ

れ
て
い
る
よ
う
な
、
共
通
の
そ
う
い
う
価
値
観
で
動
い
て
い
る
状
況
が
生
ま
れ
て
い

た
。
こ
れ
が
鎌
倉
な
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
理
解
し
て
い
た
だ
け
た
ら
い
い
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

　

考
古
的
な
話
を
少
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
【
資
料

】。
鎌
倉
の
中
で
、
こ
う
い

っ
た
御
家
人
ク
ラ
ス
の
屋
敷
を
ま
と
も
に
発
掘
し
た
例
と
い
う
の
は
、
実
は
あ
ま
り

な
い
の
で
す
。
び
っ
く
り
す
る
で
し
ょ
う
。
あ
れ
だ
け
の
規
模
を
有
す
る
有
名
な
都

市
の
遺
跡
な
の
に
、
あ
ま
り
な
い
。
唯
一
と
は
い
い
ま
せ
ん
が
、
非
常
に
大
き
く
掘

っ
た
遺
跡
が
あ
り
ま
し
た
。
鎌
倉
駅
か
ら
西
側
に
出
ま
す
と
、
南
北
方
向
の
通
り
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
道
は
当
時
、
今
小
路
と
い
う
通
り
名
で
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

し
て
、
山
が
迫
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
今
小
路
と
山
と
の
間
、
現
在
の
鎌
倉
市
役
所
が

あ
る
そ
の
す
ぐ
南
側
に
当
た
り
ま
す
が
、御
成
小
学
校
と
い
う
小
学
校
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
が
今
小
路
西
遺
跡
で
す
。

　

非
常
に
大
き
な
武
家
屋
敷
が
二
軒
、
南
北
に
並
ん
で
発
掘
さ
れ
て
い
ま
す
【
資
料


】。
こ
の
武
家
屋
敷
が
十
四
世
紀
前
半
の
ど
こ
か
で
焼
け
て
い
る
の
は
間
違
い
な

い
の
で
す
が
、
い
つ
、
誰
の
屋
敷
か
と
い
う
こ
と
は
は
っ
き
り
と
わ
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。
た
だ
、
場
所
か
ら
い
い
ま
す
と
、
ど
う
も
当
時
の
御
家
人
の
中
で
一
番
ト
ッ
プ

ク
ラ
ス
だ
っ
た
安
達
泰
盛
の
屋
敷
の
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
泰
盛
は
霜
月

騒
動
（
一
二
八
五
年
）
と
い
う
政
変
で
い
っ
た
ん
失
脚
す
る
の
で
す
が
、
安
達
氏
は

そ
の
後
ま
た
復
活
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
幕
府
で
屈
指
の
勢
力
を
有
し
た
御
家

人
の
屋
敷
と
推
定
さ
れ
る
大
き
な
屋
敷
で
す
。

　

そ
こ
の
資
料
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
屋
敷
は
南
北
に
二
つ
あ
り
ま
す
。
こ

の
図
面
は
上
が
北
な
の
で
す
が
、
写
真
の
ほ
う
は
下
が
北
で
す
。
し
た
が
っ
て
こ
の
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模
式
図
は
、
こ
ち
ら
側
の
北
屋
敷
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
の
屋
敷
の
特
徴

に
つ
い
て
い
い
ま
す
と
、
東
側
の
ほ
う
に
門
が
あ
っ
て
、
こ
こ
か
ら
入
り
ま
す
と
広

場
が
あ
り
ま
す
。
入
っ
て
い
き
ま
す
と
小
さ
な
建
物
二
つ
が
あ
っ
て
、
屋
敷
の
中
の

中
心
建
物
が
こ
の
１
番
の
寝
殿
と
５
番
の
会
所
と
い
う
建
物
で
す
。
間
を
溝
が
仕
切

っ
て
い
て
、
寝
殿
の
南
側
の
庭
は
白
砂
が
敷
か
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
会
所
の
ほ
う

は
、
玉
砂
利
が
敷
か
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
違
う
機
能
を
持
っ
て
い
た
空
間
で
あ
っ

た
と
い
え
ま
す
。

　

こ
の
寝
殿
と
い
い
ま
す
の
は
、
先
程
の
平
泉
な
ど
で
説
明
し
た
対
面
儀
礼
を
す
る

場
、
公
式
の
儀
礼
を
す
る
場
、
こ
れ
が
寝
殿
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
会
所
は

茶
の
湯
を
や
っ
た
り
立
花
を
や
っ
た
り
、
あ
る
い
は
先
程
の
よ
う
な
和
歌
の
会
、
歌

を
詠
む
会
を
や
っ
た
り
、
連
歌
を
や
っ
た
り
と
い
う
、
芸
能
や
文
芸
の
集
ま
り
、
寄

り
合
い
を
す
る
場
所
で
あ
り
ま
し

た
。
こ
こ
の
屋
敷
の
中
で
、
本
当
に

鎌
倉
の
中
で
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
焼
き

物
が
た
く
さ
ん
出
て
い
る
の
で
す
が

【
資
料

】、
こ
れ
が
全
部
、
実
は
会

所
か
ら
出
て
い
ま
す
。
こ
の
会
所
は

戦
国
期
に
な
り
ま
す
と
、
明
ら
か
に

も
う
会
所
と
い
う
形
で
そ
の
建
物
が

明
確
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
が
、
鎌

倉
時
代
に
こ
の
会
所
が
は
っ
き
り
分

か
る
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
こ
が
一
番

早
い
事
例
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
こ
の
場
所
か
ら
出
土
し
た

焼
き
物
が
、こ
れ
で
す
。
も
う
皆
様
、

見
慣
れ
ま
し
た
、
白
磁
の
四
耳
壺
、

白
磁
の
梅
瓶
、
そ
し
て
こ
れ
が
青
磁

の
酒
海
壺
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
が
緑

釉
の
洗
、
破
片
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
天
目
茶
碗
と
茶
入
れ
で
す
。
こ
の
遺
跡
は
、

こ
う
い
っ
た
唐
物
の
数
々
が
集
中
し
て
発
掘
さ
れ
た
場
所
で
し
た
。
鎌
倉
後
半
期
の

鎌
倉
で
の
唐
物
の
在
り
方
、
あ
る
い
は
唐
物
に
と
ど
ま
ら
ず
、
屋
敷
単
位
、
建
物
単

位
の
陶
磁
器
の
在
り
方
を
一
番
よ
く
示
し
て
い
る
の
が
こ
の
遺
跡
で
す
。
ま
た
こ
の

遺
跡
は
お
そ
ら
く
は
、
屋
敷
の
広
さ
か
ら
い
っ
て
も
、
鎌
倉
幕
府
中
枢
の
人
間
の
屋

敷
と
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
あ
る
意
味
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
屋
敷
で
使
わ
れ
た
唐
物
と

い
う
の
は
こ
の
よ
う
な
道
具
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

�
鎌
倉
の
千
葉
氏

　

そ
し
て
、
千
葉
氏
に
つ
い
て
で
す
【
資
料

】。
千
葉
氏
の
屋
敷
は
鎌
倉
の
ど
こ

に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
す
が
、
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
先
程
の

今
小
路
西
遺
跡
、
市
役
所
よ
り
も
ち
ょ
っ
と
北
に
、
こ
の
今
小
路
を
上
が
っ
て
い

き
ま
す
と
、「
千ち

ば

ち
葉
地
」
と
い
う
地
名
が
残
っ
て
い
ま
す
。
千
葉
氏
の
「
千
葉
」
に

地
面
の
「
地
」
で
あ
り
ま
す
。
千
葉
地
と
い
う
の
だ
か
ら
、
千
葉
氏
の
屋
敷
は
こ
こ

に
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、こ
こ
を
小
さ
く
掘
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

あ
ま
り
立
派
な
武
家
屋
敷
ら
し
い
遺
構
や
出
土
品
は
、
出
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
た

だ
、
こ
の
千
葉
地
の
す
ぐ
西
側
の
谷
、
こ
れ
は
「
千ち

ば
が
や
つ

葉
ケ
谷
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す

の
で
、
千
葉
に
縁
が
あ
る
場
所
な
の
だ
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
、
ど
う
も
正
解
ら
し

い
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
で
す
が
、
地
名
だ
け
で
は
悔
し
い
か
ら
、
な
に
か

い
い
史
料
上
の
証
拠
が
あ
れ
ば
と
思
っ
て
、
調
べ
て
み
ま
し
た
。

　

そ
う
し
ま
す
と
、
当
時
の
『
吾
妻
鏡
』
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
三
月
十
七
日
条

に
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
前
浜
の
ほ
う
、
こ
ち
ら
で
す
ね
。
こ
の
砂

丘
地
帯
、
前
浜
と
い
い
ま
す
が
、
前
浜
か
ら
火
事
が
出
た
っ
て
こ
と
で
す
ね
。
こ
の

火
事
が
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
っ
て
、
甘
縄
の
山
麓
辺
り
ぐ
ら
い
ま
で
ず
っ
と
燃
え

て
い
っ
た
。
甘
縄
と
い
う
地
名
に
つ
い
て
は
、
甘
縄
神
明
社
が
あ
り
ま
す
が
、
今
、

甘
縄
と
は
こ
の
辺
で
は
な
い
か
と
狭
く
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
ど
う
も
そ
う

で
は
な
く
、
も
っ
と
広
い
地
域
を
い
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
分
か

【講演２】  千葉氏と鎌倉御家人の唐物
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り
ま
す
。
火
が
こ
の
甘
縄
の
山
麓
を
広
が
っ
て
い
き
、
数
百
軒
が
燃
え
た
と
い
う
記

録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
燃
え
た
屋
敷
の
中
に
千
葉
介
の
屋
敷
が
あ
っ
た
と
記

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
秋あ

き
た
じ
ょ
う
の
す
け

田
城
介
、
こ
れ
は
安
達
義
景
で
す
が
、
安
達
義
景
の
屋
敷
も
焼
け
た

と
記
さ
れ
ま
す
。
ま
た
伯
耆
の
屋
敷
も
あ
っ
た
と
。
こ
れ
は
葛
西
氏
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
が
、
こ
う
し
た
幕
府
の
重
臣
た
ち
の
屋
敷
が
ど
う
も
こ
の
西
側
の
山
裾
の
所
に

並
ん
で
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
、
千
葉
の
屋
敷
も
あ
っ
た
の
だ
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
『
隨
聞
私
記
』
永
仁
五
年
（
一
二
九
七
）
閏
十
月
七
日
条
に
は
、
佐
々
目
の
谷
か

ら
火
が
出
た
と
い
う
記
録
も
あ
り
ま
す
。
佐
々
目
の
谷
と
い
う
の
は
、
こ
の
谷
で
す

ね
。
こ
れ
が
佐
々
目
で
、
こ
こ
が
い
わ
ゆ
る
甘
縄
で
す
の
で
、
こ
こ
か
ら
火
が
出
て

広
が
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
甘
縄
と
千
葉
屋
形
以
下
、
た
く
さ
ん
焼
け
た
と
史
料

に
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
は
先
程
の
今
小
路
西
、
あ
れ
が
安
達
の
屋
敷

