
論題

著者

掲載誌

ISSN

刊行年月

判型

0910-9730

JIS-B5 (182mm × 257mm)

2001 年（平成 13 年）

神奈川県立博物館研究報告―人文科学―　第 27 号

鎌倉彫と鎌倉物―三条西実隆の意識から―

古川元也



鎌
倉
彫
と
鎌
倉
物
’
三
条
西
実
隆
の
意
識
か
ら
Ｉ

【

キ

ー

ワ

ー

ド

】

「

実

隆

公

記

』

鎌

倉

彫

鎌

倉

物

八

朔

京

都

【
論
文
要
旨
】

鎌
倉
彫
は
現
在
漆
工
芸
の
一
作
品
分
野
と
し
て
認
識
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
こ
れ
は

ご
く
最
近
の
こ
と
と
い
え
る
。
系
統
立
て
て
作
品
を
研
究
で
き
る
ほ
ど
遺
品
が
遺
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
に
加
え
て
、
近
代
に
な
っ
て
復
興
し
た
鎌
倉
彫
の
影
響
が
あ
ま
り

に
も
大
き
い
こ
と
や
、
関
連
す
る
資
（
史
）
料
の
少
な
さ
な
ど
が
原
因
し
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
の
中
で
、
鎌
倉
彫
が
中
世
に
さ
か
の
ぼ
る

こ
と
は
遺
品
の
研
究
か
ら
疑
う
余
地
は
な
い
の
だ
が
、
果
た
し
て
中
世
に
お
け
る
鎌

倉
彫
の
産
地
や
様
式
の
認
識
に
つ
い
て
は
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ

た
。
加
え
て
文
献
史
料
に
よ
る
裏
付
は
、
そ
の
史
料
が
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
る
と
い
う
理

由
で
キ
ッ
チ
リ
と
な
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。

本
稿
で
は
室
町
時
代
後
期
に
生
き
た
京
都
の
公
家
で
あ
る
三
条
西
実
隆
の
「
実
隆

公
記
」
に
み
え
る
「
鎌
倉
物
」
と
い
う
表
現
を
、
同
時
期
の
公
家
の
史
料
を
読
み
込

む
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
、
「
鎌
倉
物
」
が
指
す
も
の
に
つ
い
て
の
可
能
性
を

提
示
す
る
。
ま
た
、
「
鎌
倉
物
」
の
表
記
は
毎
年
八
月
一
日
に
行
わ
れ
る
八
朔
の
儀

礼
（
御
頼
・
御
想
と
も
）
と
合
わ
せ
て
の
み
登
場
し
、
そ
の
登
場
の
時
期
か
ら
、
京

都
が
政
治
的
に
混
乱
し
て
い
る
と
き
に
使
わ
れ
て
い
る
と
結
論
付
け
た
。
さ
ら
に
、

東
国
と
の
関
係
か
ら
、
連
歌
師
を
通
じ
て
東
国
の
土
産
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
可
能

性
を
あ
げ
た
。

古

川

元

也

鎌
倉
彫
は
、
今
で
こ
そ
知
ら
ぬ
人
な
い
工
芸
品
で
あ
る
が
、
そ
の
工
芸
史
上

の
位
置
づ
け
の
難
し
さ
に
加
え
て
、
文
献
史
的
に
も
裏
付
け
と
な
る
史
料
が
得

ら
れ
ず
、
研
究
者
の
間
で
共
通
認
識
が
形
成
さ
れ
だ
し
た
の
は
比
較
的
最
近
の

（

１

）

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
根
来
塗
や
輪
島
塗
の
よ
う
に
、
元
来
は
一
地
域
で

行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
塗
り
の
様
式
が
、
次
第
に
様
式
自
体
を
示
す
よ
う

に
な
る
如
く
、
現
在
遺
さ
れ
て
い
る
彫
り
を
持
つ
漆
工
品
が
、
近
代
鎌
倉
彫
の

復
興
と
相
俟
っ
て
一
つ
の
様
式
と
し
て
歩
き
出
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
か

（

２

）

ら
で
あ
る
。
ま
た
文
献
史
料
的
に
も
、
「
鎌
倉
彫
」
の
名
称
が
ハ
ッ
キ
リ
と
現

れ
る
の
は
十
七
世
紀
以
降
で
あ
り
、
十
六
世
紀
以
前
に
は
一
部
の
史
料
に
そ
れ

を
示
唆
す
る
名
辞
が
挙
が
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
前
者
史
料
は
、
主
に
茶
人

（

３

）

の
間
で
な
さ
れ
た
認
識
と
名
付
を
示
す
に
す
ぎ
ず
、
鎌
倉
の
仏
師
に
よ
る
近
代

（

４

）

鎌
倉
彫
再
興
と
は
直
接
に
関
連
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
研
究
史
を
概
観
す
る
と
、
大
き
く
分
け
て
①
鎌
倉
彫
の
起
源
は
鎌

倉
を
中
心
と
す
る
関
東
に
あ
る
、
と
す
る
も
の
と
、
②
鎌
倉
彫
は
あ
く
ま
で
も

木
彫
を
施
し
た
漆
工
品
の
名
称
に
す
ぎ
ず
便
宜
的
に
鎌
倉
彫
と
し
て
い
る
例
、

に
分
け
ら
れ
、
ま
た
①
に
あ
っ
て
も
、
ａ
鎌
倉
の
仏
師
に
よ
る
近
代
鎌
倉
彫
再

興
か
ら
遡
及
し
て
発
生
を
考
え
る
見
解
と
、
ｂ
鎌
倉
時
代
に
流
入
し
た
禅
宗
文

化
の
産
物
で
あ
る
、
と
い
う
立
脚
点
に
基
づ
く
も
の
の
二
例
が
あ
る
と
思
わ
れ

（
５
）る

。
と
こ
ろ
が
ａ
に
対
し
て
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
遺
品
と
し
て
伝

え
ら
れ
て
い
る
中
世
の
鎌
倉
彫
と
鎌
倉
の
仏
師
に
よ
る
鎌
倉
彫
の
振
興
は
直
接

は

じ

め

に
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表1

に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
し
、
ｂ
に
つ
い
て
も
京
都
に
お
け
る
禅
宗
文
化
の

開
花
や
そ
の
地
方
伝
播
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
、

諸
先
学
に
よ
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
従
え
ば
、
十
六
世
紀
以
前
の
中
世
期
に
は

す
で
に
鎌
倉
彫
の
技
法
と
味
わ
い
は
十
分
に
開
花
し
て
お
り
、
そ
の
分
布
は
全

国
に
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
諸
先
学
の
モ
ノ
の
研
究
に
即
し
た
様
式
研
究
に

依
拠
し
つ
つ
、
文
献
に
現
れ
る
鎌
倉
彫
の
徴
証
を
吟
味
し
て
、
中
世
期
の
鎌
倉

彫
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
論
じ
て
み
る
。
も
と
よ
り
鎌
倉
彫
に
関
係
す
る
中
世

史
料
は
ほ
ぼ
皆
無
で
、
傍
証
の
積
み
重
ね
と
、
類
推
に
基
づ
く
と
こ
ろ
が
大
き

（

６

）

い
が
、
一
つ
の
可
能
性
は
提
示
し
う
る
も
の
と
思
う
。

紀
年

一
四
八
一
年

一
四
九
○
年

一
五
六
四
年

一
五
六
五
年

一
四
三
二
年

一
四
二
八
年

１
中
世
鎌
倉
彫
の
在
銘
作
品

｜
中
世
の
鎌
倉
彫

屈
輪
文
大
香
合
身
底
刻
銘

獅
子
牡
丹
文
香
合
身
底
刻
銘

屈
輪
文
大
香
合
見
込
朱
銘

屈
輪
文
大
香
合
身
底
朱
銘

前
机
甲
板
裏
朱
銘

前
机
甲
板
裏
刻
銘

作
品
銘
部
位

奉
寄
附
西
来
資
深
殿
公
用
應
永
三
十
五
戊
申
夏
五
二
十
四
日

本
間
建
徳
寺
明
翁
聡
見
捨
焉

干
時
永
享
四
天
壬
子
卯
月
吉
日
大
願
主
當
寺
下
坊
祐
善
生
年

冊
一
歳
敬
白

金
蓮
寺
常
住
文
明
十
三
年
拾
月
十
五
日

建

長

寺

什

器

延

徳

二

年

洞
門
庵
暉
傳
置
之
永
禄
七
癸
亥
九
月
吉
日

鹿
山
公
用
、
Ⅱ
Ⅱ
Ｕ
寄
進
焉
永
禄
第
八
乙
丑
歳
八
月
初
吉

銘
文

（

７

）

鎌
倉
彫
の
定
義
を
諸
先
学
の
研
究
に
依
拠
し
て
「
木
彫
漆
塗
り
の
工
芸
品
」

と
広
義
に
解
す
る
な
ら
ば
、
現
在
残
さ
れ
て
い
る
鎌
倉
彫
の
作
例
は
極
め
て
豊

富
で
あ
る
が
、
十
五
・
六
世
紀
の
紀
年
銘
を
持
つ
も
の
は
極
め
て
少
な
い
。
た

だ
、
そ
れ
ら
の
作
例
と
様
式
は
銘
文
に
よ
っ
て
伝
来
と
時
代
が
明
ら
か
に
な
る

以
上
、
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
い
く
つ
か
残
さ
れ
た
情
報
か
ら
、
作
成
地

や
伝
来
に
つ
い
て
示
唆
す
る
も
の
を
検
討
す
る
た
め
に
ま
と
め
た
の
が
表
１
で

あ
る
。

表
１
に
よ
れ
ば
、
十
六
世
紀
段
階
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
鎌
倉
彫
の
遺
品
は
、

前
机
と
香
合
類
が
主
で
、
典
型
的
鎌
倉
彫
と
し
て
の
遺
品
が
多
く
み
ら
れ
る
屈

輪
文
大
香
合
に
限
っ
て
言
え
ば
、
文
明
十
三
年
、
永
禄
七
年
・
永
禄
八
年
の
三

例
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
様
式
的
に
こ
れ
ら
と
ほ
ぼ
同
時
代
の

物
と
さ
れ
る
鎌
倉
彫
の
作
例
は
外
に
も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
銘
文
が
あ
る
と

（

８

）

い
う
点
に
お
い
て
は
こ
の
三
例
に
限
定
し
う
る
。

趣
意
文
略

干
支
不
一
致

備
考

金
蓮
寺
（
京
都
）

梅
沢
記
念
館
（
東
京
）

知
恩
寺
（
京
都
）

円
覚
寺
（
鎌
倉
）

岩
王
寺
（
綾
部
）

建
長
寺
（
鎌
倉
）

所
蔵
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こ
の
う
ち
最
も
古
い
物
は
文
明
十
三
年
の
銘
を
持
つ
も
の
で
、
京
都
に
所
在

す
る
時
衆
（
宗
）
金
蓮
寺
の
什
物
。
ま
た
八
十
年
ほ
ど
時
代
が
下
る
二
例
も
、

一
点
は
京
都
浄
土
宗
知
恩
寺
に
伝
わ
る
も
の
で
、
「
建
長
寺
」
と
あ
る
梅
沢
記

念
館
の
も
の
を
加
え
る
と
二
点
が
鎌
倉
の
禅
宗
寺
院
で
あ
る
建
長
寺
・
円
覚
寺

に
伝
わ
る
物
で
あ
る
。

右
の
こ
と
か
ら
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
屈
輪
文
を
も
つ

大
香
合
の
受
容
が
必
ず
し
も
禅
宗
寺
院
に
支
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
と
、
「
鎌
倉
」
彫
の
伝
来
が
こ
と
鎌
倉
に
関
す
る
物
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
紀
年
銘
を
持
た
な
い
他
の
中
世
鎌
倉
彫
ま
で
を
視

野
に
入
れ
て
も
い
っ
そ
う
明
瞭
に
な
る
の
で
あ
り
、
今
一
度
禅
宗
文
化
や
鎌
倉

と
い
っ
た
限
定
を
除
外
し
て
考
え
て
み
る
必
要
性
を
我
々
に
提
起
し
て
い
る
の

で
は
無
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
什
器
の
特
徴
は
、
寺
院
の
内
部
で
、
す
な
わ
ち
本

院
と
塔
頭
の
間
や
師
と
弟
子
の
間
で
寄
進
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
表
１
に
挙
げ
た
円
覚
寺
の
屈
輪
文
大
香
合
で
は
「
鹿
山

公
用
ｎ
Ⅱ
Ⅱ
Ｕ
寄
進
焉
永
禄
第
八
乙
丑
歳
八
月
初
吉
」
と
あ
り
、
「
寄
進
」

の
文
字
の
上
部
が
削
除
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
寄
進
者
が
故
意
に
削
除
さ
れ
た

（

９

）

と
す
る
見
解
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
本
来
こ
こ
に
は
い
る
べ
き
個

人
名
は
、
お
そ
ら
く
瑞
鹿
山
円
覚
寺
の
住
持
で
あ
り
、
「
ｎ
Ⅱ
Ⅱ
Ｕ
に
寄
進
し

（

川

）

奉
る
」
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
永
禄
八
年
と
言
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
住
持
は

奇
文
禅
才
で
あ
ろ
う
。

右
の
こ
と
は
鎌
倉
彫
の
伝
来
に
つ
い
て
二
つ
の
解
釈
の
可
能
性
を
与
え
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
根
来
塗
の
場
合
と
同
様
に
器
物
の
生
産
が
、
あ
く
ま

で
も
寺
内
の
工
房
も
し
く
は
職
人
の
中
で
完
結
し
、
寺
内
用
具
と
し
て
各
塔
頭

を
核
に
生
産
が
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
得
る
点
で
あ
る
。
伝
存
可
能
性
の
問
題

も
捨
て
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
鎌
倉
彫
や
根
来
塗
の
多
く
が
寺
院
に
伝
来

（

Ⅲ

）

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
装
飾
的
な
漆
工
品
が
市
井
で

用
い
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
寺
院
内
部
で
寺
院
の
用
途
に
使
わ
れ
て
い
た
可

能
性
が
高
い
。
さ
ら
に
今
ひ
と
つ
は
こ
れ
ら
の
漆
工
品
が
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ト

に
乗
っ
て
寺
院
間
を
移
動
す
る
の
か
、
も
し
く
は
し
な
い
の
か
を
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

前
者
に
つ
い
て
の
一
般
論
を
言
え
ば
、
当
時
の
寺
院
に
お
い
て
は
必
要
な
場

合
に
は
職
人
を
呼
び
作
成
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
大
乗
院
寺
社
雑
事

