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鹿

願

の

こ

と

な

ど

小

野

勝

年

此
地
方
で
は
珍
し
い
大
雪
が
月
初
め
に
降

っ
て
､
未
だ
大
同

盆
地
を
固
む
山
々
を
自
-
蔽
う
て
居
た
｡
三
月
十
四
日
の
早
朝

自
分
は
皮
の
支
那
服
で
も
猶
感
す
る
寒
さ
と
未
知
の
地
方

へ
改

行
す
る
喜
び
と
で
少
し
-
ふ
る
へ
て
居
た
｡

晋
北
自
治
政
府
警
務
顧
問
森

一
郎
氏
が
此
日
揮
源
方
面
へ
出

張
す
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
｡
好
蓮
に
も
同
氏
邸
に
厄
介
に
な
っ

て
居
た
自
分
は
帯
同
を
願
っ
た
｡
秦
式
銅
器
の
出
土
で
名
高
い

揮
源
の
李
峰
村
の
遺
跡
地
と
遼
代
の
木
造
建
築
と
し
て
こ
れ
又

著
名
な
鷹
願
俳
宮
寺
の
鐸
迦
塔
と
の
見
拳
が
乗
ね
て
の
望
み
で

あ
っ
た
｡

鷹
願
と
揮
源
煤
の
中
間
に
は
五
台
を
中
心
と
す
る
朱
徳
配
下

の
共
即
が
肺
門
山
脈
を
越
え
て
断

へ
す
出
没
す
る
と
云
ふ
の
で

此
日
同
行
の
滞
源
警
備
豚
所
属
の
兵
隊
は
行
を
急
い
で
居
た
.

従
っ
て
懐
仁
の
館
城
も
左
側
に
臨
ん
だ
の
み
で
立
寄
れ
な
か
っ

た
｡

霜
ど
け
の
道
は
庭
々
破
壊
し
'
桑
乾
河
は
何
夜
-
通
行
…

釆
た
が
､
名
も
知
ら
ぬ
河
連
で
屡
々
手
間
取
-
､
鍾
蓬
は
代
岳

鐘
の
方

へ
出
な
け
れ
ば
通
過
不
能
か
も
知
れ
ぬ
な
ど
1
其
際
人

々
は
話
し
合
っ
て
居
た
｡

造
か
に
吃
然
と
奪
え
た
塔

が
見
え
だ
し
た
.
あ
れ
が
頗
鯨
の

苗
塔
だ
と
教

へ
ら
れ
る
｡
近
づ
-
に
つ
れ
て
愈

々
大
で
あ
る
｡

西
門
か
ら
城
内
に
入
る
｡
門
側
に
青
銅
製
か
と
思
は
れ
る
大
砲

が
牛
は
以
上
も
地
に
埋
れ
て
居
た
.
明
か
清
か
銘
文
は
あ
る
ま

い
か
な
ど
と
息
ふ
間
な
-
何
時
か
願
公
著
の
前
に
着
い
た
｡
公

署
の
門
を
入
る
と
左
側
に
大
理
石
で
作
っ
た
舎
勝
陀
羅
尼
瞳
が

あ
る
.
年
既
が
あ
り
は
せ
ぬ
か
と
捜
し
た
が
見
え
ぬ
O
何
れ
遼

金
時
代
の
も
の
で
あ
ら
う
｡
八
角
の
垂
笠
に
劃
さ
れ
た
唐
草
風

の
牡
丹
の
模
様
が
壮
麗
で
あ
る
｡

鷹
螺
の
見
単
は
鐸
盆
の
こ
と
1
し
揮
源

へ
と
急
が
ぬ
ば
な
ら

な
か
っ
た
｡
若
し
道
路
の
破
壊
さ
へ
な
け
れ
ば
約
二
時
間
で
到

着
す
る
と
云
ふ
｡
南
門
を
的
て
東
に
向
ふ
｡
し
ば
ら
-
す
る
と

50
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幅
六
七
間
或
は
そ
れ
以
上
も
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
坦
々
た
る
直

線
道
路
と
な
る
.

こ
れ
は
軍
用
遣
務
と
し
て
事
奨
以
前
に
作
ら

れ
た
も
の
の
的
.
道
路
の
両
側
は
粕
常
廉
い
平
地
で
殆
ん
ど
耕

作
さ
れ
て
居
る
｡

一
見
肥
沃
に
見
え
た
が
注
意
す
る
と
ア
ル
カ

リ
土
が
白
-
光
っ
て
属
潅
｡
迄
か
南
に
峨
々
と
し
て
蓮
ら
な
っ

て
居
る
の
が
肺
門
山
脈
で
､
視
野
の
絶
つ
あ
た
り
雲
煙
の
彼
方

に
そ
び
ゆ
る
の
が
恒
山
か
と
思
ふ
｡
内
長
城
線
は
此
山
脈
の
麓

部
に
作
ら
れ
て
居
る
謬
だ
｡
肝
門
山
脈
に
比
較
す
れ
ば
低
-
､
時

と
し
て
は
丘
陵
の
様
に
見
え
る
魔
も
あ
る
が
'
北
側
に
も
同
じ

-
山
脈
が
延
び
て
居
る
｡
揮
河
が
此
両
者
の
間
を
西
流
す
る
｡

室
は
晴
渡
り
山
は
紫
紺
に
或
は
赤
褐
色
に
光
っ
て
居
た
O
最
早

地
下
の
営
み
を
初
め
た
ら
し
い
楊
柳
は
腸
光
を
浴
び
て
到
る
虚

に
並
ん
で
居
た
｡
耕
地
に
は
時
々
農
夫
の
居
る
の
が
見
受
け
ら

れ
た
L
t
更
に
枯
草
の
間
に
食
物
を
あ
さ
っ
て
居
る
半
群
や
或

は
勝
舵
の
列
な
ど
が
の
ん
び
り
し
た
風
光
の
添
景
で
あ
っ
た
.

