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に
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て
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安
楽
寺
は
周
知
の
如
く
、
菅
原
道
真
を
祀
る
太
宰
府
天
満
宮
が
、
明
治
初
年
(
五
年
)
の
廃

仏
殿
釈
で
神
仏
混
清
の
祭
典
を
廃
さ
れ
る
ま
で
の
呼
称
で
あ
る
。
当
初
は
天
満
宮
安
楽
寺
と

も
、
安
楽
寺
天
三
宮
と
も
称
し
た
。
神
社
の
お
け
る
神
宮
寺
の
そ
れ
と
は
非
常
に
似
て
い
る

が
、
両
者
の
関
係
は
切
り
離
せ
な
い
、
む
し
ろ
一
体
の
関
係
を
も
っ
て
歩
ん
で
き
た
歴
史
を
も

つ
て
い
る
。

 
安
楽
寺
の
草
創
は
、
延
喜
元
年
(
九
〇
一
)
正
月
、
時
の
左
大
臣
藤
原
時
平
の
議
奏
に
よ
っ

て
、
大
宰
権
帥
と
し
て
左
遷
さ
れ
た
菅
原
道
真
が
、
同
三
年
、
大
宰
府
の
配
所
に
麗
じ
た
こ
と

に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る
。
そ
の
明
確
な
年
代
は
知
ら
れ
な
い
が
、
道
真
の
墓
所
の
上
に
廟
が
建

て
ら
れ
、
安
楽
寺
と
称
し
た
の
は
、
延
喜
五
年
(
九
〇
五
)
を
さ
か
の
ぼ
ら
ぬ
延
喜
年
中
(
九

〇
五
～
九
二
二
)
と
考
え
ら
れ
る
。
註
ω

 
安
楽
寺
は
当
初
は
全
く
の
三
二
寺
院
一
i
す
な
わ
ち
、
菅
原
氏
の
氏
寺
で
あ
り
、
天
満
宮
は

ま
た
道
真
の
廟
で
あ
っ
た
。
後
述
の
よ
う
に
、
そ
の
別
当
職
に
は
菅
原
氏
よ
り
、
道
真
の
子
孫

が
選
ば
れ
、
し
か
も
そ
の
補
任
権
が
菅
原
氏
氏
長
者
に
掌
握
さ
れ
て
こ
こ
よ
り
発
す
る
氏
喋
が

効
力
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
の
貴
族
各
氏
の
氏
長
者
の
所
有
し
て
い
た
権
限
に
か
っ
て

の
古
代
豪
族
長
の
有
し
て
い
た
と
同
様
な
氏
神
ま
た
は
氏
寺
の
祭
祀
・
管
理
権
が
引
つ
づ
き
見

ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
そ
の
氏
寺
的
性
絡
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。
や
が
て
二
代
別
当
鎮
延
(

道
真
の
孫
)
の
補
任
よ
り
、
太
政
官
符
を
も
っ
て
別
当
職
補
任
が
行
わ
れ
る
と
い
う
官
寺
的
性

絡
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
な
お
菅
原
氏
氏
寺
と
し
て
の
性
絡
を
変
え
た
も
の
で
は
な
い
。

安
楽
寺
草
創
後
五
十
年
た
ら
ず
に
し
て
、
律
令
的
権
威
を
か
り
て
寺
の
地
位
を
高
め
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
の
時
期
の
寺
の
規
模
と
し
て
も
小
さ
く
、
堂
塔
の
建
立
も
二
堂
で

あ
り
、
大
宰
府
を
ひ
か
え
て
い
て
も
私
的
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
安
楽
寺
は
、
古
代
に
お
け
る
大
宰
府
管
内
の
社
寺
と
し
て
は
、
十
世
紀
に
入
っ
て
の

成
立
と
い
う
比
較
的
新
し
く
出
現
し
た
私
的
寺
院
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
宇
佐
宮
や
観

世
音
寺
と
比
較
す
れ
ば
、
全
く
当
時
に
お
け
る
新
興
勢
力
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
大
宰
府
の
結

び
つ
き
も
極
め
て
強
く
期
待
さ
れ
、
む
し
ろ
大
宰
府
に
よ
っ
て
そ
の
存
立
、
発
展
を
計
っ
て
行

か
ね
ば
な
ら
な
い
寺
院
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
点
、
大
宰
府
を
外
護
者
と
し
て
出
発
し

た
観
世
音
寺
と
同
様
な
関
係
に
お
か
れ
た
が
、
安
楽
寺
は
十
一
世
紀
に
入
る
と
自
ら
の
力
で
急

速
に
発
展
し
て
行
き
②
、
反
面
、
観
世
音
寺
は
余
り
に
も
大
宰
府
に
依
存
し
す
ぎ
、
寺
運
も
ま

た
度
々
の
火
災
に
よ
っ
て
衰
退
し
、
や
が
て
は
東
大
寺
の
末
寺
と
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
㈹
。

 
先
に
述
べ
た
安
楽
寺
の
一
見
、
官
寺
的
性
格
を
帯
び
て
き
た
こ
と
は
、
外
護
者
に
大
宰
府
を

仰
ぐ
た
め
に
も
好
都
合
で
あ
り
、
益
々
降
盛
に
向
い
つ
つ
あ
っ
た
天
神
信
仰
と
相
侯
っ
て
、
大

宰
府
官
人
と
し
て
下
向
し
た
申
央
貴
族
達
と
安
楽
寺
・
天
満
宮
と
の
結
び
つ
き
を
一
層
緊
密
に

さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
ω
。

 
寺
領
も
ま
た
大
宰
府
関
係
の
官
吏
の
寄
進
に
よ
っ
て
成
立
し
、
平
安
末
期
に
至
っ
て
最
大
に

達
し
た
。
数
十
町
か
ら
百
数
十
町
に
及
ぶ
荘
園
三
十
余
ケ
所
、
末
寺
、
末
社
も
数
ケ
所
に
及

び
、
宇
佐
八
幡
宮
・
弥
勒
寺
と
乏
も
に
九
州
の
荘
園
領
主
の
双
三
に
ま
で
発
展
を
見
た
。
こ
れ

ら
の
寺
領
成
立
の
様
相
は
「
安
楽
寺
草
創
日
記
」
㈲
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
寺
領
に
関
し
て
は

片
山
直
義
氏
「
古
代
末
期
の
安
楽
寺
領
」
 
(
福
岡
学
芸
大
学
紀
要
第
5
号
)
及
び
、
拙
稿
「
安

楽
寺
領
に
つ
い
て
」
 
(
史
創
9
号
)
参
照
。
結
論
の
み
い
え
ば
、
安
楽
寺
は
、
寄
進
地
系
荘
園

の
上
に
成
立
し
た
寺
院
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
の
寄
進
寺
領
は
ほ
ぼ
九
州
全
域
に
わ
た

っ
て
存
在
し
㈲
大
宰
府
管
内
(
九
州
)
か
ら
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
、
申
央
諸
大

寺
社
の
所
領
分
布
と
は
自
ら
異
っ
て
い
る
。
宇
佐
宮
と
同
じ
様
に
大
宰
府
の
援
護
の
下
に
、
そ

の
管
内
口
九
州
に
わ
た
っ
て
、
所
領
獲
得
の
動
き
を
行
っ
た
と
い
え
よ
う
。

 
安
楽
寺
の
性
格
の
、
九
州
の
他
の
旧
勢
力
た
る
大
寺
社
に
比
べ
て
、
成
立
の
問
題
に
お
い
て

相
違
が
見
ら
れ
る
点
に
注
意
し
た
い
。
宇
佐
八
幡
宮
の
草
創
は
古
く
、
国
家
的
神
に
上
昇
し
た

時
期
で
さ
え
奈
良
時
代
中
期
に
到
る
。
お
そ
ら
く
原
史
時
代
以
前
よ
り
つ
づ
い
て
い
た
祭
祀
の

歴
史
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
の
背
後
に
は
そ
の
地
域
社
会
に
お
け
る
有
力
な
土

豪
・
氏
族
(
宇
佐
・
大
神
・
辛
島
氏
な
ど
)
の
勢
力
と
信
仰
と
を
ひ
か
え
て
祭
祀
が
行
わ
れ
て

い
た
と
い
う
点
で
、
安
楽
寺
と
は
大
き
く
異
る
出
発
点
に
立
っ
て
い
る
。
宇
佐
宮
に
連
な
る
筑

前
筥
崎
宮
を
始
め
、
宗
像
社
、
肥
後
国
阿
蘇
社
な
ど
の
古
い
在
地
勢
力
と
密
着
し
た
勢
力
と
、

新
た
に
設
置
さ
れ
た
大
宰
府
に
よ
っ
て
祭
祀
が
始
め
ら
れ
た
り
、
そ
の
援
護
が
行
わ
れ
た
香
稚
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廟
、
観
世
音
寺
、
各
国
国
分
寺
(
こ
れ
は
律
令
国
家
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
)
、
 
安
楽
寺
天
満
宮

等
の
九
州
と
い
う
土
地
と
は
元
来
、
接
触
・
因
縁
が
な
く
て
、
中
央
政
権
或
は
そ
の
出
先
機
関

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
新
勢
力
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
相
違
が
そ
れ
ぞ

れ
の
発
展
の
歴
史
に
大
き
く
作
用
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
と
に
安
楽
寺
は
祭
祀
の
主
体
も
菅
原

