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倉

本

　

昭 

一
　
元
興
寺
か
ら
苧
う
に
へ

　
先
の
稿
（
注
１
）で
筆
者
は
、「
塗
仏
」
図
が
鐘
の
中
で
生
き
な
が
ら
焼
か
れ
た
僧

・
安
珍
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
り
、
こ
れ
と
相
対
す
る
「
濡
女
」
図
は
清
姫
を
示

唆
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
。「
濡
女
」
図
の
丁
裏
に
載
る
「
ぬ
ら
り
ひ
よ

ん
」
は
、
濡
女
が
蛇
形
だ
か
ら
、「
ぬ
ら
り
」
と
い
う
言
葉
に
連
想
が
は
た

ら
い
て
次
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
も
お
ぼ
し
い
。

　
そ
の
「
ぬ
ら
り
ひ
よ
ん
」
図
と
相
対
す
る
の
は
「
元
興
寺
（
が
ご
ぜ
）」

で
あ
る
。
石
燕
が
参
考
に
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
さ
れ
る
「
化
物
づ
く
し
」

や
佐
脇
嵩
之
画
「
百
怪
図
巻
」
で
は
、「
が
ご
ぜ
」
の
直
後
に
「
ぬ
ら
り
ひ

よ
ん
（
む
）」
が
続
く
か
ら
、『
画
図
』
に
お
け
る
両
者
の
並
び
・
組
み
合
わ

せ
は
、「
百
怪
図
巻
」
や
そ
の
系
統
の
絵
巻
に
な
ら
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　「
が
ご
ぜ
」
図
は
『
日
本
霊
異
記
』
や
『
本
朝
文
粋
』「
道
場
法
師
伝
」
な

ど
で
知
ら
れ
る
、
元
興
寺
鐘
楼
に
出
た
鬼
を
図
像
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
鬼
に
つ
い
て
は
、『
日
本
霊
異
記
』
正
徳
四
年
版
本
巻
三
の
三
「
雷
ノ
歓

ヲ
得
テ
強
力
ノ
子
ヲ
生
事
」
に
見
え
る
。

　
超
人
的
力
を
持
つ
小
童
が
元
興
寺
に
仕
え
た
こ
ろ
、
寺
の
鐘
楼
に
鬼
が
住

み
着
い
て
い
て
、
人
を
襲
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
小
童
は
、
あ
る
夜
、

こ
っ
そ
り
鐘
楼
に
行
っ
て
鬼
の
出
る
の
を
待
っ
た
。
す
る
と
夜
中
に
鬼
が
出

て
小
童
を
捕
ま
え
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
小
童
は
ひ
る
む
こ
と
な
く
、
鬼

の
髪
を
つ
か
ん
で
ひ
っ
ぱ
り
あ
う
。
夜
明
け
ま
で
争
っ
た
あ
げ
く
、
鬼
は
逃

げ
去
り
、
小
童
の
手
に
は
血
が
べ
っ
と
り
つ
い
た
鬼
の
髪
の
毛
が
残
っ
た
。

元
興
寺
に
、
そ
の
鬼
の
毛
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
　

　
と
い
う
話
で
あ
る
。

　
さ
て
、
先
述
の
通
り
、
こ
の
化
け
物
は
石
燕
が
参
考
に
し
た
と
さ
れ
る
先

行
妖
怪
絵
巻
に
も
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
図
像
の
ル
ー
ツ
に
つ
い
て
考

え
る
ヒ
ン
ト
が
あ
る
の
で
、
有
名
な
大
徳
寺
真
珠
庵
蔵
「
百
鬼
夜
行
絵
巻
」

を
見
て
み
た
い
。

　
化
け
物
群
の
中
で
ひ
と
き
わ
大
き
い
薄
墨
色
の
布
を
か
ぶ
っ
た
化
け
物
が
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描
か
れ
、
そ
れ
と
向
か
い
合
っ
て
、
白
い
あ
ご
ひ
げ
を
蓄
え
た
化
け
物
が
描

か
れ
る
。
ひ
げ
の
化
け
物
は
青
い
布
を
か
ぶ
っ
て
勇
躍
す
る
態
で
、
右
の
か

い
な
で
布
を
か
き
あ
げ
、
顔
と
身
を
さ
ら
け
だ
す
。
右
脚
を
ひ
ざ
の
関
節
の

と
こ
ろ
で
勢
い
よ
く
曲
げ
、
上
に
ひ
き
あ
げ
て
い
る
様
は
、
布
を
か
ぶ
っ
て

踊
る
様
と
も
見
え
る
し
、
布
の
下
か
ら
突
然
正
体
を
現
し
て
お
ど
す
様
に
も

と
れ
る
）
（

（
注

。

　
人
見
竹
洞
に
よ
る
貞
享
元
年
の
識
語
を
持
つ
、
狩
野
洞
雲
画
「
百
鬼
夜
行

図
」（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
）
に
も
、
あ
ご
ひ
げ
の
化
け
物
が
描
か
れ

る
。
た
だ
し
、
か
ぶ
っ
た
布
は
白
い
）
（

（
注

。
洞
雲
画
の
絵
巻
に
は
、「
化
物
づ
く

し
」・
佐
脇
嵩
之
画
「
百
怪
図
巻
」
に
描
か
れ
る
「
が
ご
ぜ
」
と
非
常
に
似

通
っ
た
化
け
物
（
図
柄
は
佐
脇
嵩
之
画
「
百
怪
図
巻
」
に
見
る
「
が
ご
ぜ
」

と
似
る
が
、
頭
に
籠
を
か
ぶ
っ
て
い
る
）
も
描
か
れ
て
い
て
、
し
か
も
、
こ

れ
は
他
の
真
珠
庵
本
系
の
百
鬼
夜
行
絵
巻
類
に
は
見
え
な
い
も
の
な
の
で
、

注
目
に
値
す
る
。
こ
の
「
が
ご
ぜ
」
風
の
化
け
物
と
あ
ご
ひ
げ
の
化
け
物

は
、
白
布
の
下
か
ら
現
れ
て
お
ど
す
類
の
も
の
と
し
て
、
似
た
系
統
の
化
け

物
と
い
え
よ
う
。

　
石
燕
描
く
元
興
寺
の
鬼
の
形
態
は
、「
化
物
づ
く
し
」「
百
怪
図
巻
」
に
描

か
れ
る
「
が
ご
ぜ
」
の
流
れ
を
く
む
。
た
だ
し
、
布
の
下
か
ら
あ
ら
わ
れ
て

お
ど
す
の
で
は
な
く
、
す
た
れ
た
元
興
寺
鐘
楼
の
上
層
階
か
ら
乗
り
出
し
て

お
ど
す
図
柄
と
し
た
点
に
、
先
行
の
図
像
群
か
ら
は
は
っ
き
り
と
感
じ
と
り

が
た
か
っ
た
、
威
嚇
す
る
モ
ノ
と
し
て
の
「
が
ご
ぜ
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
力

に
表
出
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
続
い
て
「
が
ご
ぜ
」
図
の
丁
裏
に
は
「
苧
う
に
」
図
が
く
る
。「
百
怪
図

巻
」
に
「
わ
う
〳
〵
」
と
し
て
同
じ
図
柄
の
ば
け
物
が
出
て
い
る
。
こ
れ
は

角
を
と
っ
た
般
若
面
の
如
き
容
貌
を
呈
し
て
い
る
か
ら
鬼
類
で
あ
る
こ
と
は

容
易
に
想
像
が
つ
く
。
ま
た
「
わ
う
〳
〵
」
と
い
う
名
称
は
、
ば
け
物
の
咆

哮
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
か
ら
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
石
燕
は
、

「
を
う
・
を
う
」
―
す
な
わ
ち
「
を
う
」
が
二
つ
で
「
を
う
に
」
だ
と
洒
落

た
う
え
に
、「
お
に
」
と
い
う
語
と
の
音
韻
に
お
け
る
近
似
も
ね
ら
っ
た
の

だ
と
考
え
る
。
こ
れ
で
前
の
元
興
寺
の
鬼
と
の
つ
な
が
り
も
理
解
で
き
よ

う
。

　
と
こ
ろ
で
「
苧
う
に
」
と
い
う
表
記
は
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
苧

