
は
じ
め
に

　

本
稿
は
当
地
い
わ
き
に
お
い
て
十
七
年
間
に
わ
た
っ
て
続
け
て
き
た
寺
院
の
資

料
調
査
の
報
告
と
論
考
で
あ
る
。ま
も
な
く
調
査
が
終
了
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、

こ
の
調
査
に
参
加
し
て
く
れ
た
学
生
た
ち
の
た
め
に
も
大
学
に
記
録
を
残
し
て
お

き
た
い
と
い
う
の
が
本
稿
の
執
筆
動
機
で
あ
る（

（
（

。

　

筆
者
は
一
九
九
四
年
六
月
よ
り
い
わ
き
明
星
大
学
に
非
常
勤
講
師
と
し
て
出
講

す
る
よ
う
に
な
り
、
週
一
回
い
わ
き
の
学
生
た
ち
と
の
交
流
を
通
し
て
、
何
か
大

学
と
地
域
と
を
結
ぶ
よ
う
な
活
動
が
で
き
な
い
も
の
か
と
考
え
て
い
た
。
そ
こ
へ

一
九
九
八
年
、大
学
院
時
代
か
ら
の
友
人
で
あ
る
渡
辺
匡
一
氏
が
日
本
文
学
科（
当

時
）
の
助
手
と
し
て
着
任
し
た
。
渡
辺
氏
は
馬
目
順
一
氏
の
紹
介
で
い
わ
き
市
文

化
財
審
議
委
員
で
あ
っ
た
郷
土
史
家
佐
藤
孝
徳
氏
（
（
（

の
知
遇
を
得
て
共
に
お
寺
や
お

祭
り
を
見
て
歩
き
、
そ
の
中
で
寺
院
の
聖
教
調
査
の
話
が
持
ち
上
が
っ
た
。
佐
藤

氏
は
も
と
も
と
歴
史
学
や
民
俗
学
が
専
門
で
あ
り
、
古
文
書
に
は
強
く
て
も
経
典

類
に
は
不
案
内
で
あ
っ
た
た
め
、
経
典
類
を
扱
え
る
人
間
を
探
し
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。
そ
こ
で
翌
一
九
九
九
年
四
月
か
ら
佐
藤
氏
と
渡
辺
氏
、
そ
れ
に

筆
者
が
加
わ
り
「
福
島
県
地
域
文
化
研
究
会
」
を
立
ち
上
げ
、
本
格
的
な
寺
院
の

聖
教
調
査
に
取
り
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
経
緯
で
筆
者
は
渡
辺
氏
と

共
に
、如
来
寺（
浄
土
宗
）、宝
聚
院（
真
言
宗
）の
調
査
に
携
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

当
初
は
五
年
、
長
く
て
も
十
年
も
あ
れ
ば
調
査
は
完
了
す
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い

た
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
事
情
も
あ
っ
て
結
局
十
七
年
も
か
か
っ
て

し
ま
っ
た
。
よ
う
や
く
あ
と
一
年
で
終
了
す
る
目
処
が
つ
い
た
こ
と
も
あ
り
、
こ

の
際
両
寺
院
の
聖
教
調
査
の
あ
ら
ま
し
と
こ
の
調
査
の
意
義
に
つ
い
て
ま
と
め
て

お
く
こ
と
に
し
た
い
。

一
　
如
来
寺
と
宝
聚
院

　

ま
ず
最
初
に
、
調
査
対
象
と
な
っ
た
二
箇
所
の
寺
院
の
概
略
に
つ
い
て
説
明
し

て
お
こ
う
。

　

浄
土
宗
名
越
派
故
本
山
如
来
寺
（
（
（

は
、
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
名
越
派
第
三
世

高
蓮
社
良
山
上
人
（
妙
観
）
を
開
山
と
す
る
。
名
越
派
の
名
は
派
祖
尊
観
（
一
二

三
九
―
一
三
一
六
）
が
鎌
倉
名
越
の
善
導
寺
に
住
し
た
こ
と
に
よ
る
。
尊
観
の
後

継
者
で
あ
る
第
二
世
明
心
は
長
野
善
光
寺
南
大
門
に
住
し
、
教
線
を
維
持
し
た
。

い
わ
き
の
寺
院
の
聖
教
調
査

　
　
　
　 

地
域
の
教
養
の
拠
点
と
し
て
の
寺
院
の
役
割
に
つ
い
て 

　
　

門

屋

　

温

（
一
）

門
屋
　
温
：
い
わ
き
の
寺
院
の
聖
教
調
査 

　
　 

地
域
の
教
養
の
拠
点
と
し
て
の
寺
院
の
役
割
に
つ
い
て 

　
　



如
来
寺
は
も
と
大
国
魂
神
社
の
山
名
氏
が
建
て
た
寺
で
あ
っ
た
が
、
名
越
派
第
三

世
妙
観
（
一
二
九
二
―
一
三
六
一
）
を
招
き
改
め
て
開
山
と
し
、
以
来
、
浄
土
宗

名
越
派
総
本
山
と
称
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
名
越
派
の
檀
林
寺
院
と
し
て

僧
侶
た
ち
の
教
育
・
育
成
の
た
め
の
道
場
と
な
り
、
こ
こ
で
学
ん
だ
僧
侶
た
ち
が

奥
州
各
地
に
教
線
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
一
五
〇
〇
年
頃
、
如
来
寺
か
ら
一
キ
ロ

ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
あ
る
、
妙
観
の
弟
子
が
建
立
し
た
専
称
寺
（
（
（

へ
本
山
が
移
っ
た
こ

と
に
よ
り
、
如
来
寺
は
「
故
本
山
」
と
称
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
以
降
、
江
戸
時

代
を
通
じ
て
如
来
寺
は
、
新
た
に
本
山
と
な
っ
た
専
称
寺
、
楢
葉
の
成
徳
寺
（
（
（

、
大

沢
の
円
通
寺
（
（
（

と
並
び
、名
越
派
の
中
核
寺
院
と
し
て
重
要
な
地
位
を
占
め
て
き
た
。

明
治
に
な
っ
て
政
府
の
宗
教
政
策
に
よ
り
浄
土
宗
は
一
派
に
統
合
さ
れ
、
名
越
派

は
廃
絶
、
専
称
寺
は
「
名
越
派
旧
本
山
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

如
来
寺
は
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
檀
林
寺
院
で
あ
っ
た
た
め
、
名
越
派
の
典
籍

を
中
心
と
し
て
重
要
典
籍
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
本
山
が
移
っ
た
際
に
は
、

多
く
の
重
要
典
籍
も
ま
た
専
称
寺
に
移
さ
れ
た
た
め
、
そ
れ
を
嘆
い
た
如
来
寺
第

十
世
良
懿
は
、
派
祖
尊
観
、
二
世
明
心
、
三
世
妙
観
の
伝
書
を
中
心
に
名
越
派
の

秘
書
を
集
め
て
箱
に
収
め
「
月
形
の
箱（

（
（

」
と
名
づ
け
た
。「
月
形
の
箱
」
の
名
は
、

か
つ
て
明
心
が
住
し
た
善
光
寺
月
形
坊
に
由
来
す
る
。「
月
形
の
箱
」
の
中
に
は
、

如
来
寺
開
山
良
山
妙
観
の
自
筆
本
を
は
じ
め
と
す
る
貴
重
な
写
本
が
多
く
含
ま
れ

て
い
る
。
ま
た
、
い
わ
き
出
身
で
、
布
教
の
た
め
に
琉
球
に
渡
り
『
琉
球
神
道
記
』

を
著
し
た
こ
と
で
有
名
な
袋
中
上
人
良
定
の
自
筆
本
な
ど
も
伝
わ
る
。
古
い
も
の

は
室
町
時
代
の
写
本
か
ら
明
治
時
代
の
資
料
ま
で
、
全
部
で
２
０
０
０
点
余
の
典

籍
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
本
山
専
称
寺
が
明
治
期
に
衰
微
荒
廃
し
た
た
め
、
如
来