記
』
明
応
五
年
九
月
二
十
日
条
に
は
「
折
敷
二
十
二
枚
、
此
内
足
付
十
二

枚
・
境
七
十
・
ヤ
ル
リ
ニ
・
合
子
三
・
各
二
反
地
計
」
の
器
物
に
対
し
て
三
十

日
間
を
要
し
て
、
漆
六
桶
半
を
つ
か
っ
て
塗
り
上
げ
、
そ
の
手
間
賃
を
一
貫
八

（

翅

）

○
○
文
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
折
敷
や
脚
付
折
敷
に
は
、
現
在
個
人
蔵
と
な

っ
て
い
る
も
の
の
か
つ
て
春
日
大
社
に
伝
来
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
応
仁
元
年

銘
「
散
米
折
敷
」
や
「
わ
け
村
松
向
院
什
」
で
大
永
四
年
銘
の
あ
る
「
角
切
折

（

Ｂ

）

敷
」
と
い
っ
た
同
時
代
の
も
の
が
現
存
す
る
。

こ
れ
ら
の
器
物
の
作
成
に
は
「
大
工
」
と
史
料
に
出
る
工
人
が
関
わ
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
、
個
人
蔵
の
安
居
屋
盆
に
「
正
長
元
年
戊
申
十
月
日
南
都
四

（

Ⅲ

）

恩
院
之
内
寂
静
院
常
什
物
也
新
造
之
大
工
藤
原
包
満
」
と
あ
る
こ
と
や

『
実
隆
公
記
」
永
正
十
七
年
七
月
二
十
一
日
条
に
~
「
今
日
召
大
工
、
鈴
物
井
食

－23－



ィ
、
長
享
元
年
八
月
朔
日
条
「
堆
紅
盆
［
鎌
倉
物
］
一
枚
」

２
「
実
隆
公
記
』
の
「
鎌
倉
物
」

そ
れ
で
は
、
中
世
に
お
け
る
鎌
倉
彫
は
、
文
献
史
料
上
で
は
い
か
な
る
認
識

の
下
に
証
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
そ
の
結
論
は
消
極
的
な
も
の

で
、
先
学
に
よ
り
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
「
実
隆
公
記
』
に
そ

れ
ら
し
き
名
称
が
散
見
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
箇
所
と
記
事
の

部
分
を
挙
げ
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

籠
箱
令
造
之
」
と
あ
り
大
工
に
盆
や
食
籠
を
作
ら
せ
て
い
る
。
建
造
物
以
外
の

木
地
物
や
指
物
の
作
製
で
も
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
「
大
工
」
と
称
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
後
者
「
食
籠
」
の
例
で
は
数
日

後
の
二
十
四
日
条
に
「
食
篭
箱
令
塗
之
」
と
あ
り
、
一
連
の
作
業
が
注
文
主
の

求
め
に
応
じ
て
、
現
地
で
作
製
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
安
易
に
漆
工
芸
品
の
購

買
と
流
通
を
考
え
て
し
ま
う
こ
と
に
対
す
る
警
鐘
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

と
も
か
く
、
現
在
鎌
倉
彫
と
し
て
認
識
さ
れ
る
物
の
大
半
が
寺
院
を
中
心
に

伝
来
し
、
そ
の
裏
付
け
と
し
て
在
銘
の
作
品
を
確
認
し
た
。
こ
の
ほ
か
に
も
、

織
田
信
長
が
所
持
し
、
豊
臣
秀
吉
を
経
て
西
本
願
寺
が
拝
領
し
た
と
い
う
正
真

（

喝

）

の
由
緒
を
も
つ
「
博
陽
江
図
香
合
」
も
木
彫
漆
塗
を
特
徴
と
す
る
以
上
、
鎌
倉

、

、

、

、

彫
の
類
型
に
入
る
物
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
実
存
し
た
鎌
倉
彫
に
対
す
る
意
識
が

中
世
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
い
な
か
っ

た
の
か
、
次
ぎ
に
文
献
史
料
を
通
じ
て
検
討
す
る
。

一
見
し
て
理
解
し
う
る
の
は
、
す
べ
て
の
記
事
が
八
月
一
日
に
関
係
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
は
七
月
二
十
七
日
条
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い

て
は
後
で
詳
細
に
検
討
す
る
よ
う
に
八
月
一
日
条
と
の
関
係
で
記
さ
れ
た
記
事

で
あ
り
、
イ
ー
ニ
の
す
べ
て
が
八
月
一
日
条
と
関
連
を
持
つ
と
考
え
て
良
い
の

で
あ
る
。
盆
や
香
合
に
対
す
る
特
定
化
の
た
め
の
注
記
で
あ
る
な
ら
ば
、
正
月

や
月
初
め
の
佳
例
に
際
し
て
の
贈
答
品
に
「
鎌
倉
物
」
が
あ
っ
て
も
よ
い
は
ず

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
史
料
上
の
偏
り
に
加
え
て
、
そ
も
そ
も
「
鎌
倉
物
」
な
る
注
記

が
、
第
一
節
で
み
た
鎌
倉
彫
に
該
当
す
る
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
そ

こ
で
ま
ず
、
こ
の
注
記
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
意
味
内
容
を
明
ら
か
に
し
た

上
で
、
記
録
の
偏
り
に
つ
い
て
論
じ
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

「
実
隆
公
記
』
は
周
知
の
よ
う
に
、
朝
廷
で
の
儀
式
に
と
ど
ま
ら
ず
三
条
西

（

略

）

家
の
家
領
や
実
隆
の
日
常
生
活
を
細
々
と
記
し
て
い
る
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。

こ
と
に
、
実
隆
の
モ
ノ
に
対
す
る
観
察
・
執
着
は
非
凡
で
あ
り
、
そ
の
所
感
は

し
ば
し
ば
名
辞
に
対
す
る
割
注
で
書
き
表
さ
れ
て
い
る
。
「
鎌
倉
物
」
と
い
う

注
記
も
そ
の
中
で
現
れ
る
も
の
で
、
「
鎌
倉
物
」
の
正
確
な
理
解
に
は
初
歩
的

で
は
あ
る
が
同
様
な
記
述
と
の
比
較
検
討
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
の
が
確
実
で
あ

る
。
『
実
隆
公
記
」
に
お
け
る
「
地
名
十
物
」
表
現
を
分
類
し
て
み
る
と
次
の

、

、

、

〃
／

一
一
、

ロ
､

永
正
五
年
八
月
朔
日
条
「
香
合
［
鎌
倉
物
］
」

大
永
四
年
八
月
朔
日
条
「
盆
［
鎌
倉
物
］
」

享
禄
四
年
七
月
二
十
七
日
条
「
盆
［
鎌
倉
物
］
」
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ｂ
費
用
の
調
達
先
を
示
す
記
述

今
少
し
難
解
で
あ
る
の
は
、
費
用
の
調
達
先
を
示
す
際
に
用
い
ら
れ
る
「
物
」

の
表
記
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
百
疋
［
武
野
物
内
］
遣
之
」
（
享
禄
二
年
十
二

月
二
十
日
条
）
の
如
く
、
裏
付
け
の
あ
る
収
入
か
ら
の
出
費
が
人
名
で
記
さ
れ

ａ
地
域
的
産
物
を
示
す
も
の

鎌
倉
が
地
域
名
で
あ
る
以
上
、
最
も
直
裁
に
想
起
さ
れ
る
の
は
単
純
に
地
域

名
を
冠
し
た
注
記
で
あ
る
。
今
こ
こ
に
例
を
挙
げ
れ
ば
、
「
鴫
織
物
」
「
南
蛮
物
」

「
相
模
絹
」
の
三
例
が
あ
る
。
た
と
え
ば
「
鴫
織
物
」
で
は
「
大
慈
祠
堂
質
物

請
銭
渡
之
［
壱
賞
五
百
冊
、
嶋
織
物
匡
（
享
禄
元
年
十
二
月
八
日
条
）
や
「
西

郷
ｉ
鴫
織
物
一
端
［
紅
］
送
進
之
」
（
享
禄
三
年
十
二
月
二
十
七
日
条
）
と

（

Ⅳ

）

い
っ
た
例
が
あ
り
、
天
文
二
年
正
月
四
日
条
に
は
「
嶋
紬
一
端
持
來
之
」
と
い

う
記
述
も
あ
る
。
大
永
七
年
に
は
「
肥
前
国
住
人
西
郷
某
［
陽
明
進
藤
一
族

（

岨

）

云
々
］
」
が
礼
に
来
る
際
に
携
え
て
来
て
い
る
か
ら
、
蓋
然
性
か
ら
言
え
ば
こ

こ
で
い
う
織
物
は
紬
な
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
南
蛮
物
」
で
は
「
水
指
［
南
蛮

物
］
・
嶋
織
物
［
紅
青
］
・
錫
物
一
対
［
湯
瓶
］
」
（
享
禄
五
年
四
月
二
十
五
日

条
）
が
、
「
相
模
絹
」
で
は
「
井
上
又
五
郎
上
洛
、
自
坂
本
有
書
状
、
相
模
絹

一
疋
送
之
、
不
盧
之
志
也
、
宗
長
書
状
到
来
」
（
享
禄
元
年
十
二
月
十
四
日
条
）

な
ど
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
は
産
地
・
伝
来
経
路
を
示
す
記
述
で

（

的

）

あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

二
例
に
大
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

て
い
る
場
合
に
は
わ
か
り
や
す
い
の
だ
が
、
三
条
西
家
領
な
ど
所
領
が
地
域
名

で
記
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
少
々
厄
介
で
あ
る
。
例
を
挙
げ
れ
ば
左
記
の
よ
う

に
な
る

「
弐
十
疋
［
堺
者
物
］
賜
之
」
（
大
永
八
年
三
月
十
四
日
）

「
京
花
十
疋
［
越
前
物
］
如
例
」
（
大
永
八
年
三
月
十
五
日
）

「
帥
百
疋
［
駿
河
物
内
］
被
割
分
之
」
（
享
禄
元
年
十
一
月
二
十
四
日
）

「
用
脚
百
疋
遣
之
［
三
嶋
物
］
」
（
享
禄
二
年
十
二
月
二
十
七
日
条
）

こ
れ
ら
の
記
述
に
共
通
し
て
い
る
点
は
、
料
足
の
代
に
対
す
る
注
記
で
あ
る

（

別

）

点
で
あ
り
、
多
く
場
合
用
脚
の
額
が
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ゆ
え
に
先
に
見

た
「
鎌
倉
物
」
の
注
記
を
鎌
倉
に
あ
る
所
領
か
ら
の
運
上
物
と
み
る
解
釈
は
成

立
し
得
な
く
な
る
。

ａ
．
ｂ
と
も
に
い
え
る
こ
と
は
、
特
産
品
で
あ
れ
料
所
か
ら
の
も
の
で
あ
れ
、

地
域
を
極
め
て
強
く
意
識
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
認
識
は
、
美

濃
か
ら
の
使
者
が
来
れ
ば
「
美
濃
紙
」
と
記
し
、
関
東
か
ら
の
者
が
来
れ
ば

（

剛

）

「
坂
東
者
」
と
記
し
、
朝
倉
氏
か
ら
の
使
い
が
来
れ
ば
「
越
前
」
と
記
す
よ
う

に
い
い
加
減
な
も
の
で
は
な
い
。
大
永
四
年
三
月
二
十
八
日
条
に
「
前
左
相
府

攝
一
尾
張
名
物
之
由
示
給
之
」
と
あ
る
の
も
注
記
と
同
様
に
考
え
う
る
好
例
で

あ
る
。
実
隆
は
記
録
に
お
い
て
、
極
め
て
情
報
に
忠
実
に
記
し
て
い
る
の
で
あ

ブ
（
》
○

そ
の
他
の
可
能
性
と
し
て
、
当
該
期
の
記
録
に
お
い
て
は
「
鎌
倉
」
と
は
鎌

倉
に
い
た
公
方
も
し
く
は
鎌
倉
の
寺
院
を
指
す
場
合
も
あ
る
。
が
、
『
実
隆
公

記
」
で
は
具
体
的
に
記
す
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。
た
と
え
ば
地
名
と
し
て
の
鎌
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倉
は
「
宗
長
法
師
送
状
［
九
月
五
日
］
、
住
鎌
倉
建
長
寺
云
々
」
（
享
禄
二
年
十

月
七
日
条
）
の
様
に
記
さ
れ
る
が
、
伝
来
は
「
本
誓
寺
浬
藥
像
拝
見
［
東
山
殿

御
物
云
々
］
」
（
享
禄
二
年
二
月
二
十
一
日
条
）
、
「
扇
子
恵
之
［
禁
裏
拝
領
物
］
」

（
享
禄
三
年
正
月
八
日
条
）
、
「
十
牛
図
［
頌
以
下
夢
窓
國
師
筆
、
画
図
絶
妙
物

也
、
金
沢
文
庫
物
云
々
］
」
（
享
禄
四
年
四
月
二
十
七
日
条
）
、
「
雌
無
表
紙
居
圭

章
盆
［
室
町
殿
所
賜
也
］
遣
之
也
」
（
天
文
元
年
十
二
月
十
五
日
条
）
、
「
春
日

曼
陀
羅
拝
見
［
栂
尾
東
坊
方
便
智
院
物
之
由
、
有
害
付
、
自
南
都
到
来
、
叡
覧

歎
］
」
（
享
禄
元
年
九
月
十
四
日
条
）
等
と
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

旧
所
有
者
や
伝
来
を
記
す
場
合
に
は
具
体
的
名
称
を
挙
げ
る
の
が
常
で
あ
り
、

「
鎌
倉
殿
」
や
鎌
倉
所
在
の
寺
院
を
意
識
し
た
う
え
で
「
鎌
倉
物
」
と
注
記
を

す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
結
論
で
き
る
の
で
あ
る
。
文
明
十
九
年
正
月
二
十