う
に
」
は
「
苧
績
（
う
）
み
」
を
も
じ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
化
け
物
の
毛

髪
を
麻
や
か
ら
む
し
を
績
ん
だ
糸
に
見
立
て
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
苧
引
き
で
取
り
出
し
た
繊
維
を
糸
に
撚
る
ま
え
に
、
天
井
か
ら
吊
る
し

て
干
す
様
が
滝
の
よ
う
な
の
で
、
石
燕
は
「
苧
う
に
」
図
の
背
景
に
滝
や
渓

流
を
描
き
こ
ん
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
れ
と
は
別
に
、
苧
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
頼
り
に
、
古
浄
瑠
璃
『
あ
い

ご
の
若
』
五
段
目
で
、
愛
護
若
が
麻
畑
に
隠
れ
て
い
た
の
を
酷
薄
な
姥
に
見

つ
か
り
、
打
擲
を
受
け
た
の
で
「
麻
は
播
く
と
も
苧
に
な
る
な
嵐
吹
く
な
」

と
呪
言
を
吐
く
）
（

（
注

場
面
を
想
起
し
て
み
た
い
。
石
燕
の
図
に
描
か
れ
た
滝
を
愛

護
若
が
身
投
げ
し
た
「
き
り
う
が
滝
」
と
読
め
ば
、
苧
う
に
は
、
無
実
の
愛

護
若
を
虐
げ
た
罪
に
責
め
ら
れ
、
滝
を
擁
す
る
碧
潭
に
身
投
げ
し
た
姥
の
亡

魂
が
化
け
た
も
の
と
も
思
わ
れ
る
。
苧
に
は
な
ら
ず
と
も
「
苧
う
に
」
に
な
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っ
た
と
い
う
諧
謔
か
。
つ
い
で
に
言
え
ば
、
岩
の
間
か
ら
覗
く
松
は
、
愛
護

若
が
「
岩
ほ
の
小
松
を
と
り
持
ち
て
志
賀
の
峠
に
植
ゑ
」
る
場
面
を
に
お
わ

せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
試
解
と
し
て
提
示
し
て
お
く
。

二
　
青
坊
主
か
ら
赤
舌
へ

　「
苧
う
に
」
と
見
開
き
で
対
を
な
す
「
青
坊
主
」
図
に
つ
い
て
、
第
十
九

代
天
台
座
主
・
尋
禅
（
諡
号
慈
忍
）
が
遷
化
後
に
変
じ
た
と
い
う
「
一
眼
一

足
法
師
」
と
の
関
係
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
伝
承
の
類
話
は

『
万
世
百
物
語
』
巻
二
―
一
「
一
眼
一
足
の
化
生
」
に
語
ら
れ
る
。

　
円
仁
が
天
台
座
主
で
あ
っ
た
こ
ろ
、
横
川
禅
定
院
で
修
行
し
て
い
た
治
部

卿
と
い
う
学
僧
が
、
西
谷
行
光
坊
に
い
た
稚
児
と
相
思
の
関
係
に
な
っ
た
。

そ
れ
が
露
見
し
て
、
稚
児
は
師
の
坊
の
せ
っ
か
ん
か
ら
死
ん
で
し
ま
い
、
地

中
に
埋
め
ら
れ
る
。
学
僧
も
跡
を
追
っ
て
琵
琶
湖
に
入
水
し
た
。
そ
れ
よ
り

後
、
稚
児
（
文
中
「
か
つ
じ
き
」）
の
執
心
が
一
眼
一
足
と
い
う
化
け
物
と

な
り
、
西
谷
北
谷
の
間
に
出
没
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
人
を
傷
つ
け
る
こ

と
は
な
い
と
い
う
）
（

（
注

。

　
こ
の
話
は
慈
忍
の
言
い
伝
え
と
交
渉
が
あ
り
そ
う
だ
が
、
稚
児
の
亡
魂
が

一
眼
一
足
に
な
っ
て
い
て
、
高
僧
が
遷
化
し
て
化
し
た
と
は
説
か
な
い
。
と

に
か
く
本
話
に
は
青
坊
主
の
絵
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
要
素
が
な
い
。
慈
忍
が
一

眼
一
足
に
化
し
た
伝
承
は
、
該
博
な
『
近
江
輿
地
志
略
』
に
も
見
え
な
い
く

ら
い
だ
し
、
第
一
、
青
坊
主
は
一
足
に
は
描
か
れ
な
い
か
ら
、
石
燕
の
「
青

坊
主
」
図
と
一
眼
一
足
法
師
は
無
理
に
つ
な
げ
な
く
と
も
よ
い
。

　
あ
く
ま
で
青
坊
主
は
「
化
物
づ
く
し
」「
百
怪
図
巻
」
に
出
る
「
目
ひ
と

つ
坊
（
ぼ
う
）」
と
い
う
化
け
物
が
元
で
あ
る
。
し
か
し
青
坊
主
の
図
柄
に

注
意
す
る
と
、
側
頭
部
（
後
頭
部
も
そ
う
で
あ
ろ
う
）
に
髪
を
蓄
え
て
い
た

り
、
輪
袈
裟
を
ま
と
っ
て
い
た
り
し
て
、
目
ひ
と
つ
坊
と
は
見
か
け
が
少
し

異
な
る
。
青
坊
主
と
は
剃
り
た
て
の
青
々
し
た
坊
主
頭
を
い
う
語
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
化
け
物
は
有
髪
の
部
分
以
外
つ
る
り
と
し
た
禿
頭
で
あ
る
わ
け

で
、
僧
侶
の
頭
つ
き
と
し
て
は
異
様
で
あ
る
。

　
山
村
に
道
場
を
開
い
た
畜
髪
の
毛
坊
主
を
揶
揄
し
た
と
も
と
れ
そ
う
だ

が
、
毛
坊
主
と
呼
ぶ
以
上
、
青
坊
主
の
頭
つ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
毛

坊
主
は
耕
作
と
導
師
の
仕
事
を
兼
ね
た
も
の
だ
が
、
青
坊
主
は
ま
る
で
隠
者

然
と
し
た
風
情
の
中
に
あ
っ
て
、
鋤
鍬
を
担
う
雰
囲
気
と
は
無
縁
で
あ
る
。

隠
者
の
風
は
絵
の
背
景
に
明
ら
か
で
あ
る
。
庵
に
は
丸
竹
に
よ
る
縦
桟
を
組

み
込
ん
だ
窓
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
覗
か
れ
る
屋
内
に
は
自
在
鉤
に
吊
ら
れ
た

鉄
瓶
が
見
え
る
。
庵
の
脇
に
枇
杷
の
木
が
生
え
、
折
し
も
た
わ
わ
に
果
（
植

物
学
的
に
は
偽
果
）
が
実
っ
て
い
る
。
枇
杷
は
実
を
食
す
る
の
み
な
ら
ず
、

『
涅
槃
経
』「
如
来
性
品
」
に
大
薬
王
樹
と
も
あ
り
、
葉
を
煎
じ
て
薬
用
に
供

す
る
か
ら
、
庵
主
の
青
坊
主
が
日
用
に
役
立
て
る
の
だ
ろ
う
。
枇
杷
は
庭
に

植
え
る
な
と
か
、
病
人
を
呼
ぶ
縁
起
の
悪
い
木
だ
と
か
い
う
俗
信
も
あ
り
、

青
坊
主
の
魔
性
と
枇
杷
木
の
禁
忌
を
結
び
つ
け
て
解
釈
す
る
向
き
も
あ
ろ

う
。
し
か
し
軒
先
の
吊
灯
篭
に
清
雅
な
趣
味
が
あ
ら
わ
れ
、
青
坊
主
の
居
所

に
は
不
思
議
と
ま
が
ま
が
し
さ
が
な
い
こ
と
か
ら
、
筆
者
は
そ
の
よ
う
に
解

す
る
の
に
躊
躇
す
る
。
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そ
こ
で
、
枇
杷
木
に
ま
つ
わ
る
俗
信
よ
り
も
、
枇
杷
の
実
の
見
た
目
に
注