道
真
と
い
う
中
央
貴
族
で
あ
り
、
そ
の
政
治
的
失
脚
者
の
怨
霊
を
鎮
め
る
た
め
に
公
的
な
権
力

で
以
て
草
創
さ
れ
、
手
長
せ
ら
れ
て
発
展
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
中
央
貴
族
-
大
宰
府
を

中
介
と
し
て
で
は
あ
る
が
一
と
の
結
び
つ
き
も
密
接
で
、
こ
と
に
領
家
を
菅
原
氏
氏
長
者
に

仰
ぐ
庄
園
領
主
に
成
長
し
て
か
ら
は
、
申
央
と
の
直
結
が
一
層
著
し
い
、
文
化
的
に
も
中
央
霊

化
を
移
植
し
、
大
宰
府
衰
退
後
の
大
宰
府
文
化
の
継
承
者
と
し
て
の
地
位
も
こ
こ
に
由
来
す
る

の
で
あ
ろ
う
。

 
以
上
、
安
楽
寺
の
特
質
に
つ
い
て
概
観
し
た
が
、
成
立
の
後
、
堂
舎
が
次
第
に
建
立
さ
れ
、

寺
領
も
増
加
し
て
行
く
に
つ
れ
、
寺
内
の
機
構
、
住
僧
も
整
備
さ
れ
、
寺
領
の
支
配
組
織
も
と

と
の
え
ら
れ
て
行
っ
た
。
こ
こ
で
は
主
と
し
て
、
安
楽
寺
の
中
心
で
あ
っ
た
天
満
宮
の
神
官
、

及
び
安
楽
寺
の
寺
家
の
組
織
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

㈲

 
天
満
宮
、
す
な
わ
ち
菅
原
道
真
の
墓
廟
に
建
て
ら
れ
た
神
殿
を
中
核
と
し
て
、
安
楽
寺
が
造

立
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
は
異
説
も
あ
っ
て
、
草
創
日
記
に
あ
ら
わ
れ
る
四

季
、
四
堂
が
天
満
宮
成
立
以
前
の
安
楽
寺
で
あ
る
と
い
う
考
え
で
、
奈
良
時
代
末
の
瓦
が
出
土

し
た
こ
と
か
ら
或
は
信
じ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
安
楽
寺
が
延
喜
年
中
以
前
に
す

で
に
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
全
く
無
名
の
存
在
で
あ
り
、
天
満
宮
の
成
立
を
み
て

は
じ
め
て
発
展
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
天
満
宮
と
安
楽
寺
は
一
体
と
見
倣
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と

考
え
て
い
る
。

 
安
楽
寺
、
天
満
宮
は
祭
ら
れ
る
対
象
が
菅
原
道
真
と
い
う
実
在
の
人
物
で
あ
り
、
ま
た
時
代

も
平
安
時
代
と
い
う
点
か
ら
、
成
立
当
初
よ
り
神
仏
混
清
の
神
社
で
あ
り
、
寺
院
で
あ
っ
た
。

名
称
も
安
楽
寺
天
満
宮
或
は
、
天
満
宮
安
楽
寺
と
も
称
し
て
い
る
。
し
か
し
、
主
体
を
天
満
宮

に
考
え
る
と
安
楽
寺
は
天
満
宮
の
い
わ
ば
神
宮
寺
的
存
在
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
ω
。
し
か
し

一
般
の
神
宮
寺
、
例
え
ば
宇
佐
八
幡
宮
に
お
け
る
弥
勒
寺
、
越
前
気
比
宮
の
気
比
神
宮
寺
、

鹿
島
神
宮
寺
、
豊
前
香
春
神
社
の
神
宮
院
等
の
場
合
と
は
異
っ
て
1
各
地
方
豪
族
に
支
持
さ

れ
、
ま
た
そ
の
属
す
神
社
の
地
域
社
会
に
お
け
る
農
耕
生
活
の
繁
栄
と
安
定
と
を
神
の
た
め
に

約
束
す
る
目
的
で
建
立
さ
れ
た
と
い
う
神
宮
寺
と
は
異
っ
て
、
ま
た
豪
族
(
貴
族
)
菅
原
氏
の

祖
先
追
善
の
た
め
の
葦
笛
寺
院
一
氏
寺
に
近
い
も
の
で
あ
る
が
同
時
に
、
藤
原
広
嗣
を
祀
る
、

肥
前
国
の
松
浦
弥
勒
知
識
寺
の
よ
う
に
伸
、
安
楽
寺
も
ま
た
そ
の
祈
鎮
、
祭
祀
の
対
象
が
政

治
的
失
脚
者
横
死
者
道
真
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
広
嗣
と
同
様
に
そ
の
搾
り
恐
怖
が
上
層
貴
族

を
脅
か
し
、
天
神
信
仰
と
い
う
も
の
を
醸
成
し
、
そ
の
造
営
建
立
も
公
的
立
場
(
朝
廷
、
大

宰
府
)
か
ら
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
別
当
職
が
菅
原
氏
-
祭
神
の
血
統
に
属
す
る
氏
人

よ
り
選
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
安
楽
寺
の
方
が
優
位
に
立
ち
、
神
官
よ
り
も
別
当
を
は
じ

め
と
す
る
僧
官
の
力
が
優
越
し
た
。
元
来
、
神
社
に
お
い
て
は
神
仏
習
合
、
本
地
垂
遊
の
考
え

方
よ
り
、
社
人
よ
り
も
供
僧
、
神
宮
寺
の
僧
が
優
越
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
肥
前
の
河

上
宮
、
筑
前
筥
崎
宮
、
筑
後
高
良
宮
、
豊
後
柞
原
宮
や
大
隅
正
八
幡
宮
等
の
ご
と
き
で
あ
る
。

一
方
で
は
最
も
仏
教
的
色
彩
の
濃
い
神
社
で
あ
っ
た
宇
佐
宮
を
始
め
、
宗
像
、
阿
蘇
等
の
神
社

に
お
い
て
は
、
古
代
以
来
大
宮
司
が
か
つ
て
の
そ
の
地
域
社
会
の
首
長
で
あ
り
、
或
は
祭
神
の

系
譜
に
凝
る
も
の
と
意
識
さ
れ
て
、
中
世
以
降
武
士
化
す
る
と
と
も
に
、
古
代
豪
族
の
有
し
た

祭
祀
権
と
政
治
権
力
と
を
兼
備
し
た
の
で
、
神
宮
寺
よ
り
優
越
し
支
配
権
を
確
保
で
き
た
の
で

あ
ろ
う
。
天
満
宮
は
神
社
で
あ
り
、
同
時
に
安
楽
寺
と
い
う
寺
院
で
あ
っ
た
関
係
上
、
観
世
音

寺
あ
る
い
は
国
分
寺
と
同
様
に
寺
と
し
て
の
組
織
で
も
っ
て
寺
務
を
運
営
し
た
。
し
い
て
神
社

的
要
素
を
見
出
す
な
ら
ば
、
寺
院
支
配
機
構
の
最
高
機
関
で
あ
る
別
当
職
が
菅
原
氏
氏
人
に
よ

っ
て
相
承
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
且
つ
祭
祀
の
最
高
の
享
受
対
象
が
別
当
に
極
め
て
近

縁
の
先
祖
で
あ
る
と
い
う
点
に
見
出
さ
れ
、
安
楽
寺
の
性
絡
を
形
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
廟
か
ら
、
寺
院
と
し
て
成
立
、
発
展
し
、
天
神
信
仰
が
中
世
に
到
っ
て
完

成
発
展
す
る
に
つ
れ
て
、
再
び
釣
的
、
あ
る
い
は
神
社
的
性
格
を
濃
厚
に
し
て
行
き
つ
つ
、
申

世
を
経
る
に
従
い
、
荘
園
制
の
解
体
・
崩
壊
と
い
う
経
済
的
危
機
に
面
し
、
社
寺
本
来
の
機
能

で
あ
る
信
仰
を
広
め
る
と
い
う
段
階
に
立
戻
っ
た
時
、
す
で
に
御
霊
信
仰
よ
り
学
問
文
道
の
神

へ
と
神
馬
が
変
化
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
天
満
信
仰
を
強
調
し
て
、
漸
次
神
社
と
し
て
脱
皮
し
て

い
っ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
中
世
末
期
の
史
料
に
お
い
て
は
安
楽
寺
の
名
称
よ
り
も
天
満

宮
と
し
て
現
わ
れ
る
も
の
が
多
い
こ
と
も
こ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
神
社
一
天
満
宮

と
し
て
変
化
し
た
こ
と
が
中
世
末
の
変
動
期
に
廃
退
せ
ず
、
近
世
、
さ
ら
に
現
代
へ
と
引
つ
づ

い
て
存
続
す
る
遠
因
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

 
十
世
紀
の
初
頭
に
成
立
を
み
た
天
満
宮
、
安
楽
寺
の
成
立
期
に
お
け
る
寺
内
の
機
構
に
つ
い

て
は
明
ら
か
で
な
い
。
草
創
野
蒜
～
三
十
年
を
経
た
天
暦
元
年
(
九
四
七
)
八
月
、
菅
原
氏
の

氏
牒
に
よ
っ
て
、
道
真
の
孫
平
忠
が
別
当
に
補
任
さ
れ
た
㈲
。
成
立
よ
り
平
忠
の
別
当
補
任
ま

で
は
大
宰
府
長
官
に
よ
っ
て
祭
祀
が
行
わ
れ
た
と
い
わ
れ
る
が
㈹
、
後
年
に
大
宰
府
官
人
に
よ

っ
て
所
領
寄
進
や
祭
宴
が
次
々
と
行
わ
れ
た
こ
と
も
こ
う
い
っ
た
祭
祀
を
司
っ
た
こ
と
に
由
来

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
間
の
事
情
や
祭
祀
の
実
態
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
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い
。
平
忠
は
道
真
の
子
淳
茂
の
二
男
で
、
当
時
の
氏
長
者
菅
原
高
直
と
は
近
親
(
響
)
の
関
係