寺
は
名
越
派
の
数
少
な
い
貴
重
な
資
料
を
所
蔵
す
る
寺
院
と
い
う
こ
と
に
な
っ

た
。『
浄
土
宗
全
書
』
続
巻
十
は
「
名
越
叢
書
」
と
し
て
名
越
派
の
聖
教
を
収
録

し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
多
く
の
如
来
寺
所
蔵
典
籍
が
含
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
、

戦
後
の
二
度
に
わ
た
る
夏
井
川
の
氾
濫
に
よ
る
水
害
に
遭
っ
て
傷
み
の
激
し
い
も

の
や
、
避
難
の
た
め
の
移
動
で
巻
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
も
か
な

り
見
ら
れ
、
整
理
や
修
復
が
必
要
な
状
態
に
な
っ
て
い
た
。
我
々
が
調
査
を
開
始

し
た
と
き
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
。

　

も
う
一
方
の
宝
聚
院
（
（
（

は
、
真
言
宗
智
山
派
の
寺
院
で
あ
り
、
開
創
は
鎌
倉
時
代

の
建
久
三
年
（
一
一
九
二
）
に
ま
で
遡
る
と
さ
れ
る
。
永
正
元
年
（
一
五
〇
四
）、

秀
宥
が
高
野
山
宝
性
院
の
性
空
、
醍
醐
寺
行
樹
院
の
澄
恵
か
ら
伝
法
灌
頂
を
受
け

た
こ
と
に
よ
り
宝
聚
院
中
古
一
世
と
呼
ば
れ
、
中
興
の
祖
と
さ
れ
る
。
宝
聚
院
は

い
わ
き
に
お
い
て
は
薬
王
寺
と
並
ぶ
真
言
宗
の
中
核
寺
院
で
あ
り
、
こ
ち
ら
も
ま

た
僧
侶
が
学
問
や
修
行
を
す
る
た
め
の
壇
林
寺
院
で
あ
っ
た
た
め
、多
く
の
聖
教
・

典
籍
類
が
残
さ
れ
て
い
る
。 

さ
ら
に
、
当
地
の
棚
倉
藩
の
祈
祷
寺
院
と
し
て
の

役
割
を
果
た
し
て
も
い
た
た
め
に
、
最
盛
期
に
は
か
な
り
の
寺
領
を
持
ち
勢
力
の

あ
る
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
密
教
寺
院
で
あ
る
た
め
、
室
町
時

代
末
期
の
写
本
を
含
め
た
経
典
類
の
他
、
伝
授
の
印
信
類
や
儀
式
の
次
第
を
記
し

た
升
形
本
な
ど
、
総
計
一
七
〇
〇
点
余
の
貴
重
な
資
料
を
所
蔵
し
て
い
る
。
い
わ

き
の
真
言
宗
の
中
心
で
あ
っ
た
薬
王
寺
が
火
災
で
多
く
の
典
籍
を
失
っ
た
た
め
、

宝
聚
院
聖
教
は
当
地
の
真
言
宗
状
況
を
知
る
上
で
も
貴
重
な
資
料
で
あ
る
言
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
京
都
や
奈
良
の
所
謂
本
山
に
あ

た
る
寺
院
は
も
と
よ
り
、
栃
木
や
長
野
な
ど
の
寺
院
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
っ

た
こ
と
が
渡
辺
氏
ら
の
研
究
（
（
（

に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。 （

二
）

い
わ
き
明
星
大
学
研
究
紀
要
　
人
文
学
・
社
会
科
学
・
情
報
学
篇
　
第
一
号
（
通
巻
第
二
十
九
号
）



　

現
在
い
わ
き
市
で
は
宝
聚
院
の
属
す
る
真
言
宗
智
山
派
の
寺
院
が
他
宗
派
を
大

き
く
引
き
離
し
て
一
位
の
数
を
誇
る
。
そ
れ
に
続
く
二
位
が
浄
土
宗
と
曹
洞
宗
で

あ
る
。
如
来
寺
と
宝
聚
院
は
、
残
さ
れ
た
典
籍
の
数
か
ら
言
っ
て
も
、
歴
史
的
に

い
わ
き
を
代
表
す
る
寺
院
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
両
寺
の
聖
教
調

査
に
関
わ
れ
た
こ
と
は
誠
に
幸
運
だ
っ
た
と
言
え
る
。

二
　
悉
皆
調
査
の
プ
ロ
セ
ス

　

さ
て
、
そ
れ
で
は
寺
院
の
聖
教
調
査
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る

の
か
、
こ
こ
で
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
こ
う
。
こ
う
し
た
文
庫
の

典
籍
調
査
の
場
合
、
一
般
的
に
二
種
類
の
調
査
方
法
が
あ
る
。
悉
皆
調
査
と
抜
取

調
査
で
あ
る
。
悉
皆
調
査
と
は
文
字
通
り
所
蔵
さ
れ
る
す
べ
て
の
資
料
を
調
査
す

る
こ
と
。
一
方
、
抜
取
調
査
は
特
に
価
値
の
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
、
あ
る
い
は

研
究
テ
ー
マ
に
合
う
も
の
だ
け
を
抜
き
取
っ
て
調
査
す
る
こ
と
で
あ
る
。
当
然
抜

取
調
査
の
方
が
手
間
が
か
か
ら
ず
効
率
が
よ
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
悉
皆

調
査
は
作
業
量
も
厖
大
で
あ
り
、
自
分
は
関
心
が
な
い
資
料
や
大
し
て
価
値
が
な

い（
と
思
わ
れ
る
）資
料
も
調
査
の
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。し
か
し
、我
々

が
敢
え
て
悉
皆
調
査
を
選
ん
だ
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
こ
う
し
た
地
域
の
寺
院
の

調
査
は
自
分
の
研
究
の
た
め
だ
け
に
や
る
わ
け
で
は
な
い
。
調
査
を
さ
せ
て
い
た

だ
く
寺
院
や
地
域
の
人
た
ち
に
対
し
て
な
に
が
し
か
の
貢
献
を
す
る
こ
と
も
目
的

で
あ
り
、「
美
味
し
い
と
こ
ろ
だ
け
の
つ
ま
み
食
い
」で
は
失
礼
に
あ
た
る
。
ま
た
、

こ
れ
も
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
自
分
の
研
究
に
役
立
つ
も
の
だ
け
を
探
す
調
査
で

は
、
結
局
宝
探
し
や
パ
ズ
ル
の
ピ
ー
ス
探
し
に
な
っ
て
し
ま
う
。
お
宝
で
な
い
も

の
や
自
分
の
パ
ズ
ル
に
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
は
価
値
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
で
は
あ
ま
り
に
傲
慢
で
あ
る
し
、
研
究
自
体
の
可
能
性
も
広
が
っ
て
い

か
な
い
。
謙
虚
に
す
べ
て
の
資
料
に
向
き
合
っ
て
こ
そ
、
資
料
自
体
か
ら
新
た
な

研
究
の
可
能
性
が
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
、
こ
の
十
七
年
間
の
調
査

を
通
じ
て
た
ど
り
着
い
た
ひ
と
つ
の
結
論
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
厖
大
な
作
業

と
な
る
こ
と
は
承
知
の
上
で
、
悉
皆
調
査
に
取
り
組
む
こ
と
に
し
た
。
以
下
、
悉

皆
調
査
の
手
順
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
ゆ
き
た
い
。

①
　
虫
干
し

　