自
分
は
此
平
和
な
牧
歌
的
な
景
色
を
菩
び
'
廃
城
の
出
没
の
こ

と
な
ど
全
-
忘
れ
て
し
ま
っ
た
｡

腰
麻
の
願
境
を
越
え
揮
源
鯨
に
入
る
｡
西
防
城
と
云
ふ
村
落

の
傍
を
通
る
と
此
遭
匪
賊
の
出
.g
地
だ
と
云
ふ
の
で
兵
隊
は
ト

ラ
ッ
ク
か
ら
降
り
て
敵
兵
を
敷
き
'
軽
機
関
銃
等
を
静
砲
し
て

み
る
｡
少
し
-
進
む
と
潤
相
の
手
前
で
道
路
上
の
橋
が
破
壊
さ

れ
て
居
た
｡
辛
じ
て
之
を
過
ぎ
'
た
ま
-

通
行
の
一
農
夫
に

訊
問
す
る
に
大
溝
前
方
の
橋
が
焼
か
れ
て
居
て
通
行
不
能
だ
と

云
ふ
O
こ
れ
を
醒
め
る
銭

一
重
の
ト
ラ
ッ
ク
が
先
に
行
き
'
他

は

一
発
づ
其
報
骨
を
待
つ
こ
と
1
し
た
｡
暫
時
し
て
其
草
は
引

返
し
て
発
て
匪
賊
が
橋
の
附
近
に
出
て
発
て
軽
機
関
銃
を
打
っ

た
と
つ
げ
る
｡
進
む
可
き
か
引
返
す
可
き
か
と
議
す
る
内
'
既

告
別
方
か
ら
野
砲
あ
り
'
更
に
右
手
に
も
十
数
名
の
者
が
規
ほ

れ
て
箆
砲
す
る
で
は
な
い
か
O

地
圏
を
案
す
る
と
李
峰
村
は
敦
盛
を
出
で
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
｡
然
し
之
を
目
前
に
し
た
だ
け
で
蓬
に
行
-
こ
と
は
出
禿

な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

鷹
鯨
に
戻
る
'
願
城
は
割
合
小
さ
い
｡
城
門
も
北
門
は
な
い

昔
は
開
い
て
居
た
か
も
知
れ
ぬ
が
'
今
は
玄
武
廟
と
な
っ
て
居

●

る
｡
他
の
三
門
に
は
戚
棟
が
あ
り
廟
と
な
っ
て
居
る
が
'
何
れ

も
小
規
模
で
か
な
り
荒
れ
て
居
た
｡
煤
公
署
に
厄
介
に
な
っ
た

の
で
'
先
づ
願
志
の
有
無
に
就
い
て
尋
ね
た
｡
然
し
公
署
に
は

1
部
も
存
し
な
い
由
で
あ
っ
た
｡

北
京
恩
書
館
の
方
志
日
銀
に
伐
る
と
燥
志
と
し
て
'
明
の
王

有
容
修
'
田
音
量
の
鷹
州
志
六
番
(寓
暦
二
十
七
年
刻
か

)と
清

5
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の
帯
鋼
修
'
高
師
孔
等
量
の
鷹
州
志
十
巻
(
薙
正
四
年
刻
本
)
の

外
'
英
柄
纂
修
の
鷹
州
唐
志
十
番
(乾
隆
三
十
四
年
刻
本
)
と
楊

畢
治
碁
修
の
鷹
州
再
綬
志
二
審
(光
緒
八
年
刻
本
)
が
あ
る
｡
北

京
に
鋳
っ
て
か
ら

一
日
北
京
囲
書
館
に
至
り
是
等
の
方
志
を
披

西
桟
は
硯
兼
任
侍
の
宿
房
と
な
っ
て
居
る
｡
樟
迦
塔

は
天
王
殿

と
粕
勤
し
'
両
者
は
基
噂
か
ら
基
壇
ま
で
約
百
四
十
尺
ば
か
-

距
っ
て
居
る
｡
更
に
塔

の
裏
面
に
進
む
と
塔

の
基
壇
と
同
様
石

垣
を
高
-
積
み
上
げ
'
其
上
に
金
堂
に
調
雷
す
る
大
雄
賛
殿
が

見
せ
ん
と
し
て
､
閲
覧
を
願
っ
た
が

r･H
8

m
'
諌
南
本
は
共
に
上
海
に
送
致
し

た
と
か
で
･
遂
に
見
る
を
得
な
か
つ

-
-感

た
｡城

内
に
は
東
西
南
北
を
十
字
に
通

つ
で
大
筒
が
あ
っ
て
'
其
交
叉
鮎
に

四
牌
桟
が
立
っ
て
罵
る
.
四
牌
桟
か

ら
西
に
行
-
こ
と
若
干
､
路
の
北
に

僻
耳
寺
と
書
い
た
額
の
あ
る
牌
桟
が

あ
る
｡
こ
れ
が
有
名
な
樺
迦
塔
の
あ

る
寺
の
入
口
な
の
だ
｡
牌
様
か
ら
的

百
五
十
五
歩
､
天
王
殿
(
山
門
)
に
達

.･･重
め

.