七
日
に
大
内
政
弘
か
ら
堆
紅
盆
な
ど
が
送
ら
れ
て
い
る
が
、
同
年
四
月
十
七
日

に
竹
田
周
防
に
土
産
と
し
て
持
参
し
た
際
に
は
「
［
堆
紅
、
大
内
送
給
物
也
］
」

に
竹
田
周
防
に
土
産
と
し
て
持
参
し
た
際
に
は

ま
し
て
や
「
鎌
倉
物
」
は
、
鎌
倉
の
故
地
を
想
起
さ
せ
る
感
傷
的
な
固
有
名

詞
化
表
現
の
名
称
と
し
て
も
相
応
し
く
な
い
。
実
隆
は
モ
ノ
に
対
し
て
は
容
赦

な
く
天
文
二
年
六
月
二
十
二
日
条
で
は
「
杉
原
十
帖
・
扇
献
之
［
扇
不
可
説
之

物
、
可
笑
〃
〃
］
」
と
し
て
、
扇
の
不
出
来
で
あ
る
こ
と
を
具
体
的
に
記
し
て

（

躯

）

い
る
。
ま
た
雲
龍
院
か
ら
の
進
物
と
し
て
「
禁
裏
進
物
檀
昏
十
帖
・
堆
紅
香

合
一
［
美
麗
物
也
］
、
親
王
御
方
御
扇
、
十
帖
云
々
」
な
ど
と
も
記
さ
れ
て

（

路

）

い
る
（
延
徳
三
年
十
一
月
二
十
五
日
条
）
。
地
名
を
固
有
名
訶
に
転
化
さ
せ
た

実
例
も
見
あ
た
ら
な
い
。

と
注
記
し
て
い
る
こ
と
も
そ
の
証
左
で
あ
る
毒
乳

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
注
記
は
必
ず
し
も
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
が
難
点

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
れ
ま
で
見
落
と
さ
れ
て
き
た
「
鎌
倉
物
」
の
四
例
目
、

享
禄
四
年
七
月
二
十
七
日
条
で
は
「
伯
三
位
來
、
故
室
家
遺
物
香
煽
［
染
付

茶
院
］
、
盆
［
鎌
倉
物
］
、
携
之
、
勧
一
釜
閑
談
」
と
あ
る
。
こ
れ
が
同
年
八
月

一
日
条
に
な
る
と
「
伯
所
贈
之
香
炉
・
盆
」
と
あ
る
ば
か
り
で
、
「
鎌
倉
物
」

の
注
記
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
実
隆
公
記
」
に
「
盆
」
「
香
合
」
と
さ
れ
て
い

る
物
の
中
に
も
、
実
は
「
鎌
倉
物
」
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
あ
る
可
能
性
は
あ

る
。

と
は
い
え
、
八
月
一
日
条
に
「
鎌
倉
物
」
の
記
述
が
偏
る
の
は
単
な
る
偶
然

性
の
み
で
は
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
の
積
極
的
な
理
由
を
次
ぎ
に
考

察
し
て
み
た
い
。

１

八

朔

と

は

八
月
一
日
に
「
鎌
倉
物
」
が
登
場
す
る
記
事
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
「
八
朔
」

の
儀
式
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
簡
単
に
こ
の
儀
式
に
つ

い
て
説
明
を
し
て
か
ら
論
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
と
し
た
い
。

（

別

）

八
朔
の
儀
式
は
俗
に
「
御
頼
」
と
も
言
い
、
日
頃
仕
え
て
い
る
主
人
に
対
し

（

閲

）

て
、
贈
答
品
を
送
る
儀
式
で
あ
る
。
「
実
隆
公
記
」
で
は
「
禁
裏
」
「
宮
御
方
」

「
公
方
」
他
数
名
に
対
し
て
な
さ
れ
る
贈
答
の
み
を
記
す
こ
と
も
多
い
が
、
こ

れ
は
実
隆
に
し
て
み
れ
ば
主
人
に
相
当
す
る
上
位
者
の
対
象
は
限
ら
れ
て
い
る

二
八
朔
の
儀
礼
と
鎌
倉
物
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の
で
、
こ
の
よ
う
な
記
述
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
一
般
に
は
よ
り
ひ
ろ

い
対
象
に
対
し
て
贈
答
が
行
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
身
分
関
係
が
錯
綜
す
る
中
世

に
お
い
て
は
、
主
人
と
呼
ぶ
人
間
を
多
く
持
っ
て
い
る
者
は
そ
れ
だ
け
贈
答
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
贈
答
を
受
け
た
社
会
的
な
上
位
者
は
、
即
刻
あ
る
い
は
数
日
後
に

そ
の
返
礼
を
す
る
。
こ
の
返
礼
の
中
身
も
多
種
多
様
で
、
贈
答
品
と
ほ
ぼ
同
程

度
の
も
の
か
ら
、
酒
を
一
杯
の
ま
す
も
の
ま
で
身
分
階
層
に
応
じ
て
様
々
で
あ

る
。

天
皇
や
将
軍
と
い
っ
た
最
高
権
力
者
に
対
す
る
「
御
頼
」
は
と
も
か
く
、
一

般
レ
ベ
ル
で
の
贈
答
は
八
月
朔
日
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
、
山
科

家
家
司
の
日
記
で
あ
る
「
山
科
家
礼
記
』
に
は
、
様
々
な
方
面
か
ら
日
々
贈
答

（

妬

）

が
な
さ
れ
て
い
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
諸
贈
答
と
返
礼
に

混
乱
が
起
こ
る
の
を
さ
け
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
寛
正
四
年
の
際
に
は
「
方
々

（

〃

）

へ
の
た
の
む
の
日
記
ハ
別
帯
在
之
」
と
し
て
、
別
記
を
作
成
し
て
い
る
。

ま
た
、
「
宣
胤
卿
記
」
長
享
三
年
八
月
一
日
条
で
は
「
八
朔
風
儀
如
例
、
乱

来
諸
家
停
止
、
只
進
公
武
許
也
」
と
あ
る
こ
と
や
、
「
長
禄
二
年
以
来
申
次
記
』

八
月
一
日
条
で
は
「
但
八
朔
御
想
二
御
取
乱
之
間
、
御
盃
被
略
時
も
有
之
」
な

ど
と
あ
り
、
八
朔
の
儀
式
に
お
い
て
世
情
の
乱
れ
や
取
り
乱
し
が
原
因
で
、
贈

答
品
の
進
上
を
公
武
の
み
に
限
定
し
た
り
、
酒
の
も
て
な
し
を
略
し
た
り
す
る

こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
当
該
期
に
お
け
る
八
朔
の
儀
式
で
は
、
朝
廷
や
幕
府
に
仕
え
る
多
く

の
家
臣
が
主
君
に
対
し
て
、
個
別
に
贈
答
を
行
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
対
し

イ
・
ロ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
八
朔
の
進
上
物
は
ほ
ぼ
恒
例
と
な
っ
て
お

り
、
時
勢
に
よ
っ
て
は
何
ら
か
の
愛
玩
品
が
一
品
付
く
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ハ

と
二
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
父
子
揃
っ
て
進
上
す
る
際
に
は
、
子
の
公
條
か

ら
は
軽
微
な
物
が
進
上
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
時
代
的
な

背
景
が
伴
う
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
実
隆
が
進
上
し
て
い
る
間
は
子
で
あ
る
公

條
か
ら
は
簡
単
な
物
を
出
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
、
家
全
体
と
し
て
進
上
物

２
一
一
一
条
西
家
の
贈
答
品

そ
の
よ
う
な
中
で
、
『
実
隆
公
記
」
に
現
れ
る
八
朔
の
贈
答
品
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
表
２
は
三
条
西
家
か
ら
ど
の
よ
う
な
物
が

八
朔
に
進
上
さ
れ
て
い
た
の
か
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

表
２
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、

イ
、
禁
裏
に
対
し
て
は
最
低
金
覆
輪
太
刀
一
腰
と
杉
原
十
帖
を
進
上
し
、
そ
の

他
は
金
覆
輪
太
刀
一
腰
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

ロ
、
禁
裏
に
は
イ
の
他
に
火
箸
・
唐
墨
・
硯
・
院
等
が
副
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ

る

。

ハ
、
禁
裏
・
親
王
御
方
に
対
し
て
は
文
亀
元
年
よ
り
実
隆
・
公
條
は
共
に
進
上

（

羽

）

す

る

。

二
、
大
永
四
年
か
ら
は
公
條
の
み
が
進
上
す
る
。

て
は
個
別
に
返
礼
が
な
さ
れ
て
、
参
賀
の
時
と
同
様
に
相
当
の
負
担
と
混
雑
混

（

肥

）

乱
が
生
じ
る
儀
式
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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表2

年文
亀
元
年

文
明
十
八
年
一
火
箸
・
火
口
新
渡
物
・
十
帖

文
明
十
七
年

文
明
十
五
年

文
明
十
二
年

文
明
八
年~

文
明
九
年

文
明
六
年~

文
明
七
年

永
正
十
七
年
一

大
永
三
年
一
蝋
燭
五
十
廷
卜
彫
陳
什
帖

永
正
十
年癖

明
応
六
年~

明
応
七
年

明
応
三
年

明
応
四
年

明
応
五
年

明
応
六
年

延
徳
三
年

延
徳
二
年
一
御
太
刀
金
・
杉
原
叶
鮎

長
享
二
年

大
永
八
年

享
禄
二
年

享
禄
四
年

大
永
七
年

大
永
六
年

大
永
五
年

大
永
四
年

永
正
五
年

長
享
三
年

長
享
元
年

茶短信
院

哩檸Ⅲ

五百低

首卜＋膿
十
帖

帖朧

御
太
刀
一
腰
金
・
杉
原
十
帖

竹
取
物
語
一
帖
居
竹
柳
筥
件

草
帯
紺
表
帯
泥
繪
面
竹
月
裏

富
士
山
書
一
之

御
太
刀
金

禁
裏
（
実
隆
よ
り
）

記
載
無
し

記
載
無
し

記
載
無
し

記
載
無
し

茶
院
五
・
十
帖

御
太
刀
一
腰
金
・
十
帖
杉
原

葦
屋
罐
子
一
・
十
帖
引
合

十
帖
・
硯
一
面
貝
水
入
副
之

太
刀
一
腰
・
杉
原
十
帖

太
刀
一
腰
金
・
杉
原
十
帖

太
刀
一
腰
金
・
杉
原
十
帖

金
一
腰
・
杉
原
十
帖

金
剣
・
杉
原
十
帖

硯
・
唐
墨
一
廷
・
十
帖

十
帖
・
短
冊
三
百
首

~硯・
方
盆
・
杉
原
十
帖

堆
紅
盆
鎌
倉
物
一
枚
・
筆
五
對

硯
一
面
・
杉
原
十
帖

面
・
引
合
十
帖

禁
裏
（
公
條
よ
り
）
｜
禁
裏
（
実
世
よ
り
）
親
王
御
方
（
実
隆
よ
り
二
親
王
御
方
（
公
條
よ
り
）
｜
親
王
御
方
（
実
世
よ
り
ニ
伏
見
殿

金
覆
輪

~太刀
金
一
腰

金
覆
輪

太
刀
一
腰

短
冊
三
百
首
・
十
帖

短
冊
三
百
枚
・
硯
一

廷硯|物唐

墨
一
廷
居
盆
鎌
倉

・
杉
原
十
帖

一
画
・
油
烟
五

・
引
合
十
帖

金
覆
輪

金
剣
・
杉
原
十
帖

御
太
刀
金
（
若
宮
御
方
）

金
覆
輪

御
太
刀
金

太
刀
金
一
腰

金
覆
輪
一
腰

御
太
刀
金
一
腰

御
太
刀

短
冊
三
百
首
・
十
帖

御
太
刀

~虫寵
一

金
覆
輪

御
太
刀
一
腰
金

犬
箱
一

扇
箱
・
玉
章
箱
・
風
情
一
裏

犬
箱
風
情
物

犬
二
疋

茶
院
二
・
十
帖

龍
箱
風
情
五
裏

短
冊
三
百
首
・
檀
痔
十
帖

檀
痔
十
帖
・
短
冊
三
百
首

短
冊
二
百
首
・
十
帖

~
短
冊
二
百
首
・
十
帖

・十

盆帖
伯
所
贈
之
香
炉
盆

茶
院
壺
・
十
帖

染
付
茶
院
一
・
檀
帯
十
帖

太
刀
一
腰
（
中
将
よ
り
）

ツ
ク
リ
檀
帯
美
濃
帯

・
香
合
鎌
倉
物

御
太
刀

金
剣
・
杉
原
十
帖

御
太
刀
金

金
覆
輪
一
腰 鵜

太
刀
一
腰

御
太
刀
金

卜
腰
１
１

御
太
刀
金

御
太
刀
金
一
腰

金太
刀
一
腰

金
一
腰

金 御
太
刀
一
腰
糸
巻

太
刀
一
腰

黒
太
刀
一
腰

御

太

刀

金

御

太

刀

金

太
刀
金
一
腰

金
覆
輪
一
腰

御
太
刀
（
帥
）

太
刀
一
腰

太
刀
一
腰

如
例

太
刀
一
腰

御
太
刀
一
腰

金 太
刀
金
一
腰

（
東
山
殿
）

金
覆
輪

（
東
山
殿

武
家
儀
如
例

御
太
刀
金
一

腰
（
伏
見
殿
）

御
太
刀

金
剣
・
杉
原

十
帖

御
太
刀
金

室

町

殿

一

備

考

金金
覆
輪

太
刀
一
腰

御
太
刀

金
覆
輪

如
例

~~腰
§禁

裏
御
頼
は
停
止

~進
上
せ
ず

少
将
今
年
始
進
上

太
刀
一
腰

御
太
刀

（
東
山
殿
』

金
剣
・
杉
原
十
帖

（
東
山
殿
）

御
太
刀
金

如
形
・
如
例

~盆は
鎌
倉
物

「
八
朔
間
事
奔
走
」
と
七
月
条
に
記

事
あ
る
も
欠
文

公
武
嘉
例
之
儀
如
形
表
其
儀
了

帥
進
上
と
あ
り

御
頼
帥
進
上
と
あ
り

帥
（
公
條
）
御
頼
と
あ
り

公
武
停
止

八
朔
儀
如
例
一
と
の
み
あ
る
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（

別

）

が
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
太
刀
の
進
上
は
大
永
年
間
以
降
少
な
く
な

り
、
禁
裏
・
親
王
御
方
に
対
し
て
父
子
揃
っ
て
進
上
し
て
い
る
時
期
で
も
、
三

条
西
家
と
し
て
一
腰
と
い
っ
た
様
子
で
あ
る
。
と
は
言
っ
て
も
、
こ
の
金
覆
輪

太
刀
は
儀
礼
用
の
飾
太
刀
で
あ
っ
て
大
し
た
額
で
は
な
い
こ
と
に
も
注
意
す
べ

（

別

）

き
で
あ
る
。

こ
の
進
上
物
が
、
当
該
期
の
公
家
の
世
界
で
は
ど
の
程
度
の
負
担
だ
っ
た
か

は
他
に
史
料
が
少
な
い
た
め
言
及
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
が
、
比
較
的
同
時
代