で
あ
る
『
草
創
日
記
』
に
「
安
楽
寺
別
当
長
者
御
子
孫
即
事
、
平
忠
聖
廟
御
灯
」
と
見
え
る
よ

う
に
菅
原
氏
の
氏
人
よ
り
別
当
に
任
ず
る
最
初
の
人
物
で
あ
る
。
以
後
歴
代
の
別
当
職
が
菅
原

氏
氏
人
よ
り
補
任
さ
れ
る
三
位
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
氏
長
者
に
よ
っ
て
氏

寺
の
祭
祀
・
管
理
権
が
そ
の
ま
ま
古
代
豪
族
の
そ
れ
と
同
じ
様
に
平
安
時
代
に
至
っ
て
も
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
安
楽
寺
が
公
的
な
権
限
で
も
っ
て
成
立
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
菅

原
氏
の
祖
廟
、
氏
寺
的
位
置
に
あ
っ
た
と
い
う
一
端
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

 
平
忠
は
天
暦
十
年
(
九
五
六
)
三
月
、
卒
し
た
が
(
菅
原
系
図
㌧
、
そ
の
前
年
に
は
同
じ
く

菅
原
氏
出
身
の
鎮
延
が
二
代
別
当
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
ω
、
四
年
後
の
天
徳
三
年
(
九
五
九
)
に

は
改
め
て
「
始
丁
申
二
成
官
符
一
」
し
て
別
当
職
に
補
さ
れ
た
㈱
、
こ
の
時
に
な
っ
て
「
以
二
氏

人
解
一
、
言
二
上
於
官
 
、
補
二
任
寺
司
こ
と
い
う
制
度
へ
と
変
化
が
見
ら
れ
る
⑯
。
す
な
わ
ち

太
政
官
符
を
以
て
別
当
職
補
任
が
行
わ
れ
る
と
い
う
官
寺
的
僧
官
制
度
を
採
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
至
っ
て
安
楽
寺
が
官
寺
の
性
絡
を
帯
び
て
き
た
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
先
回
の
史
料
の

よ
う
に
氏
人
の
解
(
上
申
)
を
以
っ
て
官
(
太
政
官
)
に
言
上
す
る
手
続
を
と
る
の
で
あ
る
か

ら
、
依
然
と
し
て
菅
原
氏
氏
寺
と
し
て
の
性
格
を
失
っ
た
の
で
は
な
い
。
後
代
ま
で
ず
っ
と
菅

氏
出
身
者
に
よ
る
別
当
職
相
承
が
行
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
安
楽
寺
は
こ
の
時
点
に
至
っ
て
、

律
令
的
権
威
を
か
り
て
官
寺
に
準
ず
る
定
額
寺
に
列
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
後

大
宰
府
と
の
ー
ー
-
と
く
に
官
人
と
の
結
び
つ
き
も
強
ま
り
、
彼
ら
の
堂
舎
建
立
、
寺
領
寄
進
が

著
し
く
な
っ
た
一
1
行
事
が
「
国
衙
井
府
役
」
⑯
と
せ
ら
れ
た
こ
と
も
理
解
が
容
易
で
あ
る
。

定
額
寺
と
な
る
と
、
私
設
あ
る
い
は
氏
寺
的
な
寺
院
も
別
当
以
下
三
綱
等
の
僧
職
が
設
定
せ
ら

れ
、
言
分
度
者
を
給
さ
れ
、
資
財
の
管
理
、
造
営
修
理
は
檀
越
と
国
司
が
検
校
し
、
官
費
が
給

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
官
寺
と
異
る
点
は
別
当
は
官
符
に
よ
る
が
、
檀
越
・
氏
人
の
選
出
す
る

者
が
任
ぜ
ら
れ
、
三
綱
は
門
徒
中
よ
り
六
年
を
限
っ
て
選
ば
れ
る
。
安
楽
寺
の
場
合
、
二
代
別

当
鎮
延
の
補
任
後
、
定
額
寺
と
な
る
と
と
も
に
寺
司
(
所
司
)
の
設
置
を
見
た
と
考
え
ら
れ

る
。
北
野
寺
(
北
野
社
)
の
場
合
、
貞
元
元
年
(
九
七
六
)
安
楽
寺
に
准
じ
て
氏
人
を
も
っ
て

寺
司
に
任
ず
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
㈲
。

 
別
当
、
安
楽
寺
寺
務
を
統
轄
す
る
最
高
の
機
関
は
別
当
職
で
あ
っ
た
。
別
当
と
は
本
官
に
便

ず
し
て
別
に
そ
の
職
に
当
る
の
謂
で
あ
る
か
ら
、
庶
務
・
人
事
・
会
計
等
の
事
務
的
事
項
を
事

務
の
本
官
で
は
な
い
僧
-
菅
原
氏
出
身
の
僧
-
が
執
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
別
当
に
は
前

述
の
よ
う
に
、
菅
原
氏
の
一
族
で
、
 
「
聖
廟
(
道
真
)
御
子
孫
」
と
い
う
高
い
権
威
と
、
血
統

と
太
政
官
符
を
背
景
に
自
ら
大
き
な
権
限
を
有
し
た
と
思
わ
れ
る
。
現
在
天
暦
年
中
の
平
忠
以

後
、
南
北
朝
期
道
真
十
六
世
後
商
の
野
望
ま
で
三
十
六
代
の
別
当
が
知
ら
れ
る
。
 
(
表
参
照
)

い
ず
れ
も
菅
原
氏
で
あ
っ
た
。
鎌
倉
時
代
以
後
、
次
第
に
別
当
の
安
楽
寺
下
向
着
任
が
見
ら
れ

な
く
な
り
、
観
応
・
文
和
年
中
(
一
三
五
〇
～
二
二
五
五
)
の
相
思
以
降
は
別
当
(
正
別
当
)

補
任
も
な
く
な
り
、
か
わ
っ
て
留
守
別
当
(
留
守
職
)
に
よ
っ
て
寺
務
が
沙
汰
せ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
初
期
に
お
い
て
は
造
営
の
関
係
も
あ
り
、
下
向
が
見
ら
れ
た
㈹
。

 
寺
司
は
十
一
世
紀
末
の
永
長
二
年
(
一
〇
九
六
)
 
「
天
瀬
宮
安
楽
寺
留
守
所
牒
」
㊥
が
史
料

的
な
初
見
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
権
少
別
当
、
修
理
別
当
、
上
座
、
寺
主
、
権
寺
主
、
都

維
那
、
権
都
維
那
、
知
事
が
知
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
史
料
に
は
見
え
な
い
が
、
別
当
に
次
い

で
権
官
が
あ
り
、
少
別
当
及
び
耳
聞
別
当
が
あ
っ
て
最
高
機
関
を
構
成
し
、
修
理
、
造
営
を
司

る
修
理
別
当
、
権
官
、
少
別
当
及
び
そ
の
権
官
が
置
か
れ
、
所
司
と
し
て
上
座
以
下
の
三
綱
が

設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
史
料
的
に
は
十
一
世
紀
末
の
状
態
し
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

本
来
的
に
は
こ
れ
ら
の
別
当
、
所
司
の
権
官
を
除
い
た
も
の
が
成
立
期
十
世
紀
半
の
状
態
で
あ

ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
安
楽
寺
寺
務
は
十
一
世
紀
末
永
長
の
頃
に
は
す
で
に
留
守
所
と
な
っ
て

居
り
、
こ
の
年
の
観
世
音
寺
と
の
相
剋
に
は
、
別
当
の
留
守
目
代
元
範
な
る
も
の
も
見
え
て
い

る
。
従
っ
て
安
楽
等
の
政
所
の
実
権
は
、
少
別
当
あ
る
い
は
権
少
別
当
等
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ

て
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
菅
原
氏
一
族
で
あ
り
、
後
の
留
守
職
大
鳥
居
氏
、

小
鳥
居
丈
な
ど
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
次
で
承
徳
二
年
(
一
〇
九
八
)
四
月
五
日
の
安

楽
寺
牒
⑱
に
も
、
権
別
当
、
上
座
、
都
維
那
、
権
寺
主
、
権
都
維
那
、
知
事
及
び
政
所
勾
当
二

人
、
公
文
勾
当
一
人
が
見
え
、
寺
務
の
中
心
政
所
、
記
録
・
文
書
に
関
係
し
た
公
文
所
の
設
置

が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
他
に
鎌
倉
時
代
に
入
る
が
、
建
仁
三
年
(
一
二
〇
三
)

の
別
当
法
眼
下
文
㈲
に
よ
れ
ば
、
安
楽
寺
に
は
田
所
が
あ
り
、
更
に
修
理
所
な
ど
も
設
置
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
史
料
的
に
は
い
つ
れ
も
明
確
で
は
な
い
。
寺
領
管
理
を
し
た
田
所