す
る
.
殿
の
前
面
に
は
鉄
製
の
獅
子

･･--･'㊦

鷹 願 願 城

併営寺 西方城壁 ヨリ望ム｡逸 二見 - ル山々ノ､肺門山

脈 ナ ') ①鼓接 ㊥鏡検 ㊦樺迦塔 ㊤懸城東門横

◎鼓歩 ㊦拝殿 ①大雅寛殿 ㊨輝彦

建
ち
､
左
右
に
は
鞘
虜
'
井
殿
､

鼓
桟
'
鐘
楼
を
配
し
'
又
前
面
に

I

山
門
牌
杖
な
ど
も
あ
る
｡

座
州
梧
志
に
依
る
と

′

俳
宮
守

布
城
西
北
隅
｡
前
後
創

建
修
理
｡
詳
見
薗
志
｡乾
隆
三
十

一
年
重
修
｡
通
志
云
｡

蕃
志
載
｡

普
天
顧
問
建
｡
遼
清
寧
二
年
重

修
｡
考
開
音
記
｡
寺
無
常
碑
文
｡

僅
得
石

一
片
｡書
遼
清
寧
二
年
｡

田
和
椅
奉
勅
募
建
十
二
字
｡
郡

志
州
志
皆
本
此
｡
不
知
蕎
志
何

琢
O
豊
寺
梗
輿
於
天
福
.
而
木

52

が
あ
-
､
銘
文
に
依
っ
て
寓
暦
二
十
二
年
の
も
の
な
る
こ
と
が

わ
か
る
｡
殿
の
側
の
門
か
ら
更
に
内
に
入
る
と
右
に
鐘
楼
が
あ

り
方
に
鼓
桜
が
あ
る
｡
こ
れ
に
並
ん
で
東
西
両
様
が
粕
勤
し
､

塔
則
撃
日
清
草
地
耶
｡
∩
春
闘
U

と
見
え
'
更
に
樺
迦
塔
に
就
い
て
は

樺
迦
木
塔

春
州
城
俳
富
寺
内
｡
郡
志
云
｡遼
清
寧
二
年
建
｡
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高
三
十
六
丈
｡
図
年
之
｡
六
蒼
八
角
.
上
下
皆
宮
木
寛
之
.

唐
如
楼
閣
｡
玲
璃
宏
厳
｡

浮
恩
之
駕
｡

甲
於
宇
内
｡
∩
巻

一
U

と
記
し
て
居
る
｡
是
等
の
記
事
に
依
る
と
明
代
に
於
て
既
に
膏

碑
の
見
る
可
き
も
の
が
な
か
っ
た
こ
と
及
び
創
建
年
代
は
後
背

丁
度
其
頃
満
月
に
近
-
､

一
夜
好
運
に
も
月
明
の
塔
畔
に
冶

逢
し
た
.
晋
北
の
平
野

一
風
を
陣
悦
す
る
此
塔
は
近
づ
い
て
仰

げ
ば
滴
々
偉
大
だ
o
明
の
成
組
の
御
書
と
倦
ふ
唆
極
細
工
の
猷

額
､
武
宗
御
絵
と
云
ふ
天
下
奇
観
の
文
字
な
ど
-
大
同
府
志
巻

天
痛
年
間
と
の
説
が
あ
る
が
､
其
嬢

所
不
明
で
､
樺
迦
塔
の
建
立
は
達
の

清
寧
二
年
と
し
て
居
る
こ
と
が
窺
は

れ
よ
う
｡

悌
官
寺
の
境
内
に
現
存
す
る
碑
の

類
で
は
塔
壁
に
搬
入
し
て
あ
る
正
徳

八
年
の
萱
塔
串
'
罵
暦
辛
丑

｢
二
十

九
年
U

の
遊
資
頗
州
塔
乏
記
の
外
､

直

治
三
年
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思

は
れ
る
樺
迦
塔
字
飯
を
除
い
て
は
何

れ
も
清
朝
の
も
の
で
'
天
王
殿
円
に

腰 麻 俳宵寺平商圏

十
五
-
お
ぼ
ろ
に
謹
み
得
る
｡
正

虞
天
柱
地
軸
と
云
ふ
様
な
言
葉
も

最
早
此
虚
で
は
誇
張
的
形
容
句
だ

と

7
蹴
し
去
る
評
に
は
い
か
ぬ
｡

然
し
月
光
を
浴
び
な
が
ら
獣
然

と
立
つ
此
互
塔
は
我
に
向
つ
て
猶

噂
塔
に
似
た
硬
い
感
じ
を
輿

へ
て

居
る
｡
夢
幻
の
か
は
わ
に
現
箕
を

慈
悲
に
非
ら
す
し
壮
厳
と
威
塵
を

帯
び
て
居
る
の
は

一
憶
何
故
だ
ら

う
0

53

あ
る
康
整
六
十

一
年
の
二
砕
最
も
奮
-
'
塔

の
前
面
に
並
ん
だ

七
佃
の
重
修
碑
も
乾
隆
五
十
二
年
の
も
の
が
最
古
で
､
他
は
同

治
光
緒
宣
舵
と
云
っ
た
新
し
い
も
の
に
過
ぎ
な
い
｡
獅
塔
の
基

噂
の
南
面
に
似
入
し
た
重
修
鐸
迦
塔
寺
記
も
康
殿
六
十

1
年
の

ガ

も
の
で
･
天
王
猷
所
非
の
も
の
と
同
年
で
あ
る
･

我
国
の
塔
に
見
慣
れ
た
目
に
は
大
陸
に
来
て
僅
か
に
見
る
こ

と
の
出
来
た
彼
の
北
京
郊
外

の
天
寧
寺
､
八
畢
狂
､或
は
通
州
､

史
に
緩
速
の
白
塔
等
に
封
し
て

一
種
粕
逢
し
た
感
じ
を
受
け
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
｡
前
者
が
輿