目
す
る
。
枇
杷
の
実
に
は
鮮
や
か
な
橙
色
と
は
対
照
的
に
黒
ず
ん
で
目
に
つ

く
部
分
が
あ
る
。
俗
に
ヘ
ソ
と
呼
ば
れ
る
枇
杷
の
実
の
萼
片
で
あ
る
。
そ
れ

が
一
つ
目
に
見
え
な
く
も
な
い
こ
と
か
ら
、
青
坊
主
の
単
眼
に
と
り
あ
わ
せ

た
と
考
え
て
お
き
た
い
。
な
お
禅
で
は
頂
門
上
の
一
隻
眼
を
説
く
が
、
青
坊

主
面
上
の
一
隻
眼
は
何
を
看
破
す
る
の
か
―
魔
仏
一
如
の
境
界
で
あ
ろ
う

か
。

　
と
こ
ろ
で
、
青
坊
主
は
な
ぜ
苧
う
に
と
組
み
合
わ
せ
ら
れ
た
の
か
。
豊
か

な
毛
髪
を
ま
と
う
苧
う
に
に
対
し
、
青
々
と
し
た
坊
主
頭
を
対
峙
さ
せ
た
と

こ
ろ
に
対
照
の
面
白
み
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
目
ひ
と
つ
坊
を
わ
ざ
わ
ざ

青
坊
主
と
い
う
名
称
に
し
た
の
も
、
そ
の
面
白
み
に
気
づ
か
せ
る
た
め
で
あ

ろ
う
。
苧
う
に
図
が
愛
護
若
の
物
語
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
筆
者

の
推
論
が
正
し
け
れ
ば
、
同
物
語
の
登
場
人
物
か
ら
、
愛
護
若
の
お
じ
に
あ

た
る
帥
阿
闍
梨
を
想
起
し
て
、
僧
形
の
化
け
物
・
青
坊
主
を
組
み
合
わ
せ
た

と
も
考
え
ら
れ
る
）
（

（
注

。

　「
青
坊
主
」
図
の
あ
る
丁
の
裏
に
は
「
赤
舌
」
図
が
く
る
。
青
坊
主
の
青

に
続
い
て
赤
を
出
し
て
き
た
。
こ
の
化
け
物
に
つ
い
て
は
陰
陽
道
の
赤
舌
日

に
か
ら
め
る
稲
田
篤
信
の
説
が
あ
り
（
注
７
）、
そ
の
説
を
継
承
し
て
多
田
克
己
が

「
木
星
の
西
門
を
守
る
神
「
赤
舌
神
」
の
つ
か
さ
ど
る
日
で
、
公
事
、
訴
訟
、

契
約
な
ど
は
全
て
凶
と
さ
れ
る
）
8

（
注

」
と
説
く
。
い
ず
れ
も
従
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。

　
石
燕
は
水
門
が
な
か
ば
開
け
ら
れ
、
水
が
流
れ
出
る
さ
ま
を
描
き
こ
ん
で

い
る
。
こ
れ
は
水
論
（
水
争
い
）
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
口
の
立
つ
＝

舌
の
長
い
男
が
、
雄
弁
に
自
己
主
張
を
繰
り
広
げ
る
（
舌
を
ふ
る
う
）、
結

果
、
舌
が
わ
ざ
わ
い
の
門
と
な
っ
て
、
水
利
を
め
ぐ
る
激
し
い
い
さ
か
い
が

起
こ
る
。
石
燕
の
赤
舌
図
は
、
そ
ん
な
水
論
を
あ
て
こ
す
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
も
と
も
と
木
星
の
西
の
門
を
守
る
赤
舌
神
が
モ
デ
ル
で
、
化
け
物
赤
舌
は

同
じ
門
で
も
地
上
の
、
水
門
を
守
る
と
し
た
と
こ
ろ
に
俗
化
の
お
か
し
み
が

あ
る
。
赤
舌
神
が
司
る
日
は
公
事
訴
訟
に
凶
と
出
る
か
ら
、
赤
舌
が
先
導
す

る
水
争
い
も
結
果
は
凶
と
出
る
こ
と
だ
ろ
う
。

三
　
ぬ
つ
へ
つ
ほ
ふ
か
ら
牛
鬼
へ

　「
ぬ
つ
へ
つ
ほ
ふ
」
に
つ
い
て
、
多
田
克
己
は
「
ヌ
ッ
ペ
ラ
ボ
ウ
は
人
間

と
同
じ
ス
タ
イ
ル
で
顔
に
目
鼻
が
無
い
妖
怪
で
、「
ぬ
っ
へ
っ
ほ
う
」
は
顔

と
体
の
区
別
が
つ
か
な
い
妖
怪
」
と
説
き
、
ヌ
ッ
ペ
ラ
ボ
ウ
（
ノ
ッ
ペ
ラ
ボ

ウ
）
と
区
別
し
た
）
9

（
注

。「
ぬ
つ
へ
つ
ほ
ふ
」
を
含
め
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
の
類

に
つ
い
て
の
総
合
的
な
考
証
は
、
增
子
和
男
に
よ
る
「「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」

考
―
中
國
古
典
文
學
の
視
點
か
ら
―
（
上
）（
中
）（
下
））
（注

（
注

」
に
備
わ
る
。
該

博
な
知
見
の
も
と
に
書
か
れ
、
示
唆
の
多
い
参
考
文
献
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。

　
さ
て
、
石
燕
描
く
「
ぬ
つ
へ
つ
ほ
ふ
」
に
は
、
目
鼻
口
と
お
ぼ
し
き
部
位

は
あ
る
も
の
の
、
ぶ
よ
ぶ
よ
し
た
肉
塊
で
目
鼻
口
と
し
て
の
機
能
は
有
さ
な

い
風
に
描
か
れ
て
い
る
。
牙
の
は
え
そ
ろ
っ
た
大
口
を
開
け
て
赤
い
舌
を
出
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す
「
赤
舌
」
に
対
し
、
口
の
よ
う
な
部
位
は
有
す
る
が
大
口
を
開
け
そ
う
に

は
な
い
「
ぬ
つ
へ
つ
ほ
ふ
」
を
対
峙
さ
せ
た
。

　「
ぬ
つ
へ
つ
ほ
ふ
」
図
自
体
の
鑑
賞
ポ
イ
ン
ト
は
、
背
景
の
荒
れ
寺
に
あ

ろ
う
。
寺
の
軒
先
に
喚
鐘
が
吊
ら
れ
て
い
る
。
母
屋
の
隅
柱
（
あ
る
い
は
広

縁
の
柱
の
つ
も
り
で
あ
ろ
う
）
か
ら
軒
に
か
け
、
生
木
を
材
に
し
た
構
造
物

が
据
え
つ
け
ら
れ
、
そ
こ
に
撞
木
が
ひ
っ
か
け
ら
れ
て
い
る
。
建
物
の
手
前

に
は
棕
櫚
の
木
と
咲
き
誇
っ
た
彼
岸
花
が
見
え
る
。
そ
の
彼
岸
花
の
赤
が
、

赤
舌
の
赤
と
通
う
趣
向
で
あ
る
。

　
棕
櫚
は
『
類
船
集
』
を
見
る
に
付
合
語
「
寺
の
庭
」「
鐘
の
柄
」
と
あ
る
。

撞
木
の
材
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
鐘
に
縁
あ
り
、
自
然
と
図
中
の
喚
鐘
に
つ

な
が
る
。

　
廃
寺
の
喚
鐘
は
鳴
る
事
が
な
い
が
、
鳴
ら
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、「
ぬ
つ
へ

つ
ほ
ふ
」
に
は
聞
き
と
る
た
め
の
耳
自
体
が
な
い
。
鐘
は
、
そ
れ
に
気
づ
か

せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
化
け
物
は
読
経
を
聞
け
な
い
の
は
も
ち
ろ