か
も
と
い
っ
て
い
る
人
が
い
ま
す
が
、
も
し
か
し
た
ら
当
た
り
か
も
し
れ
な
い
。
そ

し
て
、
す
ぐ
そ
の
近
く
に
千
葉
介
の
屋
敷
も
あ
っ
た
ら
し
い
と
い
う
、
そ
ん
な
気
が

い
た
し
ま
す
。
千
葉
氏
は
ご
存
じ
の
と
お
り
、
常
胤
以
来
、
頼
朝
を
守
っ
て
幕
府
創

設
に
す
ご
く
尽
力
を
し
た
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
御
家
人
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
幕
府
内

で
の
ラ
ン
ク
は
す
ご
く
高
か
っ
た
は
ず
で
す
。

　

こ
ち
ら
は
、『
京
都
六
条
八
幡
宮
造
営
注
文
』
と
い
う
面
白
い
文
献
で
す
【
資
料


】。
京
都
六
条
の
所
に
八
幡
宮
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
八
幡
宮
と
い
う
の
は
源
氏

の
先
祖
で
あ
り
ま
す
頼
義
の
館
に
あ
っ
た
神
社
な
の
で
す
が
、
そ
こ
が
焼
け
落
ち
て

し
ま
い
ま
し
た
。
当
然
で
す
が
、
源
氏
ゆ
か
り
の
神
社
で
す
の
で
、
鎌
倉
幕
府
に
と

っ
て
み
た
ら
象
徴
的
な
建
物
で
す
。
こ
れ
を
復
興
す
る
た
め
に
全
国
の
御
家
人
に
負

担
を
課
し
ま
す
。
そ
の
リ
ス
ト
で
す
。
そ
の
時
、
復
興
費
用
を
負
担
し
た
御
家
人
た

ち
は
「
鎌
倉
中
」
と
い
う
グ
ル
ー
プ
と
「
在
京
」、
京
都
に
住
ん
で
い
る
連
中
、
そ

れ
か
ら
「
国
御
家
人
」
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
鎌
倉
中
と

は
鎌
倉
に
住
ん
で
い
る
、
あ
る
い
は
本
籍
地
が
鎌
倉
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
ま
す
。
今
の
わ
れ
わ
れ
と
似
て
い
る
の
で
す
が
、
本
籍
地
、
私
は
今
、
千
葉
へ

持
っ
て
き
ま
し
た
が
、つ
い
こ
の
間
ま
で
は
神
奈
川
県
に
あ
り
ま
し
た
。
で
す
の
で
、

本
籍
地
と
実
際
に
住
ん
で
い
る
所
が
同
じ
か
と
い
わ
れ
る
と
困
る
の
で
す
が
、
先

程
来
の
言
い
方
か
ら
す
る
と
、
た
て
前
の
御
家
人
を
把
握
す
る
帳
簿
み
た
い
な
も

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
史
料
の
中
に
千
葉
介
と
出
て
き
ま
す
。
千
葉
介
は
こ
の
史
料
に
あ
り
ま
す
よ

う
に
、
本
籍
地
が
鎌
倉
で
す
。
し
た
が
っ
て
鎌
倉
の
中
に
屋
敷
を
持
っ
て
い
た
。
そ

の
一
つ
の
証
拠
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
中
で
ど
れ
だ
け
六
条
八
幡
宮
造
営
の
復

興
費
用
を
負
担
し
た
か
と
い
う
と
、
当
時
の
執
権
で
あ
り
ま
す
北
条
時
宗
は
五
百
貫

文
で
す
。
連
署
の
義
政
が
三
百
貫
、
名
越
朝
時
が
二
百
貫
、
足
利
が
二
百
貫
、
先
程

の
安
達
泰
盛
が
百
五
十
貫
で
す
。
千
葉
介
は
百
貫
文
を
負
担
し
て
い
ま
す
。
し
た
が

っ
て
、
千
葉
氏
の
ラ
ン
ク
は
か
な
り
上
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
御
家
人
ク
ラ

ス
の
中
で
は
一
番
上
ぐ
ら
い
。
安
達
と
並
ぶ
か
、
少
し
下
ぐ
ら
い
で
す
の
で
、
も
の

す
ご
い
金
を
千
葉
氏
が
負
担
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
各
国
に
い
る
御
家
人
た
ち
は
、
十
貫
文
以
下
の
ほ
ん
の
僅
か
し
か
負

担
し
て
い
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
い
う
面
か
ら
し
て
も
、
千
葉
介
の
ラ
ン
ク

は
高
い
し
、
鎌
倉
が
本
籍
地
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
納
得
で
き
る
。
そ
し
て
お
そ
ら

く
、
先
程
来
の
見
方
か
ら
い
う
と
、
ど
う
も
今
小
路
付
近
に
屋
敷
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
言
い
方
も
、あ
な
が
ち
眉
唾
で
は
な
い
と
い
う
話
に
な
っ
て
き
ま
す
。

掘
っ
て
み
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
と
い
う
の
が
考
古
学
で
す
が
、
掘
っ
て
み
る
と
、

先
程
の
今
小
路
西
遺
跡
と
同
じ
く
ら
い
の
唐
物
類
を
持
っ
て
い
る
千
葉
介
の
館
が
見

つ
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

�
御
家
人
館
の
唐
物

　

で
は
、全
国
の
御
家
人
の
館
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。

代
表
的
な
と
こ
ろ
を
紹
介
し
ま
す
。
こ
れ
は
金
沢
の
外
れ
に
あ
り
ま
す
堅
田
館
と
い

う
、
こ
れ
も
御
家
人
ク
ラ
ス
の
館
と
い
う
ふ
う
に
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
発

掘
さ
れ
た
館
の
一
つ
で
す
。
全
て
発
掘
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
、
東
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側
の
ほ
う
に
表
門
が
あ
っ
て
、
堀
が
変
な
形
で
囲
っ
て
い
て
、
こ
の
中
に
主
要
な
建

物
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
建
物
群
は
、
鎌
倉
御
家
人
の
典
型
的
な
タ
イ
プ
の
一
つ
の
館

で
す
【
資
料

・

】。
そ
こ
を
掘
っ
て
み
ま
す
と
、
こ
の
よ
う
な
物
が
出
ま
し
た

【
資
料

】。
も
う
皆
様
も
ご
存
じ
の
こ
れ
は
梅
瓶
で
す
。
こ
れ
は
肩
の
破
片
し
か
あ

り
ま
せ
ん
が
、
白
磁
の
四
耳
壺
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
天
目
茶
碗
が
あ
っ
て
、
こ
ち

ら
側
に
青
磁
の
大
き
な
盤
が
あ
り
ま
す
。青
磁
の
酒
海
壺
は
な
い
と
の
こ
と
で
す
が
、

酒
海
壺
と
緑
釉
の
洗
が
あ
れ
ば
、
御
家
人
セ
ッ
ト
三
つ
全
部
揃
い
ま
し
た
。
そ
う
い

う
も
の
が
出
土
し
た
の
が
、
こ
の
館
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
王
ノ
壇
遺
跡
で
す
【
資
料

・

】。
王
ノ
壇
と
い
う
の
は
仙
台
の
遺
跡

な
の
で
す
が
、
こ
こ
は
北
条
得
宗
領
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
出
土
し
た
陶
磁
器
も
北
条

氏
の
一
番
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
得
宗
家
の
荘
園
の
政
所
館
の
品
々
と
い
う
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
同
じ
よ
う
な
セ
ッ

ト
を
、
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ

て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
西
の
方
で
は
承
久
の
変

の
後
、
後
鳥
羽
上
皇
側
に
つ
い
て
西

国
の
御
家
人
や
公
家
の
領
地
が
没
収

さ
れ
ま
す
。
そ
れ
を
東
国
の
御
家
人

た
ち
が
領
地
と
し
て
も
ら
い
、
地
頭

と
し
て
現
地
に
入
っ
て
来
ま
す
。
そ

う
い
っ
た
西
遷
御
家
人
の
一
人
が
、

肥
後
国
、
人

ひ
と
よ
し
の
し
ょ
う

吉
荘
へ
入
り
ま
し
た
。

相さ
が
ら良
氏
で
す
。
も
と
も
と
相
良
氏
は

遠
江
国
が
本
拠
で
す
が
、
彼
が
そ
こ

へ
地
頭
と
し
て
入
り
、
館
を
造
り
、

こ
の
人
吉
荘
を
支
配
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
き
ま
す
。
そ
こ
を
今
、
調
査

し
て
い
る
の
で
す
が
、
大
変
面
白
い

デ
ー
タ
が
挙
が
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
は
館
の
発
掘
も
面
白
い
の
で
す
が
、
そ
れ
よ
り
も
館
の
奥
の
ほ
う
に
、
東

光
寺
と
い
う
聖
地
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
凝
灰
岩
の
大
き
な
岸
壁
の
所
に
武
蔵

型
板
碑
が
彫
ら
れ
て
い
ま
す【
資
料

】。こ
の
よ
う
に
埼
玉
に
あ
る
武
蔵
型
板
碑【
資

料

】
が
摩
崖
仏
の
よ
う
に
岸
壁
に
彫
っ
て
あ
り
ま
す
。
す
ご
い
も
の
で
す
。
高
さ

が
四
メ
ー
タ
ー
ぐ
ら
い
あ
り
、
そ
の
脇
を
見
る
と
、
こ
こ
に
穴
倉
が
掘
っ
て
あ
り
ま

す
。
い
わ
ゆ
る
鎌
倉
で
い
う
や
ぐ
ら
で
す
。
遠
江
国
は
板
碑
を
持
た
な
い
世
界
で
す
。

ま
た
、
や
ぐ
ら
も
持
ち
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
は
相
良
氏
の
本
領
に
は
な
か
っ
た
も
の
な

の
で
す
が
、
鎌
倉
武
士
が
西
遷
し
て
地
方
へ
行
き
、「
俺
は
鎌
倉
か
ら
来
た
御
家
人

だ
ぞ
」「
地
頭
で
来
た
ぞ
」
と
い
っ
た
時
の
権
威
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
鎌
倉
ら

し
い
装
置
を
引
き
ず
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
こ
の
武
蔵
型
板
碑
で
あ
り
、
そ
し
て
鎌

倉
の
や
ぐ
ら
だ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
実
は
、
こ
の
よ
う
な
例
は
他
に

な
い
の
で
、
他
の
西
遷
御
家
人
が
皆
や
っ
て
い
た
の
か
と
い
わ
れ
る
と
、
こ
れ
も
嘘

っ
ぽ
い
話
な
の
で
す
が
、
取
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
非
常
に
そ
れ
が
先
鋭
的
に
見
え
る

と
い
う
世
界
な
の
で
す
。

　

先
程
い
っ
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
鎌
倉
御
家
人
と
い
う
も
の
が
全
国
へ
散
っ
て
い

く
中
で
、
や
は
り
同
じ
ラ
ン
ク
の
御
家
人
層
と
し
て
、
こ
う
い
っ
た
価
値
観
を
共
有

す
る
。
そ
し
て
、
地
方
へ
行
っ
た
時
に
、「
俺
は
鎌
倉
の
御
家
人
だ
ぞ
」
と
い
う
こ

と
を
見
せ
び
ら
か
す
。
そ
の
一
つ
の
力
に
な
る
道
具
、
そ
れ
が
実
は
先
程
来
見
て
き

た
鎌
倉
の
御
家
人
セ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
て
い
る
唐
物
で
あ
り
、
あ
る
い
は
相
良
氏
の
よ