は
寺
領
が
急
激
に
増
加
す
る
十
一
世
紀
初
頭
に
設
置
を
み
た
と
推
定
さ
れ
、
修
理
所
は
同
様
に

次
々
と
堂
塔
が
建
立
さ
れ
始
め
た
十
世
紀
末
の
成
立
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
鋤
注
意
し
た

い
こ
と
は
別
当
職
以
下
の
僧
官
が
夫
々
菅
原
家
の
申
か
ら
選
ば
れ
、
そ
の
職
の
相
承
が
自
己
の

子
孫
、
あ
る
い
は
一
族
か
ら
選
ば
れ
て
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

 
以
上
の
機
構
で
も
っ
て
、
中
世
に
入
っ
て
も
寺
務
が
運
営
さ
れ
ら
し
く
、
 
『
、
草
創
日
記
し
の

巻
末
に
記
載
さ
れ
る
「
当
寺
五
綱
所
司
昇
進
次
第
盛
事
」
に
は
、
五
綱
所
司
と
見
え
る
の
で
、

三
綱
の
外
に
二
の
所
司
が
設
定
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
上
座
職
、
昇
進
㈲
、

寺
主
職
、
都
維
那
職
、
修
理
行
事
職
の
順
で
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
ま
ま
上
下
関
係
を
構
成
す

る
も
の
と
思
わ
れ
、
各
人
の
昇
進
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
る
人
物
は
い
つ
れ
も
鎌

倉
初
の
史
料
に
現
わ
れ
る
の
で
囲
、
平
安
末
よ
り
鎌
倉
初
期
に
お
け
る
安
楽
寺
所
司
の
構
成
を

示
も
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
昇
進
と
い
う
の
か
明
確
で
は
な
く
、
深
黒
は
上
の
四
職
に
少
別
当
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或
は
留
守
別
当
を
加
え
た
も
の
を
意
博
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
南
北
朝
期
に
お
け
る
所
司
は
、
暦
応
五
年
(
一
三
四
二
)
卯
月
日
の
安
楽
寺
政
所
補
任
状
㈱

に
は
別
当
は
在
京
と
あ
り
、
少
別
当
三
人
、
些
少
別
当
兼
修
理
行
事
、
修
理
別
当
兼
検
校
、
権

修
理
別
当
、
上
座
、
寺
主
、
都
維
那
と
そ
の
権
官
二
人
、
知
事
等
が
知
ら
れ
、
更
に
康
安
二
年

(一

O
六
二
)
、
南
北
朝
対
立
の
風
潮
に
よ
っ
て
留
守
大
鳥
居
信
高
を
排
斥
し
て
、
安
楽
寺
権
別

当
信
祐
(
小
鳥
居
型
)
が
一
揆
契
約
を
結
ん
だ
が
図
、
そ
の
翼
状
に
は
、
権
別
当
以
下
の
別
当
、

所
司
七
名
の
外
、
十
禅
師
、
大
法
師
、
且
筆
、
成
業
上
、
瓦
師
、
堂
僧
、
九
禅
師
な
ど
と
い
っ
た

僧
官
が
署
名
し
て
い
る
。
い
つ
れ
も
不
明
で
あ
る
が
、
所
司
以
下
の
下
級
僧
官
、
大
衆
、
住
僧

で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な
機
構
で
寺
務
を
運
営
し
た
大
体
他
の
諸
寺
院
と
同
様
な
構
成
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
い
つ
れ
も
、
史
料
的
に
は
極
め
て
所
見
が
乏
し
く
実
態
は
把
握
で
き

な
い
。
こ
の
他
に
本
寺
外
の
各
堂
院
に
お
け
る
検
校
職
や
預
言
等
も
散
見
す
る
。

 
寺
内
の
堂
塔
院
の
増
加
と
共
に
、
そ
の
た
め
の
住
僧
も
増
加
し
た
の
で
あ
る
が
、
ほ
ぼ
堂
舎

の
飽
和
し
た
と
見
倣
さ
れ
る
平
安
末
期
に
お
い
て
、
果
し
て
幾
程
あ
っ
た
か
は
明
確
に
し
な

い
、
た
だ
堂
宇
三
十
ケ
所
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
そ
れ
に
伴
う
僧
侶
の
増
加
や
そ
の

僧
坊
も
数
多
く
建
立
せ
ら
れ
た
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
草
創
日
記
に
見
え
る
各
堂
舎
の
九
禅

師
、
十
禅
師
、
三
昧
、
預
、
承
事
、
堂
僧
等
を
合
計
し
て
み
る
と
一
三
〇
名
を
こ
え
る
が
、
お

そ
ら
く
正
確
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
安
楽
寺
住
僧
と
み
て
も
良
か
ろ
う
。
寺
院
に
お
け
る
住
僧

の
数
と
し
て
は
、
奈
良
時
代
に
は
大
寺
で
五
〇
〇
か
ら
九
〇
〇
人
、
小
寺
で
二
〇
〇
人
以
上
い

た
と
い
わ
れ
る
。
平
安
時
代
で
も
大
寺
に
は
相
当
数
の
住
僧
が
在
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

が
、
成
立
も
ほ
ぼ
安
楽
寺
に
近
い
時
代
の
醍
醐
寺
は
平
安
末
に
大
体
五
百
二
十
九
口
の
僧
が
居

た
と
い
う
㈲
。
安
楽
寺
の
場
合
は
、
草
創
日
記
に
見
え
る
諸
行
事
の
請
僧
を
み
る
と
大
体
四
十

人
程
度
が
最
も
多
く
あ
ら
わ
れ
る
の
で
、
右
の
百
三
十
人
か
ら
二
百
人
内
外
の
住
僧
を
有
す
る

寺
で
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
長
治
元
年
(
一
一
〇
四
)
に
宇
佐
弥
勒
寺
大
衆
と
安
楽

寺
大
衆
と
闘
争
し
た
事
件
が
あ
る
が
⑳
、
大
衆
と
い
う
語
は
寺
院
で
ふ
つ
う
の
僧
侶
と
い
う
以

外
に
、
こ
の
場
合
乱
闘
事
件
を
起
し
た
大
勢
の
僧
侶
と
い
う
意
味
に
解
せ
ら
れ
る
。
安
楽
寺
が

十
二
世
紀
に
な
っ
て
武
力
を
有
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
大
衆
を
僧
兵
と
し
て

養
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
安
楽
寺
の
寺
司
、
僧
官
に
対
し
て
、
天
満
宮
に
は
神
官
が
奉
仕
々
た
。
「
草
創
日
記
」
、
四
度

宴
㈱
に
あ
ら
わ
れ
る
文
人
廿
人
も
後
世
に
社
家
の
一
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
で
、
祠
官
の
一
職

名
で
あ
ろ
う
。
文
人
の
名
称
は
そ
の
名
ば
か
り
が
小
野
氏
に
伝
わ
っ
て
居
り
、
も
ん
に
ん
と
訓

み
鮒
、
四
度
の
宴
に
参
加
す
る
の
で
詩
文
に
関
係
す
る
職
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
宮
中
で
行
わ
れ

た
四
度
の
宴
の
文
人
と
同
様
な
職
掌
で
あ
る
社
職
で
、
こ
の
よ
う
な
職
掌
の
見
え
る
の
は
大
宰

府
天
満
宮
の
み
で
あ
る
。
文
人
は
後
の
連
歌
屋
と
と
も
に
、
道
真
が
文
章
の
神
と
さ
れ
る
に
至

っ
て
起
っ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
天
満
信
仰
の
変
遷
に
伴
っ
て
か
っ
て
の
神
官
小
野
氏
が
こ

の
職
を
専
ら
勤
仕
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
。
小
野
氏
は
当
初
は
安
倍
氏
と
と
も

に
天
満
神
に
奉
仕
す
る
神
官
で
あ
っ
た
。
康
和
五
年
(
一
一
〇
三
)
三
月
十
日
の
藤
井
今
武
田

地
売
券
囲
、
及
び
長
治
二
年
(
二
〇
五
)
三
月
十
日
、
府
老
藤
原
延
末
田
地
売
券
圃
、
 
に
在

地
随
近
に
よ
っ
て
、
筑
前
穂
波
郡
大
分
宮
別
当
、
肥
前
町
神
崎
庄
別
当
と
と
も
に
こ
の
二
人
の

田
地
売
券
に
二
俣
を
す
え
て
い
る
天
満
宮
権
大
宮
司
小
野
朝
臣
某
は
こ
の
小
野
里
で
あ
る
。
売

券
の
田
地
は
い
つ
れ
も
筑
前
国
恰
土
庄
内
で
あ
る
か
ら
、
天
満
宮
は
大
宰
府
の
天
満
宮
と
見
て

良
い
と
思
わ
れ
る
。

 
正
暦
三
年
(
九
九
二
)
、
十
月
四
日
天
満
宮
か
ら
菅
原
道
真
の
託
宣
が
伝
え
ら
れ
た
。
こ
の

託
宣
は
多
分
に
安
楽
寺
に
よ
る
作
為
が
見
ら
れ
、
あ
た
か
も
道
真
の
相
孫
輔
正
の
大
宰
大
武
在

任
中
の
こ
と
で
あ
り
、
別
当
松
寿
と
輔
正
と
の
た
く
み
な
結
托
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
同
四

年
に
出
さ
れ
た
託
宣
も
同
様
に
大
宰
府
と
安
楽
寺
と
の
結
合
を
知
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
時
の