ん
、
看
経
す
る
に
も
目
ら
し
き
も
の
が
開
き
そ
う
に
な
く
、
経
を
唱
え
よ
う

に
も
口
ら
し
き
も
の
が
開
き
そ
う
に
な
く
、
線
香
を
た
い
て
も
鼻
ら
し
き
も

の
は
薫
り
を
と
ら
え
そ
う
に
な
い
。
結
局
、「
ぬ
つ
へ
つ
ほ
ふ
」
は
仏
の
あ

り
が
た
い
慈
悲
と
救
い
に
は
無
縁
な
存
在
で
、
廃
寺
に
さ
ま
よ
う
魔
に
ほ
か

な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

　
折
し
も
花
盛
り
を
迎
え
る
彼
岸
花
は
一
名
「
幽
霊
花
」「
地
獄
花
」
と
い

い
、『
和
漢
三
才
図
会
』
に
は
「
し
び
と
は
な
」
で
出
る
。
と
こ
ろ
が
『
法

華
経
』
序
品
に
は
釈
迦
が
教
え
を
説
い
た
ら
天
が
降
ら
せ
た
四
華
の
一
つ
、

曼
殊
沙
華
と
し
て
出
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
岸
花
に
は
相
反
す
る
イ
メ
ー
ジ
が

あ
る
。
あ
り
が
た
い
場
所
の
は
ず
が
荒
廃
し
て
魔
の
寄
り
つ
く
と
こ
ろ
と
な

っ
た
寺
。
そ
こ
に
現
れ
る
妖
物
に
と
り
あ
わ
せ
る
花
と
し
て
は
、
縁
起
の
悪

い
イ
メ
ー
ジ
の
方
を
と
れ
ば
よ
い
）
（（

（
注

。

　
さ
て
先
掲
增
子
論
文
に
も
触
れ
る
通
り
「
ぬ
つ
へ
つ
ほ
ふ
」
の
造
形
の
ヒ

ン
ト
に
な
っ
た
か
と
思
し
き
も
の
に
『
荘
子
』
で
語
ら
れ
る
混
沌
の
挿
話
が

あ
る
。
南
海
の
帝
儵
と
北
海
の
帝
忽
が
、
中
央
の
帝
・
混
沌
と
遭
遇
し
、
歓

待
を
受
け
た
の
で
、
礼
を
し
よ
う
と
し
た
。
混
沌
に
は
目
耳
鼻
口
の
七
つ
の

竅
が
な
か
っ
た
か
ら
、
二
帝
は
一
日
に
一
つ
ず
つ
穴
を
あ
け
て
や
っ
た
。
す

る
と
七
日
で
混
沌
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
增
子
論
文
前
掲
（
中
）
で
は
、
そ
れ
以
外
に
も
漢
籍
に
あ
ら
わ
れ
る
混
沌

の
記
事
を
紹
介
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
山
海
経
』
第
三
巻
西
山
経
の
う
ち

「
西
次
三
経
」
に
は
混
沌
を
「
其
状
如
黄
嚢
、
赤
如
丹
火
、
六
足
四
翼
、
渾

敦
無
面
目
、
是
識
歌
舞
、
実
惟
帝
江
也
」
と
説
く
。
ま
た
『
神
異
経
』
西
荒

経
に
説
く
混
沌
は
「
崑
崙
西
有
獣
焉
、
其
状
如
犬
、
長
毛
四
足
、
似
羆
而
無

爪
、
有
目
而
不
見
、
行
不
開
、
有
両
耳
而
不
聞
、
有
人
知
性
、
有
腹
無
五

臓
、
有
腸
直
而
不
旋
、
食
物
徑
過
、
人
有
徳
行
而
往
抵
触
之
、
有
凶
徳
則
往

依
憑
之
」
と
あ
る
。

　
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
ぬ
つ
へ
つ
ほ
う
」
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
姿
で

あ
る
が
、『
山
海
経
』
の
混
沌(

渾
敦)

に
お
い
て
は
、「
面
目
」
が
な
い
と

す
る
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
、「
ぬ
つ
へ
つ
ほ
う
」
の
用
例
と

し
て
引
か
れ
る
こ
と
の
多
い
『
新
吾
左
出
放
題
盲
牛
』（『
画
図
百
鬼
夜
行
』
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よ
り
後
の
天
明
元
年
刊
）
の
「
ぬ
つ
へ
つ
ほ
う
と
い
ふ
化
け
も
の
有
、
目
も

な
く
耳
も
無
く
」
と
い
う
記
述
に
つ
な
が
る
。
ま
た
『
当
世
花
街
談
義
』
一

（
宝
暦
四
年
刊
）
末
尾
に
は
「
金
柑
頭
を
胴
へ
打
込
み
、
混
沌
坊
に
し
て
金

精
神
の
奴
と
な
さ
ん
」
と
あ
っ
て
、
混
沌
坊
の
字
に
「
ノ
ツ
ヘ
ラ
ボ
ウ
」
と

あ
て
る
。
混
沌
と
「
ぬ
つ
へ
つ
ほ
ふ
」
あ
る
い
は
ノ
ッ
ペ
ラ
ボ
ウ
に
深
い
縁

が
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
先
掲
『
山
海
経
』『
神
異
経
』
に
い
う
混
沌(

渾
敦)

と
は
妖
獣
で
あ
り
、

四
凶
と
呼
ば
れ
る
荒
ぶ
る
神
々
の
一
体
と
さ
れ
る
。
し
か
し
混
沌
と
は
、
む

し
ろ
陰
陽
未
分
の
状
態
を
指
す
語
と
し
て
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

　『
周
易
』
孔
穎
達
疏
に
「
太
極
謂
天
地
未
分
之
前
、
元
気
混
而
為
一
、
即

是
太
初
太
一
也
」
と
あ
っ
て
、
混
沌
は
太
極
の
状
態
を
指
す
こ
と
が
わ
か

る
。『
文
選
』
に
見
え
る
曹
植
「
七
啓
」
中
の
語
句
に
「
夫
太
極
之
初
、
混

沌
未
分
」
に
と
も
あ
る
。『
日
本
紀
』
神
代
巻
上
に
見
え
る
有
名
な
文
「
陰

陽
不
分
、
混
沌
如
雞
子
」
は
、
こ
れ
ら
の
漢
籍
か
ら
影
響
を
受
け
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
太
極
と
い
え
ば
、
近
世
の
知
識
人
は
『
太
極
図
説
』
に
掲
げ
ら
れ
た
周
子

太
極
図
を
想
起
し
え
た
。
こ
の
図
は
最
上
段
の
太
極
か
ら
一
段
下
の
陰
陽
、

さ
ら
に
下
段
の
五
行
以
下
へ
と
、
万
物
が
化
成
す
る
は
た
ら
き
を
表
わ
す
も

の
で
あ
る
。
中
で
も
五
行
の
中
央
に
土
が
置
か
れ
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
よ
う

に
木
・
火
・
金
・
水
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

　
こ
の
五
行
の
中
央
・
土
と
か
ら
め
て
、
古
代
に
お
け
る
土
牛
の
習
俗
を
想

起
し
て
み
る
。
土
牛
と
は
『
公
事
根
源
』
に
、

　
大
寒
の
日
、
夜
半
に
陰
陽
師
土
牛
童
子
の
像
を
門
口
に
立
つ
。
陽
明
・

待
賢
門
は
青
色
の
土
牛
を
立
つ
。
美
福
・
朱
雀
門
に
は
赤
色
な
り
。
談

天
・
藻
壁
門
は
白
色
な
り
。
安
嘉
・
偉
鑒
門
に
は
黒
色
な
り
。
郁
芳
・
皇

嘉
・
殷
富
・
達
智
の
四
門
に
は
黄
色
を
た
つ
る
な
り
…
…
四
方
の
門
に
、

ま
た
黄
色
の
土
牛
を
た
て
く
は
ふ
る
は
中
央
土
の
い
ろ
な
り
。
木
火
金

水
に
土
は
は
な
れ
ぬ
理
有
。
慶
雲
二
年
天
下
疫
癘
さ
か
り
に
し
て
、
百

姓
お
ほ
く
う
せ
た
り
し
か
ば
、
土
牛
を
つ
く
り
追
儺
と
い
ふ
事
は
じ
ま

り
き
。（
傍
線
部
筆
者
。『
古
事
類
苑
』
本
の
表
記
な
ど
を
改
め
た
も
の
）

と
あ
る
も
の
で
あ
る
。

　
混
沌
と
縁
の
あ
る
「
ぬ
つ
へ
つ
ほ
ふ
」
の
次
（
丁
裏
）
に
「
牛
鬼
」
が
く

る
の
は
土
牛
へ
と
連
想
を
展
開
さ
せ
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
、