へ
る
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
な
つ
か

し
さ
は
後
者
に
於
て
紘
親
し
み
難
い
播
威
で
あ
る
｡
蒼
等
を
つ
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ら
ぬ
く
楯
の
貴
的
な
力
強
さ
は

一
面
歴
史
的
存
春
で
あ
り
乍
ら

一
両
叉
現
貨
的
存
在
で
あ
る
｡
塔
に
近
づ
い
て
細
密
に
見
る
な

ら
ば
個
々
的
な
建
染
意
匠
は
頗
る
こ
つ
て
居
る
｡
然
し
そ
れ
に

も
拘
は
ら
す
全
鰻
的
に
見
る
と
大
ま
か
で
､
襲
化
に
乏
し
く
'

物
足
ら
な
い
｡
こ
れ
等
は
噂
造
と
云
ふ
様
な
工
程
上
の
問
鰻
も

考

へ
ね
ば
な
ら
す
､
屋
根
の
勾
配
や
斧
の
出
張
り
な
ど
は
降
雨

畳
の
理
由
を
度
外
硯
す
る
こ
と
は
出
奔
ぬ
｡
背
景
に
し
た
と
こ

ろ
で
､
内
地
と
北
支
と
で
は
自
然
其
物
が
相
違
し
て
居
る
｡
自

分
は
鐸
迦
塔
に
於
て
も
亦
嘩
塔
に
似
た
感
覚
を
夢
見
し
て
ー
所

詮
故
国
の
夢
を
此
庭
で
見
や
う
と
す
る
の
が
無
理
な
注
文
だ
と

知
っ
た
｡

基
壇
は
石
を
以
っ
て
二
重
に
築
き
'
下
盾
は
四
角
I

l
遼
約

百
四
十
尺
-
で
其
三
両
に
吏
に
月
毒
を
突
き
出
し
､
北
側
は
延

び
て
大
雄
賀
殿

へ
の
通
路
を
な
し
て
屠
る
.
上
菅
は
八
角
形
-

一
連
約
五
十
尺
-
で
同
じ
-
東
西
南

の
三
両
に
月
垂
を
作
-
'

こ
の
両
側
に
階
投
を
設
け
て
あ
る
.
上
段
の
高
さ
は
約

一
間
'