う
に
ち
ょ
っ
と
特
殊
で
は
あ
り
ま
す
が
、
鎌
倉
の
や
ぐ
ら
だ
と
か
、
あ
る
い
は
こ
う

い
う
関
東
風
の
武
蔵
型
板
碑
と
い
っ
た
よ
う
な
、
鎌
倉
の
匂
い
が
ぷ
ん
ぷ
ん
す
る
こ

う
い
う
物
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
時
間
が
過
ぎ
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
で
私
の
話
は
終
わ
り
に
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
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外
　
山　
　

小
野
先
生
、
興
味
深
い
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ

で
は
休
憩
の
時
間
に
入
り
ま
す
が
、
ご
質
問
の
あ
る
方
は
質
問
票
に
ご
記
入
の
上
、

先
程
と
同
様
、
受
付
へ
お
願
い
い
た
し
ま
す
。　

そ
れ
で
は
、
休
憩
の
間
に
ク
ロ
ス

ト
ー
ク
の
し
つ
ら
え
な
ど
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。
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レジュメ　　　　千葉氏と鎌倉御家人の唐物
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小野　正敏

　武家と唐物
　東国武士には荒々しいイメージが先行するが、各地の御家人の館を発掘すると、ごく少
いが唐物と呼ばれた茶の湯・立花・香などの海外からの高級品の道具が発掘される。千葉
氏の本拠は文字通り名字の地である千葉庄の中心「千葉堀内」にあったが、その館と推定
される「御殿跡」は、残念なことに市街化されており、発掘調査もなく実態は不明である。
この堀内を見下ろす戦国期の猪鼻城の土塁下層からは、鎌倉期の中国産褐釉四耳壺や瀬戸
灰釉四耳壺、常滑焼壺などの蔵骨器が発掘されており、千葉氏との関連も推定されている。
奇しくも、この３点は武家の蔵骨器の３ランクを示す品々で、もちろん中国製が上位で、
さらに中国製のなかでも白磁四耳壺が最上位となる。
　兼好法師は、「唐物は、薬の他は皆無くとも事欠くまじ」（『徒然草』）と、町に唐物
が豊富にあふれるさまを皮肉った。かれら中世に生きた人々が、発掘資料のなかでどのラ
ンクのものまでを唐物と意識したのかはわからない。私たちが中世の都市や館を発掘する
と、たくさんの貿易陶磁が採集される。その多くは日常使いの碗や皿であり、それに混じ
ってごく少量の香炉や花瓶、先の白磁四耳壺など、特殊な器種がある。また、出土した貿
易陶磁器の中には、高麗、朝鮮陶磁なども含まれることが多いが、戦国期の茶陶としての
朝鮮陶磁や南蛮物を除くと、中世の人びとが意識して分けた記述がなく、唐物とは、おそ
らく海外からの高級舶来品といった漠然としたものであったと思われる。
　中世の武家社会は、高級舶来品、いわゆる唐物に何を求めたか。城や館からはよく似た
唐物が出土することに特徴がある。これらの唐物を「奢侈品」という人もいるが、高価な
ものならなんでもいいのではなく、その機能からいえば「みせびらかし」の道具として、
同じ価値観を共有する世界で使用されることに意味を持つ。中世の新興勢力である武家こ
そが、権力の維持と文化的アイデンティティーの両面で自分たちの新たな威信財の創出を
必要としたといえる。私がいう「威信財」とは、それを所有し使用することで、所有者・
行為者の権威や富を表徴するモノである。また、本来唐物には、絵画、銀器、銅器、漆器
など多様なものがあり、むしろ陶磁器よりはそれらが唐物の主役でもあったが、発掘資料
に残ることは稀である。

　鎌倉の唐物
　東国武士の都鎌倉は、質、量ともに都に負けない唐物が集まる都市でもあった。鎌倉で
は、京都とは異なる武家独自の儀礼や唐物志向が形成され、多くの中国文物が流通してい
る。特に鎌倉後半にはそれが顕著で、その背景には鎌倉に南宋禅を選択した執権北条氏の
政策とその主導者蘭渓道隆や無学祖元のゆかりの地である寧波が、日宋貿易の拠点でもあ
ったことが大きい。執権北条氏は、鎌倉仏教のみならず唐物貿易においても強力な推進者
であった。
　平泉を滅ぼした源頼朝は、東国武家の棟梁として鎌倉に幕府を開府する。そして、奥州
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戦争の犠牲者の鎮魂のため永福寺を建立した。そのモデルは、平泉の壮麗な寺院群、特に
無量光院とそっくりである。源氏将軍３代の鎌倉は、町の姿だけではなく唐物威信財も平
泉モデルの継承といえる。京都模倣のかわらけと唐物の白磁四耳壺、青白磁、福建省泉州
の華南三彩洗、高麗青磁瓶子などの酒器を中心とする宴会セットである。武家の権力編成
の原理は主従関係にあり、後に「式三献」として整備されるように、酒杯を交わす対面儀
礼によって身分関係の契約や確認が行われる。その酒器に高級な中国陶磁を使うことで威
信を示すのは武家にとって必然であった。
　これがかわるのが、承久の変（１２２１年）を経て、執権北条泰時が実権を握ってから
である。幕府・御所の移転をはじめ、都市鎌倉の大改造と連動する変化である。そこには
源氏の本拠から武家の都への転換の意思がみられる。威信財にも、京都に対して優位とな
った権力交代と東国武家のアイデンティティーへの志向が映されている。酒器は、都の文
化に憧れて導入した京都模倣のてづくねかわらけ（土器）から鎌倉以前の轆轤かわらけに
もどされる。白磁四耳壺から梅瓶への変化は生産年代をうけたものであるが、さらにこれ
ら宴会セットに加えて茶・花・香などの室禮セットが増加することに特徴がある。こうし
た変遷は、唐物をはじめとする中国陶磁のコピーを生産した瀬戸の器種構成の変化にも端
的に反映されていることが確認できる。
　この時期の鎌倉モデルの典型が、今小路西遺跡の発掘資料である。この遺跡は、築地塀
で区画された南北に並ぶ大規模屋敷で、幕府の中枢に近い鎌倉のトップクラスの屋敷、一
説には安達泰盛の屋敷とされる。北側屋敷の南半側のハレ空間には、東側に儀礼用の寝殿
と白砂敷の前庭があり、溝で分離された西側には六角形井戸をもつ玉砂利敷前庭が広がる。
これに面した建物から唐物威信財が集中して出土しており、寝殿とは別に、後世の会所に
相当する茶・花・香・文芸などの寄合の場が既に分化し、重視されていたことがわかる。
そこでは、白磁四耳壺や梅瓶とともに青磁酒海壺、青磁盤（大皿）、天目茶碗、香炉、花
生などがみられ、泉州系の華南三彩洗や高麗青磁も多い。よくみると高麗青磁も瓶子や梅
瓶ばかりが多く、そこにも京都や博多とは違う鎌倉の特徴があり、鎌倉武士の唐物嗜好と
その価値観を雄弁に物語っている。

　鎌倉の千葉氏
　千葉氏をはじめ有力御家人は、本領とともに鎌倉や京都にも屋敷をもち往来しており、
そうした文化にも精通していたことが知られる。千葉氏の屋敷の場所は、この今小路西遺
跡の北に隣接する字「千葉地」付近が想定されている。千葉地の西側には千葉谷がある。　
『吾妻鏡』の火災の記録などには、甘縄の安達義景の北に千葉介宅があったとされ、矛盾
しない。千葉氏は『京都六条八幡宮造営注文』（１２７５年）には鎌倉に本籍をもつ「鎌
倉中」御家人に含まれ、時宗５００貫文を最大に、足利氏２００貫、安達氏１５０貫など
に続き１００貫を負担している。そうした千葉氏の幕府内での位置を考えると、先の安達
氏の館かとされる今小路西遺跡の屋敷群に並んで、内容的にもそれに近い千葉氏の屋敷を
想定することもあながち無理ではないかもしれない。
　鎌倉では、北条得宗や有力御家人たちと寺院の密接な関係があり、特に北条氏は唐物貿
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易にも熱心に関与していた。こうした状況が、本来は寺方の室禮であった三具足（燭台・
香炉・花瓶）や青磁大型花瓶などを武家住宅へ導入し、威信財としての利用を促し、室禮
セットへの傾斜を進めたものと推定される。この当時、住宅においては武家も寺方も大き
な違いはなく、宗教用具を除けば寺院と武家の住宅の什物にも違いはなかった。
　『仏日庵公物目録』（１３６３年）は、鎌倉円覚寺搭頭仏日庵が所蔵してきた絵画や什
物など多くの唐物がリストされた史料として著名だが、その行間にはいくつかの追記があ
り、伝えてきた所蔵品の絵画、銅器、漆器、陶磁器などが、武家方に流出する実態を伝え
ている。そこには将軍足利尊氏、足利義詮、鎌倉公方足利基氏、尾張国守護土岐頼康など
に並んで、千葉介（氏胤か）にも「蘆鴈二鋪、古銅花瓶一対、香呂一ヶ」が贈られている。
土岐氏への唐物漆器の贈呈が円覚寺創建時に時宗がつけた寺領尾張国富田庄で起きた相論
への便宜要請であったことを考えると、これも寺領上総国畔蒜荘亀山郷に関わるものかも
しれない。いずれにせよ千葉氏をはじめ新興の武家にとって、豊富な唐物を所蔵する寺院
は、貴重な唐物の供給源にもなっていたのである。このように千葉氏もまた多くの優れた
唐物をもっていたと推定される。

　御家人館の唐物
　威信財の意味を考えるとき、鎌倉の唐物セットが各地の御家人やそれに準ずる館屋敷か
らも発掘されることに注目したい。そこでは白磁四耳壺や梅瓶、青磁酒海壺、青磁盤（大
皿）、泉州系華南三彩洗などの「御家人セット」とでもいえる共通性がみられ、鎌倉モデ
ルを積極的に意識したことがわかる。在地に生きる御家人たちにとって、鎌倉や源氏将軍
とのつながりを誇示し、御家人同士の階層意識を共有、連帯を表現するために、それを唐
物威信財に期待したのである。
　特に承久の変を契機に、関東から列島各地に西遷、東遷した御家人たちが、新たな土地
で支配権を確立するためにも御家人セットは必須の財産となったと思われる。肥後国多良
木の地をもらい遠江国から遠隔の地へと一族を送り込んだ西遷相良氏は、球磨川のほとり
に館と寺院を構えた。さらに奥まった山間に設定された聖域東光寺背後には、凝灰岩の崖
面に４ｍ近い大きな武蔵型の摩崖板碑が彫刻されており、その崖下には鎌倉で見られるヤ
グラとよく似た岩窟を伴っている。本来、遠州には武蔵型板碑もヤグラも存在しないもの
である。相良氏にとっては、鎌倉御家人の象徴と意識された可視化した装置を平河氏をは
じめ旧来の在地勢力に対して見せつけることに、御家人セットと同様の効果を期待したも
のと理解できる。
　同じ意図は、モノとしての唐物とそれが使われたセットの場にも表現されていた。武蔵
七党荘氏の本拠大久保山遺跡や加賀の御家人クラスの堅田館（金沢市）、北条得宗領の政
所かとされる王ノ壇遺跡（仙台市）など、発掘された御家人や御家人クラスの館では、唐
物とともに空間構成や建物の意匠にも、そうした鎌倉御家人と共通する要素が確認できる
のである。
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資料１▲▼資料2
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資料３▲▼資料４

岩手県教育委員会提供

会津坂下町教育委員会提供
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資料５▲▼資料６ 『福富草紙絵巻』から