元
来
和
紙
は
非
常
に
丈
夫
な
素
材
で
、
保
存
状
態
さ
え
良
け
れ
ば
軽
く
千
年
は

持
つ
。し
か
し
、そ
ん
な
和
紙
に
も
弱
点
が
あ
る
。そ
れ
は
湿
気
と
虫
と
鼠
で
あ
る
。

本
を
食
べ
る
虫
と
い
う
と
す
ぐ
紙
魚
が
思
い
浮
か
ぶ
。
古
い
本
の
ペ
ー
ジ
の
間
に

い
る
銀
色
に
光
る
虫
で
あ
る
が
、
実
は
本
に
甚
大
な
被
害
を
及
ぼ
す
の
は
紙
魚
で

は
な
い
。
古
本
を
食
い
荒
ら
す
の
は
も
っ
ぱ
ら
シ
バ
ン
ム
シ
の
幼
虫
で
あ
る
。
実

際
、
如
来
寺
の
虫
干
し
で
も
、
穴
だ
ら
け
の
本
の
中
か
ら
顔
を
出
す
の
は
白
い
小

さ
な
シ
バ
ン
ム
シ
の
幼
虫
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ネ
ズ
ミ
は
本
を
囓
る
の
は
も
ち
ろ

ん
で
あ
る
が
、
そ
の
尿
は
ア
ル
カ
リ
性
が
強
い
た
め
か
、
本
に
か
か
る
と
紙
が
ぼ

ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
ま
ず
は
湿
気
と
虫
を
取
り
除
く
た
め
に
、
屋

外
に
シ
ー
ト
を
広
げ
て
虫
干
し
を
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
た
。
特
に
如
来
寺
の
典

籍
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
水
害
に
遭
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
虫
害
の
ひ
ど
い

も
の
が
あ
っ
た
の
で
、
念
入
り
に
虫
干
し
を
し
て
虫
や
虫
の
フ
ン
を
掃
除
す
る
必

要
が
あ
っ
た
。

（
三
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②
　
仮
番
号
入
れ

　

虫
干
し
が
済
ん
だ
本
に
は
一
点
ず
つ
仮
番
号
を
書
い
た
半
紙
の
短
冊
を
挟
ん
で

ゆ
く
。
こ
の
仮
番
号
は
こ
の
後
の
書
誌
デ
ー
タ
を
取
り
整
理
を
す
る
作
業
を
し
て

ゆ
く
際
の
本
の
識
別
番
号
と
な
る
。
こ
れ
は
い
わ
き
の
寺
で
の
ケ
ー
ス
で
は
な
い

が
、
仮
番
号
の
本
か
ら
は
み
出
て
い
る
部
分
を
す
べ
て
綺
麗
に
鼠
に
囓
り
取
ら
れ

た
こ
と
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
巣
の
材
料
に
す
る
た
め
に
柔
ら
か
い
半
紙
だ
け
を

咬
み
ち
ぎ
っ
て
行
っ
た
の
だ
ろ
う
。
以
来
、
番
号
は
本
か
ら
出
る
端
の
部
分
だ
け

で
は
な
く
、
短
冊
の
中
程
に
も
書
く
こ
と
に
し
た
。
こ
う
す
れ
ば
、
た
と
え
囓
り

取
ら
れ
て
も
容
易
に
番
号
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
こ
と
も
、
ひ

と
つ
ひ
と
つ
失
敗
か
ら
学
ん
で
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

③
　
書
誌
カ
ー
ド
の
作
成

　

次
に
特
製
の
書
誌
カ
ー
ド
に
書
誌
デ
ー
タ
を
記
録
し
て
ゆ
く
。
記
録
す
る
デ
ー

タ
は
、
本
の
寸
法
、
冊
数
、
丁
数
、
表
紙
の
色
、
装
丁
と
い
っ
た
本
の
外
形
に
関

す
る
デ
ー
タ
、
外
題
、
内
題
、
作
者
、
筆
者
、
成
立
年
代
な
ど
の
内
容
に
関
す
る

デ
ー
タ
で
あ
る
。
版
本
の
場
合
は
こ
れ
に
柱
題
や
扉
題
、
匡
郭
の
寸
法
、
発
行
書

肆
名
な
ど
が
加
わ
る
。
さ
ら
に
書
誌
カ
ー
ド
の
裏
面
に
は
、版
本
の
場
合
は
刊
記
、

写
本
の
場
合
は
奥
書
等
を
記
録
す
る
。

　

当
初
書
誌
カ
ー
ド
は
国
文
学
研
究
資
料
館
が
使
用
し
て
い
る
も
の
を
ひ
な
形
に

し
て
作
成
し
た
が
、
資
料
館
の
カ
ー
ド
が
主
に
文
芸
書
を
想
定
し
て
作
ら
れ
て
い

る
の
に
対
し
、
寺
院
の
場
合
は
経
典
や
伝
授
の
印
信
の
よ
う
に
特
殊
な
も
の
が
多

く
、
使
っ
て
い
る
う
ち
に
色
々
と
不
都
合
が
出
て
き
て
度
々
改
訂
を
加
え
た
。
た

と
え
ば
表
紙
や
表
紙
の
見
返
し
に
金
箔
を
散
ら
す
な
ど
の
凝
っ
た
装
幀
を
施
す
も

の
は
寺
院
の
本
に
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
っ
て
よ
く
、
そ
う
し
た
項
目
は
削
除
さ

れ
た
。
ま
た
逆
に
、
誰
か
ら
誰
に
伝
授
さ
れ
た
も
の
か
な
ど
、
仏
教
書
な
ら
で
は

の
要
素
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
項
目
を
追
加
し
た
。
こ
の
他
、
装
丁
の
呼
び
方
や

料
紙
の
種
類
な
ど
に
は
様
々
な
説
が
あ
っ
て
必
ず
し
も
統
一
さ
れ
た
基
準
が
あ
る

わ
け
で
は
な
く
、
書
誌
学
の
専
門
家
で
は
な
い
我
々
は
調
査
を
し
な
が
ら
勉
強
し

て
ゆ
く
と
い
う
感
じ
で
あ
っ
た
。
調
査
は
、
参
加
し
て
く
れ
た
学
生
た
ち
だ
け
で

な
く
、
指
導
す
る
我
々
に
と
っ
て
も
勉
強
の
場
で
あ
っ
た
。

④
　
書
誌
カ
ー
ド
の
見
直
し

　

こ
の
調
査
で
は
当
初
か
ら
い
わ
き
明
星
大
学
の
学
生
や
大
学
院
生
が
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
と
し
て
参
加
し
て
く
れ
た
。
十
七
年
の
間
に
参
加
し
た
学
生
・
院
生
の
数

は
延
べ
五
十
人
近
く
に
も
な
る
。
調
査
の
初
心
者
で
あ
る
学
生
た
ち
が
取
っ
た

カ
ー
ド
は
別
の
人
間
の
眼
で
見
直
す
作
業
が
必
要
で
、
結
局
両
寺
と
も
二
回
か
ら

三
回
の
見
直
し
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
勉
強
し
な
が
ら
調
査
を
進
め
て
ゆ
く
過

程
で
、
調
査
開
始
当
初
と
は
解
釈
や
基
準
が
変
わ
っ
た
も
の
も
あ
り
、
そ
の
場
合

当
然
初
期
の
カ
ー
ド
は
見
直
し
や
書
き
直
し
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
も
調
査
期
間

が
大
幅
に
伸
び
た
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。

　

実
は
学
生
た
ち
に
調
査
を
手
伝
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
は
、
相
応
の
デ
メ
リ
ッ
ト

も
あ
る
。
ま
ず
、
当
然
の
よ
う
に
毎
年
メ
ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
る
の
で
経
験
値
が

な
か
な
か
上
昇
し
な
い
。
毎
年
新
た
に
参
加
す
る
学
生
に
は
一
か
ら
レ
ク
チ
ャ
ー

を
し
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
書
誌
カ
ー
ド
の
取
り
方
や
辞
書
の
引
き
方
な
ど

の
レ
ク
チ
ャ
ー
を
担
当
す
る
教
員
は
そ
の
間
作
業
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
た