下
校
は
平
地
面
の
高
低
に
依
っ
て
精
々
利
達
す
る
｡
大
鰻
前
者

と
開
高
で
あ
る
｡

基
壇
の
上
に
建
て
ら
れ
た
塔

は
即
ち
所
謂

｢
六
蒼
八
角
｣
で

あ
る
｡
願
志
に
は
上
下
皆
定
木
に
て
筑
る
と
記
し
て
居
る
が
､

初
階
だ
け
は
噂
壁
で
-

1
遵
約
三
十
五
尺
1
其
南
北
に
厨
を
開

い
て
居
る
｡
各
修
の
屋
根
の
勾
配
は
妙
く
'
四
偶
の
外
線
に
は

偶
秤
を
め
ぐ
ら
し
て
'
歩
行
し
得
る
様
に
し
て
あ
る
｡
塔

利
に

は
基
部
に
瓦
製
ら
し
い
二
重
の
仰
蓮
華
を
作
り
'
其
上
に
卵
形

の
も
の
が
あ
る
｡
こ
れ
は
金
属
製
で
模
様
は
固
り
不
明
で
あ
る

が
透
L
に
な
っ
て
居
る
｡
其
上
に
は
五
箇
の
棚
輪
が
あ
-
､
更

に
房
を
二
個
直
角
に
組
合
せ
た
様
な
透
し
金
具
を
飾
り
'
獅
此

上
に
牛
月
形
'
閲
球
形
､
或
は
透
し
の
楕
鳳
形
等
数
個
の
金
具

を
串
刺
の
様
に
蓮
ら
ね
て
居
る
｡
要
す
る
に
遼
金
時
代
に
於
け

る
利
枝
の
標
式
的
な
形
態
が
此
盛
に
見
得
る
の
で
あ
る
｡

内
部
に
入
る
と
正
面
に
は
仰
ぐ
ば
か
り
に
宜
大
な
塑
像
が
安

置
さ
れ
て
居
る
.
然
し
補
修
の
た
め
原
形
が
損
じ
た
で
あ
ら
う

か
､
姿
態
も
よ
ろ
し
か
ら
す
tE
め
か
し
さ
も
感
ぜ
ら
れ
ぬ
.
此

本
尊
を
固
ん
i,内
壁
が
あ
り
'
そ
れ
が
恰
も
二
双
の
尿
風
の
様

に
な
っ
て
居
る
｡
即
ち
'
初
階
は
壁
が
二
重
と
な
っ
て
居
る
評

だ
｡
外
壁
の
入
口
の
左
右
に
は
二
王
が
寄
か
れ
'
内
壁
に
も
阿

難
迦
菓
天
部
各

一
腰
を
塞
い
て
あ
-
､
北
側
に
廻
る
と
内
壁
に

四
天
を
表
し
て
居
る
O
更
に
注
意
す
べ
き
は
内
壁
の
内
側
に
坐

俳
の
壁
童
が
あ
る
こ
と
だ
｡

一
壁

一
腰
あ
て
計
六
鰹
で
あ
る
｡

蓮
華
座
に
座
し
た
如
来
は
下
ぶ
-
れ
の
棉
方
形
に
近
い
相
好

54



55

を
持
ち
'
各
々
違
っ
た
印
を
結
ん
で
居
る
｡
書
面
金
牌
は
既
に

う
す
ぼ
け
て
居
る
が
'
赤
朱
維
黒
白
等
の
彩
色
が
用
ひ
ら
れ
､

着
衣
は
朱
と
線
で
彩
り
､
光
背
は
粕
交
園
で
､
漣
様
文
と
火
熔

と
か
ら
な
り
､
上
達
に
各
二
鰭
の
天
人
を
配
し
'
雲
を
硯
は
す

に
は
三
節
の
緑
を
以
っ
て
し
て
居
る
.
構
圏
は
簡
略
で
あ
る
が

筆
力
に
確
逗
な
る
と
こ
ろ
が
窺
は
れ
'
た
と

へ
は
後
世
の
加
筆

が
あ
る
と
し
て
も
創
建
雷
初
の
遺
構
を
侍

へ
て
屠
る
と
蕗
観
さ

れ
る
に
充
分
で
あ
っ
た
｡

塔

の
屋
根
は
六
個
を
数

へ
る
が
貧
は
五
階
で
'
二
階
以
上
各

面
に
扉
を
作
り
､
外
縁
に
出
る
こ
と
が
出
来
る
｡
各
階
に
も
各

塑
像
が
安
置
さ
れ
'
樺
迦
を
中
心
に
文
珠
菅
賢
を
配
し
た
も
の

(
二
'
糾
帽
)
或
は
の
四
方
俳
へ
三
階
)
'
束
に
大
日
如
兼
を
中
心

と
し
た
八
食
像
(
五
階
)等
が
並
ん
で
居
る
｡
此
等
は
悉
-
近
時

の
製
作
叉
は
補
修
で
あ
っ
て
､
儀
規
等
の
上
か
ら
は
興
味
あ
る

も
の
で
あ
る
が
'
作
品
の
上
か
ら
は
取
り
上
げ
て
云
ふ
可
き
梓

の
も
の
で
は
な
い
｡

階
段
の
間
隔
が
廉
い
銭
に
拘

々
登
り
憩
い
.
登
り
乍
ら
左
右

を
見
廻
は
す
と
木
材
の
出
方
な
ど
が
粗
雑
だ
と
云
ふ
感
じ
を
典

へ
な
い
評
で
は
な
い
が
､
組
ガ
な
ど
は
頗
る
雄
健
で
あ
り
､
且

つ
初
骨
や
五
修
な
ど
の
天
井
の
藻
井
に
至
っ
て
は
仲
々
細
か
に

し
て
奇
な
る
も
の
で
あ
る
｡

其
苗
木
匠
達
が
こ
れ
だ
け
の
大
建
築
を
師
手
樽
技
の
経
験
だ

け
で
仕
上
げ
た
審
-
可
き
技
術
に
封
し
て
'
今
更
乍
ら
畏
敬
の

念
を
覚
え
る
｡
そ
し
て
此
建
築
は
固
よ
り
常
時
に
於
け
る
敢
骨

.J
般

-
或
は
支
配
階
数
と
云
っ
て
も
よ
い
ー
の
宗
教
的
情
熱
と

云
ふ
も
の
を
語
っ
て
居
る
が
'
更
に
木
匠
等
の
虞
撃
な
'
そ
れ

は
宗
教
と
云
ふ
よ
り
よ
り
純

7
な
熱
意
が
存
し
て
居
る
こ
と
も

看
過
し
得
な
い
.
建
築
中
に
は
叉
色
々
な
出
御
事
が
起
っ
た
で

あ
ら
う
｡
そ
し
て
そ
れ
が
や
が
て
は
俸
説
と
し
て
人
々
の
心
に

械
っ
た
時
代
も
あ
つ
た
で
あ
ら
う
｡
然
し
そ
れ
も
今
は
殆
ん
ど

突
は
れ
て
屠
る
様
だ
｡

建
築
の
用
材
は
松
と
か
落
葉
松
に
似
て
居
る
｡
専
門
家
に
尋

ね
れ
ば
簡
軍
に
わ
か
る
こ
と
で
あ
ら
う
が
､
何
れ
に
せ
よ
此
地

方
に
於
て
こ
れ
だ
け
の
大
建
築
に
使
用
す
可
き
材
料
が
あ
つ
た

と
は
思
は
れ
な
･い
｡
登
り
行
-
時
､
西
側
に
虚
々
破
損
し
た
個

盤
の
あ
る
の
が
目
に
付
い
た
.
案
内
し
て
呉
れ
た
鯨
公
署
の
使

丁
が
先
年
鳩
玉
群
の
軍
隊
が
塔

に
向
つ
て
静
砲
し
た
時
の
も
の

だ
と
如
何
に
も
残
念
さ
う
に
説
明
し
て
呉
れ
た
｡

猶
塔
の
内
部
に
二
佃
の
石
榛
の

山
部
だ
と
考

へ
ら
れ
る
も
の

が
こ
ろ
が
っ
て
居
た
.