混
沌
か
ら
太
極
図
を
想
起
し
、
図
中
混
沌
か
ら
陰
陽
を
経
て
展
開
し
た
五
行

の
中
央
―
土
に
着
目
し
て
、
土
牛
を
連
想
し
、
牛
鬼
に
か
ら
め
た
の
で
は
な

か
っ
た
か
。
宣
明
暦
刊
本
に
付
載
さ
れ
た
「
太
極
已
判
図
」
や
『
和
漢
三
才

図
会
』
巻
五
暦
占
類
に
載
る
「
伏
羲
六
十
四
卦
之
次
序
」
図
で
は
、
円
の
中

心
に
太
極
が
き
て
い
て
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
と
太
極
図
で
五
行
の
中
央
に
来
る

土
と
を
重
ね
、
更
に
土
牛
に
つ
な
げ
た
と
い
う
推
測
も
可
能
で
あ
る
。

　
さ
て
、
石
燕
が
「
化
物
づ
く
し
」「
百
怪
図
巻
」
あ
る
い
は
そ
れ
ら
と
同

系
統
の
妖
怪
絵
巻
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
通
説
で
あ
り
、
筆
者
の
一
連
の

論
考
で
も
た
び
た
び
触
れ
た
。
し
か
し
牛
鬼
に
関
し
て
は
、
先
行
す
る
絵
巻

に
描
か
れ
た
牛
鬼
と
大
い
に
異
な
る
姿
態
を
し
て
い
る
。
絵
巻
の
牛
鬼
は
身

体
が
蜘
蛛
の
よ
う
で
あ
り
、
水
牛
の
よ
う
な
角
が
頭
に
あ
り
、
耳
ま
で
裂
け
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た
口
に
鋭
い
牙
を
有
し
た
形
相
で
あ
る
。
一
方
、
石
燕
描
く
牛
鬼
は
、
全
体

的
に
牛
の
形
態
を
と
ど
め
て
い
て
、
蜘
蛛
の
如
き
身
体
は
も
ち
あ
わ
せ
な

い
。

　
な
ぜ
石
燕
は
か
よ
う
に
描
い
た
か
。
一
つ
に
は
、
石
燕
の
牛
鬼
が
土
牛
を

意
識
し
て
描
か
れ
た
も
の
だ
か
ら
と
考
え
れ
ば
納
得
が
い
く
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
牛
鬼
と
い
え
ば
、
向
島
の
牛
御
前
社
）
（注

（
注

の
こ
と
を
石
燕
は
知
っ
て
い

た
は
ず
で
あ
る
。『
古
郷
帰
の
江
戸
咄
』
で
は
、
牛
御
前
の
祭
神
を
牛
鬼
と

し
て
い
る
が
、
蜘
蛛
の
如
き
体
と
は
書
い
て
い
な
い
。
古
浄
瑠
璃
『
丑
御
前

の
御
本
地
』
で
も
丑
御
前
は
あ
く
ま
で
「
十
丈
の
牛
」
に
変
じ
た
と
す
る
。

こ
う
し
た
資
料
を
石
燕
が
知
っ
て
い
た
可
能
性
は
ゼ
ロ
で
は
な
い
。
ま
た

『
画
図
』
よ
り
後
の
資
料
と
な
る
が
、『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
巻
二
十
一
葛

飾
郡
巻
二
で
牛
御
前
社
を
見
る
に
、『
本
所
総
鎮
守
牛
御
前
王
子
権
現
略
縁

起
』
に
基
づ
き
、「
位
冠
セ
シ
老
翁
ア
リ
、
云
、
国
土
悩
乱
ア
ラ
バ
、
ワ
レ

首
に
牛
頭
ヲ
載
キ
悪
魔
降
伏
ノ
形
相
ヲ
現
シ
、
国
家
ヲ
守
護
セ
ン
ト
ス
」
と

あ
る
。
蜘
蛛
の
体
を
持
つ
牛
鬼
の
イ
メ
ー
ジ
は
牛
御
前
社
に
は
な
か
っ
た
と

い
っ
て
よ
い
。
こ
の
こ
と
も
、
石
燕
が
化
け
物
絵
巻
類
の
牛
鬼
像
を
採
用
し

な
か
っ
た
理
由
と
な
ろ
う
。

　
筆
者
は
も
う
一
つ
、
牛
の
姿
に
近
い
牛
鬼
を
描
い
た
理
由
を
考
え
る
が
、

そ
れ
は
四
に
譲
る
。

四
　
牛
鬼
か
ら
う
わ
ん
へ

　
牛
鬼
と
見
開
き
で
対
す
る
の
は
「
う
わ
ん
」
な
る
化
け
物
で
あ
る
。『
狂

言
記
』
で
「
鬼
清
水
」
を
見
る
と
「
憎
い
や
つ
の
、
七
つ
過
ぎ
て
人
の
来
ぬ

所
へ
、
お
の
れ
め
が
来
た
。
一
口
に
取
つ
て
か
ま
ふ
、
わ
ん
〳
〵
と
申
す
程

に
）
（注

（
注

」
と
あ
り
、
ワ
ン
ワ
ン
と
は
鬼
の
咆
哮
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
う
わ
ん
の
名
称
は
「
う
わ
ん
う
わ
ん
」
か
ら
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、

「
ワ
ン
ワ
ン
」
同
様
、
こ
れ
は
鬼
の
咆
哮
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
で
あ
る
と
み
な
さ

れ
る
か
ら
、
う
わ
ん
は
鬼
の
一
種
だ
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　
石
燕
描
く
「
う
わ
ん
」
の
図
柄
は
、
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
か
ら
し
て
絵
巻
「
百

怪
図
巻
」「
化
物
づ
く
し
」
に
描
か
れ
る
も
の
の
流
れ
を
く
む
。
こ
の
ジ
ェ

ス
チ
ャ
ー
に
つ
い
て
は
、
工
藤
早
弓
が
紹
介
す
る
奈
良
絵
本
『
羅
生
門
）
（注

（
注

』
に

登
場
す
る
鬼
が
、
似
た
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
を
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
ま

た
先
行
の
妖
怪
絵
巻
に
描
か
れ
る
「
う
わ
ん
（
う
は
ん
）」
の
顔
は
獅
子
口

の
面
を
モ
デ
ル
に
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
以
下
、
石
燕
「
う
わ
ん
」
図
の
趣
向
を
読
み
解
こ
う
。
ま
ず
は
鬼
と
の
縁

か
ら
『
伊
勢
物
語
』
の
第
六
段
―
い
わ
ゆ
る
芥
川
の
段
を
想
起
す
る
こ
と
に

す
る
。
内
容
は
、

　「
男
」
が
高
子
を
背
負
っ
て
駆
け
落
ち
す
る
が
、
芥
川
を
越
し
た
と
こ
ろ

で
夜
に
な
り
、
雷
雨
に
み
ま
わ
れ
た
の
で
、
打
ち
捨
て
ら
れ
た
蔵
の
奥
に
彼

女
を
置
き
、
戸
口
で
見
張
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
何
者
か
が
高
子
を
か
ど

わ
か
す
。
あ
な
や
の
悲
鳴
も
雷
の
音
に
か
き
消
さ
れ
、「
男
」
は
そ
れ
に
気

付
か
な
い
。
鬼
が
一
口
に
食
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
彼
は
悲
嘆
に
く
れ
る
。

と
こ
ろ
が
実
は
、
高
子
の
兄
弟
が
彼
女
を
奪
還
し
た
の
だ
っ
た
。
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と
い
う
お
な
じ
み
の
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
第
六
段
の
挿
絵
を
近
世

版
本
で
見
て
み
る
。
た
と
え
ば
、
国
会
図
書
館
蔵
・
慶
長
十
三
年
刊
本
（
古

活
字
版
第
一
種
イ
本
と
さ
れ
る
も
の
）
第
十
丁
裏
に
あ
る
挿
絵
で
は
、
図
の

右
側
に
、
芥
川
の
ほ
と
り
に
生
え
る
一
本
の
柳
の
木
が
大
き
く
描
か
れ
る
。

そ
し
て
川
を
挟
ん
で
左
側
に
高
子
を
負
っ
て
逃
げ
る
「
男
」
の
姿
が
見
え

る
。
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
・
寛
文
二
年
刊
本
第
八
丁
表
に
も
同
様
の
図
柄