め
、
作
業
の
進
行
は
停
滞
す
る
。
学
生
の
学
習
能
力
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
個

人
差
が
あ
っ
て
、
数
回
で
要
領
を
呑
み
込
ん
で
覚
え
て
く
れ
る
学
生
も
い
れ
ば
、

な
に
せ
生
ま
れ
て
初
め
て
取
り
組
む
作
業
な
の
で
な
か
な
か
要
領
を
得
な
い
学
生

（
四
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も
い
る
。
要
領
が
わ
か
ら
ず
に
作
業
の
進
行
が
止
ま
る
だ
け
な
ら
ば
ま
だ
い
い
。

中
に
は
疑
問
点
に
つ
い
て
質
問
し
て
確
認
を
せ
ず
、
間
違
っ
た
や
り
方
で
書
誌

カ
ー
ド
を
取
っ
て
し
ま
う
学
生
も
い
る
。そ
う
す
る
と
、カ
ー
ド
の
見
直
し
や
デ
ー

タ
入
力
の
際
に
ひ
と
つ
ひ
と
つ
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
な
る
と
も
う

戦
力
に
な
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
手
伝
っ
て
も
ら
わ
な
か
っ
た
方
が
よ
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
場
合
さ
え
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
そ
の
よ
う
な
リ
ス

ク
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、原
則
と
し
て
学
生
抜
き
で
や
ろ
う
と
は
考
え
な
か
っ
た
。

仕
事
と
し
て
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
最
初
か
ら
効
率
や
採
算
は
度
外

視
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
最
大
の
理
由
は
、
こ
れ
は
単
な
る
調

査
で
は
な
く
教
育
の
一
環
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

調
査
に
参
加
し
た
学
生
に
期
待
し
た
の
は
、
資
料
調
査
の
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け

て
も
ら
う
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
郷
土
に
あ
る
資
料
を
身
近
に
感
じ
て
も
ら
い
た

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
普
通
で
あ
れ
ば
、
学
部
の
学
生
が
室
町
時
代
の
資
料
を

手
に
と
っ
て
見
ら
れ
る
チ
ャ
ン
ス
な
ど
そ
う
そ
う
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
土

地
で
暮
ら
す
先
祖
た
ち
が
数
百
年
に
わ
た
っ
て
守
り
伝
え
て
き
た
資
料
に
直
に
触

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
た
ち
も
ま
た
そ
れ
を
守
っ
て
子
孫
に
伝
え
て
ゆ
く
責

任
が
あ
る
の
だ
と
言
う
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
。
い
わ
き
以
外
の
地
域
か

ら
来
て
い
る
学
生
で
あ
っ
て
も
そ
れ
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
が
卒
業
し
て
、

将
来
そ
れ
ぞ
れ
の
地
元
に
帰
っ
た
と
き
、
自
分
が
住
む
地
域
の
寺
院
な
ど
に
残
さ

れ
て
い
る
資
料
を
見
た
と
き
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
を

理
解
で
き
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
あ
る
。
こ
の
調
査
は
学
生
た
ち
に
地
域
文
化
の

継
承
と
い
う
こ
と
を
、
自
分
の
手
で
感
じ
て
も
ら
う
た
め
の
試
み
で
も
あ
る
の
で

あ
る
。そ
の
点
は
調
査
を
始
め
た
と
き
か
ら
今
ま
で
揺
る
が
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。

最
初
か
ら
学
生
抜
き
で
調
査
を
し
て
い
た
ら
、
お
そ
ら
く
半
分
の
時
間
で
済
ん
だ

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
は
単
な
る
仕
事
と
し
て
の
調
査
、
研
究
の
た
め

の
調
査
に
な
っ
て
し
ま
う
。
地
域
に
お
け
る
調
査
は
そ
れ
で
は
い
け
な
い
。
こ
の

寺
院
の
資
料
調
査
と
い
う
場
で
学
生
た
ち
に
は
い
ろ
ん
な
こ
と
を
学
ん
で
い
っ
て

欲
し
い
と
思
う
か
ら
こ
そ
、
最
初
か
ら
学
生
た
ち
と
調
査
を
続
け
て
き
た
の
で
あ

る
。

⑤
　
デ
ー
タ
の
入
力

　

書
誌
カ
ー
ド
に
記
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
パ
ソ
コ
ン
の
表
計
算
ソ
フ
ト
に
入
力
し
て

ゆ
く
の
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
い
る
本
を
寄
せ
て
ゆ
く
作
業

を
す
る
。
た
と
え
ば
上
中
下
三
巻
、
あ
る
い
は
十
冊
で
一
揃
い
と
い
っ
た
本
の
場

合
、
調
べ
物
の
た
め
に
一
冊
だ
け
抜
き
出
し
た
り
、
洪
水
の
被
害
か
ら
避
難
す
る

た
め
に
移
動
し
た
際
に
、
本
が
バ
ラ
バ
ラ
に
別
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ

が
デ
ー
タ
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
容
易
に
検
索
が
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、

た
と
え
ば
版
本
で
あ
れ
ば
同
じ
外
題
や
柱
題
を
持
つ
も
の
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
う
や
っ
て
何
点
も
の
本
を
元
通
り
に
寄
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
中
に

は
百
年
以
上
も
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
上
巻
と
下
巻
の
再
会

や
、
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
て
か
ら
ど
の
よ
う
な
運
命
を
た
ど
っ
て
来
た
の
か
、
一

方
は
激
し
く
傷
み
、も
う
一
方
は
綺
麗
な
ま
ま
と
い
う
本
も
あ
っ
て
、ド
ラ
マ
チ
ッ

ク
な
気
分
に
さ
せ
て
く
れ
る
。
ま
た
粘
葉
装
の
場
合
、
紙
を
接
着
し
て
い
る
糊
が

劣
化
し
て
剥
が
れ
て
し
ま
い
や
す
く
、
本
自
体
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
う
こ

と
が
よ
く
あ
る
。
粘
葉
装
で
は
あ
ら
か
じ
め
そ
う
し
た
事
態
を
想
定
し
て
、
糊
付

け
部
分
に
題
名
の
略
称
と
丁
付
け
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
そ
う
し
た
情

報
を
手
が
か
り
に
復
元
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
ま
た
料
紙
の
大
き
さ
の
デ
ー
タ

も
復
元
の
手
が
か
り
と
な
る
。
デ
ー
タ
を
見
比
べ
な
が
ら
、「
こ
れ
と
こ
れ
は
も

（
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と
も
と
一
つ
の
本
で
は
」
と
推
理
を
し
て
統
合
し
て
ゆ
く
作
業
は
、
パ
ソ
コ
ン
な

し
で
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

⑥
　
分
類
・
整
理

　

デ
ー
タ
入
力
が
完
了
し
た
ら
、
今
度
は
そ
れ
を
分
類
し
て
並
べ
直
す
こ
と
に
な

る
。
分
類
に
は
基
本
的
に
図
書
館
と
同
じN

D
C

十
進
分
類
法
を
用
い
る
が
、
当

然
の
こ
と
な
が
ら
仏
教
の
部
分
が
圧
倒
的
で
あ
る
の
で
、
仏
教
書
に
つ
い
て
は
さ

ら
に
細
か
い
分
類
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

分
類
が
完
了
し
た
ら
、
今
度
は
作
業
用
の
仮
番
号
で
は
な
く
、
管
理
の
た
め
の

本
番
号
を
振
っ
て
ゆ
く
。
我
々
が
関
与
で
き
る
の
は
こ
こ
ま
で
で
、
こ
れ
か
ら
先

ま
た
何
百
年
か
の
間
お
寺
の
人
た
ち
だ
け
で
こ
れ
ら
の
典
籍
を
管
理
し
維
持
し
て

ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
本
番
号
は
そ
の
管
理
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