大
宰
府
及
び
管
内
の
国
司
の
貢
上
物
の
末
進
1
一
庄
園
制
の
発
展
に
伴
う
律
令
的
調
庸
貢
上
の

停
滞
か
ら
来
る
も
の
で
あ
っ
て
府
官
人
、
国
司
の
怠
慢
と
の
み
云
い
難
い
状
態
で
あ
っ
た
が
ー

ー
と
そ
の
糺
弾
に
対
し
て
、
彼
ら
の
立
場
を
天
満
神
の
託
宣
を
代
弁
し
た
か
の
感
が
あ
る
圃
。

こ
の
託
宣
に
関
係
し
た
の
は
大
宮
司
安
倍
近
忠
、
称
宜
藤
原
長
子
で
あ
っ
た
圃
。
近
忠
は
席
院

大
宮
司
と
も
称
し
て
い
る
。
い
つ
れ
も
大
宮
司
と
い
い
、
権
大
宮
司
と
い
い
、
ま
た
称
宜
と
い

い
神
社
に
お
け
る
職
掌
名
で
あ
る
。
大
宮
司
は
事
務
官
と
の
兼
任
で
あ
っ
た
と
考
え
る
が
、
称

宜
は
祭
祠
官
で
あ
る
。
託
宣
を
伝
え
、
し
か
も
女
性
で
あ
る
と
こ
ろ
よ
り
初
期
の
天
満
宮
に
お

け
る
祭
祀
が
宇
佐
八
幡
宮
に
お
け
る
野
田
辛
島
氏
の
よ
う
な
シ
ャ
ー
マ
ン
的
な
性
絡
を
も
っ
て

い
た
こ
と
を
窺
は
せ
る
の
で
あ
る
。
安
楽
寺
全
体
の
中
で
は
、
廟
院
U
天
満
宮
に
奉
仕
す
る
社

官
で
あ
っ
て
、
安
楽
寺
の
方
に
は
別
当
以
下
、
三
綱
に
よ
る
支
配
機
構
が
組
織
さ
れ
て
い
た
と

い
え
よ
う
。
従
っ
て
安
楽
寺
が
隆
盛
で
あ
っ
た
当
時
に
は
、
大
宮
司
と
い
う
地
位
も
寺
に
従
属

す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
先
の
託
宣
の
署
名
に
も
大
宮
司
は
最
下
位
に
記
さ
れ
る
。
近

世
に
お
い
て
も
天
満
宮
で
は
別
当
よ
り
は
る
か
に
下
位
に
、
宮
ノ
内
大
宮
司
は
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
圃
。
 
こ
の
点
他
の
神
社
の
社
家
組
織
と
は
全
く
異
る
幽
。
大
宮
司
の
安
倍
氏
、
権
大
宮

司
の
小
野
氏
と
い
い
、
い
つ
れ
も
古
代
以
来
の
氏
族
名
で
あ
る
が
、
菅
原
氏
と
は
直
接
的
関
係

は
明
ら
か
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
「
筑
前
国
庫
風
土
記
七
、
天
満
宮
」
に
「
当
社
の
祭
祀
、
い

に
し
へ
は
都
督
の
人
、
祭
り
給
へ
り
」
と
見
え
る
如
く
、
初
期
草
創
時
に
大
宰
府
よ
り
入
っ
t

氏
族
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。

 
南
北
朝
に
到
り
、
別
当
は
完
全
に
在
京
し
、
安
楽
寺
は
留
守
別
当
と
し
て
の
大
鳥
居
氏
、
及
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び
そ
の
支
族
小
鳥
民
氏
が
夫
々
交
代
に
任
じ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
二
氏
は
同
じ
く
菅
原
氏
出

身
で
、
十
八
代
別
当
善
昇
の
後
面
で
あ
り
、
系
図
に
よ
れ
ば
、
善
昇
の
父
善
弘
が
、
寺
領
肥

前
国
小
倉
庄
に
下
向
し
て
そ
の
ま
ま
土
着
し
、
安
楽
寺
に
入
っ
た
と
す
る
。
系
図
の
世
代
よ
り

考
え
れ
ば
、
鎌
倉
時
代
の
始
め
頃
と
思
わ
れ
る
。
善
昇
は
祝
髪
し
て
信
員
と
号
し
別
当
と
な
っ

た
。
そ
の
嫡
子
信
証
(
昇
)
の
系
統
が
大
鳥
居
氏
を
称
し
、
二
子
信
実
が
小
鳥
居
家
を
建
て
た

と
い
う
。
こ
の
二
氏
出
身
者
に
よ
っ
て
権
別
当
、
少
別
当
等
の
所
職
が
相
承
さ
れ
て
、
安
楽
寺

内
に
お
け
る
実
権
を
掌
握
し
、
つ
い
に
留
守
職
の
獲
得
、
天
満
宮
の
支
配
権
が
確
立
さ
れ
る
に

至
る
の
で
あ
る
。
留
守
別
当
の
系
図
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

○
菅
原
道
真
1
(
五
代
略
)

 
 
 
 
氏
長
者

i
「
是
綱
…
・
 
 
，
↓
高
辻
氏

 一 
 
 
 
氏
長
者

'
一
在
良
一
…
-
一
持
登

 
 
 
 
 
 
 
丁
安
能

一
一
善
弘
一

 
(
信
貞
)

善
昇

 
十
八
代
別
当

 
 
 
 
大
鳥
居

一
i
信
証

「
信
実
小
鳥
居
氏

-
浦
次
郎
浦
・
坊

 
の
存
在
が
見
ら
れ
る
。
安
楽
寺
は
天
満
宮
を
表
面
に
立
て
て
居
り
な
が
ら
、
寺
院
と
し
て
存
在

 
し
た
の
で
あ
っ
て
、
寺
領
の
あ
り
方
、
あ
る
い
は
寺
領
に
対
す
る
領
家
と
し
て
の
支
配
力
に
お

 
い
て
も
、
貴
族
的
と
も
い
え
る
対
し
方
し
か
と
れ
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
原
因
が
あ
る
よ
う
に
思

 
わ
れ
る
。
辺
境
庄
園
と
し
て
の
九
州
に
お
け
る
庄
園
領
主
の
一
つ
の
型
を
示
し
て
い
る
も
の
で

 
あ
ろ
う
か
。

 
 
安
楽
寺
・
天
満
宮
の
そ
も
そ
も
の
出
発
が
、
菅
原
氏
祖
先
の
廟
所
・
墓
所
で
あ
り
、
ま
た

 
氏
神
・
氏
寺
的
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
か
、
安
楽
寺
は
寺
領
と
し
て
数
多
く
の
庄
園
の
寄
進
を
受

 
け
る
と
と
も
に
、
菅
原
氏
氏
長
者
を
領
家
と
し
て
立
て
る
に
至
る
。
天
満
宮
が
京
都
北
野
社
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本
末
の
関
係
を
も
た
ず
、
安
楽
寺
が
天
台
宗
の
寺
院
で
あ
り
な
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
、
執
拗
な
ま
で
の
末
寺
化
攻
勢
を
受
け
て
も
圃
延
暦
寺
の
末
寺

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
の
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
ま
た
種
々

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
挙
げ
ら
れ
よ
う
が
、
墓
廟
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
所
が
大
き
か
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
と
思
わ
れ
る
。
一
体
廟
す
な
わ
ち
墓
と
も
考
え
ら
れ
る
も
の
の

信
寛
一
(
二
代
)
 
 
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…
 
相
伝
は
血
統
の
者
を
選
ぶ
の
が
昔
の
な
ら
わ
し
で
あ
っ
た
よ
う
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…

あ
る
。
本
願
寺
御
影
堂
な
ど
も
同
様
に
親
鷺
上
人
の
血
族
を
も
っ

て
、
影
堂
留
守
職
と
な
し
子
孫
に
継
承
さ
せ
て
い
る
。
従
っ
て
菅

原
氏
(
氏
長
者
)
の
廟
所
1
1
安
楽
寺
・
天
満
宮
に
対
す
る
支
配
は

別
当
職
や
留
守
別
当
、
寺
司
の
補
任
、
一
日
に
と
ど
ま
ら
ず
、
各

寺
領
庄
園
の
支
配
に
ま
で
及
ん
だ
。
寺
領
支
配
に
関
す
る
史
料
は

極
め
て
乏
し
く
、
平
安
・
鎌
倉
時
代
に
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
で
は
.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
な
わ
ち
安
楽
寺
領
の
各
庄
園
に
お
け

昭和42年12月

…
 
 
 
 
 
 
 
早
世

 
 
 
 
 
 
信
寿
 
 
一
信

r
信

 
 
 
暁

 
 
 
 
 
 
 
信
高
室

 
 
 
 
 
-
女

四
影
壁
経
男

高
 
 
-
 
 
 
信

弁
一
…
里
謡
…
…
…
↓
大
鳥
居
氏
(
現
西
高
辻
氏
)

 
中
世
以
降
、
安
楽
寺
あ
る
い
は
天
満
宮
に
お
け
る
い
わ
ば
大
宮
司
的
存
在
と
な
る
の
は
大
鳥

居
家
で
あ
っ
た
。
と
く
に
南
北
朝
時
代
信
高
の
時
代
は
留
守
職
を
め
ぐ
っ
て
、
小
鳥
居
家
と
対

立
し
、
あ
た
か
も
各
武
士
団
に
お
け
る
惣
領
、
庶
子
の
対
立
に
類
似
し
た
動
き
を
見
せ
る
。
そ

の
時
期
に
一
時
武
士
化
し
た
如
く
で
あ
る
が
、
武
士
的
活
動
は
き
わ
き
て
少
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
と
く
に
筑
後
国
水
田
庄
(
下
妻
郡
)
を
中
心
と
し
て
留
守
領
と
い
う
も
の
を
形
成
し
て
行

