
む

し
て
公
報
石
室
の
意
味
を
如
賞
に
理
解
し
ま
し

た
。

　

配
殿
も
亦
埼
築
で
す
。
屋
根
は
硬
山
（
切
妻

の
一
種
）
で
正
面
五
間
、
入
口
を
三
所
に
開
い

て
居
ま
す
。
紡
上
に
常
つ
て
通
気
孔
の
様
な
小

窓
が
一
列
に
並
ん
で
居
り
、
内
部
の
彬
造
が
見

た
い
の
で
し
た
が
、
案
内
者
が
鍵
を
持
參
し
な

か
つ
た
の
で
駄
目
で
し
だ
。

　

皇
史
宸
に
就
い
て
は
「
春
明
夢
熊
蜂
」
巻
十

三
に
、

　

皇
史
宣
命
一
重
布
殿
西
　
０
舛
一
於
嘉
靖
十
三
年
ぺ

　

門
額
以
ｙ
史
総
ｙ
戈
。
以
ｙ
成
認
λ
成
。
左
宕
小

　

門
口
二
炭
暦
Ｊ
以
ｙ
龍
恰
ふ
。
皆
上
自
製
字
。

　

而
手
書
也
。
中
貯
二
列
朝
穴
蛛
及
賓
訓
で
・
・
宸

　

中
四
周
上
下
供
用
ｙ
石
交
。
中
具
二
二
十
蜃
　
０

　

永
陵
〔
嘉
幼
帝
〕
定
陵
〔
萬
暦
帝
〕
各
占
二
二
豪
　
０

と
見
え
て
居
ま
す
。
こ
れ
に
依
る
と
嘉
靖
十
三

年
の
建
築
で
す
。
猫
御
碑
事
の
満
没
二
豊
嘉
慶

十
二
年
重
修
皇
史
宸
記
に
は
年
代
が
経
っ
て
漸

f

)
　
I
ん
’
で
来
た
の
で
修
理
し
包
山
を
記
し
て

居
ま
す
。
價
て
其
の
修
理
と
云
ふ
の
は
ど
の
程

度
だ
っ
包
で
せ
う
か
。
私
は
今
後
の
精
密
な
調

査
に
依
っ
て
、
こ
の
も
の
か
ら
明
中
葉
の
建
築

の
一
標
準
炉
得
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と

期
待
し
て
居
る
次
第
で
す
。

　

皇
史
宸
に
は
足
の
踏
み
所
も
な
い
様
に
湛
木

雑
草
が
茂
っ
て
居
ま
し
仁
。
意
地
の
悪
い
荊
鯨

類
は
服
の
上
か
ら
で
も
さ
し
込
ん
で
私
共
を
悩

ま
し
ま
し
た
。
那
波
先
生
は
甕
で
も
ま
い
て
置

け
ば
か
う
ま
で
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
と
中
さ
れ

ま
し
仁
が
、
少
し
の
注
意
さ
へ
加
へ
る
な
ら
ば

此
の
様
な
建
築
は
殆
ん
ど
永
久
に
近
い
存
在
を

絞
け
得
る
の
に
、
甚
だ
盈
憾
に
思
は
ざ
る
を
得

ま
せ
ん
。
こ
れ
は
壽
皇
殿
や
文
淵
閣
の
場
合
も

同
様
で
し
た
。

　
　
　
　

（
一
四
、
九
、
二
二
記

　

小
野
生
）
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王
團
麟
の
政
術
観

　

「
王
者
と
い
へ
ば
周
の
文
工
よ
り
高
邁

な
王
者
は
な
い
。
覇
者
と
い
へ
ば
斉
の
桓

公
よ
り
高
邁
な
覇
者
は
な
い
。
こ
の
人
注

は
皆
賢
い
に
下
を
能
く
用
ひ
仁
結
果
は
じ

め
て
そ
の
名
離
を
後
世
に
の
こ
す
こ
と
が

出
来
た
の
で
あ
る
。
」
こ
れ
は
漢
の
高
飢
の

詔
の
一
節
で
あ
る
。
漢
の
宣
帝
は
「
漢
の

朝
廷
に
ぽ
漢
の
朝
廷
と
し
て
の
定
ま
っ
た

主
義
が
あ
る
。
漢
の
朝
廷
の
政
治
の
や
り

方
は
本
来
王
逍
と
覇
道
と
を
雑
じ
へ
て
行

。
ふ
も
の
で
あ
る
」
と
い
つ
て
ゐ
る
が
、
思

ふ
に
漢
の
政
治
の
や
り
方
が
、
こ
の
や
う

に
、
王
道
と
覇
道
と
を
混
用
す
る
こ
と
は

す
で
に
、
高
諏
の
前
掲
の
詔
に
現
は
れ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
劉
向
が
買
誼
を
ほ
め
仁

こ
と
ば
に
、
「
古
代
の
伊
尹
管
仲
と
い
へ
ど

も
、
こ
の
買
誼
よ
り
血
か
に
秀
れ
て
ゐ
仁

と
は
い
へ
ま
い
。
」
と
あ
る
が
、
伊
尹
と
管

仲
と
が
ど
う
し
て
肩
を
並
べ
て
同
じ
範
瞬

に
入
れ
ら
れ
得
よ
う
加
。
林
少
額
は
漢
代

の
か
ゝ
る
傾
向
に
對
し
て
、
「
王
道
と
覇
逍

と
の
辨
別
を
し
な
い
考
へ
方
は
漢
代
が
一

番
甚
し
い
、
人
物
の
型
に
範
喘
を
輿
へ
る

場
合
に
、
首
肯
し
難
い
分
類
を
や
る
の
は

漢
の
儒
學
者
が
一
番
甚
し
い
と
思
ふ
。
ど

こ
ま
で
も
王
道
を
な
ん
て
覇
道
を
し
り
ぞ

け
、
逍
義
を
唱
道
し
て
功
利
的
な
も
の
を

い
は
な
い
漢
の
學
者
と
い
へ
ば
、
沁
ゞ
一

人
董
仲
舒
が
あ
る
ば
か
り
だ
。
」
と
論
評
し

て
ゐ
る
。
〔
困
學
紀
聞
倦
十
二
孜
史
よ
り

詳
出
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
宇
都
宮
）
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