の
記
録
が
良
く
残
さ
れ
て
い
る
長
享
元
年
八
月
一
日
条
で
は
次
の
よ
う
に
な

う
（
》
○

「
後
法
興
院
記
」
「
任
世
俗
風
進
一
種
於
処
々
、
御
返
明
後
日
云
々
」

「
親
長
卿
記
」
「
今
日
之
儀
、
禁
裏
、
親
王
御
方
、
東
山
殿
、
室
町
殿
等

進

上

了

」

「
十
輪
院
内
府
記
」
「
進
想
物
於
禁
裏
、
十
帖
・
呉
銅
水
入
也
、
武
家
両
御
所

（

犯

）

金

覆

輪

也

、

如

年

々

」

判
然
と
は
し
な
い
記
事
が
多
い
が
、
『
十
輪
院
内
府
記
』
に
は
（
杉
原
）
十

帖
の
ほ
か
に
「
呉
銅
水
入
」
が
あ
り
、
実
隆
の
進
上
す
る
「
硯
」
の
類
と
同
様

の
構
成
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

左
記
に
註
（
妬
）
で
詳
し
く
ふ
れ
た
山
科
家
の
例
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
が

（

鮒

）

そ
れ
ぞ
れ
の
家
格
に
応
じ
て
同
様
な
物
を
禁
裏
や
公
方
に
進
上
し
て
い
る
と
い

う
程
度
の
統
一
性
し
か
見
ら
れ
ず
、
鎌
倉
物
が
こ
と
に
好
ま
れ
た
と
い
う
徴
証

は
ど
こ
に
も
得
ら
れ
な
い
。

一
方
、
こ
の
贈
答
に
対
し
て
は
禁
裏
や
室
町
殿
か
ら
も
必
ず
返
礼
が
な
さ
れ

る
。
そ
の
う
ち
禁
裏
か
ら
も
金
覆
輪
太
刀
や
杉
原
十
帖
が
下
賜
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
特
定
化
が
困
難
な
た
め
ど
の
よ
う
に
進
上
さ
れ
た
物
が
下
賜
さ
れ
て

（

糾

）

く
る
の
か
を
追
求
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
工
芸
品
の
類
に
つ

い
て
は
贈
答
品
と
同
一
物
が
下
賜
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
モ
ノ
は
循

（

妬

）

環
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
贈
与
慣
行
の
中
で
、
八
朔
に
関
連
す
る
事
例
を
も
う
一
例
挙
げ

る
な
ら
ば
、
贈
答
品
調
達
が
ご
く
短
期
間
に
行
わ
れ
て
い
る
例
を
検
出
す
る
こ

と
が
出
来
る
。
享
禄
四
年
七
月
二
十
七
日
条
に
は
「
伯
三
位
來
、
故
室
家
遺
物

香
炉
［
染
付
茶
院
］
・
盆
［
鎌
倉
物
］
携
之
、
勧
一
蓋
閑
談
」
と
神
祇
伯
が
故

（

胡

）

室
家
の
遺
品
を
実
隆
の
許
に
持
参
し
て
い
る
。
こ
こ
で
実
隆
に
贈
与
さ
れ
た
鎌

（

墨

）

倉
物
の
盆
の
み
が
「
一
日
壬
午
、
雷
、
御
頼
之
儀
帥
如
形
進
上
、
禁
裏
唐
黒
、

若
宮
御
方
［
伯
所
贈
之
香
艫
・
盆
］
予
皆
遣
之
、
令
進
上
之
」
（
八
月
一
日
条
）

と
し
て
帥
（
子
息
公
條
）
を
経
由
す
る
形
で
若
宮
御
方
に
進
上
さ
れ
て
い
る
の

（

碗

）

で
あ
る
。
伯
三
位
と
実
隆
の
間
に
姻
戚
関
係
が
な
い
こ
と
や
、
そ
れ
に
付
随
し

て
、
三
位
故
室
の
遺
品
を
実
隆
が
受
け
取
る
因
果
関
係
も
な
く
、
こ
れ
は
単
な

る
物
品
の
委
譲
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
、
譲
ら
れ
た
も
の
の
中
か
ら
盆
の
み
を

八
朔
の
贈
答
に
供
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
鎌
倉
物
の
盆
に
特
別
の
愛
着
が
あ
る

わ
け
で
も
な
い
。
単
な
る
盆
の
一
つ
と
し
て
認
識
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で

（

銘

）

あ
る
が
、
実
隆
は
初
見
で
「
鎌
倉
物
」
と
認
識
し
て
い
る
点
は
注
意
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
表
２
に
対
す
る
確
認
事
項
（
イ
ー
ニ
）
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
三

条
西
家
か
ら
の
八
朔
贈
答
品
に
は
あ
る
慣
行
が
看
取
で
き
る
。
そ
れ
は
、
禁
裏

－29－



に
対
し
て
は
金
覆
輪
太
刀
・
杉
原
十
帖
の
他
に
文
具
（
硯
・
墨
・
水
入
）
等
が

副
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
公
條
か
ら
親
王
御
方
に
は
龍
箱
・
扇
箱
・
犬
箱
と

い
っ
た
、
非
常
に
素
朴
な
玩
具
が
副
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
犬
箱
と
は

「
宗
碩
娘
［
玉
］
、
犬
張
子
様
物
進
姫
御
両
人
方
」
（
天
文
二
年
二
月
一
日
条
）

（

胡

）

（

㈹

）

な
ど
と
あ
る
犬
張
子
に
同
じ
玩
具
で
あ
り
、
け
し
て
高
級
品
で
は
な
い
。
公
條

か
ら
禁
裏
、
親
王
御
方
に
は
計
三
回
「
鎌
倉
物
」
が
進
上
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
右
に
述
べ
た
玩
具
に
見
合
う
工
芸
品
で
あ
っ
た
こ
と

に
も
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
考
察
を
経
る
と
、
八
朔
の
贈
答
品
と
し
て
使
わ
れ
た
「
鎌
倉

物
」
の
盆
や
香
合
の
位
置
付
け
が
明
ら
か
に
出
来
る
。
す
な
わ
ち
、
「
鎌
倉
物
」

は
交
換
贈
与
の
材
料
と
し
て
流
通
性
の
高
い
、
廉
価
で
、
し
か
も
文
具
と
し
て

の
興
趣
の
あ
る
工
芸
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
方
、
表
２
に
よ
れ
ば
、
文
明
十
八
年
・
長
享
元
年
に
は
禁
裏
に
太
刀
の
進

上
無
く
、
大
永
四
年
も
や
は
り
禁
裏
・
親
王
御
方
に
対
す
る
太
刀
の
進
上
は
な

さ
れ
て
い
な
い
。
別
の
対
比
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
「
鎌
倉
物
」
の
香
合
・
盆

は
金
覆
輪
に
見
合
う
程
度
の
器
物
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う

に
金
覆
輪
太
刀
の
「
交
換
用
贈
答
品
」
と
し
て
の
価
値
は
そ
れ
ほ
ど
高
い
物
で

（

蛆

）

は
な
い
。

相
変
わ
ら
ず
解
決
で
き
な
い
問
題
は
、
表
２
に
み
え
る
四
回
の
八
朔
贈
答
品

に
の
み
「
鎌
倉
物
」
が
登
場
す
る
点
で
あ
る
。
実
隆
が
敢
え
て
「
鎌
倉
物
」
と

注
記
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
前
提
と
し
て
何
ら
か
の
確
固
た
る
認
識
が
存
在
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
「
鎌
倉
物
」
の
注
記
を
も
つ
事
例
が
八
朔
の
贈

１
玩
具
・
金
覆
輪
太
刀
の
代
用
と
し
て
の
「
鎌
倉
物
」

先
に
第
二
節
の
結
論
に
お
い
て
、
玩
具
や
金
覆
輪
太
刀
と
ほ
ぼ
等
価
で
は
無

か
ろ
う
か
と
述
べ
た
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
よ
り
社
会
的
な
文
脈
の
中
で
論

じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
禁
裏
に
対
す
る
贈
答
で
は
、
実
隆
か
ら
一
回
、
公
條
か
ら
一
回
の
記
述

が
あ
る
。
長
享
元
年
の
八
朔
で
は
、
文
明
十
八
年
に
続
き
「
太
刀
」
の
進
上
が

な
く
、
火
箸
や
鎌
倉
物
堆
紅
盆
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り

で
あ
る
が
、
大
永
四
年
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
実
隆
公
記
』
に
は
若
干
の
欠

文
が
あ
る
が
、
公
條
の
進
上
は
永
正
八
年
か
ら
前
年
の
大
永
三
年
ま
で
は
記
載

（

狸

）

が
な
い
の
で
あ
る
。
永
正
八
年
は
「
停
止
」
、
九
年
は
禁
裏
に
は
進
上
せ
ず
、

（

蛸

）

十
年
は
七
月
条
に
「
八
朔
間
事
奔
走
」
と
あ
り
、
八
朔
儀
式
が
一
時
的
に
開
催

不
能
に
な
っ
て
い
た
時
期
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
お
そ
ら
く
「
奔
走
」
と
あ

（

判

）

る
よ
う
に
、
進
物
に
事
欠
く
有
様
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
親
王
御
方
に
対
す
る
贈
答
で
は
、
共
に
公
條
か
ら
、
永
正
五
年
・
享
禄

四
年
の
二
例
が
検
出
で
き
る
。
前
者
は
永
正
四
年
に
公
武
と
も
御
頼
停
止
の
直

答
品
に
の
み
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
「
鎌
倉
物
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
も

し
く
は
「
鎌
倉
物
」
を
使
わ
ざ
る
を
得
な
い
必
然
性
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
は
無
か
ろ
う
か
。
次
節
で
は
「
鎌
倉
物
」
使
用
が
余
儀
な
く
さ
れ
た
二
つ

の
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
、
大
方
の
御
批
判
を
乞
う
こ
と
と
し
た
い
。

三
再
び
「
八
朔
と
鎌
倉
物
」
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後
で
あ
り
、
後
者
も
同
日
条
に
「
御
牧
・
辻
両
人
祝
言
如
形
云
々
、
其
他
八
朔

無
面
影
、
為
之
如
何
」
と
あ
り
、
自
家
（
三
条
西
家
）
に
対
す
る
家
領
か
ら
の

贈
答
な
き
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
永
正
四
年
の
八
朔
は
細
川
政
元
暗
殺
後
、
細

川
澄
之
が
参
洛
し
て
近
江
よ
り
上
京
し
た
細
川
澄
元
と
ま
さ
に
合
戦
の
最
中
で

あ
り
、
後
者
も
大
永
七
年
細
川
高
国
が
近
江
に
逃
れ
て
以
降
は
政
治
的
空
白
が

（

妬

）

続
き
、
混
乱
が
続
い
た
時
期
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
「
鎌
倉
物
」
が
使
わ
れ
た
年

は
玩
具
や
金
覆
輪
太
刀
の
都
合
が
つ
け
づ
ら
い
、
も
し
く
は
政
治
的
混
乱
の
直

後
で
あ
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
政
治
的
状
況
の
下
で
、
八
朔
御
礼
に
用
い
る
贈
答
品
の
入
手
に

苦
盧
し
、
そ
の
代
用
品
と
し
て
、
「
鎌
倉
物
」
が
使
用
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

唐
渡
り
の
堆
紅
・
堆
朱
な
ど
は
非
常
に
高
価
な
も
の
で
あ
る
の
が
普
通
で
、
八

朔
の
進
物
に
は
過
分
と
も
い
え
る
。
当
時
の
盆
の
値
段
に
つ
い
て
は
「
盆
質
物

壱
貫
五
百
文
宗
善
秘
計
」
（
天
文
二
年
二
月
八
日
条
）
等
と
し
て
多
く
の
記
録

（

稲

）

に
散
見
す
る
が
、
唐
物
堆
紅
の
名
品
は
相
当
の
額
で
あ
っ
た
。
く
わ
え
て
、
そ

れ
ら
の
堆
紅
盆
は
普
通
由
緒
が
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
先
に
も
述
べ
た

よ
う
に
、
贈
与
さ
れ
た
物
品
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
由
緒
の
注
記
を
目
に
す
る
こ

と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
具
体
的
に
物
品
の
移
動
を
裏
付
け
る
史
料

（

“

）

を
一
つ
挙
げ
た
い
。

（
折
紙
）

改
元
之
儀
二
付
て

惣
用
干
疋
不
足
候
、

無
心
之
事
二
候
へ
共
、
手

し
る
し
と
し
て
盆

壱
枚
此
者
渡
進
候
、

質
物
之
段
、
被
相
調

給
候
て
、
為
悦
候
、
相
阿
弥

押
札
分
如
此
候
、

中
形
盆
一
枚
［
堆
紅
長
春
鳥
、
上
々
二
て
御
座
候
］

代
三
千
五
百
疋
」
此
分
、
盆
之
裏
二
候
、

可
然
之
様
、
御
調
頼
入
候
、

以
越
前
守
申
候
へ
共
、
為

後
證
一
筆
申
候
也
、

二

月

廿

六

日

等

純

正
受
院
之
内桑

公

参

右
史
料
は
「
惟
房
公
記
』
の
紙
背
文
書
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
紙

背
文
言
は
惟
房
存
世
中
の
も
の
で
あ
る
は
ず
で
、
二
月
二
十
六
日
と
い
う
日
付

か
ら
、
「
改
元
之
儀
」
と
は
永
禄
元
年
の
改
元
に
関
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う

（
永
禄
元
年
の
改
元
は
二
月
二
十
九
日
）
。
改
元
の
費
用
捻
出
に
窮
し
た
記
主
等

（

棚

）

純
は
正
受
院
の
桑
公
に
三
千
五
百
疋
を
無
心
す
る
。
正
受
院
は
大
徳
寺
の
塔
頭

で
あ
ろ
う
か
。
面
白
い
の
は
「
相
阿
弥
押
札
分
如
此
候
」
と
あ
り
、
お
そ
ら
く

は
阿
弥
号
を
名
乗
る
相
阿
弥
は
室
町
幕
府
の
胴
坊
衆
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
評
価

が
盆
の
裏
に
貼
っ
て
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
盆
も
元
は
幕
府
に

あ
っ
た
物
が
禁
裏
へ
と
も
た
ら
さ
れ
、
寺
に
担
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ち
な
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２

坂

東

の

鎌

倉

物

先
に
第
一
節
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
実
隆
に
よ
る
「
鎌
倉
物
」
の
注
記
は
、

け
し
て
漠
然
と
し
た
認
識
で
は
な
く
、
「
鎌
倉
」
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う

確
固
た
る
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
「
堆
紅
盆
［
鎌
倉
物
］
」
と