15世紀の絵巻物から
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資料７▲▼資料８
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資料９▲▼資料10
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資料11▲▼資料12

国立歴史民俗博物館提供
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資料13▲▼資料14
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資料15▲▼資料16 鎌倉市教育委員会提供
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資料17▲▼資料18

国立歴史民俗博物館提供

石川県立歴史博物館提供

領主館模型（堅田館）
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資料19▲▼資料20

石川県立歴史博物館提供

領主館模型
堅田館建物郡

金沢市教育委員会提供
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資料21▲▼資料22
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資料23▲▼資料24

蓮華寺と館（多良木町教育委員会提供）

万福寺板碑（坂戸市教育委員会提供）
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資料25▲▼資料26
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資料27▲▼資料28

『令和３年度国史跡本佐倉城講演会　記録集　城と城下にみる戦国大名の権威
　―本佐倉、小田原、甲府―』酒々井町教育委員会、2003

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館提供
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外
山
　
信
司
（
以
下
、
外
山
）　
　
お
待
た
せ
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
た
だ
今

か
ら
お
三
方
の
先
生
方
に
よ
る
ク
ロ
ス
ト
ー
ク
を
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
な

お
、
登
壇
し
て
い
た
だ
く
の
は
、
先
程
ご
講
演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
濱
名
先
生
、
小

野
先
生
、
そ
し
て
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
山
田
賢
先
生
で
す
。
先
生
は
千
葉
大
学
の

大
学
院
の
教
授
を
務
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
て
、
副
学
長
で
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。
な
お
、
山
田
先
生
の
ご
専
門
は
中
国
近
世
史
で
す
の
で
、
き
ょ
う
の
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
、
進
行
役
と
し
て
最
適
の
先
生
か
と
存
じ
ま
す
。
そ
れ
で
は
先
生
方
、
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

山
田
　
賢
（
以
下
、
山
田
）　
　
た
だ
今
、
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
千
葉
大

学
の
山
田
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
は
私
が
司
会
進
行
と
い
う
形
で
、
お
二
人
の

先
生
方
に
語
り
足
り
な
か
っ
た
と
こ
ろ

を
存
分
に
語
っ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
っ

て
い
る
の
で
す
が
、
時
間
は
三
十
分
し

か
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
存
分
に
語
っ
て
い

た
だ
く
に
は
、
ま
だ
二
時
間
は
お
そ
ら

く
必
要
な
の
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
わ

け
で
、
全
て
の
テ
ー
マ
や
残
さ
れ
た
テ

ー
マ
に
つ
い
て
語
り
尽
く
す
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
す
が
、
そ
こ
は
ご
了
承
を

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

早
速
で
す
が
、
皆
様
か
ら
た
く
さ
ん

の
質
問
票
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し

て
、
こ
の
ク
ロ
ス
ト
ー
ク
の
中
で
は
、

私
が
お
二
人
の
講
師
の
先
生
方
と
対
話

を
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
私
が
皆
様
に
な
り
代
わ
っ
て
、
ご
質
問
票
を
代
表

す
る
形
で
お
二
人
の
講
師
の
先
生
に
問
い
掛
け
る
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ
の
よ
う

な
形
で
進
め
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
濱
名
先
生
、
そ
れ
か
ら
小
野
先

生
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

さ
て
、
先
程
も
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
か
な
り
た
く
さ
ん
の
質
問
票
を
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
早
速
い
く
つ
か
を
私
の
ほ
う
で
選
ん
で
お
二
人
の
先
生
方

に
お
尋
ね
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
は
時
代
の
つ
な
が
り
と
い
う
観
点
、

お
二
人
の
先
生
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
信
仰
、
そ
れ
か
ら
唐
物
と
い
う
形
で
中
世
の
千
葉
氏

の
あ
る
側
面
を
語
っ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
が
突

発
的
に
現
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
前
の
時
代
に
は
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
っ
て
、
そ
れ

が
新
た
に
ど
の
よ
う
に
作
り
直
さ
れ
た
の
か
。
そ
し
て
そ
れ
が
次
の
時
代
に
、
ど
の

よ
う
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
観
点
が
必
要
で
す
し
、
そ
の
観
点
か
ら

の
ご
質
問
、
こ
れ
も
た
く
さ
ん
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
ま
ず
は
濱
名
先
生
に
、
お
そ
ら
く
前
の
時
代
の
信
仰
と
の
つ
な
が
り
と
い

う
側
面
に
な
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
の
ご
質
問
を
お
尋
ね
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
質
問
を
読
み
ま
す
と
、「
市
原
市
稲
荷
台
遺
跡
の
北
斗
七
星
の
形
に
並
ぶ

古
墳
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
お
話
を
伺
え
る
と
う
れ
し
い
で
す
」
と
い
う
こ
と
で
、

稲
荷
台
遺
跡
、
北
斗
七
星
の
形
で
祭
祀
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
お
そ
ら
く

こ
れ
、
前
の
時
代
か
ら
の
関
連
性
と
い
う
こ
と
と
も
つ
な
が
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
の
で
、
ま
ず
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非
常
に
具
体
的
な
こ
と
な
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で
す
が
、
こ
こ
か
ら
ま
ず
濱

名
先
生
に
お
答
え
を
い
た
だ
け
れ
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と
思
い
ま
す
。
で
は
、
濱
名
先
生
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
濱
名
　
徳
順
（
以
下
、
濱
名
）　　

自
分
の
資
料
の
最
後
の
所
に
、
市
原
市
の
稲

荷
台
遺
跡
の
円
丘
祭
祀
遺
跡
と
い
う
こ
と
で
図
面
を
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げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

が
【
資
料

】、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
国
分
寺
や
国
分
尼
寺
の
近
く
で
す
ね
。
と
い
う

こ
と
は
、
上
総
の
国
府
が
近
く
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
ま
す
。
上
総
国
府
の
位

置
は
ま
だ
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
わ
け
で
す
が
、
国
分
寺
、
国
分
尼
寺
か
ら
そ
ん
な

【
ク
ロ
ス
ト
ー
ク
】
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遠
く
な
い
所
に
国
府
も
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す

が
、
そ
の
傍
に
古
墳
を
北
斗
七
星
の
形
に
見
立
て
て
、
そ
こ
に
建
物
を
建
て
た
り
、

あ
る
い
は
そ
こ
で
灯
明
を
燃
や
す
と
。
こ
れ
、
燃
燈
供
養
と
い
う
の
で
す
が
、
こ
う

い
っ
た
よ
う
の
こ
と
を
や
っ
て
い
た
遺
跡
が
あ
る
と
。
年
代
的
に
は
九
世
紀
か
ら
十

世
紀
に
か
け
て
、
そ
う
い
っ
た
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い

ま
す
。

　

こ
れ
、
図
面
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
た
だ
い
て
も
、
明
ら
か
に
北
斗
七
星
の
形
に
見

立
て
て
い
る
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
も
と
も
と
北
斗
七
星
の
形
に
古
墳
を
造
っ

た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
古
墳
が
あ
っ
た
中
で
、
七
つ
、
あ
る
い
は
八
つ

の
古
墳
を
選
ん
で
、
こ
れ
を
北
斗
七
星
の
形
に
見
立
て
て
、
そ
こ
で
祭
祀
を
行
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
場
所
か
ら
し
て
、
国
分
寺
や
国
分
尼
寺
、
そ
し
て
国
府
が
非
常
に

規
模
の
大
き
な
祭
祀
遺
跡
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
上
総
国
が
主
導

し
な
が
ら
、
こ
う
い
っ
た
北
斗
七
星
祭
祀
、
妙
見
祭
祀
に
つ
な
が
る
よ
う
な
、
そ
の

前
身
と
も
い
え
る
よ
う
な
祭
祀
が
、
平
安
時
代
の
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
行
わ
れ

て
い
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
確
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

実
際
に
、
古
代
の
資
料
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
盛
ん
に
天
空
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
祈

念
す
る
た
め
、
妙
見
や
あ
る
い
は
七
仏
薬
師
、
あ
る
い
は
北
斗
、
こ
う
い
っ
た
神
仏

に
対
し
て
様
々
な
儀
礼
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ

の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、
こ
の
上
総
の
稲
荷
台
遺
跡
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
そ
れ
を
受
け
継
い
だ
よ
う
な
信
仰
が
、
そ
の
後
も
千
葉
の
地
で
展
開
を

し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
千
葉
市
の
平
山
の
東
光
院
様
に
あ
る
非
常
に
特
殊
な
七
仏

薬
師
像
で
す
【
資
料

】。
こ
ち
ら
は
十
世
紀
末
か
ら
十
一
世
紀
初
め
ぐ
ら
い
に
か

け
て
の
造
像
で
あ
ろ
う
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
こ
の
時

期
の
県
内
の
仏
像
と
し
て
は
圧
倒
的
に
レ
ベ
ル
が
高
く
て
、
ま
た
、
規
模
も
大
き
い

も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
私
は
伝
承
ど
お
り
、
あ
る
種
、
千
葉
氏
の
先

祖
と
も
い
え
る
上
総
介
忠
常
が
関
わ
っ
た
造
像
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
上

総
介
忠
常
と
い
う
人
物
は
上
総
介
と
い
う
称
号
も
示
す
よ
う
に
、
上
総
国
府
と
も
非

常
に
関
わ
り
の
深
い
人
物
で
し
た
の
で
、
上
総
国
府
で
展
開
を
し
て
い
た
北
斗
七
星

信
仰
の
よ
う
な
も
の
を
、
彼
が
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
、
こ
の
七
仏
薬
師
信
仰
と
い

う
よ
う
な
も
の
に
展
開
を
し
て
い
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

先
程
、
千
葉
氏
が
中
国
の
道
教
の
真
武
神
を
導
入
し
た
と
い
う
話
を
申
し
上
げ
ま

し
た
が
、
全
く
何
も
な
い
と
こ
ろ
に
い
き
な
り
中
国
か
ら
そ
の
よ
う
な
も
の
を
導
入

し
て
、
み
ん
な
が
そ
れ
を
簡
単
に
信
仰
す
る
か
と
か
、
そ
う
い
う
わ
け
に
は
な
か
な

か
い
か
な
い
わ
け
で
す
よ
ね
。
や
は
り
、
先
祖
が
持
っ
て
い
た
信
仰
を
受
け
継
い
だ

よ
う
な
形
で
、
し
か
も
そ
れ
が
軍
神
と
し
て
自
分
た
ち
の
武
士
団
の
信
仰
と
し
て
適

し
た
よ
う
な
形
に
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
な
わ
け
で
す
。
し
か
も
、
そ
れ
に

よ
っ
て
先
祖
と
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
れ
は
北
極
星
信
仰
、
北
斗
七
星
信
仰
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
た
ち
の
祖

で
あ
る
と
こ
ろ
の
忠
常
、
あ
る
い
は
伝
説
的
な
レ
ジ
ェ
ン
ド
で
あ
る
と
こ
ろ
の
良
文

や
、
平
将
門
ま
で
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
、
こ
れ
は
も
う
途
中
か

ら
は
伝
説
的
な
世
界
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
伝
説
上
の
そ
う
い
う
人
た
ち
と

も
北
斗
星
信
仰
を
介
し
て
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
千
葉
氏
は
考
え
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
中
世
の
武
士
団
に
と
っ
て
血
縁
と
い
う
の
は
、
正
嫡
で
あ
る
と

か
、
こ
れ
は
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
の
で
、
千
葉
氏
は
忠
常
と