貴
重
な
本
が
再
び
散
逸
し
た
り
紛
失
し
た
り
し
な
い
よ
う
に
一
冊
一
冊
に
番
号
を

記
し
た
シ
ー
ル
を
貼
り
、
そ
れ
と
原
簿
に
よ
っ
て
蔵
書
を
管
理
し
よ
う
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
古
い
貴
重
な
資
料
に
シ
ー
ル
を
直
接
貼
り
付
け
る
こ
と
に
は
、
本
を

傷
め
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
否
定
的
な
意
見
も
あ
る
。
し
か
し
、
国
宝
級
の

も
の
な
ら
ば
と
も
か
く
、一
般
的
な
お
寺
に
残
る
本
で
あ
れ
ば
、や
は
り
直
接
シ
ー

ル
を
貼
っ
て
し
ま
う
の
が
最
も
扱
い
や
す
い
と
思
う
。
た
だ
し
、
用
紙
は
中
性
紙

を
使
い
、
糊
も
で
き
る
だ
け
変
色
や
変
質
を
起
こ
し
に
く
い
も
の
を
用
い
る
。

　

分
類
し
並
べ
直
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
、
お
寺
の
希
望
次
第
で
は
文
庫
目
録
と

し
て
出
版
し
た
り
、W

EB

上
に
公
開
し
た
り
す
る
こ
と
も
想
定
し
て
い
る
。

⑦
　
文
化
財
の
指
定
と
補
修

　

典
籍
の
悉
皆
調
査
の
プ
ロ
セ
ス
は
基
本
的
に
こ
れ
で
終
了
だ
が
、
調
査
に
付
随

し
て
行
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
れ
か
ら
本
を
維
持
保
存
し
て
ゆ
く
た
め
に
必

要
な
手
助
け
で
あ
る
。

　

ひ
と
つ
目
は
自
治
体
の
文
化
財
指
定
の
た
め
の
お
手
伝
い
で
あ
る
。
典
籍
が
県

や
市
の
文
化
財
指
定
を
受
け
る
た
め
に
は
全
点
数
の
詳
細
な
リ
ス
ト
を
提
出
し
て

文
化
財
審
議
委
員
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
調
査
に
よ
っ
て
作
成
し

た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
そ
の
ま
ま
リ
ス
ト
と
し
て
使
う
こ
と
が
で
き
る
。
ち
な
み
に

現
在
い
わ
き
市
指
定
の
有
形
文
化
財
の
中
で
典
籍
は
三
点
で
あ
る
が
、
内
二
点
が

「
如
来
寺
蔵
典
籍
」（
平
成
七
年
指
定
）
と
「
宝
聚
院
典
籍
及
び
印
信
状
」（
平
成

二
十
一
年
指
定
）
で
あ
る
。
た
だ
し
「
月
形
函
」
は
平
成
七
年
の
指
定
か
ら
漏
れ

て
い
た
の
で
、
我
々
の
調
査
に
も
と
づ
い
て
平
成
十
五
年
に
歴
史
資
料
と
し
て
改

め
て
文
化
財
指
定
を
受
け
た
。
文
化
財
指
定
を
受
け
て
お
け
ば
、
修
復
の
際
に
補

助
が
出
る
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、
檀
家
の
人
た
ち
に
と
っ
て
も
「
う
ち
の
お
寺

に
は
文
化
財
が
あ
る
」
と
い
う
誇
り
を
持
っ
て
も
ら
え
る
。
典
籍
は
仏
像
や
建
物

と
違
っ
て
、
一
般
の
人
に
は
な
か
な
か
価
値
が
わ
か
り
づ
ら
い
も
の
で
あ
る
だ
け

に
、
文
化
財
指
定
は
「
こ
れ
ら
の
本
は
貴
重
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
わ

か
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
有
効
な
手
段
だ
と
思
う
。

　

ま
た
、
典
籍
を
補
修
す
る
際
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
重
要

な
役
割
で
あ
る
。
古
写
本
等
を
補
修
す
る
に
は
文
化
財
修
復
の
た
め
の
特
殊
な
技

術
を
持
っ
た
業
者
に
頼
む
必
要
が
あ
る
。
一
般
的
な
絵
画
の
掛
け
軸
や
書
道
の
條

幅
を
手
が
け
る
町
の
経
師
屋
さ
ん
の
手
に
は
負
え
な
い
。
今
回
の
寺
院
で
は
な
い

が
、
特
殊
な
技
術
を
持
た
な
い
経
師
屋
に
頼
ん
だ
結
果
、
本
を
台
無
し
に
し
て
し

ま
う
よ
う
な
修
復
を
さ
れ
て
し
ま
っ
た
例
も
あ
る
。
古
い
典
籍
や
古
文
書
の
修
復

技
術
は
次
々
と
新
し
い
手
法
が
考
案
さ
れ
て
め
ざ
ま
し
い
進
歩
を
遂
げ
て
い
る
。

典
籍
の
状
態
に
よ
っ
て
ど
う
い
う
修
復
方
法
が
適
当
か
と
い
う
こ
と
を
ア
ド
バ
イ

（
六
）

い
わ
き
明
星
大
学
研
究
紀
要
　
人
文
学
・
社
会
科
学
・
情
報
学
篇
　
第
一
号
（
通
巻
第
二
十
九
号
）



ス
す
る
こ
と
も
、
調
査
を
す
る
も
の
と
し
て
の
仕
事
で
あ
る
。

三
　
寺
院
の
聖
教
調
査
の
意
義

　

さ
て
、
後
半
は
こ
の
地
域
の
寺
院
の
聖
教
調
査
の
意
義
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み

た
い
。
と
言
っ
て
も
、
こ
れ
か
ら
挙
げ
る
内
容
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
独
立
し
た
論

文
に
な
る
よ
う
な
も
の
な
の
で
、
こ
こ
で
は
項
目
を
箇
条
書
き
に
し
て
簡
単
な
解

説
を
加
え
る
だ
け
に
と
ど
め
る
。
個
々
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
筆
者
自
身
を
含
め

調
査
に
携
わ
っ
た
研
究
者
が
そ
れ
ぞ
れ
論
文
化
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う（

（1
（

。

①
　
本
を
介
し
て
わ
か
る
寺
院
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　

人
が
手
で
写
し
た
本
に
は
多
く
の
場
合
「
奥
書
」
が
つ
い
て
い
る
。
奥
書
と
は
、

巻
末
に
そ
の
本
を
写
し
た
年
月
日
や
場
所
、
写
し
た
人
の
名
前
な
ど
を
書
き
留
め

て
お
く
も
の
で
あ
る
。
奥
書
が
あ
れ
ば
、
そ
の
本
が
い
つ
、
ど
こ
で
、
誰
に
よ
っ

て
写
さ
れ
た
か
が
わ
か
る
。写
し
た
元
の
本（
底
本
）に
も
奥
書
が
つ
い
て
い
る
と
、

そ
の
奥
書
も
本
文
と
一
緒
に
写
し
て
最
後
に
自
分
の
奥
書
を
書
き
足
す
こ
と
が
多

い
。
そ
の
た
め
、
奥
書
が
ど
ん
ど
ん
書
き
足
さ
れ
て
い
っ
て
、
巻
末
に
い
く
つ
も

の
奥
書
が
並
ん
で
い
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
本
が
ど
こ
で

ど
ん
な
人
の
手
を
経
て
書
き
写
さ
れ
て
き
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
写
本

は
印
刷
と
違
っ
て
一
度
に
大
量
の
複
製
を
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
甲
が
写
し
た

本
を
乙
が
写
し
、
そ
れ
を
ま
た
丙
が
写
す
と
い
う
よ
う
に
、
基
本
的
に
一
対
一
で

伝
え
ら
れ
て
い
く
。
印
刷
さ
れ
た
本
と
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、
常
に
人
の
手
を

介
し
て
伝
え
ら
れ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
は
人
と
人
の
関
係

や
、
人
の
移
動
を
知
る
手
が
か
り
で
も
あ
る
。

　