、

、

い
う
記
述
は
、
鎌
倉
か
ら
伝
え
ら
れ
た
元
来
寺
院
に
伝
わ
っ
て
い
た
漆
器
（
堆

紅
）
と
い
う
解
釈
の
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば

彼
は
「
堆
紅
盆
［
建
長
寺
物
也
］
」
と
で
も
記
す
で
あ
ろ
う
。
「
鎌
倉
物
」
の
注

記
は
実
隆
特
有
の
鑑
識
眼
の
高
さ
と
、
漆
器
を
手
に
入
れ
た
と
き
の
事
実
認
識

を
忠
実
に
記
そ
う
と
い
う
姿
勢
か
ら
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

実
隆
の
認
識
の
鋭
さ
は
『
実
隆
公
記
」
（
享
禄
元
年
十
月
十
七
日
条
）
に
あ

る
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
記
述
か
ら
も
わ
か
る
、

（

関

東

僧

）

将
棊
馬
箱
塗
出
現
、
則
入
馬
漆
事
申
西
室
了
、
不
孤
自
二
位
局
塞
達
、
葉

雪
同
道
來
、
謁
之
、
可
住
一
花
院
云
々
、
建
釜
持
來
之
、
木
也
、
漆
之
色

み
に
そ
の
評
価
は
三
十
五
貫
で
、
中
形
の
上
出
来
の
堆
紅
盆
は
か
な
り
の
財
産

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
右
記
録
に
近
い
時
期
で
は
「
お
湯
殿
の
上
の
日
記
」
永
禄

元
年
正
月
十
七
日
条
に
「
か
う
は
こ
の
代
四
百
疋
ま
い
る
」
と
い
う
記
述
が
あ

り
、
金
工
品
に
比
肩
す
る
高
級
品
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
鎌

倉
物
の
登
場
は
、
一
見
す
る
と
こ
の
よ
う
な
彫
漆
類
を
模
す
形
で
香
合
な
ど
を

生
み
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
「
鎌
倉
」
と
い
う
地
域
性

の
問
題
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

（

棚

）

紳

鍵

物

也

右
史
料
に
よ
れ
ば
、
二
位
局
の
仲
介
と
葉
雪
の
付
き
添
い
で
実
隆
に
謁
見
し
た

（

別

）

（

別

）

関
東
僧
不
孤
は
、
漆
塗
り
の
木
製
箱
を
持
参
し
た
と
い
う
。
こ
の
後
、
不
孤
は

天
目
・
天
目
台
を
留
守
中
に
持
参
し
（
同
十
二
月
三
日
）
、
弟
子
の
書
（
九
日
）

（

印

）

も
持
参
し
て
い
る
。
と
も
か
く
、
実
隆
は
右
の
木
製
建
釜
に
塗
ら
れ
た
漆
が
非

常
に
見
事
で
あ
る
と
評
し
て
お
り
、
関
東
の
僧
の
手
み
や
げ
が
、
関
東
か
ら
も

（

凪

）

た
ら
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
実
隆
は
翌
年
正
月
、
唐
紙
十
片
・
剃

刀
一
手
を
返
礼
に
使
わ
し
て
い
る
が
（
二
十
日
条
）
、
不
孤
は
坂
本
に
下
向
し

て
不
在
と
な
っ
て
い
る
。
当
時
将
軍
足
利
義
晴
は
近
江
朽
木
に
拠
点
を
移
し
て

お
り
、
不
孤
の
上
京
は
詠
草
添
削
な
ど
を
単
に
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、

政
治
的
な
動
き
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
様
な
例
で
は
、
右
史
料
の
十

日
ほ
ど
前
に
、
関
東
の
時
衆
か
ら
香
合
が
手
土
産
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る

（

別

）

こ
と
が
本
稿
と
の
関
連
で
示
唆
的
で
あ
る
。
上
京
僧
の
具
体
名
は
省
筆
ゆ
え
明

ら
か
で
な
い
が
、
実
隆
に
面
会
す
る
目
的
は
詠
草
添
削
と
あ
る
。

こ
れ
ら
の
土
産
物
は
当
時
の
慣
行
か
ら
し
て
秘
蔵
さ
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
、

前
者
の
例
で
は
、
「
清
三
位
可
令
下
向
越
前
云
々
、
側
朝
倉
右
衛
門
大
夫
返
事

等
調
之
、
為
清
三
位
饅
送
坂
東
建
蓋
遣
之
」
（
享
禄
二
年
二
月
十
五
日
）
と
し

て
、
清
三
位
（
清
原
宣
賢
）
が
越
前
に
下
向
す
る
際
に
、
さ
き
の
建
蓋
が
賎
別

と
し
て
与
え
ら
れ
て
お
り
、
実
隆
の
手
元
に
置
か
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
文
明
十
九
年
正
月
二
十
七
日
に
大
内
政
弘
よ
り
、
殿
子
三
段
・
張
成
造
文

長
春
屈
輪
文
の
堆
紅
盆
一
枚
・
唐
紗
二
段
・
堆
紅
盆
を
贈
ら
れ
た
際
に
も
、
翌

（

弱

）

年
四
月
に
は
竹
田
周
防
の
許
に
歌
の
題
を
盆
に
据
え
て
持
参
し
て
い
る
。
こ
の
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よ
う
に
、
贈
与
品
は
比
較
的
容
易
に
循
環
す
る
の
で
あ
る
。
実
隆
は
宗
祇
を
は

じ
め
と
す
る
連
歌
師
を
通
じ
て
関
東
の
文
物
に
触
れ
る
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
た

か
ら
、
「
鎌
倉
物
」
が
右
の
よ
う
な
経
緯
で
実
隆
を
経
由
し
て
広
め
ら
れ
る
こ

（

開

）

と
は
あ
り
得
る
。

宗
祇
の
弟
子
宗
長
は
こ
の
翌
年
（
享
禄
二
年
）
の
十
月
、
実
隆
に
対
し
て
鎌

倉
か
ら
書
状
を
送
達
し
て
い
る
。
同
七
日
条
に
よ
る
と
「
宗
長
法
師
送
状
［
九

月
五
日
］
、
住
鎌
倉
建
長
寺
云
々
、
紬
一
端
送
之
、
商
人
ア
マ
木
［
住
花
御
所

跡
云
々
］
傳
之
」
と
あ
り
、
宗
長
が
鎌
倉
建
長
寺
に
逗
留
し
て
お
り
、
商
人
ア

（

師

）

マ
キ
が
書
状
を
伝
え
た
と
い
う
。
「
鎌
倉
」
と
い
う
認
識
が
、
実
隆
の
確
固
た

る
地
域
認
識
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
り
、
礼
物
が
比
較
的
容
易
に
譲
渡
さ
れ
て

し
ま
う
の
で
あ
れ
ば
、
鎌
倉
物
を
も
た
ら
し
た
主
体
に
つ
い
て
今
一
度
考
察
し

て
み
な
け
ら
ぱ
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
『
実
隆
公
記
」
に
「
鎌
倉
物
」
の
記
述
が
見
ら
れ
る
四
回
の
内
、

伯
故
室
が
所
持
し
て
い
た
享
禄
四
年
度
は
除
外
し
て
、
長
享
元
年
・
永
正
五

年
・
大
永
四
年
に
関
連
す
る
記
事
を
求
め
て
み
た
い
。
長
享
元
年
（
文
明
十
九

年
）
で
は
四
月
二
十
五
日
条
に
「
明
後
日
宗
祇
在
国
、
来
月
十
口
可
上
洛
云
々
」

と
あ
り
、
八
朔
直
前
の
七
月
二
十
三
日
・
二
十
七
日
の
二
回
に
わ
た
り
宗
祇
は

実
隆
に
謁
見
し
て
い
る
。
右
の
在
国
は
短
期
の
た
め
宗
祇
の
生
地
近
江
国
で
あ

ろ
う
が
、
関
東
に
下
向
経
験
の
多
い
連
歌
師
宗
祇
と
の
接
触
は
注
意
す
る
必
要

が
あ
る
。
永
正
五
年
三
月
に
は
東
下
野
守
常
和
が
相
模
国
よ
り
上
洛
し
て
お
り

（
十
一
日
）
、
大
永
四
年
で
は
、
五
月
二
十
一
日
に
宗
祇
の
弟
子
周
桂
が
盆
を
持

参
し
「
不
盧
之
儀
也
、
秘
蔵
也
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
六
月
二
日
に
は
周

以
上
鎌
倉
彫
の
濫
鵤
を
探
っ
て
文
献
史
的
に
述
べ
て
き
た
。
様
式
的
に
は
多

く
残
さ
れ
て
い
る
中
世
の
鎌
倉
彫
で
あ
る
が
、
文
献
で
は
傍
証
の
積
み
上
げ
に

よ
っ
て
漠
然
と
し
た
輪
郭
と
試
論
が
得
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
は
い
う
も
の

の
、
本
稿
で
得
ら
れ
た
結
論
を
述
べ
れ
ば
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
ろ
う
。

イ
、
「
実
隆
公
記
」
の
記
述
か
ら
「
鎌
倉
物
」
と
は
鎌
倉
で
製
造
さ
れ
た
盆
・

（

開

）

香
合
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

（

認

）

桂
・
宗
碩
・
宗
珀
ら
が
駿
河
に
下
向
し
て
い
る
。
享
禄
四
年
に
は
外
郎
被
官
と

面
会
し
宗
長
返
事
・
詠
歌
大
概
・
予
独
吟
連
歌
や
周
桂
書
状
等
を
渡
し
て
い

る
。
被
官
は
月
末
に
ま
た
下
向
す
る
と
い
う
。
先
に
も
述
べ
た
長
井
と
同
様
に

頻
繁
な
往
来
が
看
取
で
き
る
。

七
月
二
十
九
日
は
宗
祇
法
師
正
忌
日
で
あ
る
こ
と
も
、
「
鎌
倉
物
」
の
登
場

と
関
係
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
永
正
五
年
は
七
回
忌
と
な
る
が
、
そ
の
た

め
も
あ
っ
て
か
、
宗
珀
・
肖
柏
・
宗
山
と
い
っ
た
面
々
も
月
次
和
漢
御
會
に
集

い
、
宗
長
か
ら
も
酒
が
贈
ら
れ
て
い
る
。
毎
年
七
月
の
月
末
に
も
宗
祇
追
善
連

歌
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
通
常
で
、
八
朔
を
前
に
宗
祇
と
連
歌
を
詠
ん
だ
面
々
が

集
う
機
会
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
宗
祇
は
文
亀
二
年
七
月
二
十
九
日
に
箱
根
で

没
す
る
の
で
あ
る
が
、
以
後
七
月
二
十
九
日
は
多
く
の
門
人
が
命
日
に
つ
ど
う
。

八
朔
直
前
の
こ
の
法
要
の
場
が
、
宗
祇
と
彼
の
関
東
趣
味
を
こ
の
上
な
く
想
起

さ
せ
、
鎌
倉
物
が
使
わ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

お

わ

り

に
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ロ
、
「
鎌
倉
物
」
が
記
主
実
隆
に
よ
り
意
識
さ
れ
使
用
さ
れ
る
の
は
八
朔
の
儀

式
に
お
い
て
で
あ
る
。

ハ
、
「
鎌
倉
物
」
が
使
わ
れ
る
の
は
玩
具
や
金
覆
輪
太
刀
の
代
用
と
し
て
で
あ

る

。

二
、
「
鎌
倉
物
」
が
使
わ
れ
る
の
は
、
八
朔
贈
答
品
が
入
手
困
難
で
あ
る
時
期

が

多

い

。

ホ
、
「
鎌
倉
物
」
は
連
歌
師
を
媒
介
と
し
て
実
隆
に
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
が

あ

る

。

こ
れ
ら
の
内
、
ホ
の
点
に
つ
い
て
は
史
料
的
な
根
拠
を
明
ら
か
に
し
得
た
と

は
い
え
ず
検
討
の
余
地
を
多
く
残
す
が
、
実
隆
の
交
流
関
係
か
ら
推
す
に
蓋
然

性
は
高
い
と
お
も
わ
れ
る
。

モ
ノ
に
は
そ
の
実
在
ゆ
え
の
強
さ
が
あ
り
、
文
献
的
な
裏
付
け
を
得
て
総
体

的
に
歴
史
を
復
元
し
て
い
く
こ
と
が
今
後
一
層
必
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
現
実
に
は
、
文
献
上
に
ほ
と
ん
ど
徴
証
が
得
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
り
、
鎌

倉
彫
は
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
中
世
史
料
に
唯
一
登
場
す
る
『
実
隆

公
記
』
の
「
鎌
倉
物
」
の
持
つ
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
、
こ
れ
ま
で
傍
証
的
に

し
か
使
わ
れ
て
い
な
い
史
料
を
吟
味
し
て
、
検
討
を
加
え
て
き
た
。
最
後
に
強

調
し
て
お
く
な
ら
ば
、
八
朔
の
儀
礼
で
つ
か
わ
れ
て
い
る
鎌
倉
物
の
盆
・
香
合

が
、
唐
物
の
廉
価
版
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
決
し
て
審
美
的
に
云
々
さ
れ
る
べ

き
物
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の

進
物
は
「
風
情
」
の
観
点
か
ら
贈
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
表
２
に
お
い
て

ど
の
よ
う
な
物
と
並
列
的
に
現
れ
る
か
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
鎌
倉
物
が
も
つ
漆
の
神
妙
さ
、
素
朴
さ
・
暖
か
み
と
味
わ
い
が
日
本
人
の
趣

向
に
合
致
し
、
後
世
茶
の
湯
の
世
界
で
賞
翫
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

江
戸
前
期
の
書
物
で
あ
る
「
萬
寶
全
書
」
（
元
禄
七
年
編
）
に
は
「
一
、
鎌

倉
雌
［
雌
物
］
唐
物
に
似
た
れ
ど
も
内
乃
つ
く
り
日
本
物
と
見
ゆ
る
也
」
と
記

（

帥

）

す
が
、
こ
れ
は
唐
物
を
基
準
と
し
た
事
実
認
識
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
黒
川
真

頼
編
著
『
工
芸
志
料
』
（
「
鎌
倉
彫
」
の
項
）
で
は
「
其
の
製
粗
に
し
て
雅
致
あ

り
」
（
明
治
十
一
年
）
と
記
す
が
、
茶
道
の
世
界
で
鎌
倉
彫
が
一
定
の
評
価
を

得
た
後
の
こ
と
で
あ
れ
ば
こ
の
記
述
は
至
極
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。
「
実