っ
た
動
き
に
ば
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
こ
う
し
た
動
き
の
下
で
安
楽
寺
に
対
す
る
主
導
権

を
掌
握
し
て
、
留
守
別
当
職
は
大
鳥
居
家
の
独
占
と
な
っ
て
近
世
に
至
る
。
こ
う
し
た
過
程
等

に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
述
べ
た
い
。
南
北
朝
期
に
武
士
化
し
た
と
は
い
え
や
が
て
神
官
乃
至

僧
官
と
し
て
戦
国
時
代
を
経
て
近
世
に
至
る
。
安
楽
寺
が
、
中
世
以
降
漸
次
神
社
的
性
格
を
濃

厚
に
し
て
行
ぎ
つ
つ
な
お
寺
院
と
し
て
存
在
し
た
と
同
様
に
き
わ
め
て
不
明
朗
な
存
在
と
い
え

る
。
九
州
に
お
い
て
鎌
倉
、
南
北
朝
を
通
じ
て
、
大
宮
司
が
武
士
化
し
、
領
主
化
し
た
宇
佐

宮
、
宗
像
社
、
阿
蘇
社
、
高
良
山
、
武
雄
社
な
ど
に
対
し
、
観
世
音
寺
、
香
椎
廟
、
河
上
宮
、

正
八
幡
宮
、
柞
原
宮
な
ど
、
寺
院
と
し
て
、
神
社
と
し
て
変
質
し
な
か
っ
た
二
型
の
庄
園
領
主

な
い
。
南
北
朝
時
代
に
下
っ
て
や
や
明
ら
か
と
な
る
。

る
庄
司
、
預
所
、
下
司
な
ど
の
庄
官
の
補
佐
或
は
改
替
は
領
家
菅
原
氏
の
長
者
に
よ
っ
て
行
わ

れ
㈲
、
し
か
も
そ
れ
が
、
田
地
の
沽
却
岡
、
或
は
代
官
の
改
替
に
ま
で
及
び
、
安
楽
寺
留
守
職

を
獲
得
し
た
大
鳥
居
・
小
鳥
居
氏
も
ま
た
寺
領
の
庄
官
で
あ
り
、
代
官
職
を
得
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
の
で
㈱
、
領
家
で
あ
り
、
両
氏
の
い
わ
ば
惣
領
家
で
あ
っ
た
菅
原
氏
氏
長
者
の
権

限
の
大
き
さ
を
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
天
満
天
神
御
在
所
、
不
准
他
社
」
と
い
う

天
満
宮
・
安
楽
寺
の
特
殊
性
と
そ
れ
に
血
緑
を
も
っ
て
つ
な
が
る
菅
原
氏
に
よ
る
寺
領
の
支
配

は
、
安
楽
寺
の
支
配
者
留
守
別
当
も
ま
た
自
己
と
同
じ
く
一
族
で
、
し
か
も
そ
の
祭
神
と
血
縁

に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
強
い
連
帯
感
が
ひ
い
て
は
領
家
の
寺
・
寺
領
の
支
配
に
強
力
な
方
式

を
採
用
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
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(3)

 
中
世
末
、
近
世
初
に
天
満
宮
と
し
て
変
質
㈱
し
て
い
っ
た
時
期
に
お
け
る
神
職
組
織
は
こ
う

い
つ
た
、
別
当
・
所
司
に
よ
る
寺
務
支
配
、
そ
れ
に
従
属
的
な
天
満
宮
の
祭
祀
官
と
も
い
う
べ

ぎ
大
宮
司
・
祢
宜
等
と
い
っ
た
関
係
を
継
承
し
て
、
留
守
大
鳥
居
氏
以
下
の
僧
官
に
よ
る
上
部

組
織
が
構
成
さ
れ
、
社
官
に
よ
る
下
部
組
織
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
近
世
初
頭
㈲
の
神
官
構
成

は
次
の
如
く
で
あ
る
。
 
(
数
字
は
慶
長
十
八
年
の
石
高
を
示
す
)

 
一
、
五
別
当

大
鳥
居
家

小
鳥
居
家

御
供
屋
別
当

執
行
坊

浦
之
坊

二
、
三
宮
司
(
師
)

宮
師
満
盛
院

検
校
坊

 
勾
当
坊

三
、
三
綱

 
上
座
坊

寺
主
坊

都
維
那
坊

二
〇
〇
石

 
 
三

 
二
二

 
一
五

 
一
五

職 
四
〇

 
一
五

 
二
〇

 
 
 
(
以
上
社
職
)

四
、
文
人
 
三
家

 
小
野
但
馬

 
小
野
加
賀

小
野
志
摩

五
、
十
衆
徒
(
僧
職
)

花
台
坊

六
度
寺

安
祥
寺

常
凸
坊

芝
築
地
坊

 
明
星
坊

八二二

 
八

 
八

 
八

そ
の
他

二
〇一

五

 
三

 
四一

五

 
一
、
五

十
境
坊

真
寂
坊

寂
凸
坊

連
歌
遠
回
寿
院

境
外
三
ケ
寺

 
 
光
明
寺
、
本
願
寺
、

 
 
 
 
以
上
 
上
官

六
、
下
官

 
正
堂

 
権
堂

 
正
知
事

 
一
番
、
二
番
、
三
番

 
正
大
工

 
宝
蔵

 
時
打
三
人

 
大
宮
司
右
京

 
大
宮
司
彦
六

 
大
宮
司
内
蔵
助

 
神
人
 
三
名

 
志
き
じ
孫
次
郎

 
.
 
不
老
大
夫

 
神
楽
御
子

 
掃
部
所

 
専
徳

 
鐘
撞

 
御
供
か
し
き

三二
、
五

二
、
五

薬
師
寺
、

二
、
五

二
、
五

二
、
五

各
二
、
五
石
宛

二
、
五

二
、
五

二
石
宛

一、

ﾜ

一、

ﾜ
一。一一〇〇〇〇一  N  N  N  N . b N

八五五六〇五三
(
以
下
略
)

 
以
上
、
上
官
、
下
官
、
或
は
社
官
(
社
職
)
、
僧
職
(
寺
官
)
と
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、

別
当
は
菅
原
氏
に
血
縁
を
有
す
る
家
で
あ
り
、
僧
体
で
あ
る
が
妻
帯
し
て
い
る
。
留
守
別
当
大

鳥
居
家
は
後
で
は
清
僧
と
な
っ
た
。
三
宮
司
職
は
道
真
に
従
っ
て
大
宰
府
に
来
っ
た
昧
酒
安
行

の
子
孫
と
称
し
、
神
殿
宿
直
を
月
の
上
、
中
、
上
旬
に
わ
た
っ
て
夫
々
行
う
と
さ
れ
、
か
っ
て

の
宮
師
法
師
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
三
綱
は
従
来
の
所
司
三
綱
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
衆
徒
以
下
各
寺
院
が
所
謂
も
と
の
安
楽
寺
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
原
山
寺
廃
退
の
後
、
安
楽
寺
に
寄
留
し
、
そ
の
ま
ま
く
り
込
ま
れ
た
も
の
も
多
い
。
花

台
坊
(
岡
見
氏
)
六
度
寺
(
宮
小
路
氏
)
な
ど
は
、
そ
の
よ
う
に
伝
承
し
て
い
る
。
連
歌
屋

は
、
天
満
宮
に
お
け
る
連
歌
興
行
が
室
町
時
代
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
が
、
近
世
初
め
に
成
立
し

た
も
の
で
あ
る
。
下
官
は
い
わ
ゆ
る
下
級
の
神
職
で
あ
ろ
う
が
、
大
宮
司
が
こ
の
中
に
入
る
の

は
他
の
神
社
と
は
全
く
異
る
構
成
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
安
楽
寺
よ
り
天
満
宮
へ
と
変
身
し
た

た
め
に
、
そ
の
構
成
が
多
分
に
寺
院
的
で
あ
る
。
別
当
家
が
豪
族
化
し
な
か
っ
た
こ
と
、
神
官

供
僧
の
武
士
化
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
特
色
で
あ
る
と
も
い
え
る
が
、
中
世
末
の
動
乱
期

に
多
く
の
寺
院
は
滅
亡
、
退
転
し
て
い
っ
た
中
に
安
楽
寺
は
多
数
の
寺
領
を
失
っ
て
、
衰
退
し

つ
つ
も
、
な
お
存
続
し
、
や
が
て
神
社
と
し
て
の
天
満
宮
が
強
く
意
識
さ
れ
て
、
近
世
を
通
じ

信
仰
が
深
く
息
づ
い
て
き
た
の
は
、
宗
教
的
に
天
神
信
仰
が
旺
勢
で
あ
っ
た
こ
と
も
云
え
る
と

し
て
も
、
安
楽
寺
の
特
殊
な
性
格
を
考
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
土
地
、
一
地
方

に
密
接
な
因
縁
を
も
っ
た
在
来
の
神
社
で
あ
れ
ば
、
そ
の
地
域
社
会
の
人
々
の
生
活
に
密
着
し

た
根
深
い
信
仰
が
存
在
す
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
九
州
の
土
地
に
そ
の
よ
う
な
古
い
基
盤