1
組
の
も
の
ら
し
1

1
に
は
川
面
俳
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を
刻
し
､
他
に
は
安
富
鞘
寺
第
十
五
代
倦
法
嗣
組
沙
門
任
寺
霊

泉
普
潤
碓
師
隆
公
之
塔

…甘
大
元
至
宜
十
三
年
八
月
吉
日
な
ど

と
云
ふ
銘
文
が
刻
さ
れ
て
あ
っ
た
｡

大
同
府
志
巻
十
五
に
は

俳
官
寺
.
荘
州
西
北
｡

初
名
賀
宮
.
遼
清
寧
二
年
.
田
和
佃

鷹 願 挿土寺舎利塔

奉
勅
建
｡
有
大
塔
｡

遺
宗
賜
額
｡
日
鐸
週
｡
-
-
･金
明
昌
四

年
槍
修
｡
元
延
砧
二
年
｡
避
仁
宗
諒
｡
攻
今
名
｡

と
あ
る
が
､
こ
の
記
事
に
依
っ
て
こ
の
も
の
が
俳
官
寺
に
屠
す

る
も
の
で
あ
り
'

1
両
に
於
て
至
正
年
間
に
も
猶
賓
官
と
云
ふ

薗
稀
の
行
ほ
れ
た
こ
と
が
窺
は
れ
る
.

俳
官
寺
に
あ
る
経
瞳
-

で
は
此
他
独
大
雄
賓
殿
jE
面
の
も
の

一
基
が
数

へ
ら
れ
る
.
年

班
は
仝
-
磨
滅
し
て
居
る
が
'
□
口
四
年
歳
次
甲
申
二
月
丙
辰

朔
二
十
九
日
甲
申
と
や
う
や
-
読
み
得
る
.

若
し
此
読
み
方
に

綴
り
が
な
い
と
す
れ
ば
干
支
表
で
も
繰
れ
ば
年
鮎
も
知
り
得
や

う
｡

下
部
石
柱
に
陀
羅
尼
を
刻
L
t
上
部
に
は
立
像
の
四
俳
を

刻
し
､
南
光
西
方
阿
蒲
陀
俳
'
南
光
南
方
貿
□
口
､
南
光
東
方

阿
関
悌
'
南
光
北
方
□
容
口
な
ど
の
文
字
が
記
さ
れ
て
居
る
｡

造
作
意
匠
等
に
於
て
別
に
優
れ
た
も
の
で
も
な
い
が
'
割
合
に

完
全
に
頻
っ
て
居
る
の
で
'
年
獣
で
も
決
定
す
れ
ば
或
は
興
味

を
起
し
得
や
う
｡

舎
利
塔

と
云
へ
ば
城
内
の
浄
土
寺
に
は

7
基
優
れ
た
も
の
が

あ
る
｡

此
寺
は

俗
に
北
寺
と
も
云
ひ
､
骨
て
は
賓
厳
寺

と
稀

し
た
｡
金
の
天
倉
二
年
恰
善
群
の
創
建
と
云
は
れ
て
居
る
0

倍
て
此
舎
利
塔
は
山
門
と
天
王
殿
の
問
に
立
っ
て
居
て
他
の

も
の
と
同
様
大
理
石
が
使
用
さ
れ
'
高
さ
約
二
丈
も
あ
ら
う
か

頗
る
細
長
-
感
す
る
も
の
で
あ
る
｡
基
台
は
八
角
形
で

一
連
二

尺
ば
か
ゎ
'
面
に
は
二
偶
の
弼
鈷
と
二
匹
の
獅
子
と
を
交
互
に

浮
彫
し
て
あ
る
｡
其
上
の
台
に
は
面
に
牡
丹
'
隅
に
力
士
を
劃

し
､
独
上
に
は
俳
優
圏
ら
し
い
恰
俗
'
女
子
'
騎
馬
等
の
人
物

を
現
は
L
t
更
に
胡
封
し
た
年
身
の
獅
子
四
封
が
作
ら
れ
て
居
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る
｡
其
他
各
盾
の
毒
に
使
用
さ
れ
た
仰
蓮
華
や
ガ
ー
ラ
ン
ド
な