隆
公
記
」
の
「
鎌
倉
物
」
の
意
味
は
、
漆
塗
り
の
盆
や
香
合
に
対
し
て
客
観
的

な
差
異
を
認
識
し
、
「
鎌
倉
物
」
の
概
念
を
初
め
て
付
与
し
得
た
と
こ
ろ
に
あ

（

肌

）

る
の
で
あ
り
、
当
該
期
に
鎌
倉
文
化
を
相
対
化
し
え
た
点
に
お
い
て
評
価
さ
れ

る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

〔
註
］

（
１
）
鎌
倉
彫
を
漆
器
工
芸
の
一
分
野
と
し
て
捉
え
、
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
の
は
当

時
鎌
倉
国
宝
館
学
芸
員
で
あ
っ
た
灰
野
昭
郎
氏
に
よ
る
「
鎌
倉
彫
」
（
鎌
倉
国
宝
館

図
録
第
十
九
集
、
昭
和
四
十
八
年
初
版
、
昭
和
五
十
四
年
改
訂
版
）
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
研
究
成
果
と
作
例
を
増
補
す
る
形
で
「
鎌
倉
彫
」
（
京
都
書
院
、
昭
和
五
十

二
年
）
が
発
刊
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
も
遺
品
に
即
し
た
考
察
の
概
要
は
灰
野
氏

の
所
論
に
従
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
「
鎌
倉
物
」
の
注
記
に
つ
い
て
は
灰
野
氏

も
断
定
す
る
こ
と
を
慎
重
に
さ
け
て
お
り
、
「
鎌
倉
で
作
製
さ
れ
た
鎌
倉
出
来
の
堆

紅
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
堆
紅
の
「
鎌
倉
物
」
と
鎌
倉
彫
と
が
同
一
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の
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
ご
く
密
接
な
関
連
性
が
あ
っ
た
」
（
前
書
二
二

頁
）
、
「
「
鎌
倉
物
」
と
は
案
外
和
製
・
鎌
倉
出
来
を
承
知
の
上
で
記
載
し
た
の
で
は

な
い
か
」
（
同
二
三
頁
）
と
し
て
い
る
も
の
の
、
一
方
で
「
そ
の
材
質
が
木
胎
で
あ

る
と
は
っ
き
り
し
た
木
彫
漆
塗
り
の
堆
紅
を
「
鎌
倉
物
」
と
総
称
し
た
も
の
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
」
、
「
中
国
か
ら
鎌
倉
の
地
に
伝
来
さ
れ
た
も
の
．
あ
る
い
は

中
国
の
工
人
が
鎌
倉
で
作
っ
た
も
の
．
ま
た
日
本
の
工
人
が
禅
宗
伝
来
の
初
期
に

作
っ
た
も
の
な
ど
で
、
日
本
の
禅
宗
の
発
生
の
地
で
あ
る
鎌
倉
の
名
称
を
尊
重
し

て
鎌
倉
物
と
名
づ
け
、
総
じ
て
こ
の
種
の
工
芸
品
を
「
鎌
倉
物
」
鎌
倉
彫
と
称
し

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
さ
れ
て
い
て
、
地
域
的
名
称
な
の
か
総
称
的
名
称
な

の
か
に
つ
い
て
は
言
及
を
留
保
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
た
と
え
ば
尾
張
一
宮
妙
興
寺
の
大
香
合
は
、
多
く
の
鎌
倉
彫
研
究
書
に
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
が
、
一
宮
市
博
物
館
の
図
録
言
一
宮
の
名
宝
（
１
）
真
清
田
神
社

と
妙
興
寺
」
、
昭
和
六
十
二
年
十
一
月
）
で
は
「
彫
根
来
大
香
合
」
す
な
わ
ち
「
彫

り
の
あ
る
根
来
塗
」
の
名
称
が
付
け
ら
れ
て
い
る
（
指
定
名
称
、
二
○
頁
）
。
ま
た
、

中
世
の
古
記
録
に
現
れ
る
漆
工
品
を
挙
げ
れ
ば
、
「
蔭
凉
軒
日
録
』
文
明
十
七
（
一

四
八
五
）
年
十
二
月
二
日
条
に
お
い
て
「
一
、
香
合
［
堆
紅
帰
花
］
」
（
本
稿
で
は

古

記

録

に

お

い

て

割

注

の

形

で

記

さ

れ

た

部

分

を

［

］

に

よ

っ

て

示

す

。

な
お
正
字
・
異
体
字
の
一
部
を
現
行
の
用
字
に
改
め
て
い
る
）
と
し
て
堆
朱
類
を

質
草
と
し
て
い
る
し
、
．
、
盆
壱
枚
［
別
紅
沓
形
、
外
花
葉
入
］
や
．
、
方
盆

壱
枚
［
堆
朱
、
梅
水
鳥
］
、
「
御
所
御
返
香
合
［
圭
璋
、
張
成
作
］
、
御
扇
十
帖
」
な

ど
と
し
て
刷
紅
・
堆
朱
・
堆
紅
類
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
は
財
産
に
な
り
得
る
ほ
ど

の
価
値
を
有
し
て
お
り
、
「
仏
日
庵
公
物
目
録
」
に
見
え
る
盆
や
香
合
な
ど
は
そ
の

好
例
で
あ
る
。
そ
れ
ら
彫
漆
工
芸
品
の
現
代
的
区
分
は
研
究
者
に
よ
っ
て
も
若
干

の
差
異
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
漆
工
品
に
彫
刻
が
加
え
ら
れ
て
い
る
も
の

を
「
彫
漆
」
と
呼
び
、
木
彫
の
漆
塗
り
な
ど
と
区
別
し
て
呼
ぶ
の
が
普
通
で
あ
る
。

彫
漆
は
材
の
違
い
に
よ
り
さ
ら
に
呼
称
が
分
か
れ
る
が
、
中
国
と
日
本
に
お
い
て

も
呼
称
が
若
干
変
化
し
て
い
る
。
中
国
で
は
、
漆
を
長
い
時
間
を
か
け
何
度
も
塗

り
重
ね
、
固
め
ら
れ
た
も
の
を
彫
り
込
ん
で
ゆ
く
も
の
の
総
体
が
彫
漆
で
、
朱
色

の
も
の
を
刷
紅
（
て
つ
こ
う
）
、
黒
色
の
も
の
を
別
黒
（
て
っ
こ
ぐ
）
と
呼
び
慣
わ

し
て
い
る
。
一
方
、
木
彫
に
漆
を
塗
っ
た
物
を
堆
紅
と
よ
ん
だ
。
注
意
し
た
い
の

は
、
日
本
で
は
、
中
国
で
別
紅
・
別
黒
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
を
堆
朱
・
堆
黒
と

い
い
、
こ
の
堆
朱
を
堆
紅
と
も
よ
ん
で
い
る
の
が
現
状
で
、
地
域
的
・
時
代
的
な

文
脈
に
応
じ
て
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
荒
川
浩
和

「
い
わ
ゆ
る
鎌
倉
彫
の
大
香
合
に
つ
い
て
」
今
ミ
ュ
ー
ジ
ァ
ム
』
二
九
○
号
、
一
九

七
五
年
五
月
）
、
同
「
鎌
倉
彫
と
彫
漆
の
技
法
に
関
す
る
一
考
察
」
（
「
ミ
ュ
ー
ジ
ァ

ム
」
三
五
八
号
、
一
九
八
一
年
一
月
）
に
興
味
深
い
研
究
成
果
が
あ
る

（
３
）
近
世
の
茶
会
で
用
い
ら
れ
た
鎌
倉
彫
に
は
箱
書
に
「
鎌
倉
彫
」
の
名
称
が
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
鎌
倉
国
宝
館
蔵
牡
丹
文
四
方
盆
外
箱
題
菱
に
「
鎌
倉
彫
香

盆
」
（
元
禄
期
）
等
の
例
が
あ
る
。

（
４
）
明
治
初
年
、
廃
仏
穀
釈
に
よ
り
糊
口
の
途
を
失
っ
た
鎌
倉
仏
師
の
末
商
は
、
鎌

倉
の
寺
社
に
多
く
遺
さ
れ
た
彫
刻
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
「
鎌
倉
彫
」
と
し
て
復
興

し
た
。
こ
れ
が
近
代
鎌
倉
彫
の
濫
膓
で
あ
る
。
彼
ら
が
そ
れ
以
前
に
現
在
の
鎌
倉

彫
に
類
す
る
も
の
を
作
製
し
て
い
た
徴
証
は
な
い
が
、
鎌
倉
仏
師
が
近
世
初
頭
に

在
鎌
し
て
い
た
こ
と
は
後
藤
家
に
遺
さ
れ
た
（
元
亀
四
年
ヵ
）
酉
十
月
十
三
日
付
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「
北
条
家
伝
馬
手
形
」
と
（
永
禄
元
年
）
三
月
二
十
二
日
付
「
北
条
家
朱
印
状
」
の

二
通
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
（
共
に
『
神
奈
川
県
史
資
料
編
」
〈
古
代
・
中
世
３
下
〉

に
所
収
）
。
但
し
こ
れ
ら
の
文
書
に
つ
い
て
は
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
も
あ

る
。

（
５
）
鎌
倉
彫
の
概
念
そ
の
も
の
が
漠
然
と
し
て
い
る
た
め
に
、
結
論
が
明
確
に
出
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
重
点
を
採
れ
ば
①
ａ
で
は
郷
家
忠
臣
（
「
鎌
倉
彫
」

日
本
の
美
術
恥
刈
、
昭
和
四
十
七
年
三
月
）
・
後
藤
俊
太
郎
（
「
鎌
倉
彫
」
主
婦
と

生
活
社
、
一
九
七
三
年
）
・
三
山
進
「
三
橋
家
の
歴
史
ｌ
鎌
倉
仏
師
と
鎌
倉
彫
」

（
「
明
治
鎌
倉
彫
三
橋
鎌
山
と
そ
の
伝
統
」
有
隣
堂
、
昭
和
五
十
六
年
）
、
①
ｂ
は

灰
野
昭
郎
（
前
掲
註
参
照
）
、
②
一
部
灰
野
氏
所
論
、
岡
田
讓
「
堆
朱
と
鎌
倉
彫
」

（
「
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
八
○
号
、
一
九
五
七
年
十
一
月
）
、
小
松
大
秀
・
加
藤
寛
「
漆

芸
品
の
鑑
賞
基
礎
知
識
」
（
至
文
堂
、
一
九
九
七
年
）
、
な
ど
と
な
る
。
他
に
も
個

別
の
作
例
に
応
じ
た
研
究
は
多
い
が
、
以
降
本
稿
で
密
接
に
関
連
を
持
つ
も
の
の

み
註
記
す
る
に
と
ど
め
た
。

（
６
）
文
献
史
的
に
美
術
史
に
お
け
る
様
式
を
裏
付
け
る
作
業
は
目
新
し
い
こ
と
で
は

な
い
が
、
鎌
倉
彫
に
関
す
る
考
証
は
比
較
的
少
な
い
。

な
お
、
本
稿
は
、
平
成
十
三
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
十
月
一
日
ま
で
神
奈
川
県

立
歴
史
博
物
館
で
行
わ
れ
た
特
別
展
「
鎌
倉
彫
名
品
展
」
に
従
事
す
る
過
程
で
生

じ
た
疑
問
と
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
中
世
の
文
献
史
料
に
現
れ
る
鎌
倉
彫
の
あ
り

方
を
記
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
編
「
鎌
倉

彫
名
品
展
古
典
か
ら
近
代
鎌
倉
彫
ま
で
』
（
二
○
○
○
年
八
月
）
は
そ
の
際
の
図

録

で

あ

る

。

（
７
）
灰
野
昭
郎
氏
前
掲
「
鎌
倉
彫
」
（
鎌
倉
国
宝
館
図
録
第
十
九
集
）
二
一
頁
参
照
。

（
８
）
中
世
に
作
成
さ
れ
た
と
さ
れ
る
鎌
倉
彫
の
作
例
は
、
そ
の
作
成
時
代
に
対
す
る

評
価
が
研
究
者
に
よ
り
異
な
る
も
の
が
あ
り
、
本
稿
で
は
敢
え
て
そ
れ
ら
を
追
求

す
る
こ
と
は
さ
け
て
在
銘
作
品
の
み
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

（
９
）
灰
野
昭
郎
氏
は
『
鎌
倉
彫
」
（
京
都
書
院
、
昭
和
五
十
二
年
七
月
）
に
お
け
る

解
説
で
「
寺
に
と
っ
て
後
世
不
都
合
に
な
っ
た
人
物
で
あ
ろ
う
か
」
と
し
て
い
る

（

二

七

八

頁

）

。

（
皿
）
同
様
な
例
と
し
て
は
京
都
知
恩
院
所
蔵
の
屈
輪
文
大
香
合
底
部
朱
漆
銘
が
あ
る
。

そ
こ
に
は
「
奉
顕
誉
周
永
寄
進
者
也
大
坂
源
聖
寺
第
二
代
源
蓮
社
宣
誉
文
慶

□
（
花
押
こ
と
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
宣
誉
文
慶
か
ら
顕
誉
周
永
に
寄
進
さ
れ
た

も
の
と
理
解
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
師
弟
間
に
お
け
る
授
与
は
当
時
一
般
的
で
、

日
蓮
宗
に
お
け
る
曼
陀
羅
本
尊
に
は
「
某
授
与
之
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

こ
れ
は
某
に
対
し
て
曼
陀
羅
本
尊
が
授
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
Ⅲ
）
河
田
貞
編
「
日
本
の
美
術
５
根
来
塗
」
（
至
文
堂
、
昭
和
五
十
一
年
五
月
）

の
巻
末
に
は
「
紀
年
銘
根
来
塗
年
表
」
と
し
て
、
慶
長
以
前
の
紀
年
銘
作
品
の
銘

が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
大
半
は
寺
院
で
の
伝
来
を
示
し
て
い
る
。

（
皿
）
漆
塗
り
の
仕
事
に
つ
い
て
は
、
こ
の
場
合
で
は
分
業
化
さ
れ
て
お
り
塗
り
の
表

面
積
に
よ
る
出
来
高
払
い
で
あ
る
。
な
お
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
中
部
よ
し
子

「
中
世
後
期
の
畿
内
都
市
の
職
人
ｌ
奈
良
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
（
永
原
慶
二
・
所
理

喜
夫
編
「
戦
国
期
職
人
の
系
譜
」
、
角
川
書
店
、
平
成
元
年
）
に
よ
っ
て
す
で
に
指

摘
が
さ
れ
て
い
る
。

（
喝
）
河
田
貞
編
前
掲
書
に
み
え
る
第
六
五
図
・
第
一
二
九
図
が
参
考
と
な
る
。
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（
Ｍ
）
河
田
貞
編
前
掲
書
第
一
六
図
参
照
。