か
、
あ
る
い
は
上
総
国
に
も
と
も
と
あ
っ
た
、
あ
る
い
は
両
総
平
氏
が
も
と
も
と
持

っ
て
い
た
北
斗
信
仰
の
よ
う
な
も
の
を
受
け
継
ぐ
形
で
、
そ
れ
も
換
骨
奪
胎
し
な
が

ら
中
国
か
ら
、
東
ア
ジ
ア
と
の
交
流
の
中
か
ら
新
し
い
像
容
を
、
あ
る
い
は
新
し
い

信
仰
を
導
入
し
て
い
き
な
が
ら
、
千
葉
妙
見
と
い
う
も
の
を
つ
く
り
上
げ
て
い
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
考
え
て
い
く
と
、
先
祖
と
も
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
る
、

新
し
い
も
の
も
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
千
葉
妙
見
と
い
う

信
仰
と
い
う
の
は
、
千
葉
氏
と
い
う
武
士
団
に
と
っ
て
は
大
変
便
利
な
ツ
ー
ル
だ
っ

た
の
か
な
と
、
そ
の
よ
う
に
自
分
は
思
い
ま
す
。

　
山
　
田　
　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
稲
荷
台
遺
跡
の
北
斗
七
星
か
ら
大
き
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く
話
が
今
、
発
展
し
ま
し
た
が
、
非
常
に
重
要
な
ご
指
摘
、
平
安
時
代
に
も
既
に
北

斗
信
仰
、
北
辰
信
仰
と
い
う
も
の
は
存
在
し
た
。
そ
れ
が
受
容
さ
れ
、
中
国
と
の
交

流
に
よ
っ
て
さ
ら
に
変
容
し
、武
家
に
ふ
さ
わ
し
い
形
に
つ
く
り
替
え
ら
れ
て
い
き
、

新
し
い
伝
統
が
ま
た
形
づ
く
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
お
話
し
に
な

っ
た
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
理
解
を
い
た
し
ま
し
た
。

　

そ
う
す
る
と
、
も
う
一
つ
だ
け
、
濱
名
先
生
に
つ
い
で
に
質
問
が
あ
り
ま
す
。
武

家
に
ふ
さ
わ
し
い
形
へ
と
北
斗
信
仰
が
つ
く
り
替
え
ら
れ
て
い
く
過
程
で
、
真
武
神

と
い
う
特
有
の
形
が
つ
く
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
に
関
連
す
る
ご

質
問
で
す
。「
千
葉
一
族
ゆ
か
り
の
妙
見
像
は
童
子
の
姿
を
し
て
い
ま
す
が
、
童
子

と
し
て
表
す
意
味
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
質
問
と
し
て
出
さ

れ
て
お
り
ま
す
。
あ
る
い
は
ま
た
、「
片
足
で
立
つ
像
の
意
味
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
」。

こ
れ
は
前
の
時
代
の
も
の
で
し
ょ
う
か
ね
。
真
武
神
の
姿
自
体
に
関
す
る
ご
質
問
、

い
く
つ
か
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

　

濱
　
名　
　

ま
ず
、
中
国
の
真
武
神

は
必
ず
し
も
童
子
形
と
い
う
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
童
子
の
様
に
見
え
る
も

の
も
あ
り
ま
す
が
必
ず
し
も
童
子
で
は

な
い
。
他
に
も
違
う
所
が
あ
る
の
で
す
。

例
え
ば
中
国
の
真
武
神
の
場
合
は
、
裸

足
な
の
で
す
が
日
本
の
妙
見
は
必
ず
靴

を
履
い
て
い
る
と
か
な
ど
、
そ
う
い
っ

た
い
く
つ
か
違
い
が
あ
っ
て
、
像
容
に

し
て
も
、
道
教
の
真
武
神
を
そ
の
ま
ま

妙
見
と
し
て
受
け
入
れ
た
わ
け
で
は
な

い
。
や
は
り
少
し
、
自
分
た
ち
の
信
仰

に
都
合
の
い
い
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
と
改

変
し
て
導
入
を
す
る
の
で
す
。

　

そ
の
童
子
で
あ
る
こ
と
の
意
味
な
の
で
す
が
、
ま
ず
、
戦
場
に
降
り
て
き
て
加
勢

す
る
時
に
、
ど
う
で
し
ょ
う
ね
。
立
派
な
神
様
が
戦
場
に
降
り
て
き
て
、
矢
、
拾
っ

て
く
れ
る
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
イ
メ
ー
ジ
が
お
か
し
い
と
思
う
の
で
す
ね
。
や

は
り
日
本
の
場
合
、
ず
っ
と
そ
れ
ま
で
の
信
仰
を
見
て
い
く
と
、
神
の
使
い
は
、
神

が
自
分
自
身
で
来
る
の
で
は
な
く
て
、
何
か
に
姿
を
変
え
て
地
上
に
降
り
て
く
る
と

い
う
と
こ
ろ
が
ず
っ
と
伝
統
の
中
で
あ
り
ま
す
の
で
、
や
は
り
神
自
身
が
現
れ
る
の

で
は
な
く
、
童
子
に
姿
を
変
え
て
、
童
子
に
垂す

い
じ
ゃ
く迹
し
て
現
れ
て
く
る
と
い
う
よ
う
に

変
え
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

髪
型
も
、
い
わ
ゆ
る
被
髪
と
い
う
長
い
髪
の
毛
と
い
う
の
は
、
日
本
で
は
童
子
の

髪
型
と
い
う
ふ
う
に
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
童
子
に

し
て
出
て
き
た
ほ
う
が
軍
神
と
し
て
は
都
合
が
良
か
っ
た
と
。
天
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
に
は
、
童
子
じ
ゃ
、
少
し
力
が
足
り
な
い
よ
う
な
感
じ
も
し
ま
す
が
、
戦
場
に

出
て
き
て
矢
を
拾
う
の
に
は
童
子
が
非
常
に
都
合
が
良
か
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
思
い

ま
す
の
で
、
そ
の
よ
う
に
し
て
真
武
神
か
ら
姿
を
変
え
て
日
本
に
導
入
を
し
た
と
思

わ
れ
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
裸
足
で
出
て
く
る
と
い
う
と
、
ち
ょ
っ
と
や
は
り
日
本
で
は
ま
ず
い

よ
う
で
す
ね
。
や
は
り
高
貴
な
童
子
の
姿
で
現
れ
な
い
と
駄
目
な
の
で
す
よ
。
卑
賤

な
童
子
の
姿
で
神
が
現
れ
る
と
、
ち
ょ
っ
と
こ
れ
は
ま
ず
い
の
で
、
や
っ
ぱ
り
ち
ゃ

ん
と
靴
を
履
い
て
出
て
き
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
こ
と
で
、
裸
足
じ
ゃ
な
く
て
靴
を

履
い
て
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
変
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
片
足
立
ち
の
話
で
す
が
、
こ
れ
に
は
二
つ
意
味
が
あ
っ
て
、
一
つ
は

走
っ
て
い
る
姿
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
と
思
う
の
で
す
。
天
か
ら
走
っ
て
き
て
、
夜

の
間
中
に
バ
ー
ッ
と
地
上
を
見
て
、
天
に
ま
た
バ
ー
ッ
と
帰
る
の
で
、
走
っ
て
い
る

の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
普
通
に
立
っ
て
い
た
り
座
っ
て
い
た
り
す
る
と
都
合
悪
い

の
で
、
片
足
立
ち
す
る
と
い
う
の
が
一
つ
の
意
味
で
す
。

　

あ
と
も
う
一
つ
は
、
天
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
神
で
あ
る
と
い
う
時
に
、
禹う

歩ほ

と

い
う
の
で
す
か
ね
。
よ
く
相
撲
で
土
俵
入
り
の
時
な
ど
に
、
な
ん
か
変
な
動
き
方
を

し
た
り
し
て
、
そ
の
場
を
鎮
め
る
よ
う
な
歩
き
方
と
い
う
か
、
変
な
舞
踏
の
よ
う
な
、
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土
俵
入
り
み
た
い
な
、
あ
あ
い
う
よ
う
な
も
の
が
道
教
に
で
も
あ
る
の
で
す
。
そ
の

禹
歩
を
踏
ん
で
い
る
、
舞
踏
し
て
い
る
姿
を
片
足
立
ち
で
表
現
を
し
て
い
る
と
。
だ

か
ら
天
の
中
心
に
あ
っ
て
、
他
の
星
を
従
え
る
と
い
う
時
の
妙
見
の
片
足
立
ち
と
い

う
の
は
、
禹
歩
、
舞
踏
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
ふ
う
に
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
、
片
足
立
ち
に
は
二
つ
意
味
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
、

自
分
は
思
い
ま
す
。

　
山
　
田 　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
の
お
答
え
の
中
か
ら
も
、
繰
り
返

し
に
な
り
ま
す
が
、
前
提
と
し
て
既
に
北
斗
信
仰
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
。
そ
れ
が
武
家
に
ふ
さ
わ
し
い
形
に
つ
く
り
替
え
ら
れ
て
い
き
、
新
し
い
武
家
の

伝
統
と
い
う
形
で
、
そ
の
後
も
継
承
さ
れ
て
い
く
と
い
う
大
変
重
要
な
観
点
が
示
さ

れ
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
関
連
し
ま
し
て
、
小
野
先
生
へ
の
ご
質
問
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

一
つ
は
、
あ
ら
た
め
て
武
家
に
お
け
る
唐
物
の
意
義
。
つ
ま
り
、「
武
家
に
と
っ
て

唐
物
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
の
再
確
認
と
、
そ
れ
か
ら
も

う
一
つ
来
て
い
る
質
問
で
、「
武
家
の
威
信
の
象
徴
で
あ
る
唐
物
や
中
国
陶
磁
は
、

西
日
本
か
ら
も
出
土
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
地
域
性
の
問
題
。
実
は
、

こ
の
地
域
性
の
問
題
と
い
う
の
は
、
時
代
的
変
遷
の
問
題
と
も
関
わ
っ
て
く
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
小
野
先
生
の
ほ
う
か
ら
語
り
足
り
な
か
っ
た

と
こ
ろ
、
ど
の
よ
う
な
形
で
こ
の
後
、
武
家
の
伝
統
が
展
開
し
て
い
っ
た
か
と
い
う

こ
と
も
含
め
て
補
足
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

小
野
　
正
敏
（
以
下
、
小
野
）　　

先
程
の
質
問
の
二
つ
目
の
陶
磁
器
の
出
土
は

東
日
本
だ
け
の
話
で
す
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日

本
全
国
、掘
っ
て
み
る
と
似
た
よ
う
な
陶
磁
器
は
出
て
ま
い
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
は
決
し
て
東
日
本
、
特
に
東
国
武
士
の
中
で
つ
く
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
で
は
な

い
で
す
が
、
東
日
本
の
武
家
の
中
で
そ
れ
が
採
用
さ
れ
て
い
っ
て
、
あ
る
程
度
、
武

家
的
な
嗜
好
が
成
熟
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
く
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
さ
っ
き
の
信

仰
の
話
と
全
く
一
緒
な
の
で
す
が
、
も
と
も
と
あ
っ
た
も
の
が
武
家
風
に
ア
レ
ン
ジ

さ
れ
て
、
自
分
た
ち
の
論
理
と
し
て
使
わ
れ
や
す
い
形
。
そ
し
て
そ
れ
が
あ
る
と
便

利
だ
と
い
う
形
の
使
い
方
に
変
わ
っ
て
い
く
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
も
ら
っ
て