ど
意
匠
は
前
代
の
侍
銃
を
鳩
承
し
た
も
の
で
､
必
ず
し
も
珍
し

い
も
の
で
は
な
い
が
彫
刻
は
優
れ
て
居
る
｡
下
唇
塔
柱
は
大
面

取
の
四
角
形
で
先
づ
南
面
に
俳
頂
尊
勝
陀
羅
尼
瞳
と
あ
り
二

7

両
に
経
文
が
刻
さ
れ
て
居
る
｡
北
面
に
は
中
大
夫
前
景
義
軍
節

度
副
使
乗
義
州
管
内
観
察
副
使
軍
都
尉
大
原
郡
開
園
-
‥
･辛

‥

･･･公
･･････右
公
謹
伏
見
云
々
と
云
ふ
文
字
が
見
え
､
以
下

1
行

約
三
十
字
の
銘
文
を
刻
ん
で
居
る
｡
各
行
と
も
下
部
が
磨
滅
し

て
居
る
銭
に
文
意
が
よ
-
わ
か
ら
な
い
が
'
曾
て
賓
厳
寺
の
雑

費
蔵
敷
の
前
に
俳
頂
尊
勝
陀
羅
尼
瞭

一
座
が
あ
つ
た
が
､
其
損

額
を
惜
し
み
工
に
命
じ
て
重
修
せ
し
め
､
更
に
併
牙
俳
舎
利
等

を
得
て
供
養
し
た
と
云
ふ
様
な
意
味
を
記
し
て
居
る
ら
し
い
｡

其
最
後
に
は

推
重
灘
九
年
鼓
吹
庚
辰
八
月
葵
凍
朔
二
十
八
日
東
成
坤
時
建

趨
□
書

史
口
銭

陳
□
同
銃

と
記
し
て
あ
る
｡

第
二
盾
に
は
無
垢
挿
光
大
陀
羅
尼
経
が
刻
さ
れ
'
第
三
盾
に

は
八
鰹

の
菩
薩
立
像
を
表
は
L
t
第
四
盾
に
は
蓮
垂
に
坐
し
た

四
面
俳
を
'
更
に
第
五
盾
に
至
り
南
面
に
舎
利
塔
の
三
字
あ
り

脇
に

南
方
賛
生
俳
､
西
方
輔
陀
俳
'
北
方
天
鼓
俳
'
東
方
阿
関
節

等
と
記
し
他
の
三
両
に
如
来
の
坐
像
各

t,
鰹
を
刻
し
て
居
る
｡

拾
此
寺
に
は
大
雄
賛
殿
の
前
に
も

1
個
の
軽
暖
が
あ
る
｡
こ

れ
は
桂
身
と
蓮
垂
の
み
が
残
っ
て
居
る
不
完
全
な
も
の
で
あ
る

が
､
俳
頂
尊
勝
陀
羅
と
か
'
屋
紀
大
安
二
年
な
ど
と
云
ふ
文
字

も
僅
か
乍
ら
謹
ま
れ
金
代
の
も
の
と
し
て
興
味
を
惹
い
た
｡

大
雄
賓
殿
と
云
へ
ば
'
外
観
は
入
母
屋
作
-
の
別
に
珍
ら
し

い
建
築
で
は
な
い
が
'

1
度
殿
内
を
窺
ふ
と
其
天
井
に
鴬
か
ざ

る
を
得
ぬ
o
即
ち
浅
井
に
用
払
ら
れ
た
建
築
的
装
飾
的
意
匠
の

す
ぼ
ら
し
さ
で
あ
る
.
立
面
を
利
用
し
て
組
ん
だ
殿
閥
や
斗
扶

の
類
'
或
は
平
面
の
茎
所
を
う
づ
め
た
縄
や
鳳
風
の
模
様
､
そ

れ
等
は
精
々
-
す
ぶ
つ
て
は
居
る
が
金
朱
碧
線
を
以
っ
て
彩
ら

れ
'
曾
て
の
豪
華
を
偲
ぶ
に
充
分
で
あ
る
｡
梁
に

惟
大
明
景
泰
五
年
歳
吹
甲
戊
四
月
己
巳
二
十
九
日
東
成
守
備

鷹
州
都
指
揮
食
事
唐
笠
本
尊
任
寺
｡

と
か推

大
明
崇
頑
七
年
歳
攻
甲
伐
四
月
十
二
日
暮
縁
興
唾
棄
九
年

鼓
吹
内
子
仲
夏
音
旦
合
州
豪
華
旋
財
重
修
｡

な
ど
と
記
し
た
坂
を
打
ち
つ
け
て
あ
る
が
､
建
造
は
更
に
苗
-

遡
る
可
き
も
の
で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
た
｡
鷹
州
埼
志
に
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悌
殿
梅
柄
之
下
｡
以
木
板
離
鐘
｡
龍
鳳
献
置
其
問
｡
金
碧
照

輝
.
備
未
剥
落
｡
其
制
異
於
他
寺
.

と
云
っ
て
居
る
の
は
恐
ら
く
龍
胤
を
書
い
て
あ
る
こ
の
天
井
を

指
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
｡
府
志
に
は
史
に
頼
け
て

故
老
倦
係
明
完
組
廟
前
室
｡
審
殿
春
今
北
城
外
｡｢
後
移
建
｡

城
垣
隔
断
｡
故
地
逐
厳
｡

と
ま
で
記
し
て
居
る
｡
後
衛
の
明
宗
李
宜
は
鷹
願
の
出
身
と
云

は
れ
る
か
ら
'
彼
の
組
廟
が
此
虚
に
肥
ら
れ
た
こ
と
も
不
思
議

は
な
い
｡
そ
れ
に
し
て
も
そ
れ
と
こ
れ
と
を
結
び
付
け
て
解
樺

す
る
の
は
如
何
で
あ
ら
う
か
｡
然
し
此
大
雄
賓
殿
の
内
部
は
恐

ら
-
此
地
方
の
人
々
を
し
て
か
-
解
鐸
せ
し
め
一ざ
る
を
得
な
か

っ
た
程
特
異
な
も
の
で
あ
る
今
輩
を
と
り
乍
ら
追
想
す
る
に
つ

け
て
も
資
に
す
ぼ
ら
し
い
｡

挿
土
寺
か
ら
程
遠
か
ら
ぬ
所
に
俗
稀
南
寺
が
あ
る
｡
今
は
崇

聖
小
畢
校
と
な
っ
て
居
る
が
'
覚
輿
寺
と
云
っ
て
唐
の
大
和
年

間
西
恰
清
寛
の
建
立
だ
と
侍

へ
ら
れ
る
｡
然
し
後
普
天
両
年
聞

及
び
明
寓
暦
年
間
に
再
度
の
回
線
に
遇
っ
て
居
る
か
ら
ー
･天
同

府
志
巻
十
五
-
現
在
の
建
染
は
抄
-
と
も
寓
麿
再
建
以
降
の
も

の
で
あ
ら
う
｡
門
を
入
る
と
脇
に
舎
利
塔
の
塔

身
ら
し
い
八
角

形
の
石
二
佃
が
こ
ろ
が
っ
て
居
た
.