（
喝
）
鎌
倉
市
教
育
委
員
会
・
鎌
倉
国
宝
館
編
「
鎌
倉
彫
」
（
鎌
倉
国
宝
館
図
録
第
十

九
集
、
昭
和
五
十
四
年
九
月
）
所
収
の
灰
野
昭
郎
氏
に
よ
る
「
図
版
解
説
」
に
よ

る
（
一
五
頁
）
。
解
説
に
よ
れ
ば
、
箱
書
に
は
「
官
笛
子
」
作
と
あ
り
、
中
国
伝
来

の
唐
物
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

（
賂
）
「
実
隆
公
記
」
を
主
に
室
町
後
期
の
公
家
の
存
在
形
態
を
論
述
し
た
、
原
勝
郎

「
東
山
時
代
に
お
け
る
一
緒
紳
の
生
活
」
（
初
出
大
正
八
年
、
の
ち
講
談
社
学
術
文

庫
所
収
、
一
九
七
八
年
）
は
「
実
隆
公
記
」
研
究
の
代
表
的
著
作
で
あ
る
。
実
隆

像
に
つ
い
て
は
参
照
さ
れ
た
い
。

（
〃
）
時
代
が
下
る
と
、
茶
道
具
な
ど
で
限
定
的
に
よ
く
使
わ
れ
る
名
称
と
な
る
。
そ

の
場
合
に
は
中
国
・
朝
鮮
の
も
の
で
は
な
い
「
南
方
の
島
々
渡
来
の
物
」
を
指
す

用

法

で

あ

る

。

（
喝
）
二
月
二
十
一
日
条
。
西
郷
は
西
郷
尚
善
と
考
え
ら
れ
る
。

（
的
）
少
々
特
殊
な
事
例
で
は
「
於
西
室
方
源
氏
［
能
登
本
］
、
書
写
之
」
（
享
禄
三
年

二
月
二
十
三
日
条
）
と
し
て
西
室
（
実
隆
長
男
公
順
）
の
も
と
で
能
登
の
畠
山
義

總
所
持
の
源
氏
物
語
を
書
写
す
る
記
事
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
「
本
」
と
記
さ

れ

て

い

る

。

（
卯
）
こ
の
よ
う
な
類
例
は
他
に
も
次
の
よ
う
な
物
が
あ
る
。

「
能
州
物
百
疋
遣
帥
」
（
享
禄
二
年
二
月
二
日
）

「
庭
者
十
疋
下
行
［
祐
全
物
也
］
」
（
享
禄
二
年
七
月
二
十
三
日
条
）

「
東
福
寺
質
黒
梅
壱
貫
文
出
之
［
能
州
物
内
］
」
（
享
禄
三
年
正
月
二
十
九
日
）

「
能
州
物
内
百
疋
下
行
」
（
享
禄
三
年
二
月
九
日
）

「
賎
送
十
疋
賜
之
［
神
余
借
物
内
也
］
」
（
享
禄
四
年
二
月
十
五
日
）

「
扇
代
弐
ヶ
神
余
物
甘
露
寺
、
能
登
物
弐
ヶ
半
以
上
四
本
狩
野
遣
之
」
（
享
禄
四

年
二
月
二
十
一
日
）

「
戒
光
庵
袈
裟
・
帷
子
等
出
現
云
々
、
価
弐
ヶ
［
周
桂
物
内
］
傳
遣
之
」
（
享
禄
四

年
閏
五
月
七
日
）

「
筆
代
弐
ヶ
［
周
桂
物
内
也
］
下
行
」
（
享
禄
四
年
閏
五
月
二
十
日
）

「
斎
料
弐
ヶ
下
行
、
又
壱
ヶ
［
周
桂
物
初
］
」
（
享
禄
五
年
四
月
二
十
五
日
）

「
帥
一
桶
一
種
進
上
［
代
物
廿
疋
下
行
周
桂
物
］
」
（
享
禄
五
年
四
月
二
十
六
日
）

（
副
）
た
と
え
ば
「
扇
［
坂
東
者
料
］
弐
ヶ
下
行
」
（
享
禄
四
年
六
月
十
四
日
条
）
は

坂
東
か
ら
や
っ
て
き
た
長
井
氏
に
対
し
て
与
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
躯
）
ほ
か
に
も
形
状
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
記
し
て
い
る
例
が
あ
り
、
「
香
合
［
懐

中
物
］
一
拝
領
」
（
享
禄
三
年
三
月
十
日
条
）
、
「
ク
ワ
ン
ニ
ウ
香
炉
」
（
天
文
二
年

七
月
二
十
一
日
条
）
等
が
そ
の
例
で
あ
る
。
前
者
は
現
在
の
「
袖
香
合
」
に
相
当

す
る
物
で
あ
ろ
う
し
（
「
堆
紅
小
香
合
［
有
袋
］
」
等
も
同
様
の
も
の
〈
『
看
聞
御
記
」

永
享
六
年
八
月
三
日
条
〉
）
、
後
者
は
「
貫
入
（
貫
乳
と
も
）
」
の
陶
磁
器
製
香
炉
を

指
す
の
で
あ
ろ
う
。

（
記
）
「
美
麗
物
也
」
「
散
々
物
也
」
（
延
徳
三
年
正
月
一
日
条
）
な
ど
と
も
あ
る
。

（
型
）
「
山
科
家
礼
記
」
寛
正
四
年
八
月
一
日
条
に
は
「
方
々
御
た
の
む
」
と
あ
り
、

「
お
た
の
む
」
と
い
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
妬
）
儀
式
の
濫
膓
や
名
称
の
起
源
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
十
三
世
紀
（
建
久
と
も

建
長
と
も
）
に
田
実
・
田
面
・
畷
・
頼
な
ど
と
し
て
関
東
に
始
ま
っ
た
と
す
る
が

定
か
で
は
な
い
。
「
公
事
根
源
』
に
は
「
こ
の
事
は
さ
ら
に
本
説
な
し
、
又
正
禮
に
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も
あ
ら
ず
、
堅
固
世
俗
之
風
儀
な
り
」
と
す
る
。
本
稿
は
八
朔
に
つ
い
て
の
専
論

で
は
な
い
の
で
、
儀
式
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
言
及
は
し
な
い
。

（
妬
）
「
山
科
家
礼
記
」
延
徳
三
年
八
月
朔
日
条
で
は
、
山
科
家
領
で
あ
る
山
科
東
庄

の
荘
民
が
次
の
よ
う
な
品
々
を
持
っ
て
き
て
い
る
（
括
弧
内
は
持
参
者
）
。

柿
・
餅
籠
・
裡
一
・
栗
枝
（
二
郎
九
郎
）
、
同
前
（
三
郎
兵
衛
）
、
柿
一
籠
・
極
一

（
七
郎
左
衛
門
）
、
柿
・
餅
籠
（
兵
衛
九
郎
）
、
縄
四
束
（
五
十
嵐
方
）
、
縄
五
束
・

地
子
四
十
疋
（
野
口
）
、
新
米
・
十
疋
（
四
郎
兵
衛
）
。

一
方
、
山
科
家
か
ら
は
酒
・
茶
・
餅
な
ど
の
振
舞
い
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
訂
）
「
看
聞
日
記
」
応
永
二
十
五
年
八
月
一
日
条
に
は
「
進
物
注
別
紙
」
、
「
殿
中
申

次
記
」
八
月
一
日
条
に
は
「
目
録
別
紙
有
之
」
、
「
親
元
日
記
」
寛
正
六
年
八
月
一

日
条
に
は
「
別
記
之
」
な
ど
と
あ
る
。

（
銘
）
八
朔
の
慣
行
は
近
世
期
に
は
か
な
り
形
骸
化
す
る
。
「
後
水
尾
院
当
時
年
中
行

事
」
（
上
八
月
）
に
は
「
人
々
の
名
字
を
書
き
て
札
を
附
、
札
ば
か
り
を
と
ど
め

お
か
れ
て
、
太
刀
を
か
へ
し
た
ぶ
」
と
あ
り
、
禁
裏
に
対
す
る
贈
答
品
進
上
と
そ

の
御
返
が
単
な
る
札
の
進
上
に
形
骸
化
し
て
い
る
。
そ
の
太
刀
で
さ
え
、
禁
裏
と

幕
府
の
間
で
は
「
八
朔
二
禁
中
へ
大
樹
ヨ
リ
御
馬
御
太
刀
ヲ
進
ゼ
ラ
ル
、
此
時
之

御
太
刀
ハ
禁
裏
ノ
御
物
ヲ
借
用
ヒ
ル
ナ
リ
、
其
ノ
次
ノ
日
御
太
刀
代
ト
シ
テ
鳥
目

ヲ
納
ラ
ル
ル
ナ
リ
」
二
夏
山
雑
談
』
〈
一
〉
）
と
、
幕
府
は
太
刀
を
禁
裏
よ
り
借
り

て
、
事
実
上
鳥
目
の
進
上
に
儀
式
を
特
化
さ
せ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
起
源
を

「
室
町
家
ノ
時
ヨ
リ
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
室
町
期
の
一
般
的
な
八
朔
の
姿
で

あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。

（
調
）
公
條
が
前
年
の
十
二
月
に
正
五
位
下
に
進
み
少
将
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
文

亀
元
年
八
朔
の
記
事
に
は
「
少
将
今
年
始
進
上
太
刀
一
腰
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
犯
）
天
文
二
年
七
月
二
十
五
日
条
に
は
「
八
朔
物
共
遣
帥
方
」
と
あ
る
。
時
期
的
に

も
八
朔
礼
物
の
調
進
に
実
隆
が
当
た
り
、
子
の
公
條
に
渡
し
た
と
考
え
た
い
。

（
瓠
）
「
実
隆
公
記
」
享
禄
二
年
二
月
十
六
日
条
に
は
「
金
覆
輪
代
弐
十
疋
賜
之
」
と

あ
り
、
二
百
文
程
度
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
。

（
鉈
）
こ
こ
で
い
う
両
御
所
は
義
政
・
義
尚
を
指
し
て
お
り
、
武
家
に
対
し
て
は
極
め

て
形
式
的
に
八
朔
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
詔
）
「
年
中
定
例
記
」
に
は
「
摂
家
、
門
跡
、
公
家
、
大
名
（
中
略
）
河
原
者
、
さ

ん
し
ょ
の
者
ま
で
似
合
い
の
物
を
進
上
」
と
あ
る
。

（
誕
）
「
看
聞
御
記
」
応
永
二
十
五
年
八
月
二
十
八
日
条
に
は
「
仙
洞
去
年
八
朔
御
返

被
下
、
永
基
申
次
之
間
、
正
永
持
参
、
堆
紅
香
箱
［
張
成
造
］
金
欄
袋
二
入
、
堆

紅
盆
、
引
合
廿
帖
拝
領
、
不
存
寄
祝
着
無
極
」
と
あ
り
、
仙
洞
か
ら
前
年
分
の
返

礼
が
一
年
遅
れ
で
下
賜
さ
れ
、
思
い
が
け
な
い
拝
領
に
「
祝
着
無
極
」
と
し
て
い

る
。
ま
た
応
永
二
十
九
年
八
月
二
十
八
日
に
も
「
両
年
之
分
種
々
重
寶
被
下
、
迷

惑
祝
着
無
極
」
と
し
て
お
り
、
恒
例
化
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
弱
）
た
と
え
ば
「
宣
胤
卿
記
」
（
永
正
五
年
八
月
一
日
条
）
で
は
「
昨
日
大
内
不
参

内
裏
、
來
我
亭
御
太
刀
［
黒
作
、
先
年
自
内
裏
被
下
赤
松
御
太
刀
云
々
］
、
御
馬

［
月
毛
］
進
也
」
と
あ
り
、
宣
胤
は
太
刀
の
履
歴
を
内
裏
か
ら
赤
松
に
下
さ
れ
た
物

と
認
識
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
永
正
五
年
八
月
四
日
条
で
は
「
抑
自
禁

裏
御
頼
御
返
所
被
下
之
食
籠
、
下
遣
駿
河
守
護
、
今
日
宗
長
使
者
請
取
帰
了
」
と

あ
り
、
御
頼
返
礼
の
食
籠
が
直
後
に
駿
河
守
護
今
川
氏
の
下
に
送
ら
れ
て
い
る
例

が
見
ら
れ
る
。
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（
調
）
遺
品
を
持
参
す
る
例
は
珍
し
く
な
く
、
天
文
元
年
十
一
月
五
日
条
に
は
本
覚
寺

（

石

）

澄
健
が
「
故
上
人
遺
物
琉
球
□
」
を
持
参
し
て
い
る
例
も
あ
る
。

（
説
）
公
條
は
八
朔
の
進
物
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
父
実
隆
か
ら
の
支
援
を
受
け
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
『
実
隆
公
記
」
天
文
二
年
七
月
二
十
五
日
条
で
も
「
八
朔
物
共
遣
帥

方
」
と
あ
り
、
実
隆
か
ら
帥
（
公
條
）
に
進
上
す
べ
き
贈
答
品
が
遣
わ
さ
れ
て
い

ブ

（

〕

Ｏ

（
銘
）
八
朔
の
進
物
準
備
は
直
前
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
「
看
聞
御
記
」
応
永
二

十
九
年
七
月
条
で
は
二
十
三
日
に
「
室
町
殿
八
朔
禮
事
、
如
去
年
停
止
歎
否
」
と
、

本
年
度
の
予
定
に
対
す
る
関
心
が
示
さ
れ
、
二
十
七
日
に
「
重
有
朝
臣
就
八
朔
事
、

出
京
則
帰
参
」
と
し
て
他
に
も
情
報
収
集
す
る
者
が
お
り
、
二
十
九
日
に
「
八
朔

経
営
而
已
」
と
し
て
、
準
備
を
し
て
い
る
。
翌
応
永
三
十
年
に
も
「
八
朔
経
営
計

会
而
已
」
と
あ
る
。
永
享
十
年
で
は
「
八
朔
用
脚
代
官
共
無
沙
汰
、
未
到
之
間
計

会
無
極
、
価
御
乳
人
内
々
申
入
、
禁
裏
御
物
御
盆
三
枚
被
借
下
、
恩
志
之
至
畏
悦

無
極
」
と
禁
裏
の
御
盆
を
借
り
て
い
る
こ
と
か
ら
、
贈
答
品
の
手
配
が
如
何
に
難

儀
で
あ
っ
た
か
が
分
か
る
。

（
調
）
犬
箱
は
「
犬
張
子
」
に
同
じ
で
、
「
日
葡
辞
書
」
に
「
冒
匡
ｇ
８
犬
の
格
好
と
形

に
紙
で
作
ら
れ
た
、
子
供
達
が
遊
ぶ
小
箱
」
と
あ
る
。
本
槁
に
関
連
す
る
時
期
で

い
え
ば
「
お
湯
殿
の
上
の
日
記
」
に
「
い
い
は
り
こ
ふ
せ
い
（
犬
張
子
風
情
）
ま

い
る
」
（
文
明
九
年
二
月
十
四
日
条
）
と
あ
る
。

（
抑
）
同
様
な
例
で
は
、
文
亀
元
年
八
朔
の
御
返
で
「
一
ツ
ッ
ミ
［
□
ロ
ハ
コ
ニ
、
コ

マ
三
、
イ
ヌ
九
］
、
松
之
枝
二
小
マ
リ
ニ
付
」
た
も
の
が
、
若
宮
御
方
（
知
仁
親
王
）

か
ら
内
蔵
頭
（
山
科
言
綱
）
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
大
永
四
年
七
月
二
十
八