い
い
と
思
う
の
で
す
。

　

例
え
ば
、
も
と
も
と
、
白
磁
の
四
耳
壺
に
し
た
っ
て
そ
う
で
す
し
、
青
磁
の
道
具

に
し
た
っ
て
そ
う
で
す
し
、京
都
で
も
出
ま
す
し
、博
多
で
も
出
ま
す
し
、全
国
津
々

浦
々
、
方
々
で
出
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
一
個
一
個
を
見
た
時
に
は
そ
れ
ほ
ど
大

き
な
意
味
は
、
な
い
の
で
す
ね
。
質
の
良
さ
だ
と
か
鎌
倉
へ
の
集
中
度
、
い
ろ
ん
な

問
題
が
あ
る
の
で
す
が
、
本
日
は
唐
物
と
い
う
話
が
主
と
な
り
ま
し
た
の
で
触
れ
な

か
っ
た
の
で
す
が
、
平
泉
の
ス
ラ
イ
ド
を
お
見
せ
し
た
時
に
、
大
量
に
あ
そ
こ
に
か

わ
ら
け
、土
器
の
お
皿
が
あ
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
も
と
も
と
、

か
わ
ら
け
を
使
っ
て
宴
会
を
す
る
と
い
う
の
は
、
京
都
の
公
家
の
文
化
で
も
行
わ
れ

て
い
ま
し
た
。

　

で
す
か
ら
、
唐
物
の
道
具
も
そ
う
で
す
し
、
公
的
な
酒
宴
で
か
わ
ら
け
を
使
う
と

い
う
や
り
方
そ
の
も
の
も
、
決
し
て
武
家
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
い
ろ
ん
な
儀
礼
を
含
め
て
、
中
世
の
新
興
勢
力
で
あ
る
武
家
は
、
皆
、
京
都
の

公
家
の
ま
ね
を
し
ま
す
。
儀
礼
に
し
て
も
そ
う
で
す
し
、年
中
行
事
も
そ
う
で
す
し
、

い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
公
家
社
会
か
ら
導
入
し
て
き
て
、
自
分
ら
流
に
使
い
や
す
い
よ

う
に
形
を
変
え
て
い
ま
す
。

　

さ
っ
き
い
い
ま
し
た
よ
う
に
、
平
泉
で
最
初
に
酒
器
と
し
て
白
磁
の
道
具
セ
ッ
ト

と
、
そ
れ
か
ら
か
わ
ら
け
を
使
う
と
い
う
ふ
う
に
い
い
ま
し
た
が
、
そ
の
時
に
使
っ

た
か
わ
ら
け
と
い
う
の
は
、地
元
に
は
も
と
も
と
な
か
っ
た
土
器
の
お
皿
な
の
で
す
。

京
都
で
当
時
使
わ
れ
て
い
た
手
づ
く
ね
と
い
う
、
ろ
く
ろ
で
は
な
い
技
法
で
作
っ
て

い
た
京
都
の
か
わ
ら
け
を
持
ち
込
ん
で
き
て
、
平
泉
で
作
っ
て
い
く
と
い
う
や
り
方

を
し
ま
す
。

　

そ
れ
は
鎌
倉
も
同
様
で
す
。
頼
朝
段
階
、
鎌
倉
の
前
半
の
段
階
の
か
わ
ら
け
と
い

う
の
は
、
ま
さ
に
京
都
模
倣
の
か
わ
ら
け
を
熱
心
に
導
入
し
て
き
て
、
そ
し
て
唐
物

酒
器
セ
ッ
ト
を
中
心
に
対
面
儀
礼
と
い
う
形
で
武
家
の
儀
礼
の
中
に
取
り
込
ん
で
い
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く
と
い
う
こ
と
を
し
ま
す
。
大
変
面
白
い
の
は
、
そ
れ
が
源
氏
将
軍
が
絶
え
て
北
条

氏
の
段
階
に
な
っ
て
、
も
う
京
都
は
超
え
た
と
思
っ
た
時
に
、
も
と
も
と
東
国
で
は

ろ
く
ろ
の
か
わ
ら
け
を
使
っ
て
い
た
の
で
す
が
、あ
ん
な
に
憧
れ
て
導
入
し
た
の
に
、

ろ
く
ろ
か
わ
ら
け
に
戻
っ
て
し
ま
う
。
よ
う
や
く
そ
の
時
に
、
京
都
の
縛
り
か
ら
外

れ
て
、
関
東
独
自
の
ス
タ
イ
ル
、
か
わ
ら
け
さ
え
も
そ
う
い
う
ふ
う
に
変
わ
っ
て
い

く
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
ふ
う
に
、
そ
の
時
々
の
権
力
に
よ

っ
て
、
都
合
が
良
く
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
持
ち
込
ま
れ
て
き
ま
す
が
、
そ
の
後
、
そ

れ
が
自
分
た
ち
に
と
っ
て
不
要
に
な
っ
て
い
っ
た
時
に
は
、
ま
た
鎌
倉
風
に
変
え
て

い
く
の
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
道
具
だ
と
思
う
の
で
す
。

　

た
だ
、
さ
ら
に
面
白
い
の
は
、
戦
国
時
代
で
す
。
時
間
が
あ
れ
ば
と
い
っ
て
い
た

の
が
、
結
局
時
間
が
取
れ
な
く
て
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
が
、
千
葉
県
で
い

い
ま
す
と
、
千
葉
氏
が
戦
国
時
代
に
本
佐
倉
城
を
築
き
ま
す
。
本
日
も
本
佐
倉
城
を

発
掘
し
た
方
が
み
え
て
い
ま
す
が
、
本
佐
倉
城
の
陶
磁
器
を
見
て
い
ま
す
と
、
あ
の

鎌
倉
時
代
に
威
信
財
と
し
て
使
っ
て
い

た
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
セ
ッ
ト
、

そ
し
て
あ
の
こ
ろ
の
骨
と
う
品
を
所
有

し
て
い
て
、
本
佐
倉
城
の
千
葉
氏
の
威

信
財
と
し
て
そ
れ
が
使
わ
れ
て
い
る
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
【
資
料

】。

　

戦
国
時
代
の
武
家
に
と
っ
て
、
武
家

権
力
の
ル
ー
ツ
は
源
氏
将
軍
に
あ
る
と

思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
で
す
の

で
、
頼
朝
が
つ
く
っ
て
き
た
鎌
倉
文
化
、

そ
し
て
そ
の
鎌
倉
で
行
わ
れ
て
い
た
武

家
儀
礼
、
さ
ら
に
そ
こ
で
使
わ
れ
て
い

た
道
具
、
こ
れ
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
分
た
ち
は
あ
る
意
味
、
千
葉
氏
だ
け

で
は
な
く
武
家
と
し
て
の
ル
ー
ツ
で
あ

る
文
化
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
、
そ
れ
が
戦
国
時
代
に
も
ず
っ
と
生
き
て
い
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
一
乗
谷
の
朝
倉
氏
に
も
同
じ
状
況
が
確
認
さ
れ
ま
す

【
資
料

・

】。

　

こ
れ
は
少
し
ず
つ
形
を
変
え
て
い
る
の
で
す
が
、
戦
国
ど
こ
ろ
か
江
戸
時
代
に
な

っ
て
も
同
じ
よ
う
な
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
く
よ
う
に
、
後
世
ま
で
ず
っ
と
つ
な
が
っ

て
い
き
ま
す
。
さ
っ
き
の
酒
器
と
か
わ
ら
け
の
儀
礼
、
戦
国
期
に
な
り
ま
す
と
「
式

三
献
」
と
い
う
形
で
残
る
わ
け
で
す
が
、
考
え
て
み
れ
ば
今
に
も
残
り
ま
す
と
言
え

る
く
ら
い
、
あ
あ
い
っ
た
儀
礼
が
広
く
伝
わ
っ
て
く
る
と
い
う
の
も
、
お
そ
ら
く
そ

の
一
つ
の
例
だ
と
思
い
ま
す
。

　

か
わ
ら
け
は
形
は
変
え
る
け
ど
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
た
だ
し
、
捨
て
て
い
っ
た

も
の
も
あ
る
と
い
う
こ
と
も
注
意
が
必
要
で
す
。
鎌
倉
期
に
も
う
一
つ
の
変
な
道
具

が
あ
り
ま
し
た
ね
。
緑
色
の
釉
が
か
か
っ
た
洗
と
い
う
洗
面
器
み
た
い
な
陶
磁
器
が

あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
あ
れ
だ
け
は
な
ぜ
か
戦
国
期
に
な
る
と
、
残
り
ま
せ
ん
。

白
磁
の
梅
瓶
だ
と
か
四
耳
壺
、
そ
れ
か
ら
青
磁
の
酒
海
壺
、
そ
れ
か
ら
茶
の
湯
道
具

は
み
ん
な
継
承
さ
れ
て
い
く
の
で
す
が
、
な
ぜ
か
あ
の
緑
釉
の
洗
だ
け
は
残
ら
な
い

と
い
う
よ
う
に
、
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る
も
の
と
、
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
継
承
さ
れ

る
も
の
、
そ
ん
な
も
の
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
【
資
料

】。

　

千
葉
氏
と
い
う
固
有
の
武
家
だ
け
で
は
な
い
話
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す

が
、
そ
う
い
う
形
で
武
家
と
し
て
の
嗜
好
性
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う
も
の

が
鎌
倉
あ
た
り
で
完
成
さ
れ
て
、
そ
し
て
そ
れ
が
ず
っ
と
長
く
継
承
さ
れ
て
い
く
と

い
う
意
味
で
は
、
先
程
の
宗
教
な
ど
の
話
と
も
つ
な
が
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
そ
ん
な
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

　
山
　
田　
　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
唐
物
と
い
う
の
は
単
に
物

質
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
文
化
体
系
で
あ
っ
て
、
か
つ
ま
た
、
武
家
と
し

て
の
伝
統
と
し
て
そ
の
後
も
受
け
継
が
れ
て
い
く
と
い
う
、
大
変
興
味
深
い
お
話
を

伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

後
世
へ
の
伝
統
の
継
承
と
い
う
観
点
か
ら
、
濱
名
先
生
へ
「
千
葉
氏
の
教
育
施
設



5 7

【クロストーク】

は
そ
の
後
、
例
え
ば
戦
国
期
な
ど
に
も
あ
っ
た
の
か
」
と
い
う
問
題
と
、
そ
れ
か
ら

も
う
一
つ
、
大
変
魅
力
的
な
人
物
、「
千
葉
寺
の
了
行
と
い
う
僧
侶
は
一
体
ど
う
い

う
人
物
だ
っ
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
。
ま
た
、「
千
葉
氏
の
一
族
で
中
国
に
渡
航
し