一
に

大
定
十
八
年
戊
成
七
月
二
十

一
日
□
州
東
関
十
方
遺
院
政
宜

甜
大
穂
毒
塔
記
｡

と
云
ふ
鐙
名
が
劃
さ
れ
て
居
た
.
更
に
門
を
出
る
と
掩
次
の
角

に

一
個
の
大
理
石
の
重
石
が
串
よ
け
と
し
て
用
払

ら
れ

て
居

た
.
矢
張
り
八
角
形
で
各
面
に
は
唐
草
風
な
牡
丹
を
表
し
'
隅

角
に
は
各
天
部
の
立
像
を
刻
し
て
あ
っ
た
｡
恐
ら
-
南
寺
の
寿

塔
の
重
石
で
あ
ら
う
｡
軟
に
若
干
磨
滅
破
損
し
て
居
た
け
れ
ど

あ
た
ら
金
代
の
名
品
を
と
し
ば
し
立
去
り
難
か
っ
た
｡

一
日
煤
城
の
東
南
数
理
を
拒
て
た
下
触
村
に
於
け
る
保
甲
除

の
検
閲
式
を
参
観
す
る
こ
と
の
糾
乗
.た
の
も
今
は
思
ひ
出
の
1

で
あ
る
｡
此
保
甲
除
は
晋
北
管
内
最
初
に
出
来
た
自
警
閣
な
る

由
｡
其
際
見
物
し
た
火
縄
銃
か
ら
最
新
式
軽
機
関
銃
に
至
る
多

種
雑
多
な
様
子
な
ど
記
し
は
じ
め
た
ら
限
-
も
あ
る
ま
い
｡
猶

最
後
に
螺
公
署
で
戴
い
た
閣
錫
山
草
や
か
な
り
し
頃
頒
布
し
た

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
日
銀
を
何
か
の
参
考
に
も
と
附
記
し
て
此
拙

文
を
終
り
度
い
｡

一
'
村
民
合
議
通
則

民
図
十
八
年
三
月

山
西
省
政
府
村
政
彪
印

二

間
線
司
令
出
洋
前
額
布
川
大
要
某

氏
図
十
八
年
六
月

山
西
省
政
府
村
政
彪
印
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7
.
煤
長
封
紳
士
村
長
副
詮
的
話

1
､
山
西
省
長
閣
嘱
賛
葉
合
議
代
表
糟
薯
全
省
人
民
要
言

山
西
省
長
公
署
印
賢

一
'
新
生
活
連
動
綱
要
附
新
生
括
須
知
落
中
正

中
華
民
国
二
十
三
年
八
月

一
日

山
西
省
新
生
活
運
動
促
進
合
重
印

一
'
人
民
困
難
訓
練
課
本山

西
省
困
難
教
訓
賓
施
委
員
合
印

1
'
閣
主
任
編
入
民
政
治
訓
練
課
本

中
華
民
国
二
十
五
年
十
月

太
原
綬
輯
公
署
主
任
卵
公
虚
印

一
､
少
年
訓
練
第

1
線
用
節
線
人
民
政
治
訓
練
課
本

中
華
民
国
二
十
年
十

一
月山

西
省
民
訓
聯
席
合
議
印

.F
'
閣
主
任
事
編
第

一
級
用
婦
女
訓
練
課
本

山
西
省
民
訓
聯
席
合
議
印

一
'
山
西
省
暫
行
衛
戊
傑
例

十
七
年
九
月

一
'
聞
主
任
麓
勤
共
普
山
西
人
民
書

山
西
省
主
張
公
道
圏
線
園
部
印

一
､
山
西
省
八
十
岬
螺
紳
氏
代
表
考
察
陳
北
匪
情
報
普
及
院

主
住
奥
代
表
之
談
話
講
話

中
華
民
国
二
十
四
年
十
二
月
十
二
日

山
西
省
綻
省
両
署
防
共
聯
席
合
議
校
印

二

防
共
保
衛
圏
二
十
五
年
新
聞
丁
須
知

山
西
省
民
訓
聯
席
合
議
校
印

1
'
山
西
省
防
共
保
街
圃
解
法
大
網

二

修
正
山
西
省
防
共
保
街
圏
耕
法
大
綱

民
図
二
十
五
年
二
月
十
八
日

防
共
聯
席
合
議
校
印

二

各
館
防
共
保
梅
園
園
丁
火
食
灘
等
桝
法

二

挑
選
防
共
保
衛
園
丁
駆
寄
程
序

澗
僅
す
る
に
苦
っ
て
晋
北
自
治
政
櫛
警
務
顧
問
森

1
郎
､
鷹

願
指
導
官
千
葉
千
代
治
両
氏
よ
り
輿

へ
ら
れ
た
多
大
な
る
厚
意

に
封
し
探
-
感
謝
す
る
次
男
で
あ
る
｡
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