が
認
め
ら
れ
る
。
同
館
蔵
・
元
禄
十
五
年
刊
（
伊
藤
勘
兵
衛
・
礒
田
太
良
兵

衛
版
）『
新
板
絵
入
伊
勢
物
語
か
う
し
や
く
付
』
を
見
る
に
、
第
二
丁
裏
鼇

頭
の
挿
絵
は
「
男
」
と
高
子
が
芥
川
を
間
に
お
い
て
柳
の
木
と
向
か
い
あ
う

構
図
で
あ
る
。
延
享
四
年
刊
（
吉
野
屋
藤
兵
衛
版
）『
改
正
伊
勢
物
語
』
第

十
二
丁
表
の
挿
絵
は
画
面
右
側
に
柳
、
芥
川
を
は
さ
ん
で
左
側
に
高
子
を
背

負
っ
た
「
男
」
が
配
さ
れ
て
い
る
。
版
本
の
挿
絵
に
限
ら
ず
、
東
京
国
立
博

物
館
蔵
・
住
吉
如
慶
画
「
伊
勢
物
語
絵
巻
」
の
芥
川
の
場
面
に
も
、
や
は
り

柳
が
配
さ
れ
て
お
り
（
東
博
の
画
像
検
索
で
確
認
で
き
る
）、
鈴
木
春
信
の

「
見
立
芥
川
」（「
男
」
の
や
つ
し
が
若
衆
と
奴
と
二
種
あ
る
が
、
そ
の
両
方
）

に
も
柳
が
描
か
れ
る
）
（注

（
注

。

　
以
上
か
ら
し
て
、
近
世
に
お
い
て
は
、
芥
川
の
段
の
図
像
に
柳
を
描
き
こ

む
伝
統
が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
）
（注

（
注

。
と
こ
ろ
で
、『
画
図
百
鬼
』
の
う
わ
ん

は
「
柳
」
の
陰
か
ら
脅
す
「
鬼
類
」
で
あ
る
。
う
わ
ん
図
の
柳
は
、
挿
絵
に

柳
が
そ
え
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
芥
川
の
段
を
想
起
さ
せ
る
た
め
の
信
号
の
よ

う
な
も
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
ま
で
考
え
が
及
べ
ば
、
う
わ
ん
の
前
に
築
地

の
崩
れ
が
描
か
れ
る
の
が
、『
伊
勢
物
語
』
の
第
五
段
を
踏
ま
え
た
も
の
で

は
な
い
か
と
も
、
思
わ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
第
五
段
に
は
、

　「
男
」
が
東
五
条
邸
に
い
る
高
子
の
も
と
へ
忍
ん
で
い
く
際
、
門
か
ら
入

る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
童
ど
も
が
イ
タ
ズ
ラ
し
た
築
地
の
崩
れ
か
ら
通
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、「
男
」
が
密
々
に
来
邸
す
る
の
を
察
知
し
た
あ
る
じ
は
築

地
に
毎
晩
見
張
り
を
置
い
た
の
で
、
二
人
は
逢
え
な
く
な
っ
た
。

　
と
い
う
、
芥
川
の
段
同
様
、「
男
」
と
高
子
の
関
係
を
描
い
た
、
お
な
じ

み
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
る
。

　『
伊
勢
物
語
』
芥
川
の
段
で
は
、
高
子
を
奪
還
し
た
の
が
鬼
な
ら
ぬ
人
間

で
あ
っ
た
け
れ
ど
、
石
燕
は
そ
の
鬼
な
る
も
の
を
「
う
わ
ん
」
と
し
、
築
地

の
崩
れ
の
番
と
し
て
据
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
う
わ
ん
図
は
『
伊
勢
物
語
』
第
五
、六
段
の
パ
ロ
デ
ィ
だ
と
い
う

解
を
筆
者
は
提
示
し
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
先
に
牛
鬼
の
図
柄
が
土
牛
と
関
係
す
る
も
の
で
あ
る

と
考
え
た
。
土
牛
に
つ
い
て
中
山
太
郎
の
考
察
が
あ
り
）
（注

（
注

、
鄭
玄
の
『
礼
記
註

疏
』
を
引
い
て
、
季
冬
は
墳
墓
に
四
司
の
気
が
あ
り
、
そ
れ
が
癘
鬼
と
な
り

強
陰
に
乗
じ
て
人
を
害
す
る
の
で
、
土
牛
を
作
っ
て
祓
う
の
だ
と
い
う
、
中

国
の
例
を
紹
介
し
て
い
る
。
土
牛
を
意
識
し
て
描
い
た
ら
し
い
牛
鬼
が
、
鬼

類
の
う
わ
ん
と
見
開
き
で
対
峙
す
る
組
合
わ
せ
は
、
土
牛
と
疫
鬼
と
の
関
係

を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
土
牛
が
厄
祓
い
の
機
能
を
有
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す
る
こ
と
と
反
対
で
、
牛
鬼
は
化
物
だ
け
に
、
祓
う
ど
こ
ろ
か
鬼
を
呼
び
寄

せ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
点
が
諧
謔
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
趣
向
は
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
る
ま
い
。

　
牛
鬼
図
と
、
う
わ
ん
図
と
を
、
見
開
き
で
一
つ
の
構
図
と
み
な
し
、
改
め

て
柳
に
注
意
す
る
と
、
も
う
一
つ
の
趣
向
が
見
え
て
く
る
。

　
す
な
わ
ち
、
禅
画
「
十
牛
図
」
の
う
ち
第
三
図
「
見
牛
」
が
想
起
さ
れ
る

の
で
あ
る
。『
四
部
録
』
に
収
め
ら
れ
た
「
十
牛
図
」
に
は
、
柳
の
生
え
た

岸
辺
に
牛
が
尻
と
尾
だ
け
見
せ
て
い
て
、
そ
れ
を
発
見
し
た
童
子
が
追
い
か

け
る
絵
が
見
ら
れ
る
）
（注

（
注

。
見
牛
図
に
柳
が
描
か
れ
る
理
由
は
、
廓
庵
師
遠
の
手

に
な
る
以
下
の
頌
、

　
　
黄
鸎
枝
上
一
声
声

　
　
日
暖
風
和
岸
柳
青

　
　
只
此
更
無
廻
避
処

　
　
森
森
頭
角
画
難
成

　
の
う
ち
第
二
句
に
「
日
暖
か
に
風
和
や
か
に
し
て
岸
柳
青
し
」
と
あ
る
こ

と
に
よ
る
。

ま
た
、『
四
部
録
』
本
に
は
、

　
　
青
柳
の
糸
の
中
な
る
春
の
日
に
つ
ね
遥
な
る
か
た
ち
を
ぞ
見
る

ほ
へ
け
る
を
し
る
へ
に
し
つ
ゝ
あ
ら
う
し
の
影
み
る
程
に
尋
ね
来
に

け
り

　
と
い
う
正
徹
書
記
の
和
歌
が
添
え
て
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
も
参
考
に
な
る
。

　
牛
鬼
と
う
わ
ん
の
二
図
を
一
つ
の
構
図
と
し
て
な
が
め
て
み
る
と
、
叢
を

か
き
わ
け
て
出
没
し
た
牛
鬼
を
、
う
わ
ん
が
柳
陰
か
ら
見
つ
け
る
図
に
見
て

と
れ
る
。
う
わ
ん
が
童
子
で
、
牛
鬼
が
牛
、
そ
こ
に
柳
が
と
り
あ
わ
さ
れ
、

見
牛
図
の
パ
ロ
デ
ィ
に
な
っ
て
い
る
と
み
な
せ
よ
う
。
悟
り
に
至
る
階
梯
を

表
す
絵
を
化
け
物
絵
に
転
じ
た
滑
稽
で
あ
る
。
牛
鬼
を
蜘
蛛
の
よ
う
な
身
体

の
化
け
物
に
描
か
な
か
っ
た
理
由
の
も
う
一
つ
は
、
見
牛
図
の
パ
ロ
デ
ィ
と

し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

　
こ
こ
ま
で
鳥
山
石
燕
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
の
化
け
物
の
図
の
読
み
解
き
を