如
来
寺
と
宝
聚
院
に
伝
わ
る
写
本
に
も
、
当
然
数
多
く
の
奥
書
が
記
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
か
ら
い
わ
き
の
両
寺
院
が
、
ど
こ
の
お
寺
と
関
係
を
持
っ
て
い
た
か
が

わ
か
り
、
そ
れ
ら
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
と
寺
院
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
よ
う
な
も
の
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
。
江
戸
時
代
に
入
っ
て
い
わ
ゆ
る
本
山
と
末
寺
の
関
係
が
強

化
さ
れ
、地
方
寺
院
は
京
畿
な
ど
に
あ
る
寺
院
を
本
山
と
し
て
仰
ぐ
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
そ
の
結
び
つ
き
は
現
代
の
本
山
と
末
寺
の
関
係
に
比
べ
る
と
緩
や
か
で

あ
っ
て
、
僧
侶
た
ち
は
本
山
以
外
の
寺
へ
も
学
び
に
行
く
こ
と
が
で
き
た
。
地
方

で
の
僧
侶
た
ち
の
学
問
や
修
行
の
場
で
あ
っ
た
檀
林
寺
院
は
、
た
と
え
て
み
れ
ば

地
方
の
単
科
大
学
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
こ
か
ら
他
の
地
域
に
あ
る
大
学
や
大
学

院
に
学
び
に
行
く
こ
と
は
比
較
的
自
由
で
あ
る
。
僧
侶
た
ち
は
自
分
が
学
び
た
い

も
の
が
あ
る
と
こ
ろ
へ
学
び
に
ゆ
く
こ
と
が
で
き
た
。
も
ち
ろ
ん
中
世
の
よ
う
に

禅
宗
と
密
教
を
兼
学
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ

で
も
、
奥
書
か
ら
は
僧
侶
た
ち
が
あ
ち
こ
ち
へ
勉
強
に
出
か
け
て
本
を
写
し
て
き

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

た
と
え
ば
如
来
寺
の「
月
形
の
箱
」に
収
め
ら
れ
た
写
本
の
奥
書
を
見
る
と
、『
先

師
良
山
口
筆
』
に
は
「
以
前
十
箇
条
任
相
承
之
旨
粗
註
了
以
此
趣
奉
授
畢
／
于
時

正
和
三
年
十
二
月
三
十
日
／
鎌
倉
名
越
善
導
寺
書
写
也
／
玄
義
序
題
□
下
口
筆
事

／
先
師
良
山
口
筆
畢
良
天
記
之
／
天
文
九
年
七
月
八
日
迎
雲
寺
書
畢
」と
あ
っ
て
、

正
和
三
年
（
一
三
一
四
）
に
鎌
倉
名
越
の
善
導
寺
で
書
写
さ
れ
た
も
の
が
、
天
文

九
年
（
一
五
四
〇
）
に
常
陸
国
真
壁
郡
の
迎
雲
寺
で
写
さ
れ
て
如
来
寺
へ
も
た
ら

さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
同
じ
く
『
授
手
印
决
答
疑
問
抄
』
に
は
「
本
奥
言

云
／
嘉
暦
二
年
七
月
十
八
日
申
剋
善
光
寺
南
大
門
月
形
／
談
義
所
ニ
テ
書
写
了
春

（
七
）

門
屋
　
温
：
い
わ
き
の
寺
院
の
聖
教
調
査 

　
　 

地
域
の
教
養
の
拠
点
と
し
て
の
寺
院
の
役
割
に
つ
い
て 

　
　



秋
五
十
四
半
幸
浄
土
門
互
選
四
ヶ
流
／
移
当
流
々
々
述
證
二
尊
本
意
伝
書
祖
師
素

懐
悦
哉
今
度
／
離
生
死
幸
之
／
於
奥
州
岩
城
之
郡
矢
野
目
如
来
寺
談
義
所
書
畢
／

文
明
十
年
戊
戌
十
二
月
十
六
日
執
筆
良
寿
」
と
あ
っ
て
、嘉
暦
二
年
（
一
三
二
七
）

に
長
野
善
光
寺
の
月
形
談
義
所
で
書
写
さ
れ
た
も
の
が
、文
明
十
年
（
一
四
七
八
）

に
如
来
寺
の
談
義
所
で
転
写
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

宝
聚
院
の
場
合
も
同
様
で
『
水
天
供
』
に
は
「
慶
長
十
九
年
［
甲/

寅
］
六
月

十
九
日
高
野
山
於
往
生
院
谷
藤
之
坊
書
写
之
／
岩
城
薬
王
寺
末
弟
北
神
谷
俊
良
実

名
最
祥
」
と
あ
っ
て
、薬
王
寺
の
俊
良
が
高
野
山
で
書
写
し
た
こ
と
が
わ
か
る
し
、

『
守
毎
月
修
様
』
に
は
「
慶
安
元
戊
子
暦
六
月
吉
日
／
右
守
ハ
重
敒
上
人
根
来
寺

ヨ
リ
御
下
時
分
尾
州
大
山
ニ
テ
／
鹿
嶋
神
宮
寺
ノ
別
当
ヨ
リ
御
相
伝
記
／
重
敒
上

人
示
之
／
覚
音
房
／
授
与
勢
怡
」
と
あ
っ
て
、
根
来
寺
の
重
敒
上
人
が
尾
張
に
下

向
の
際
、
宝
聚
院
の
勢
怡
鹿
島
神
宮
寺
の
別
当
か
ら
相
伝
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
こ
に
挙
げ
た
の
は
ほ
ん
の
一
例
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
奥
書
を
見
た
だ

け
で
も
、
い
わ
き
の
僧
侶
た
ち
が
関
東
関
西
の
様
々
な
寺
院
へ
出
か
け
て
、
本
を

写
し
て
持
ち
帰
っ
た
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
寺
と
寺
を
結

ぶ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
如
来
寺
が
名
越
派
の
総
本
山
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か

る
よ
う
に
、
単
純
に
中
央
対
地
方
と
い
う
よ
う
な
括
り
で
は
捉
え
き
れ
な
い
多
面

的
な
繋
が
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
よ
う（

（（
（

。

②
　
地
方
寺
院
に
お
け
る
漢
籍
の
役
割

　

如
来
寺
や
宝
聚
院
の
よ
う
な
寺
の
悉
皆
調
査
を
し
て
い
る
と
、
漢
籍
が
多
く
見

つ
か
る
こ
と
に
驚
く
。
そ
れ
ら
は
四
書
五
経
の
類
で
あ
っ
た
り
、
漢
詩
集
や
音
韻

関
係
の
書
物
で
あ
っ
た
り
す
る
の
だ
が
、
た
と
え
ば
如
来
寺
に
残
さ
れ
た
漢
籍
を

ざ
っ
と
挙
げ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
、
四
書
五
経
関
係
の
も
の
だ
け
で
も

次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

詩
経
集
註
・
書
経
集
註
・
礼
記
集
註
・
春
秋
集
註
・
易
経
集
註
・
鼇
頭
中
庸
・

鼇
頭
論
語
・
鼇
頭
孟
子
・
毛
詩
鄭
箋
・
周
易
折
中
・
春
秋
左
伝
年
表
・
音
註

全
文
春
秋
括
例
始
末
左
伝
句
読
直
解
・
孝
経
大
義
・
大
学
章
句
俗
解
・
大
学

註
・
小
学
句
読
・
七
書
・
四
書
訓
蒙
輯
疎
・
困
学
紀
聞
・
爾
雅
註
疏
・
老
子

道
徳
真
経

ま
た
易
占
に
関
す
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。

古
易
精
義
指
南
・
断
易
天
機
・
易
学
類
篇
・
諸
易
引
事
大
全
抄
・
通
変
八
卦

掌
中
指
南
・
大
広
益
新
撰
八
卦
鈔
諺
解
・
八
卦
指
南
書
・
論
卦
八
卦
互
象
・

古
暦
本
四
柱
之
法
・
方
鑑
精
義
大
成
・
方
鑑
類
要
・
方
鑑
秘
伝
集

さ
ら
に
詩
文
や
音
韻
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文
真
宝
・
古
文
真
宝
後
集
合
解
評
林
・
世
説
新
語
補