た
僧
侶
と
い
う
の
は
、
一
体
ど
う
い
う
環
境
の
中
で
育
っ
て
、
ど
う
動
い
た
の
か
と

い
う
こ
と
。
分
か
る
範
囲
で
教
え
て
く
だ
さ
い
」と
い
う
ご
質
問
が
来
て
お
り
ま
す
。

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
濱
　
名
　　

ま
ず
、前
の
ほ
う
の
質
問
で
す
よ
ね
。
教
育
機
関
と
い
う
話
で
す
が
、

や
は
り
千
葉
寺
と
い
う
の
が
私
、
非
常
に
大
き
な
存
在
だ
っ
た
と
い
う
よ
う
に
思
い

ま
す
。『
檀だ

ん
な
も
ん
ぜ
き
そ
う
じ
ょ
う
し

那
門
跡
相
承
資
』
と
い
う
資
料
が
ご
ざ
い
ま
す
。
中
世
の
談
義
所
、
い

わ
ゆ
る
天
台
系
の
学
問
所
、
近
世
に
な
る
と
そ
れ
は
檀
林
と
い
う
言
葉
で
い
わ
れ
る

よ
う
に
な
る
。
中
世
で
は
談
義
所
と
い
う
よ
う
に
い
い
ま
す
。
そ
こ
は
い
わ
ゆ
る
講

義
が
行
わ
れ
て
い
る
、
そ
れ
に
対
し
て
議
論
が
行
わ
れ
る
、
そ
う
い
う
場
所
を
談
義

所
と
い
っ
た
の
で
す
。
そ
の
談
義
所
に

つ
い
て
記
し
た
『
檀
那
門
跡
相
承
資
』

と
い
う
資
料
を
読
ん
で
み
る
と
、
明
ら

か
に
千
葉
寺
で
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、

千
葉
が
中
世
の
仏
教
学
の
中
核
の
う
ち

の
一
つ
を
担
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ

は
も
う
鎌
倉
ぐ
ら
い
か
ら
そ
の
よ
う
な

展
開
が
あ
る
わ
け
で
す
。

　

や
は
り
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
の
は
、

千
葉
氏
の
財
力
で
は
な
い
の
か
な
と
思

い
ま
す
。
例
え
ば
、
先
程
も
申
し
上
げ

た
よ
う
に
、
千
葉
寺
了
行
と
い
う
よ

う
な
人
物
が
中
国
ま
で
渡
っ
て
、
い
ろ

い
ろ
な
仏
典
そ
の
他
も
獲
得
し
て
、
求

得
し
て
帰
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
の

も
、
そ
れ
に
は
や
は
り
ス
ポ
ン
サ
ー
が
い
な
い
と
そ
う
い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

千
葉
氏
の
経
済
力
と
い
う
も
の
が
千
葉
寺
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
い
る
。
私
は
千
葉

寺
が
千
葉
氏
の
中
世
に
お
け
る
氏
寺
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
金
沢
文
庫
文
書
な
ど
か
ら
も
、
千
葉
寺
と
い
う
所
に
い
ろ
い
ろ
な
地
方
か
ら
多

く
の
学
僧
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
学
問
的
な
研
究
が
進
ん
で
い
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と

が
分
か
っ
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
の
房
総
に
お
け
る
核
と
い
う
の
は
、
埴は

ぶ
の
し
ょ
う

生
荘
の
龍
角
寺
で
あ
っ
た
だ
ろ

う
し
、
あ
と
、
安
房
国
だ
と
清
澄
と
い
う
よ
う
な
、
上
総
国
だ
と
若
宮
八
幡
と
か
、

こ
う
い
う
い
く
つ
か
核
が
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
の
中
で
特
に
や
は
り
千
葉

寺
と
い
う
の
は
非
常
に
大
き
な
、
重
要
な
学
問
セ
ン
タ
ー
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
場

所
だ
っ
た
よ
う
に
私
に
は
思
え
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
千
葉
寺
了
行
に
つ
い
て
は
、
も
う
ま
さ
し
く
捨
財
賦
で
確
認
で
き
る
よ

う
に
千
葉
寺
に
籍
を
置
い
た
坊
さ
ん
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
分
か
っ
て
い
ま
す

し
、
そ
れ
か
ら
千
葉
氏
の
系
図
の
中
か
ら
、
千
葉
氏
の
家
臣
団
の
原
一
族
の
出
身
で

あ
る
と
い
う
こ
と
も
分
か
っ
て
い
る
。
原
氏
と
い
う
の
は
、
前
の
原
氏
と
後
の
原
氏

が
い
て
、
後
半
の
ほ
う
の
原
氏
と
い
う
の
は
、
千
葉
氏
の
一
族
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
思
う
の
で
す
が
、
古
い
時
期
の
原
氏
と
い
う
の
は
も
う
少
し
前
に
両
総
平
氏
の
中

で
千
葉
氏
と
は
分
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、
も
と
も
と
千ち

だ
の
し
ょ
う

田
荘
の
ほ
う
に
本
貫
を
持
っ

て
い
て
、
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
血
縁
関
係
は
あ
る
の
で
す
が
、
千

葉
氏
の
家
臣
団
に
組
み
込
ま
れ
た
一
族
。
結
構
有
力
な
家
臣
の
一
族
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
了
行
は
そ
の
出
身
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
辺
は

私
よ
り
も
歴
史
家
で
詳
し
い
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
う

い
う
方
に
聞
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
了
行
は
、
も
ち
ろ
ん
京
都
に
も
や
が
て
拠
点
を
持
っ
て
、
住
坊
を
持
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
が
先
程
の
文
書
で
も
確
認
が
で
き
ま
す
し
、
そ
し
て
入
宋
し
た
時
に

は
、
ど
う
も
九
条
家
の
関
係
の
お
坊
さ
ん
と
一
緒
で
九
条
家
と
も
非
常
に
関
係
が
深

か
っ
た
。

　

そ
し
て
、
幕
府
転
覆
の
話
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
幕
府
と
い
っ
て
も
、
い
わ
ゆ
る



北
条
氏
の
独
裁
を
転
覆
し
よ
う
と
い
う
よ
う
な
企
て
を
行
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
定
で

き
る
の
で
す
。
北
条
氏
が
あ
の
時
期
、
特
に
宝
治
合
戦
以
降
、
も
う
ほ
と
ん
ど
独
裁

的
な
体
制
を
幕
府
に
対
し
て
持
つ
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
た
摂
家

将
軍
、
頼
経
、
頼
嗣
、
こ
の
人
た
ち
は
い
わ
ゆ
る
九
条
家
か
ら
出
て
い
ま
す
。
ま
た
、

そ
の
時
、
宝
治
合
戦
に
よ
っ
て
上
総
千
葉
氏
も
滅
ぼ
さ
れ
て
い
ま
す
。
千
葉
氏
も
九

条
家
も
北
条
氏
の
独
裁
体
制
に
対
し
て
は
腹
に
一
物
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
一
物
ど
こ

ろ
か
、
二
物
も
三
物
も
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。
当
時
の
貴
族
や
武
士
は
み
ん
な
北

条
氏
へ
の
反
感
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
が
、
特
に
千
葉
氏
と
九
条

家
は
反
北
条
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
当
然
、
結
び
付
き
や
す
い
し
、
な
ん
と
い
う
こ

と
も
な
い
人
間
が
幕
府
転
覆
な
ん
か
試
み
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
千
葉
氏
と

九
条
家
、
こ
れ
が
結
び
付
い
て
い
た
と
な
る
と
大
事
に
な
る
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ

て
、
あ
の
事
件
は
物
騒
な
事
件
だ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
と
自
分

は
思
い
ま
す
。

　

山
　
田
　　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
で
は
、
そ
ろ
そ
ろ
時
間
も
近
づ

い
て
お
り
ま
す
。
最
後
に
ま
と
め
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。
本
日
の
お
二
人
の

先
生
方
の
お
話
と
い
う
の
は
、
濱
名
先

生
は
、
人
と
信
仰
と
い
う
、
い
っ
て
み

れ
ば
社
会
の
ソ
フ
ト
に
当
た
る
部
分
。

そ
れ
か
ら
、
小
野
先
生
は
人
と
物
、
財

と
い
う
ハ
ー
ド
に
関
わ
る
部
分
と
い
う

と
こ
ろ
か
ら
、
と
も
に
武
家
社
会
の
伝

統
と
い
う
も
の
を
語
っ
て
い
た
だ
い
た

の
で
す
。
ま
と
め
に
代
え
ま
し
て
、
ぜ

ひ
、
日
本
中
の
中
世
都
市
遺
跡
を
俯
瞰

し
て
こ
ら
れ
た
小
野
先
生
に
、
最
後
に

考
古
学
的
に
見
た
中
世
東
ア
ジ
ア
世
界
、
了
行
の
よ
う
に
海
の
向
こ
う
と
つ
な
が
る

人
間
と
い
う
も
の
が
実
は
た
く
さ
ん
現
れ
て
い
た
。
そ
う
い
う
中
世
と
い
う
の
は
、

流
動
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
の
社
会
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
、
今
、
い
わ
れ
て

い
る
の
で
す
が
、
都
市
遺
跡
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
見
た
中
世
東
ア
ジ
ア
世
界
、
列
島

と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
最
後
に
何
か
、
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ま
と
め
の

言
葉
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

小
　
野　
　

ま
と
め
と
し
て
は
す
ご
く
難
し
い
話
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
二
つ
論

点
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。
私
た
ち
の
よ
う
に
、
モ
ノ
と
遺
跡
の
ほ
う

で
、
土
地
と
い
う
も
の
を
見
な
が
ら
歴
史
を
見
て
い
く
時
に
、
そ
う
い
う
も
の
が
流

動
的
だ
と
い
う
見
方
が
一
つ
で
す
ね
。
モ
ノ
の
よ
う
に
自
由
に
動
き
回
っ
て
、
そ
れ

が
実
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
の
中
で
生
き
て
い
る
し
、
も
っ
と
い
え
ば
、
モ
ノ
だ
け

じ
ゃ
な
い
で
す
ね
。
こ
の
ご
ろ
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
含
め
て
言
え
ば
、
き
ょ
う
の

濱
名
さ
ん
の
お
話
も
多
分
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
け
ど
も
、
い
わ
ゆ
る
ソ
フ
ト
的
な
情

報
そ
の
も
の
も
実
は
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
、
非
常
に
多
く
の
情
報
が
行
き
来

し
て
、
世
の
中
が
動
い
て
い
る
こ
と
が
よ
く
見
え
た
と
い
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
そ
う
い
っ
た
全
国
レ
ベ
ル
で
の
流
動
的
な
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
流

動
と
い
っ
て
い
い
ん
で
し
ょ
う
か
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
前
提
と
し
て
見
る
、
そ
う
い

う
日
本
列
島
っ
て
い
う
も
の
が
、
近
ご
ろ
の
中
世
史
の
中
で
も
重
要
な
論
点
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
本
拠
と
い
う
土
地
に
根
差
し
た
部
分
は
と
い
い
ま
す
と
、
そ
れ
ぞ
れ
土

地
ご
と
の
、
先
程
来
出
て
き
て
い
た
よ
う
な
、
そ
れ
ま
で
の
歴
史
的
な
背
景
だ
と
か
、

イ
エ
と
い
い
ま
す
か
、
人
が
持
っ
て
い
る
歴
史
的
な
背
景
、
思
想
と
い
っ
た
も
の
に

根
差
し
た
形
で
土
地
と
く
っ
付
い
て
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
ま
た
生
か
さ
れ
て
い
る
と

い
う
、
そ
う
い
う
動
く
部
分
と
逆
に
動
か
な
い
部
分
と
い
う
二
つ
の
も
の
が
ど
う
も

あ
り
そ
う
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
見
方
が
も
う
一
つ
あ
り
ま
す
。

　