を
も
た
ぬ
天
満
宮
に
は
そ
の
存
在
の
中
に
、
か
っ
て
の
大
宰
府
文
化
の
継
承
者
と
し
て
の
一
面

を
も
っ
て
い
た
か
ら
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

〔
註
〕

①
安
楽
寺
草
創
の
年
代
に
関
し
て
は
『
帝
王
編
年
記
』
に
「
延
喜
三
年
二
月
廿
五
日
、
於
大

 
宰
野
墓
、
御
春
秋
五
十
九
、
欲
奉
葬
三
笠
郡
四
回
目
、
御
車
途
中
留
而
不
動
、
働
奉
葬
其

 
処
、
安
楽
寺
是
也
」
と
あ
っ
て
、
草
創
の
発
端
を
知
り
う
る
、
安
楽
寺
の
位
置
は
、
現
今

 
の
大
宰
府
神
社
境
内
全
域
で
、
安
楽
寺
の
中
心
地
が
現
在
の
本
殿
付
近
で
あ
る
。
境
内
か

 
ら
「
安
楽
寺
」
銘
を
三
つ
、
平
安
時
代
の
瓦
が
出
土
し
て
い
る
の
で
ほ
ぼ
確
定
的
で
あ

 
る
。
瓦
の
中
に
は
奈
良
時
代
の
様
式
を
も
つ
も
の
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
で
、
安
楽
寺
の

 
成
立
を
古
く
さ
か
の
ぼ
ら
せ
る
説
も
あ
る
が
、
と
も
か
く
発
展
し
た
の
は
菅
原
道
真
の
祀

 
廟
建
立
で
あ
る
こ
と
は
誤
り
な
い
の
で
歴
史
的
出
発
点
を
こ
こ
に
置
き
た
い
。
成
立
の
年

 
代
は
、
 
「
帝
王
編
年
記
」
で
は
道
真
の
死
の
直
後
と
す
る
が
、
 
「
天
満
宮
安
楽
寺
草
創
日

 
記
」
で
は
、
御
殿
者
延
喜
五
年
乙
丑
八
月
十
九
日
、
安
行
承
建
立
」
、
 
「
御
墓
寺
延
喜
十

 
五
年
乙
亥
、
安
行
始
造
」
、
 
「
安
楽
寺
安
行
建
立
或
云
延
喜
十
年
」
と
あ
っ
て
ま
ち
ま
ち

 
で
あ
る
。
す
で
に
草
創
日
記
の
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
不
明
と
な

 
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
 
「
理
工
記
文
」
 
(
群
書
類
従
巻
二
十
)
に
収
め
ら
れ
て
い
る
貞

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ
 

 
元
元
年
(
九
七
六
)
の
太
政
官
符
に
よ
れ
ば
、
 
「
安
楽
寺
味
酒
安
行
去
延
喜
年
申
始
壷
皿

 
立
也
」
と
し
、
 
『
菅
家
御
伝
記
』
所
引
の
「
安
楽
寺
学
頭
安
修
奏
状
」
に
は
「
延
喜
五
年

 
八
月
十
九
日
、
安
行
依
神
託
立
神
殿
」
と
し
、
 
『
筑
前
州
大
宰
府
安
楽
寺
菅
丞
相
祠
堂

 
記
』
に
も
延
喜
五
年
説
を
と
る
。
ま
た
「
僧
綱
補
任
」
で
は
、
延
喜
十
九
年
、
中
納
言
藤

原
時
平
の
建
立
と
す
る
。
い
つ
れ
に
し
て
も
、
安
楽
寺
或
は
天
二
宮
の
神
殿
が
、
道
真
の

 
弟
子
で
あ
り
、
京
よ
り
従
っ
て
面
倒
を
み
た
昧
酒
安
行
に
よ
っ
て
建
立
せ
ら
れ
た
の
は
、

 
延
喜
五
年
を
上
ら
ぬ
延
喜
年
中
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

②
安
楽
寺
は
草
創
以
来
、
公
的
立
場
と
し
て
大
宰
府
の
強
力
な
援
助
に
よ
っ
て
基
盤
を
固
め

 
た
が
、
や
が
て
大
宰
府
の
援
護
か
ら
離
れ
て
発
展
す
る
。
蓄
積
さ
れ
た
財
力
、
僧
兵
に
よ

 
る
武
力
は
十
一
世
紀
に
入
る
と
安
楽
寺
自
ら
の
発
展
に
向
け
ら
れ
、
か
っ
て
の
最
大
の
外

 
護
者
i
大
宰
府
は
最
大
の
干
渉
者
へ
と
一
変
す
る
。
大
宰
府
と
安
楽
寺
の
軋
礫
は
、
長
元

 
九
年
(
一
〇
三
六
)
恒
例
の
曲
水
宴
最
中
に
、
大
宰
権
帥
実
成
と
安
楽
寺
と
の
乱
言
と
い

 
う
形
で
あ
ら
わ
れ
る
。
(
百
錬
忍
足
)
原
因
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
安
楽
寺
と
宋
人
と
の

 
間
で
行
わ
れ
た
薬
晶
取
引
に
関
し
て
、
外
国
貿
易
を
取
締
る
大
宰
府
長
官
実
成
が
強
権
を

 
発
動
し
た
た
め
、
安
楽
寺
と
対
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
実
成
は
罷
免
さ
れ
て
い
る
が
、

 
大
宰
府
の
干
渉
に
対
し
て
安
楽
寺
は
も
は
や
対
抗
し
う
る
勢
力
を
有
し
て
い
る
。
大
宰
府

 
を
は
じ
め
と
し
て
安
楽
寺
の
成
長
に
対
立
し
た
の
は
既
成
の
庄
園
領
主
こ
と
に
宇
佐
八
幡

 
宮
及
び
弥
勒
寺
、
観
世
音
寺
、
大
山
寺
、
四
王
寺
、
彦
山
、
香
稚
、
筥
崎
宮
等
と
の
訂
争

 
所
領
争
い
で
あ
っ
た
。
こ
と
に
観
世
音
寺
に
対
し
て
は
激
烈
で
、
観
世
音
寺
領
筑
前
国
嘉

 
麻
郡
碓
井
封
に
対
す
る
安
楽
寺
の
侵
入
事
件
(
承
徳
元
(
一
〇
九
七
)
～
二
年
(
一
〇
九

 
八
)
に
お
い
て
著
し
く
、
自
衛
力
に
欠
け
、
専
ら
大
宰
府
の
権
威
に
の
み
頼
ろ
う
と
す
る

 
観
世
音
寺
と
武
力
を
貯
え
、
更
に
所
領
土
師
庄
(
碓
井
の
隣
)
の
庄
司
の
武
力
を
組
織
化

 
し
て
、
太
宰
府
の
権
限
す
ら
無
視
し
よ
う
と
す
る
安
楽
寺
側
の
態
度
は
き
わ
め
て
対
照
的

 
で
あ
る
。
 
(
い
つ
れ
も
観
世
音
一
文
日
日
)

③
末
寺
と
な
っ
た
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
末
寺
と
称
し
た
初
見
は
康
和
ご
年
(
＝
○
○
)

 
で
あ
る
が
、
観
世
音
寺
の
文
書
の
案
文
を
全
て
東
大
寺
に
送
っ
た
保
安
元
年
(
一
一
二
〇
)

 
を
も
っ
て
、
事
実
上
の
末
寺
と
化
し
た
年
代
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
年
貢
米
の
運
上
は

 
少
し
お
く
れ
て
大
治
二
年
(
一
一
二
七
)
で
あ
る
。
 
(
竹
内
理
三
氏
「
筑
前
国
観
世
音
寺

 
史
」
 
(
南
部
仏
教
2
号
)
)

④
天
満
信
仰
が
は
じ
め
、
怨
霊
畏
怖
の
観
念
よ
り
次
第
に
＝
念
欽
仰
を
致
す
輩
、
保
益
歩

 
み
に
従
ひ
、
片
時
擁
護
を
願
う
た
ぐ
ひ
利
生
望
み
の
如
し
」
 
(
北
野
天
神
縁
起
)
と
そ
の

 
神
徳
の
拡
大
が
始
め
ら
れ
、
つ
い
に
は
「
風
月
、
文
章
の
た
く
み
な
り
」
と
い
う
文
学
的

 
面
が
次
第
に
中
央
貴
族
、
と
く
に
文
人
達
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
文
道
神
と
し
て
変
質
し

 
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
完
成
は
平
安
末
か
ら
中
世
で
あ
る
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
考
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え
か
ら
、
大
宰
府
下
向
の
中
央
畳
族
に
よ
る
安
楽
寺
参
詣
、
諸
行
事
興
行
、
所
領
寄
進
が

 
こ
の
頃
か
ら
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
早
い
例
で
は
小
野
好
古
の
大
武
在
任
中
の

 
安
楽
寺
諸
行
事
興
行
、
大
江
匡
房
の
参
詣
な
ど
代
表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑤
安
楽
草
創
の
経
過
乃
至
古
代
末
期
に
お
け
る
寺
領
成
立
の
事
情
な
ど
を
知
る
唯
一
の
史
料