觽
・
寒
山
詩
・
歌
行
詩
・
楽
府
古
題
要
解
・
唐
詩
選
・
唐
賢
七
言
律
詩
三
体

家
法
・
唐
詩
五
言
律
句
三
体
家
法
・
増
註
唐
賢
絶
句
三
体
詩
法
・
唐
詩
訓
解
・

唐
宋
千
家
聯
珠
詩
格
・
三
家
詩
話
・
月
節
折
楊
柳
歌
・
明
七
子
詩
解
・
新
刻

学
字
千
家
詩

増
続
大
広
益
会
玉
篇
大
全
・
韻
鏡
開
奩
・
韻
鏡
字
子
・
韻
鏡
頓
語
集
・
韻
鏡

易
解
改
正
・
新
校
正
韻
鏡
字
子
・
磨
光
韻
鏡
・
音
訓
国
字
格
・
韻
鏡
必
訣
袖

中
鈔
抜
萃
・
唐
鑑
音
註
・
古
今
韻
会
挙
要
・
説
文
韻
府
群
玉
・
聚
分
韻
略

　

こ
れ
ら
の
漢
籍
の
用
途
は
ま
だ
具
体
的
に
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
の
だ
が
、

檀
林
で
学
ぶ
僧
侶
た
ち
の
教
養
が
仏
教
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
儒
学
や
漢
詩
文
な

ど
漢
籍
を
も
含
ん
だ
総
合
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る（

（1
（
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③
　
明
治
期
に
お
け
る
寺
院
の
役
割

　

如
来
寺
と
宝
聚
院
両
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
典
籍
は
、
中
世
・
近
世
の
も
の
に
と
ど

ま
ら
な
い
。
明
治
以
降
の
本
も
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
特
に
如
来
寺
の
鈴
木
知

周
上
人
（
一
八
三
八
―
一
九
二
五
）
は
、
そ
れ
ま
で
の
蔵
書
を
整
理
、
修
繕
し
た

ば
か
り
で
な
く
、
本
人
も
多
く
の
書
籍
を
購
入
し
た
り
書
写
し
た
り
し
て
い
て
、

明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
の
地
方
寺
院
の
役
割
を
う
か
が
う
貴
重
な
手
が
か
り
を

提
供
し
て
く
れ
る
。
知
周
上
人
の
手
元
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
本
は
、
驚
く
ほ
ど

他
分
野
に
わ
た
っ
て
い
る
。宗
教
法
規
等
明
治
政
府
の
宗
教
政
策
に
関
す
る
も
の
、

キ
リ
ス
ト
教
や
天
理
教
な
ど
他
宗
を
批
判
す
る
も
の
、
催
眠
術
や
妖
怪
学
等
オ
カ

ル
ト
な
も
の
、
日
清
日
露
戦
争
期
の
歴
史
や
地
理
、
教
育
に
関
す
る
も
の
、
算
数

や
数
学
に
関
す
る
も
の
、
気
象
や
天
文
学
・
暦
に
関
す
る
も
の
、
医
学
や
農
業
に

関
す
る
も
の
、
そ
の
他
内
外
の
雑
誌
記
事
の
書
き
抜
き
な
ど
な
ど
。
こ
れ
ら
は
知

周
上
人
の
個
人
的
な
関
心
の
幅
広
さ
に
由
来
す
る
部
分
も
あ
ろ
う
が
、
そ
の
熱
心

さ
を
見
る
に
つ
け
檀
家
の
様
々
な
要
求
に
応
え
よ
う
と
す
る
住
職
と
し
て
の
意
気

込
み
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
幕
末
か
ら
明
治
・
大
正
に
か
け
て
生
き
た

彼
は
、
名
越
派
が
消
滅
さ
せ
ら
れ
た
よ
う
に
寺
院
を
取
り
巻
く
社
会
的
環
境
が
激

変
す
る
中
で
、
生
き
残
り
を
か
け
て
必
死
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
旧
檀
林
の
住
職
で

あ
れ
ば
、
地
域
の
知
識
人
と
し
て
の
自
負
も
大
き
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
新
し
い

法
律
や
新
し
い
暦
が
施
行
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
檀
家
の
人
た
ち
に
わ
か
り
や
す
く

説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
新
の
知
識
を
貪
欲
に
吸
収
し
よ
う
と
す
る
そ
の

姿
勢
に
は
、
檀
家
た
ち
の
よ
き
領
導
役
た
ら
ん
と
す
る
住
職
の
使
命
感
を
見
て
取

る
こ
と
が
で
き
る（

（1
（

。

　

近
年
は
「
葬
式
仏
教
」
な
ど
と
揶
揄
さ
れ
、
都
市
部
で
は
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
崩
壊
と
相
ま
っ
て
仏
教
離
れ
、
寺
院
離
れ
が
進
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
で
も
い
わ

き
の
よ
う
に
人
的
流
動
性
の
比
較
的
小
さ
い
地
域
で
は
、
寺
院
の
果
た
す
役
割
は

ま
だ
ま
だ
決
し
て
小
さ
く
な
い
。
筆
者
が
寺
院
の
聖
教
調
査
を
通
じ
て
お
つ
き
あ

い
を
し
て
い
る
い
く
つ
か
の
お
寺
の
住
職
さ
ん
た
ち
は
、地
域
の
よ
ろ
ず
相
談
所
、

な
ん
で
も
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
寺
院
の
聖
教
調
査
か
ら
は
、

江
戸
時
代
か
ら
現
代
ま
で
変
わ
ら
ぬ
地
域
に
お
け
る
寺
院
の
役
割
と
い
う
も
の
を

読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
一
九
九
九
年
以
来
継
続
し
て
き
た
い
わ
き
の
寺
院
の
聖
教
調
査
の
あ
ら

ま
し
に
つ
い
て
説
明
し
た
。
こ
う
し
た
聖
教
調
査
の
目
的
は
、
数
百
年
の
間
、
お

寺
と
檀
家
さ
ん
た
ち
が
守
り
伝
え
て
き
た
貴
重
な
聖
教
に
光
を
当
て
て
、
そ
の
価

値
を
改
め
て
理
解
し
て
も
ら
う
の
と
同
時
に
、
今
後
さ
ら
に
数
百
年
守
り
伝
え
て

ゆ
く
た
め
の
手
助
け
を
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
、
若
い
学
生
た
ち
に
調
査
に
参

加
し
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
、過
去
の
長
い
時
間
、お
寺
が
地
域
の
教
養
を
担
っ

て
来
た
こ
と
を
知
る
だ
け
で
な
く
、
未
来
に
向
か
っ
て
地
域
の
教
養
を
担
う
人
た

ち
を
育
て
る
た
め
の
さ
さ
や
か
な
試
み
で
も
あ
る
。
人
文
系
の
学
問
を
軽
視
す
る

風
潮
が
高
ま
る
昨
今
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
上
地
域
の
文
化
を
風
化
さ
せ
な
い
た
め

に
は
、
経
済
ば
か
り
で
な
く
地
域
を
支
え
て
き
た
教
養
の
担
い
手
た
ち
に
も
目
を

向
け
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
思
う
。

　

最
後
に
、
こ
の
調
査
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
参
加
し
て
き
て
く
れ
た
多
く
の
明
星

大
の
学
生
や
院
生
、
卒
業
生
、
さ
ら
に
は
調
査
を
お
手
伝
い
く
だ
さ
っ
た
他
大
学

の
学
生
や
研
究
者
の
方
々
の
お
名
前
を
記
し
て
、
感
謝
の
意
を
捧
げ
た
い
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
九
）