千
葉
氏
の
例
で
み
れ
ば
、
本
貫
の
下
総
国
だ
け
で
は
な
く
、
大
隅
国
、
伊
賀
国
の

守
護
で
も
あ
り
ま
し
た
。ま
た
肥
前
国
小
城
郡
の
総
地
頭
で
一
族
を
出
し
て
い
ま
す
。
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当
然
そ
れ
ら
は
い
つ
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
結
ば
れ
、
京
都
、
鎌
倉
、
博
多
な
ど
に
屋

敷
を
持
っ
て
い
た
。
御
家
人
レ
ベ
ル
で
も
そ
れ
ら
を
往
き
来
し
て
成
り
立
っ
て
い
た

と
言
え
ま
す
。

　

そ
う
い
う
も
の
の
列
島
規
模
で
の
ハ
ブ
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
京
都
と
東
の
武
家

の
都
鎌
倉
で
あ
り
、
中
世
に
な
っ
て
東
国
に
も
う
ひ
と
つ
の
政
権
都
市
が
出
現
し
た

こ
と
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
や
は
り
都
市
が
持
っ
て
い
た
機
能
と
い
う
の
は
、
そ

の
両
方
を
兼
ね
備
え
て
い
る
の
で
す
ね
。
例
え
ば
、
先
程
鎌
倉
を
例
に
し
ま
し
た
よ

う
に
、
鎌
倉
に
実
際
に
は
住
ん
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
そ
こ
に
本
籍
が
あ
る

よ
う
な
形
で
語
ら
れ
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
幕
府
を
中
心
と
し
て
鎌
倉
と
い
う
都

市
が
持
っ
て
い
る
機
能
性
に
よ
っ
て
人
が
結
び
付
い
て
い
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
、
い

わ
ゆ
る
領
地
で
は
な
い
形
で
い
ろ
ん
な
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
き
て
機
能
し
て
い
る
の

だ
と
。
そ
し
て
そ
れ
は
物
の
ハ
ブ
で
も
あ
る
し
、
情
報
や
金
融
の
ハ
ブ
で
も
あ
る
し

と
い
う
、
そ
う
い
う
言
い
方
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
思
い
ま

す
。

　

ま
た
そ
う
し
た
拠
点
と
な
る
都
市

が
、
鎌
倉
の
よ
う
な
関
東
に
一
個
し
か

な
い
よ
う
な
形
で
は
な
く
て
、
ど
う
も

全
国
津
々
浦
々
に
、
都
市
的
な
場
と
い

う
の
が
成
立
し
て
く
る
、
そ
う
い
う
所

が
鎌
倉
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
版
み
た
い
な
形

で
、
や
は
り
人
と
経
済
そ
し
て
当
然
の

こ
と
な
が
ら
情
報
と
い
う
も
の
が
そ
こ

に
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
、
そ
れ

を
求
心
力
に
人
も
そ
こ
に
集
ま
っ
て
く

る
と
い
う
、
従
来
の
よ
う
な
形
で
権
力

拠
点
と
か
、
あ
る
い
は
武
家
政
権
所
在

地
と
か
い
う
も
の
だ
け
で
語
れ
な
い
し

見
ら
れ
な
い
よ
う
な
状
況
が
今
、
議
論
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　

さ
ら
に
、
先
程
追
加
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
日
本

列
島
と
い
う
枠
に
留
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
も
う
一
つ
の
大
き
な
特
徴
で
、
少

な
く
と
も
中
世
に
な
る
と
、
博
多
と
寧
波
の
よ
う
に
東
ア
ジ
ア
規
模
で
そ
う
い
う
同

じ
よ
う
な
都
市
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
流
通
や
金
融
、
文
化
や
情
報
な
ど
全
般
に
機
能
し

て
い
る
の
だ
っ
て
い
う
ふ
う
に
見
る
、
そ
の
視
点
も
す
ご
く
大
事
な
こ
と
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
こ
と
を
思
う
と
多
視
点
が
必
要
で
、
中
世
史
の
人
と
も
い
ろ
ん
な
研
究
会

や
り
な
が
ら
語
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
も
う
学
際
的
に
研
究
を
行
う
と
い
う
こ
と
は

当
た
り
前
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
考
古
学
だ
け
で
は
駄
目
だ
し
、
文
献
史
だ
け
で

は
駄
目
だ
と
、
様
々
な
学
問
を
み
ん
な
援
用
し
て
、
一
緒
に
な
っ
て
議
論
し
な
い
と

今
の
よ
う
な
歴
史
っ
て
い
う
の
は
も
う
語
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
実
感
し
て
い
る
と
い
う
の
が
自
分
の
感
想
で
も
あ
り
、
反
省

で
も
あ
り
、
あ
る
い
は
も
う
ち
ょ
っ
と
頑
張
ら
な
く
て
は
い
う
思
い
で
も
あ
る
と
い

う
と
こ
ろ
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　
山
　
田
　　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
本
日
は
、
中
世
国
際
社
会
の
中
の
東

日
本
、
千
葉
と
、
大
変
豊
か
な
広
が
り
を
持
っ
た
お
話
を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

い
っ
た
ん
、
私
の
ほ
う
か
ら
は
こ
こ
で
閉
じ
ま
し
て
、
総
合
司
会
の
外
山
先
生
に
お

渡
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
外
　
山
　
　
そ
れ
で
は
先
生
方
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
あ
ら
た
め
ま
し

て
、
三
人
の
先
生
方
へ
拍
手
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
本
日
の
最
後
と
な
り
ま
す
が
、
こ
の

本
講
座
の
共
同
開
催
と
な
っ
て
お
り
ま
す
千
葉
市
か
ら
、
当
千
葉
市
立
郷
土
博
物
館

館
長
、
天
野
良
介
よ
り
ご
あ
い
さ
つ
申
し
上
げ
ま
す
。
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閉
会
挨
拶

天
野　

良
介
（
千
葉
市
立
郷
土
博
物
館
館
長
）

　

千
葉
市
立
郷
土
博
物
館
の
天
野
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
の
お
二
方
の
ご
講
演
、
及

び
ク
ロ
ス
ト
ー
ク
を
お
楽
し
み
い
た
だ
け
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
。

　

千
葉
市
と
千
葉
大
学
と
の
共
催
の
形
で
開
催
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
本

公
開
市
民
講
座
も
本
年
度
で
七
回
目
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
と
同
様
、
本
会
場

に
て
開
催
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
こ
と
、
千
葉
大
学
さ
ま
の
御
理
解

と
御
配
慮
の
賜
物
と
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ま
た
、
今
回
貴
重
な
る
ご
講
演
を
賜
り
ま
し
た
、
仏
像
研
究
家
・
茂
原
市
市
史
編

纂
委
員 

濱
名 

徳
順
先
生
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
名
誉
教
授 

小
野 

正
敏 

先
生
、

ま
た
、
意
義
深
い
ク
ロ
ス
ト
ー
ク
を
進
行
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
千
葉
大
学
大
学
院

人
文
科
学
研
究
院
教
授 

山
田 

賢 

先
生
、
開
催
に
い
た
る
ま
で
の
準
備
を
お
進
め
く

だ
さ
い
ま
し
た
千
葉
大
学
大
学
院
准
教

授 

久
保 

勇 

先
生
を
始
め
と
す
る
、
大

学
事
務
局
関
係
各
位
に
、
千
葉
市
を
代

表
い
た
し
ま
し
て
衷
心
よ
り
の
感
謝
を

申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

さ
て
、
今
回
の
公
開
市
民
講
座
の
テ

ー
マ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
本
館
が
こ
こ

数
年
の
方
向
性
と
し
て
お
り
ま
す
、
東

国
に
土
着
す
る
質
実
剛
健
な
「
在
地
領

主
」
と
し
て
理
解
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た

中
世
武
士
団
の
�
在
り
方
�
や
�
文
化

的
環
境
�
を
、
中
央
政
権
と
の
密
接
な
関
連
性
は
も
と
よ
り
、
海
を
越
え
た
東
ア
ジ

ア
の
動
向
と
も
関
連
づ
け
俯
瞰
し
て
捉
え
直
そ
う
と
す
る
試
み
の
一
環
と
し
て
設
定

し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
就
中
、東
国
武
士
の
典
型
と
さ
れ
る
千
葉
一
族
も
ま
た
、

そ
う
し
た
動
向
と
は
無
縁
で
は
な
い
こ
と
を
、
講
師
の
先
生
か
ら
の
素
晴
ら
し
い
御

講
演
か
ら
ご
理
解
い
た
だ
け
た
も
の
と
存
じ
ま
す
。
本
講
座
を
通
じ
、
千
葉
氏
と
房

総
中
世
史
の
新
た
な
視
野
を
お
持
ち
い
た
だ
け
ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。

　

さ
て
、
千
葉
市
は
令
和
八
年
度
を
「
千
葉
開
府
九
〇
〇
年
」
と
位
置
付
け
様
々
な

事
業
を
展
開
し
て
参
り
ま
す
が
、
本
館
で
は
千
葉
氏
の
活
躍
し
た
「
中
世
」
展
示
の

充
実
、
及
び
こ
れ
ま
で
実
現
し
て
い
な
か
っ
た
「
通
史
展
示
」
具
現
化
を
図
る
た
め

の
「
展
示
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
」
事
業
、
今
後
の
千
葉
氏
研
究
に
資
す
る
根
本
史
料
と
す

べ
く
『
千
葉
氏
関
係
史
料
集
（
仮
称
）』
刊
行
に
向
け
、
現
在
着
々
と
準
備
を
進
め

て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
詳
細
な
日
程
は
追
っ
て
と
な
り
ま

す
が
、
令
和
六
年
度
後
半
か
ら
翌
七
年
度
前
半
に
か
け
て
の
約
一
年
の
間
は
本
館
も

全
面
的
に
閉
館
と
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
伴
い
、
次
年
度
は
特
別
展
・
企
画

展
開
催
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
（「
千
葉
氏
パ
ネ
ル
展
」
は
開
催
予
定
）。

　

そ
の
代
わ
り
と
言
っ
て
は
何
で
す
が
、
年
明
け
の
一
月
十
六
日
（
火
）
よ
り
三
月

三
日
（
日
）
の
会
期
で
、
特
別
展
『
関
東
の
三
十
年
戦
争
「
享
徳
の
乱
」
と
千
葉
氏

―
宗
家
の
滅
亡
・
本
拠
の
変
遷
、
そ
し
て
戦
国
の
世
の
胎
動
―
』
を
開
催
い
た
し
ま

す
。
本
展
を
通
じ
て
、「
享
徳
の
乱
」
と
連
動
し
て
惹
起
し
た
千
葉
氏
宗
家
の
滅
亡

と
本
佐
倉
へ
の
本
拠
の
移
動
が
、
従
来
千
葉
氏
衰
退
の
表
れ
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て

き
た
こ
と
を
見
直
し
、
新
た
な
時
代
に
飛
躍
す
る
た
め
の
千
葉
氏
の
積
極
的
な
動
向

で
あ
る
こ
と
を
お
示
し
す
る
こ
と
を
狙
い
と
し
て
お
り
ま
す
。
提
示
さ
れ
る
「
シ
ン

千
葉
氏
」
の
姿
に
是
非
と
も
ご
期
待
く
だ
さ
い
。
今
後
と
も
、
本
館
の
活
動
に
御
理

解
と
御
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

結
び
に
、
地
域
史
研
究
の
今
後
の
益
々
の
発
展
、
ご
出
席
く
だ
さ
い
ま
し
た
皆
様

の
ご
健
勝
を
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、
言
葉
整
い
ま
せ
ん
が
結
び
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
本
日
は
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。　
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