行
っ
て
き
た
。

　
そ
も
そ
も
『
画
図
百
鬼
』
の
全
貌
が
、
要
を
得
た
解
説
を
伴
っ
て
、
大
衆

に
う
か
が
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
拙
稿
で
も
た
び
た
び
引
い
た
『
鳥
山

石
燕 

画
図
百
鬼
夜
行
』（
国
書
刊
行
会
）
の
刊
行
を
契
機
と
す
る
。
こ
れ
が

一
九
九
二
年
の
こ
と
で
、
翌
年
、
鳥
取
県
境
港
に
水
木
し
げ
る
ロ
ー
ド
が
オ

ー
プ
ン
し
た
。
九
七
年
に
は
雑
誌
「
季
刊
　
怪(K

W
A
I)

」
が
創
刊
し
、
多

田
克
己
に
よ
る
、『
画
図
百
鬼
』
の
妖
怪
た
ち
の
画
期
的
な
絵
解
き
の
連
載

が
始
ま
る
。
奇
し
く
も
、
こ
の
年
、
国
書
刊
行
会
は
『
鳥
山
石
燕 

画
図
百

鬼
夜
行
』
の
第
二
版
を
出
し
た
。
こ
の
よ
う
に
『
画
図
百
鬼
』
が
研
究
の
対

象
に
な
っ
て
い
く
か
た
わ
ら
で
、
妖
怪
た
ち
は
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
界
の
人
気

者
と
し
て
、
多
岐
に
わ
た
る
メ
デ
ィ
ア
に
進
出
し
、
み
や
げ
も
の
や
フ
ァ
ン

シ
ー
グ
ッ
ズ
の
デ
ザ
イ
ン
に
も
利
用
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
そ
の
一
方
で
筆
者
は
、『
画
図
百
鬼
』
を
出
版
前
後
の
時
代
の
視
点
か
ら
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読
み
解
く
作
業
が
進
ま
な
い
こ
と
に
、
意
外
の
念
を
抱
い
て
い
た
。
そ
の
中

で
、
北
城
伸
子
に
よ
る
二
本
の
論
考
）
（注

（
注

は
、
筆
者
の
発
想
を
先
取
り
す
る
も
の

で
、
大
変
意
義
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
残
念
な
が
ら
、
北
城
論
文
は

『
画
図
百
鬼
』
全
巻
に
わ
た
る
解
読
作
業
は
目
的
と
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で

筆
者
は
北
城
論
文
の
発
想
に
刺
激
を
受
け
る
形
で
、『
画
図
百
鬼
』
全
図
の

解
読
に
あ
た
っ
た
の
で
あ
る
。

　
拙
稿
に
一
貫
し
た
問
題
意
識
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
江
戸
の
町

に
生
き
た
知
識
人
・
石
燕
は
、
ど
の
よ
う
な
趣
向
を
個
々
の
化
け
物
絵
図
に

凝
ら
し
た
の
か
？
そ
こ
で
、
ま
ず
は
各
図
に
込
め
ら
れ
た
諧
謔
的
趣
向
を
明

ら
か
に
し
た
。

　
加
え
て
、
隣
り
合
う
図
と
図
の
つ
な
が
り
に
も
注
意
し
た
。
一
体
一
体
の

図
を
切
り
離
し
て
読
み
解
く
姿
勢
で
は
、
た
と
え
ば
本
稿
で
取
り
上
げ
た
牛

鬼
と
う
わ
ん
の
ペ
ア
の
ご
と
く
、「
十
牛
図
」
の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
、
二
図

を
一
構
図
と
み
な
し
て
も
楽
し
め
る
と
い
っ
た
発
見
に
至
ら
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。

　
た
だ
『
画
図
百
鬼
』
の
読
み
解
き
は
、
拙
解
を
も
っ
て
正
解
と
す
る
に
は

不
足
で
あ
り
、
今
後
新
た
な
読
み
解
き
が
諸
氏
か
ら
示
さ
れ
る
こ
と
を
俟

つ
。

　
ま
た
、『
画
図
百
鬼
』
の
序
跋
を
ど
う
と
ら
え
る
か
の
問
題
も
残
さ
れ
た

し
、
ほ
か
に
も
、
陽
の
巻
に
関
し
て
、
目
録
と
初
版
本
と
目
さ
れ
る
も
の
の

図
像
群
に
齟
齬
が
あ
る
問
題
な
ど
、
検
討
す
べ
き
課
題
は
少
な
く
な
い
。
こ

れ
ら
に
つ
い
て
も
、
文
学
研
究
の
分
野
に
限
ら
ず
、
広
い
方
面
で
検
討
が
な

さ
れ
る
こ
と
を
祈
る
。 

　
最
後
に
一
連
の
拙
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
全
て
の
先
学
の
成
果
に
心
よ
り
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

注（
注
1
）「
日
本
文
学
研
究
」
第
五
四
号
〈
梅
光
学
院
大
学
日
本
文
学
会
〉
二
〇 

一
八
「
鳥
山
石
燕
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
風
の
巻
を
読
む
（
そ
の
二
）」

（
注
（
）『
百
鬼
夜
行
の
世
界
』〈
人
間
文
化
機
構
監
修
　
角
川
学
芸
出
版
　
二
〇 

〇
九
〉
十
～
十
三
頁

（
注
（
）（
注
（
）
と
同
書
十
九
頁
。
な
お
、
あ
ご
ひ
げ
の
ば
け
物
は
百
鬼
夜
行
絵

巻
の
う
ち
、
真
珠
庵
本
の
最
も
古
い
模
写
本
と
さ
れ
る
伊
藤
家
本
の
ほ
か
、

国
立
国
会
図
書
館
蔵
「
百
鬼
夜
行
絵
巻
（
す
本
）」、
東
京
国
立
博
物
館
の
い

わ
ゆ
る
東
博
模
本
に
も
見
ら
れ
る
。
ば
け
物
の
か
ぶ
る
布
は
、
東
博
模
本
で

は
濃
淡
を
施
し
た
薄
青
で
全
体
が
塗
ら
れ
、
伊
藤
家
本
で
は
布
の
立
体
感
を

出
す
た
め
彩
色
は
部
分
的
に
と
ど
め
、
や
や
黒
み
が
勝
っ
た
薄
青
を
施
し
て

い
る
。
伊
藤
家
本
以
下
は『
百
鬼
夜
行
絵
巻
の
謎
』〈
集
英
社
新
書
ヴ
ィ
ジ
ュ

ア
ル
版 

小
松
和
彦 

二
〇
〇
八
〉
に
掲
載
さ
れ
た
写
真
参
照
。

（
注
（
）
宝
永
五
年
正
月
大
伝
馬
町
鱗
形
屋
刊 

天
満
八
太
夫
正
本
『
あ
い
ご
の
若
』。

折
口
信
夫
が
一
九
一
八
年
『
土
俗
と
伝
説
』
第
一
巻
一
～
三
に
発
表
し
た
「
愛

護
若
」
で
紹
介
し
て
有
名
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
浄
瑠
璃
『
愛
護
若
塒
箱
』

で
は
呪
言
を
筆
の
跡
と
し
て
残
す
。

（
注
（
）
国
書
刊
行
会
叢
書
江
戸
文
庫
二
七
『
続
百
物
語
怪
談
集
成
』
に
収
録
。

一
六
三
～
一
六
九
頁
参
照

（
注
（
）
折
口
が
見
た
宝
永
五
年
刊
天
満
八
太
夫
正
本
『
あ
い
ご
の
若
』
に
興
味
深

い
挿
絵
が
あ
る
。
見
開
き
右
側
《
第
七
丁
裏
》
の
上
半
分
に
は
、
麻
薮
に
隠



－ （7 －

鳥
山
石
燕
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
風
の
巻
を
読
む
（
そ
の
三
）

れ
た
愛
護
若
を
見
つ
け
て
姥
が
棒
を
振
り
か
ざ
し
打
ち
据
え
よ
う
と
す
る
場

面
が
描
か
れ
る
。
当
該
丁
の
下
半
分
に
は
唐
崎
の
松
と
愛
護
若
、
見
開
き
左

側
・
第
八
丁
表
に
は
滝
つ
ぼ
に
身
投
げ
す
る
愛
護
若
を
見
て
驚
く
法
師
た
ち

の
姿
が
描
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
挿
絵
を
石
燕
が
見
て
、
姥
を
仮
託
し
た
苧