門
屋
　
温
：
い
わ
き
の
寺
院
の
聖
教
調
査 

　
　 

地
域
の
教
養
の
拠
点
と
し
て
の
寺
院
の
役
割
に
つ
い
て 

　
　



芦
野
雅
之
・
石
井
克
生
・
上
田
正
孝
・
榎
本
康
・
大
村
壮
一
郎
・
小
野
一
雄
・
小

野
史
絵
・
小
野
麻
衣
・
小
野
若
菜
・
金
澤
悦
子
・
上
村
佳
恵
子
・
河
内
聡
子
・
日

下
部
美
紀
・
小
泉
智
子
・
後
藤
学
・
小
松
芳
徳
・
小
峯
和
明
・
斎
藤
理
子
・
酒
井

英
美
・
佐
々
木
大
・
佐
藤
孝
徳
・
佐
藤
史
江
・
三
瓶
美
緒
・
東
海
林
良
昌
・
鈴
木

陽
・
鈴
木
映
梨
香
・
鈴
木
拓
也
・
鈴
木
悠
・
鈴
木
三
恵
・
島
崎
綾
子
・
島
崎
圭
介
・

菅
原
千
香
子
・
関
克
・
曽
根
原
理
・
高
橋
美
紀
・
玉
田
典
子
・
土
屋
順
子
・
富
岡

真
由
美
・
中
崎
い
く
み
・
永
田
清
顕
・
中
村
亮
彦
・
沼
能
岳
人
・
袴
塚
瑞
子
・
箱

崎
昌
子
・
原
克
昭
・
半
澤
健
一
・
平
澤
卓
也
・
廣
川
雅
子
・
福
島
と
も
え
・
藤
田

琴
江
・
堀
江
智
人
・
堀
川
香
菜
・
増
井
広
太
朗
・
宗
方
麻
衣
子
・
村
上
美
紀
・
村

松
こ
ず
え
・
目
黒
将
史
・
茂
垣
秋
典
・
森
雅
俊
・
森
田
美
琴
・
山
田
か
お
り
・
山

田
智
子
・
山
手
賢
太
郎
・
吉
田
悦
子
・
若
松
清
江
・
渡
辺
匡
一
・
渡
辺
晃
也
・
渡

部
高
史
・
渡
辺
智
裕
・
渡
辺
文
久
・
渡
辺
昌
明
・
渡
辺
麻
里
子
（
五
十
音
順
）

注
（
１
）　

二
〇
一
五
年
一
〇
月
二
十
三
日
～
十
一
月
二
十
一
日
ま
で
、
い
わ
き
明
星
大
学
図

書
館
１
階
ロ
ビ
ー
に
お
い
て
、「
い
わ
き
の
お
寺
に
眠
る
本
た
ち
～
如
来
寺
と
宝
聚

院
の
聖
教
～
」
と
い
う
展
覧
会
を
企
画
、
両
寺
の
貴
重
な
資
料
を
展
示
し
、「
Ⅰ　

お
寺
の
本
の
調
査
の
進
め
方
、
Ⅱ　

お
寺
の
本
か
ら
わ
か
る
こ
と
、
Ⅲ　

お
寺
の
本

の
さ
ま
ざ
ま
な
形
」
に
つ
い
て
概
説
し
た
。
本
稿
は
、
展
示
内
容
の
Ⅰ
と
Ⅱ
に
つ
い

て
の
詳
し
い
解
説
と
い
う
性
格
も
持
っ
て
い
る
。

（
２
）　

残
念
な
こ
と
に
我
々
の
頼
も
し
き
先
達
で
あ
っ
た
佐
藤
孝
徳
氏
は
、
二
〇
一
〇
年

五
月
に
急
逝
さ
れ
た
。
い
わ
き
の
歴
史
の
生
き
字
引
と
も
言
う
べ
き
佐
藤
氏
が
い
な

け
れ
ば
、
こ
の
調
査
自
体
始
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
よ
う
や

く
調
査
の
完
了
を
佐
藤
氏
に
報
告
で
き
る
こ
と
が
せ
め
て
も
の
恩
返
し
で
あ
る
。

（
３
）　

正
式
名
は
松
峯
山
真
戒
院
如
来
寺
と
号
し
、
所
在
地
は
い
わ
き
市
平
山
崎
字
矢
ノ

目
で
あ
る
。
聖
教
類
を
収
め
た
経
蔵
は
、
山
号
を
と
っ
て
「
松
峯
文
庫
」
と
い
う
。

（
４
）　

梅
福
山
報
恩
院
専
称
寺
、
所
在
地
は
い
わ
き
市
平
山
崎
梅
福
山
。
応
永
二
年
（
一

三
九
五
）
良
就
上
人
に
よ
る
開
基
。

（
５
）　

所
在
地
は
双
葉
郡
広
野
町
折
木
字
館
。

（
６
）　

大
沢
山
虎
渓
院
円
通
寺
。
所
在
地
は
栃
木
県
芳
賀
郡
益
子
町
。
応
永
九
年
（
一
四

〇
二
）
良
栄
に
よ
る
開
基
と
さ
れ
る
。

（
７
）　

い
わ
き
市
指
定
文
化
財
の
名
称
は
「
月
形
函
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
一

般
的
な
「
月
形
の
箱
」
と
表
記
し
て
お
く
。

（
８
）　

正
式
名
を
阿
遮
羅
山
宝
聚
院
満
龍
寺
と
号
し
、
所
在
地
は
い
わ
き
市
小
川
町
西
小

川
字
上
ノ
谷
地
で
あ
る
。

（
９
）　

渡
辺
匡
一
「
地
域
寺
院
と
資
料
学　
　

地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
確
立
へ
」

（
中
世
文
学
会
遍
『
中
世
文
学
研
究
は
日
本
文
化
を
解
明
で
き
る
か
』
笠
間
書
院
、

二
〇
〇
六
）

　
　

同
「
仏
法
紹
隆
寺
覚
え
書
き
」（『
内
陸
文
化
研
究
』
三
号
、
二
〇
〇
四
）
な
ど
。

（
（0
）　

二
〇
一
五
年
十
二
月
に
仏
教
文
学
会
例
会
に
お
い
て
、「
寺
院
資
料
調
査
か
ら
拓

く
文
学
研
究
」
と
題
し
て
、
如
来
寺
と
宝
聚
院
の
調
査
に
携
わ
っ
て
き
た
渡
辺
匡
一
・

原
克
昭
・
目
黒
将
史
・
河
内
聡
子
と
門
屋
に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
、
い
わ
き

を
始
め
各
地
か
ら
多
く
の
来
聴
者
に
お
越
し
頂
い
た
。

（
（（
）　

詳
し
く
は
前
出
渡
辺
氏
論
文
、
お
よ
び
同
「
宝
聚
院
蔵
『
宝
聚
院
縁
起
代
々
略
記
』

紹
介
・
翻
刻
」（『
む
ろ
ま
ち
』
六
、
二
〇
〇
二
）

（
（（
）　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
記
仏
教
文
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
、
筆
者

自
身
が
「
地
方
寺
院
に
お
け
る
漢
籍
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
」
と
題
し
て
発
表
を
行
っ

た
。

（
（（
）　

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
河
内
聡
子
氏
が
「
明
治
期
地
方
寺
院
に
お
け
る
説
草
集

の
編
纂
を
め
ぐ
っ
て
」
と
題
し
て
発
表
を
行
っ
た
。

 

（
か
ど
や　

あ
つ
し
／
漢
文
学
・
日
本
思
想
史
）

（
一
〇
）

い
わ
き
明
星
大
学
研
究
紀
要
　
人
文
学
・
社
会
科
学
・
情
報
学
篇
　
第
一
号
（
通
巻
第
二
十
九
号
）