日
条
で
は
中
院
兒
（
通
右
）
が
済
俊
と
同
道
し
て
実
隆
を
訪
れ
、
そ
の
際
に
「
八

才
云
々
、
犬
箱
恵
之
」
と
あ
る
か
ら
、
犬
箱
と
は
子
供
の
玩
具
程
度
の
物
と
考
え

て
良
い
だ
ろ
う
。

（
４
）
本
稿
で
は
贈
与
論
に
立
ち
入
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
参
考
と
し
て
筧
雅
博
「
Ⅶ

饗
応
と
賄
」
（
「
日
本
の
社
会
史
』
第
４
巻
負
担
と
贈
与
、
一
九
八
六
年
十
一
月
）

二
三
二
頁
の
指
摘
な
ど
が
あ
る
。

（
蛇
）
室
町
殿
に
は
「
如
例
」
進
上
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
蝿
）
但
し
八
月
条
は
欠
文
の
た
め
実
際
に
八
朔
が
行
わ
れ
た
か
は
不
明
。

（
“
）
時
代
は
上
が
る
が
『
看
聞
御
記
」
応
永
二
十
六
年
七
月
二
十
九
日
条
に
「
八
朔

進
物
等
取
整
経
営
也
」
と
準
備
を
し
、
永
享
四
年
七
月
二
十
九
日
条
に
は
「
八
朔

之
経
営
物
念
而
已
」
と
し
て
八
朔
の
進
物
に
苦
慮
し
て
い
る
様
が
伺
え
る
。
翌
永

享
五
年
八
月
一
日
条
に
は
、
「
依
計
会
古
物
取
出
、
比
興
也
、
但
如
此
双
子
八
朔
進

先
例
也
」
と
あ
る
。
贈
答
品
に
困
り
秘
蔵
の
品
物
を
進
上
し
た
と
見
え
る
。
内
裏

へ
進
上
し
た
琵
琶
に
は
「
自
初
学
之
時
、
手
馴
器
也
」
と
割
注
が
あ
り
、
惜
し
ん

で
い
る
。
こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
「
双
子
」
を
八
朔
の
進
物
と
す
る
の
は
こ
の
こ
ろ

か
ら
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

永
享
十
年
八
月
一
日
条
に
は
割
注
が
「
自
去
年
加
増
五
種
進
、
盆
・
香
合
進
之
、

然
而
盆
・
香
箱
難
得
之
間
、
御
服
調
進
、
初
度
也
」
と
あ
り
、
贈
答
品
の
総
数
が

増
え
た
も
の
の
調
達
が
ま
ま
な
ら
ず
初
め
て
御
服
（
こ
こ
で
は
練
貫
）
を
調
進
し

た
旨
が
述
べ
ら
れ
、
嘉
吉
三
年
の
場
合
で
は
「
八
朔
之
儀
依
世
事
無
沙
汰
、
但
禁

裏
御
想
許
、
殊
更
令
用
意
、
於
武
家
者
被
停
止
云
々
」
と
あ
り
、
調
進
さ
き
を
限

定
し
て
い
る
（
七
月
二
十
八
日
条
）
。
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（
妬
）
大
永
七
年
以
降
、
三
条
西
家
か
ら
室
町
殿
へ
八
朔
の
贈
答
が
な
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
が
そ
の
証
左
で
あ
る
。

（
妬
）
「
看
聞
御
記
」
（
永
享
二
年
七
月
二
十
三
日
条
）
「
盆
一
枚
［
弓
山
作
、
代
万
疋

云
々
］
」
、
「
実
隆
公
記
」
（
享
禄
元
年
十
一
月
十
九
日
条
）
「
用
脚
弐
絹
秘
計
［
東
福

祠
堂
、
質
物
香
合
銀
鉤
、
五
目
キ
チ
カ
、
遣
之
］
」
な
ど
。

（
釘
）
京
都
大
学
所
蔵
菊
亭
本
「
惟
房
公
記
」
（
「
続
々
群
書
類
従
」
巻
五
所
収
）
紙
背

文
書
。
本
稿
で
は
「
右
惟
房
公
記
付
紙
背
文
書
京
都
大
學
國
史
研
究
室
保

管
菊
亭
公
長
氏
所
蔵
昭
和
十
五
年
三
月
影
嶌
了
」
と
あ
る
、
東
京
大
学
史
料

編
纂
所
架
蔵
の
影
写
本
に
依
っ
た
。

（
妃
）
桑
公
は
不
明
。
東
福
寺
一
六
七
世
は
「
桑
」
を
名
乗
る
が
、
こ
の
よ
う
な
文
書

を
作
成
す
る
主
体
と
し
て
は
相
応
し
く
な
い
。

（
⑲
）
同
十
八
日
条
に
は
「
以
下
二
十
七
字
術
力
」
と
し
た
上
で
、
「
坂
東
僧
不
孤
來
、

二
位
局
傳
達
、
葉
雪
伴
來
、
木
之
建
釜
携
之
、
近
來
見
事
者
也
」
と
記
し
て
い
る
。

別
の
例
で
は
同
年
九
月
四
日
条
に
「
獣
首
座
坂
東
僧
ｉ
同
道
入
來
、
件
僧
三
十

疋
携
之
、
帥
方
同
遣
之
、
芳
潤
書
状
持
来
」
と
あ
り
、
十
七
日
条
で
「
坂
東
僧
自

建
仁
寺
來
、
謝
先
日
扇
事
、
芳
潤
返
事
遣
之
」
と
あ
る
の
で
、
建
仁
寺
に
逗
留
し

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
別
）
未
詳
。
同
年
十
二
月
九
日
条
に
「
不
孤
［
号
西
雲
］
來
、
弟
子
所
書
之
大
字
持

來
、
留
置
之
」
と
あ
り
、
西
雲
と
号
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
翌
年
三

月
十
九
日
条
に
は
「
同
宿
壽
盛
」
が
い
る
。

（
副
）
漆
自
体
は
珍
し
い
も
の
で
な
く
、
全
国
的
に
生
産
が
な
さ
れ
て
い
る
。
関
東
で

も
漆
の
売
買
は
行
わ
れ
て
お
り
（
永
禄
六
年
ヵ
）
十
一
月
十
二
日
付
「
北
条
氏
照

朱
印
状
写
」
に
は
「
為
漆
買
銭
、
代
物
壱
貫
四
百
文
被
下
之
間
、
漆
セ
ツ
相
調
、

十
二
月
十
日
を
限
而
可
納
之
」
と
あ
る
（
「
三
田
文
書
」
「
神
奈
川
県
史
資
料
編
」

（
古
代
・
中
世
３
下
）
所
収
）
。
「
セ
ツ
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
現
在
と
同
様
に

桶
の
よ
う
な
も
の
に
入
れ
て
納
入
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
技
術
史
的
に
い
え

ば
、
塗
師
と
は
別
の
生
産
者
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
『
実
隆
公
記
」
（
大
永
四
年

九
月
十
日
条
）
に
は
「
方
盆
［
黒
漆
］
［
於
堺
肖
柏
恵
歎
］
居
之
、
遣
悲
田
院
［
舎

利
会
出
仕
未
帰
云
々
］
」
と
あ
り
、
朱
漆
以
外
の
漆
器
の
流
通
も
看
取
で
き
る
。

（
死
）
前
掲
注
参
照
。
弟
子
の
書
は
関
東
か
ら
持
参
し
た
傍
証
と
な
る
。
不
孤
は
こ
の

後
も
百
疋
進
上
（
翌
年
六
月
十
四
日
）
、
杉
原
十
帖
・
沈
香
一
両
の
下
賜
（
同
十
五

日
）
な
ど
を
受
け
て
い
る
。

（
認
）
「
二
水
記
」
大
永
七
年
三
月
十
五
日
条
に
は
「
朝
食
於
柳
原
亭
有
之
、
午
時
参

二
位
殿
、
仏
師
永
賀
僧
都
［
近
年
従
坂
東
上
洛
、
凡
神
妙
上
手
也
］
、
奉
作
観
音
小

像
三
十
三
体
、
禁
裏
御
物
也
、
令
見
物
了
、
皇
以
奇
特
不
思
儀
也
」
と
あ
り
、
坂

東
仏
師
の
巧
み
さ
に
感
嘆
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
関
東
・
坂
東
の
も
の
に
対
す
る
驚

嘆
は
、
あ
る
い
み
で
東
国
文
化
を
京
都
の
文
化
よ
り
も
劣
っ
た
も
の
と
考
え
て
い

た
こ
と
の
反
映
か
も
知
れ
な
い
。

（
別
）
享
禄
元
年
十
月
四
日
条
に
「
関
東
時
衆
ｌ
可
來
此
亭
之
由
所
望
之
処
、
予
在

入
江
殿
之
間
、
於
彼
奏
者
所
対
面
、
香
合
一
携
之
、
詠
草
令
見
之
、
対
面
謝
遣
了
」

と
あ
り
、
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
も
の
の
、
詠
歌
教
授
の
礼
と
し
て
香
合
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。

（
弱
）
四
月
十
七
日
条
。
「
題
十
口
居
盃
［
堆
紅
、
大
内
送
給
物
也
］
」
（
傍
点
筆
者
）

と
あ
る
が
、
盆
と
し
て
み
た
。
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（
師
）
享
禄
四
年
後
五
月
五
日
条
で
は
本
覚
寺
澄
健
の
弟
子
が
十
一
年
間
坂
東
で
学
問

し
上
洛
、
同
道
し
て
い
る
し
、
同
年
六
月
十
日
条
で
は
坂
東
の
長
井
兵
庫
大
江
學

元
が
坂
東
屋
入
道
の
仲
介
で
連
歌
発
句
付
句
の
批
点
を
乞
う
て
い
る
。
結
局
、
彼

に
対
し
て
は
連
歌
合
点
を
施
し
「
匡
房
祝
言
歌
」
を
扇
に
書
き
遣
わ
し
て
い
る

（

七

月

十

五

日

条

）

。

（
師
）
こ
の
ほ
か
に
も
関
東
と
の
往
来
を
示
す
例
は
多
く
、
享
禄
五
年
六
月
七
日
に
上

洛
し
た
理
一
検
校
は
、
下
野
「
横
手
芳
純
」
の
書
状
を
持
参
し
、
天
文
二
年
五
月

二
十
七
日
に
伊
達
・
芳
純
・
江
戸
常
陸
蓮
阿
・
伊
豆
住
心
院
ら
へ
の
書
状
を
手
に

し
て
下
国
し
て
い
る
。
ま
た
少
し
古
い
例
で
は
『
政
所
内
談
記
録
」
（
桑
山
浩
然
校

訂
『
室
町
幕
府
引
付
史
料
集
成
』
上
巻
所
収
）
に
「
小
五
郎
［
鎌
倉
商
人
、
寶
成

訂
「
室
町
幕
府
引
付
史
料
集
成
』
上
巻
所
収
）

（
銘
）
大
永
四
年
六
月
一
日
条
。
但
し
日
記
が
欠
文
の
た
め
帰
洛
の
日
時
は
不
明
。

（
弱
）
前
掲
註
（
１
）
で
挙
げ
た
灰
野
氏
の
所
論
に
即
し
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
総
称
的

名
称
で
は
な
く
、
鎌
倉
と
い
う
地
域
を
認
識
し
た
上
で
の
名
称
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
な
お
鎌
倉
に
伝
存
さ
れ
た
漆
器
自
体
は
渋
江
二
郎
『
鎌
倉
の
漆
器
』

（
鎌
倉
国
宝
館
図
録
第
七
集
、
昭
和
三
十
五
年
）
、
灰
野
昭
郎
「
鎌
倉
の
漆
器
Ⅱ
」

（
鎌
倉
国
宝
館
図
録
第
二
十
五
集
、
昭
和
五
十
八
年
二
月
）
に
集
成
さ
れ
て
い
る
。

（
帥
）
唐
物
の
堆
紅
・
堆
黒
と
い
わ
ゆ
る
鎌
倉
彫
の
違
い
は
外
観
で
は
な
く
、
重
量
感

に
お
い
て
最
も
顕
著
で
あ
る
。
こ
れ
は
手
に
取
れ
ば
分
か
る
こ
と
で
、
文
献
的
徴

証
を
得
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
当
事
者
に
は
即
座
に
分
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

（
田
）
前
掲
一
宮
妙
興
寺
蔵
の
「
屈
輪
文
大
香
合
」
蓋
裏
墨
書
銘
に
は
「
開
山
大
香
合

堆
朱
」
と
あ
る
。
こ
の
銘
は
後
銘
で
、
お
そ
ら
く
中
興
開
山
南
化
玄
興
の
時
期

代
也
］
」
（
寛
正
六
年
）
と
い
う
記
述
も
見
ら
る
。

（
十
六
世
紀
後
半
、
銘
は
中
興
第
七
世
南
梁
密
鍼
に
よ
る
）
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

香
合
は
様
式
的
に
明
ら
か
に
鎌
倉
彫
に
類
す
る
物
で
あ
る
が
、
「
堆
朱
」
と
の
認
識

が
な
さ
れ
て
お
り
、
「
鎌
倉
彫
」
の
名
称
が
如
何
に
一
般
化
し
得
て
い
な
い
か
を
露

呈
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
但
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
掲
註
（
２
）
で
引
用
し

た
荒
川
氏
の
興
味
深
い
組
織
分
析
的
研
究
成
果
も
あ
り
、
区
分
自
体
が
よ
り
厳
密

に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
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