う
に
と
青
坊
主
の
組
み
合
わ
せ
を
発
想
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
国
立
国
会

図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
参
照
。

（
注
7
）『
鳥
山
石
燕 

画
図
百
鬼
夜
行
』《
国
書
刊
行
会
　
一
九
九
二
》
八
八
頁

（
注
8
）「
絵
解
き
画
図
百
鬼
夜
行
の
妖
怪
」「
季
刊
怪
（
Ｋ
Ｗ
Ａ
Ｉ
）」
第
零
号 

一
九 

九
七
年
十
月 

一
八
七
頁

（
注
9
）「
絵
解
き
画
図
百
鬼
夜
行
の
妖
怪
」「
怪
（
Ｋ
Ｗ
Ａ
Ｉ
）」
十
七 

二
〇
〇
四

年
十
月 

二
九
三
頁

（
注
10
）「
中
國
詩
文
論
叢
」
二
五
《
二
〇
〇
六
年
十
二
月
》
一
九
五
―
二
〇
六
頁

／
同
二
六
《
二
〇
〇
七
年
十
月
》
一
七
五
～
一
八
五
頁
／
同
二
七
《
二
〇
〇
八

年
十
二
月
》一
九
八
―
二
一
一
頁
。
な
お
以
上
の
論
考
は『
日
中
怪
異
譚
研
究
』

〈
汲
古
書
院
　
二
〇
二
〇
〉
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

（
注
11
）『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
上
夏
に
見
え
る
白
居
易
の
「
盧
橘
子
低
れ
て
山
雨
重

し
　
栟
櫚
葉
戦
い
て
水
風
涼
し
」
の
詩
句
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
盧

橘
は
『
増
註
唐
詩
五
言
律
句
三
体
家
法
』
巻
之
上
に
収
め
る
戴
叔
倫
「
湘
南

即
事
」
の
増
註
を
見
る
に
、「
即
枇
杷
也
」
と
あ
る(

『
正
字
通
』
や
『
本
草

綱
目
』
で
は
枇
杷
説
は
否
定
さ
れ
る)

。
と
す
る
と
、
青
坊
主
の
背
景
に
枇

杷
を
、
ぬ
つ
へ
つ
ほ
ふ
の
背
景
に
棕
櫚(

栟
櫚)

を
配
し
た
の
は
、
こ
の
詩

句
を
意
識
し
て
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。
し
か
し
『
朗
詠
集
』
で
は
花
橘
の

見
出
し
が
掲
げ
ら
れ
、
北
村
季
吟
『
和
漢
朗
詠
集
註
』
上
を
見
る
に
、
盧
橘

は
「
は
な
た
ち
ば
な
」
と
し
て
い
る
か
ら
、『
朗
詠
集
』
の
白
詩
は
無
理
に

想
定
し
な
く
と
も
よ
い
。

（
注
1（
）
古
く
は
『
吾
妻
鏡
』
建
長
二
年
の
記
事
に
「
三
月
大
、
六
日
丙
寅
、
武
蔵

国
浅
草
寺
如
牛
者
忽
然
出
現
、
奔
走
于
寺
、
于
時
寺
僧
五
十
口
計
食
堂
之
間

集
会
也
。
見
件
之
恠
異
廿
四
人
立
所
受
病
痾
、
起
居
進
退
不
成
居
風
云
々
、

七
人
即
座
死
云
々
」
と
見
え
る
。
貞
享
四
年
刊
『
古
郷
帰
の
江
戸
咄
』
巻
五

の
十
一
「
牛
御
前
」
に
、
こ
こ
の
祭
神
は
建
長
の
頃
、
浅
草
川
か
ら
牛
鬼
が

出
て
人
民
を
悩
ま
し
浅
草
観
音
堂
に
入
っ
て
休
ん
だ
ま
ま
行
方
が
わ
か
ら
な

く
な
っ
た
の
を
祀
っ
た
と
あ
り
、『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
が
浅
草
川
か
ら
出
た

牛
鬼
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
古
浄
瑠
璃
『
丑
御
前
の
御
本
地
』
は
、
こ
の
牛

御
前
の
伝
説
を
利
用
し
た
も
の
で
、
鬼
神
の
如
き
丑
御
前
は
、
十
丈
の
牛
と

変
じ
て
敵
に
向
か
い
入
間
川
の
水
を
ふ
か
せ
、
頼
光
軍
を
た
じ
ろ
が
せ
た
す

え
、
入
間
川
に
折
々
出
没
す
る
。
江
戸
の
石
燕
は
向
島
須
崎
の
牛
御
前
の
こ

と
は
知
っ
て
い
た
ろ
う
。『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
テ
キ
ス
ト
は
国
立
国
会

図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
公
開
さ
れ
る
明
治
十
七
年
内
務
省
地
理

局
に
よ
る
翻
刻
に
よ
っ
た
。

（
注
1（
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
五
八
『
狂
言
記
』（
岩
波
書
店
）
三
二
八
頁

（
注
1（
）『
奈
良
絵
本
』
上
〈
京
都
書
院
ア
ー
ツ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
71
〉
一
九
九
七
年

　
一
八
九
頁

（
注
1（
）
慶
長
十
三
年
古
活
字
版
第
一
種
イ
本
は
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
「
伊
勢
物
語
」
で
検
索
の
こ
と
。
人
文
学
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
共
同

利
用
セ
ン
タ
ー
で
国
文
学
研
究
資
料
館
・
鉄
心
斎
文
庫
旧
蔵
の
『
伊
勢
物
語
』

諸
本
の
デ
ジ
タ
ル
画
像
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。
寛
文
か
ら
延
享
ま
で
の
刊
本

の
画
像
は
そ
ち
ら
を
参
照
。

（
注
1（
）『
伊
勢
物
語
』
芥
川
の
段
の
絵
に
関
す
る
研
究
は
、た
と
え
ば
山
本
登
郎
「
地

下
水
脈
の
探
究
―
『
伊
勢
物
語
』
の
絵
巻
・
絵
本
と
絵
入
り
版
本
―
」〈
久

下
裕
利
編
『
物
語
絵
・
歌
仙
絵
を
考
え
る
―
変
容
の
軌
跡
』
武
蔵
野
書
院
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鳥
山
石
燕
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
風
の
巻
を
読
む
（
そ
の
三
）

二
〇
一
一
〉
な
ど
が
あ
る
。

（
注
17
）『
信
仰
と
民
俗
』〈
現
代
叢
書
（（
〉
三
笠
書
房
　
一
九
四
三
　
一
一
一
～

一
一
二
頁

（
注
18
）『
四
部
録
』
は
た
と
え
ば
早
稲
田
大
学
図
書
館
雲
英
文
庫
蔵
（
刊
年
不
明
）

の
も
の
が
デ
ジ
タ
ル
画
像
公
開
さ
れ
て
い
る
し
、
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
慶

安
二
年
刊
山
屋
作
右
衛
門
版
の
も
の
も
デ
ジ
タ
ル
画
像
を
閲
覧
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
同
館
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、『
四
部
録
』
寛
永

八
年
、
寛
文
十
二
年
、
元
禄
十
一
年
の
い
ず
れ
の
版
本
に
も
頌
・
和
歌
・
図

と
も
に
同
様
の
も
の
が
見
え
る
。
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
蔵
『
五
味
禅
』

所
収
「
十
牛
図
」
の
第
三
図
に
は
牛
の
頭
が
画
面
の
左
に
覗
き
、
そ
れ
を
発

見
す
る
童
子
が
川
を
は
さ
ん
で
左
側
に
描
か
れ
て
い
る
。
画
面
上
部
に
は
柳

条
が
見
え
る
。

（
注
19
）「
謎
解
き
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
―
鳥
山
石
燕
の
構
成
方
法
を
め
ぐ
っ
て
」 

（「
京
都
精
華
大
学
紀
要
」
二
二
　
二
〇
〇
二
）「
明
け
な
き
夜
の
百
鬼
夜
行

―
鳥
山
石
燕
『
画
図
百
鬼
夜
行
』
の
構
成
方
法
」（「
国
文
学
解
釈
と
教
材
の

研
究
」
五
二
―
十
一
　
二
〇
〇
七
）