 
で
、
宇
佐
宮
の
所
謂
「
宇
佐
大
鏡
」
や
観
世
音
寺
に
お
け
る
「
資
財
帳
」
に
相
当
す
る
の

 
で
あ
る
が
、
二
者
に
比
し
て
、
こ
の
史
料
よ
り
、
寺
領
個
々
の
成
立
事
情
、
在
地
の
情

 
勢
、
構
造
な
ど
は
窺
え
な
い
。
現
在
は
、
永
豫
二
年
(
一
五
五
九
)
天
満
宮
留
守
大
鳥
居

 
魚
道
に
よ
っ
て
写
し
改
め
ら
れ
た
も
の
し
か
伝
っ
て
い
な
い
。
元
来
の
成
立
は
そ
の
記
載

 
に
よ
っ
て
鎌
倉
時
代
中
期
頃
と
推
定
さ
れ
る
。
異
本
や
古
断
簡
が
あ
る
と
こ
ろ
よ
り
、
そ

 
の
も
と
と
な
る
史
料
が
存
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
(
現
在
太
宰
府
神
社
所
蔵
)

⑥
拙
稿
「
安
楽
寺
領
に
つ
い
て
」
 
(
霜
起
九
号
、
昭
和
四
十
一
年
三
月
)

⑦
『
古
事
類
苑
』
神
宮
寺
の
頃
、
 
「
神
宮
寺
一
覧
表
」
 
(
神
道
辞
典
)
で
は
神
宮
寺
と
し
て

 
い
る
。

⑧
田
村
円
澄
氏
「
神
宮
寺
の
創
建
」
 
(
史
渕
八
十
七
輯
)

⑨
東
寺
文
書
、
甲
号
外
、
安
楽
寺
別
当
次
第

⑩
「
筑
前
国
訴
風
土
記
」
七
、
(
大
宰
管
内
志
上
巻
所
収
)

⑪
東
寺
文
書
甲
号
外
、
安
楽
寺
別
当
次
第
、
 
「
安
楽
寺
草
創
日
記
」

⑫
註
⑪
に
同
じ

⑬
「
零
丁
記
文
」
(
群
書
類
従
巻
二
十
)

⑭
「
安
楽
寺
草
創
日
記
」

⑮
貞
元
元
年
十
一
月
七
日
太
政
官
符

⑯
正
暦
の
託
宜
の
筆
者
が
別
当
松
寿
と
い
い
、
六
代
別
当
元
真
は
安
楽
寺
で
卒
去
し
た
と
伝

 
え
ら
れ
る
。

⑰
根
岸
文
書
(
平
安
遺
文
＝
二
七
八
号
)

⑱
根
岸
文
書
(
平
安
遺
文
一
三
九
六
号
)

⑲
太
宰
府
神
社
文
書
、
三
号

⑳
拙
稿
「
安
楽
寺
領
に
つ
い
て
」
安
楽
寺
寺
領
堂
塔
一
覧
表
参
照

⑳
昇
進
と
い
う
項
が
、
草
創
日
記
に
記
さ
れ
て
い
る
が
恐
ら
く
誤
写
で
は
な
か
ろ
う
か
、
五

 
綱
と
あ
る
も
四
の
職
し
か
記
載
さ
れ
な
い
。

㊧
例
え
ば
、
都
維
那
隆
慶
は
、
嘉
緑
三
年
(
一
二
二
七
)
に
は
田
所
職
に
補
さ
れ
て
い
た
。

 
(
太
宰
府
神
社
文
書
七
号
)

⑭
太
宰
府
神
社
文
書
、
古
書
記
録
控
の
四
所
収

墜
太
宰
府
神
社
文
書
、
古
書
記
録
年
給
八
所
収

⑳
竹
内
理
三
氏
『
寺
領
荘
園
の
研
究
』
醍
醐
寺
の
条

⑳
「
中
右
記
」
、
長
治
三
年
十
月
十
九
日
の
条

⑳
四
度
宴
は
、
正
月
の
内
宴
、
三
月
三
日
の
曲
水
の
宴
、
七
月
の
七
夕
宴
、
十
月
の
残
菊
宴

 
の
四
宴
で
あ
る
。
天
徳
二
年
(
九
五
八
)
大
宰
大
弐
小
野
好
古
に
よ
っ
て
曲
水
の
宴
が
始

 
め
ら
れ
て
以
後
、
永
承
元
年
(
一
〇
四
六
)
大
宰
権
帥
乱
丁
に
よ
る
七
夕
の
宴
開
始
ま
で

 
で
、
安
楽
寺
に
お
け
る
大
宰
府
官
人
の
年
中
行
事
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
請
僧
四
十

 
人
、
文
人
二
十
人
が
参
加
す
る
盛
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。
い
つ
れ
も
朝
廷
の
行
事
を
大
宰

 
府
に
移
し
、
更
に
天
満
神
前
に
行
う
行
事
と
し
て
安
楽
寺
に
入
っ
た
も
の
で
あ
る
。
い
つ

 
れ
も
文
人
に
よ
る
賦
詩
が
行
事
の
中
心
で
あ
っ
た
。

.
 
幽
太
宰
府
神
社
旧
社
家
小
野
好
直
江
の
教
示
に
よ
る
。

.
 
⑳
広
瀬
交
書

⑳
広
瀬
交
書

⑳
「
政
治
要
略
」
五
一
、
交
替
雑
事
十
一

㊧
「
天
満
宮
託
宣
記
」
 
(
大
宰
府
史
料
上
世
篇
五
所
収
)
及
び
「
扶
桑
略
記
廿
七
」

＄
太
宰
府
神
社
文
書
四
〇
七
号
、
文
豫
四
年
、
山
口
宗
永
天
満
宮
領
配
分
帳
及
び
、
同
交
書

 
四
九
六
号
、
慶
長
十
八
年
、
黒
田
長
政
社
領
配
分
帳

⑭
宇
佐
宮
で
も
宗
像
社
で
も
大
宮
司
は
最
高
の
社
職
で
あ
る
。

(
翻
安
楽
寺
に
隣
る
大
山
寺
を
石
清
水
宮
と
激
烈
な
闘
争
の
後
末
寺
化
し
た
廷
暦
寺
は
、
元
永

 
元
年
(
一
一
一
八
)
、
安
楽
寺
別
当
を
廷
暦
寺
僧
よ
り
補
任
せ
ん
と
す
る
事
件
を
起
し
(
中

 
右
記
永
久
五
年
二
月
二
十
九
日
の
条
)
て
か
ら
、
応
保
二
年
(
一
一
六
二
)
に
至
る
ま
で

 
四
十
四
年
に
わ
た
る
攻
勢
が
つ
づ
け
ら
れ
た
。

⑳
永
和
四
年
(
二
二
七
八
)
菅
原
長
衡
下
文
(
太
宰
府
神
社
文
書
)
を
は
じ
め
多
数
現
わ
れ

 
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
寺
領
筑
後
国
水
田
庄
を
中
心
と
す
る
数
ケ
所
の
状
態
し
か
窺
え

 
な
い
、
安
楽
寺
領
の
大
部
分
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

⑳
永
和
四
年
九
月
二
十
六
日
、
菅
原
長
衡
御
教
書
(
太
宰
府
神
社
文
書
七
〇
号
)

鉤
片
山
直
義
・
恵
良
宏
『
筑
後
国
章
田
荘
・
広
川
荘
史
料
』
 
(
九
州
荘
園
史
料
叢
書
十
巻
)

⑳
安
楽
寺
が
中
世
後
期
に
天
満
宮
を
表
面
に
お
し
出
レ
て
、
天
神
信
仰
を
強
調
し
て
ぎ
た
こ

 
と
が
、
近
辺
の
筑
前
、
筑
後
に
寺
領
が
限
ら
れ
て
き
た
と
は
い
え
、
戦
国
の
末
ま
で
荘
園

 
体
制
を
保
持
で
き
た
一
因
と
も
考
え
ら
れ
、
末
社
を
通
じ
て
の
支
配
と
参
詣
の
盛
行
を
期

 
待
を
し
、
そ
れ
が
成
功
し
て
、
中
世
末
の
門
前
町
(
現
在
の
太
宰
府
)
が
現
在
の
戸
数
よ

 
り
数
倍
し
た
と
い
わ
れ
る
程
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
は
や
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
安
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楽
寺
と
い
う
呼
称
よ
り
も
、
天
満
宮
と
い
う
方
が
史
料
的
に
は
多
い
こ
と
も
変
質
を
知
る

手
が
か
り
と
な
ろ
う
。
こ
と
に
天
神
信
仰
は
在
地
武
士
層
に
広
ま
り
、
享
豫
三
年
(
一
五

三
〇
)
に
お
い
て
、
地
方
の
土
着
武
士
と
思
わ
れ
る
も
の
が
「
任
旧
例
、
天
満
宮
江
参

詣
」
し
、
し
か
し
、
遠
方
の
故
、
連
々
無
音
に
過
ぎ
た
こ
と
は
心
外
の
至
り
と
述
べ
て
い

る
例
か
ら
も
窺
え
よ
う
。
 
(
太
宰
府
神
社
文
書
旧
満
盛
院
文
書
、
享
緑
三
年
九
月
二
十
八

日
、
土
居
(
屋
力
)
顕
定
書
状
)

⑳
太
宰
府
神
社
文
書
四
九
六
号
、
慶
長
十
八
年
十
二
月
二
十
八
日
、
黒
田
長
政
社
領
配
分
帳

昭和42年12月

大宰府安楽寺の寺官機構組織について
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二
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