
292 

i批 !

評

・

紹

介

慶

陵

の

壁

重

|
|
絢
査

・
彫
飾

・
陶
磁
||

回

村

著

這

賞

昭
和
五
十
二
年
十
二

月

間

朋
合
出
版
部

B
5
剣

本

文

二
六
四
頁

原
色
凶
版

一

二
頁

図

版
四
二
一
貝
索
引
五
頁

本
書
は
既
刊
の
『
中
園
征
服
王
朝
の
研
究
』
上
・
中
お
よ
び
将
来
刊
行
せ
ら

れ
る
下
と
と
も
に
著
者
の
ラ
イ
フ
ワ
ー

ク
の

一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た

先
年
刊
行
し
た

『慶
陵
』
I
-
Hが
後
行
部
数
が
制
限
さ
れ
て
い
た
た
め
に
研

究
者
の
手
に
行
き
わ
た
っ
て
い
な
い
と
い
う
不
便
を
カ
バ
ー
す
る
意
闘
も
あ
っ

て
出
刊
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

『慶
陵
の
壁
査』

と
い
う
書
一
名
は
木
奮
の
第

一
篇
の
篇
題
を
そ
の
ま
ま
つ
け

た
の
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
慶
陵
の
壁
賓
の
考
察
の
ほ
か
に
、
慶
陵
と
密
接

な
関
係
の
あ
る
迷

・
金
時
代
の
悌
塔
お
よ
び
ダ
ラ
エ

経
随
に
み
え
る
彫
飾
を
第

二
篇
と
し
、

第
三
篇
に
は
慶
陵
出
土
の
遼
系
陶
磁
を
中
心
に
、
遼
代
の
陶
磁
に

つ
い
て
論
述
し
た
も
の
で
、

事
、
遼
の
文
物
に
閲
す
る
限
り
、
す
べ
て
の
も
の

を
研
究
し
つ
く
そ
う
と
い
う
強
い
意
欲
、か
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
の
内
容
は

つ
ぎ

の
通
り
で
あ
る
。

第

一
篇
慶
陵
の
壁
重
|
人
物
査
と
山
水
蜜
を
中
心
に
し
て
|

第

一
章

慶
陵
の
護
見
と
調
査
の
経
過

第
二
章

慶
陵
の
位
置
と
三
陵
墓

第
三
章

東

陵
の
人
物
重
像

第

四

章

東
陵
の
四
季
山
水
蓋

第
五
掌

結

語
に
か
え
て

東
陵
壁
査
の
構
闘
と
下
給
|

遼
代
の
飽
文
に
つ
い
て

一

東
陵
の
壁
査
に
み
え
る
龍
文

二

哀
冊
碑
石
に
み
え
る
龍
文

遼
代
の
輩
人
と
そ
の
作
品

一

東

丹
王
李
賛
華

二

胡

取
と
胡
度

三

新

一雄
ー
そ
の
他
の
盗
人

四
契
丹
人
騎
馬
出
獄
闘

第
二
篇

遼

金

時
代
の
彫
飾

-

遼
、
金
系
の
併
塔
と
そ
の
彫
飾

第

一
章

多

角
多
淫
塔

第
二
章

多

角
多
層
塔

ま

と

め

E

遼
、
金
時
代
の
石
随
と
そ
の
彫
飾

第

一
章

遼
代
の
ダ
ラ
ニ

石
憧

第

二

章

金
代
の
大
准
提
ダ
ラ
ニ
石
隆

第
三
篇

遼

代
の
陶
磁

第
一
章
遼
系
の
陶
阪

第
二
章

遼
代
の
祭
祉

ハ
リ句。

(
以
上

節
以
下
省
略
)
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ま
ず
第
一
篇
陵
陵
の
壁
遊
1

人
物
査
と
山
水
査
を
中
心
に
し
て
ー
か
ら
紹
介

し
よ
う
。
第
一
章
は
慶
陵
の
愛
見
と
慶
陵
の
調
査
の
経
過
と
の
二
節
に
分
れ
て

い
る
。
第

一
節
度
陵
の
澄
見
で
は
、
慶
陵
は
遼
の
最
盛
期
に
あ
た
る
第
六
代
聖

宗
と
そ
の
二
人
の
后
妃
を
合
犯
し
た
永
皮
陵
の
略
稀
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
そ

れ
に
制御接
し
て
葬
ら
れ
た
第
七
代
興
宗
と
そ
の
后
妃
を
葬
っ

た
永
輿
陵
、
第
八

代
道
宗
と
そ
の
后
妃
と
を
葬
っ
た
永
一
服
陵
を
も
ひ
っ
く
る
め
た
線
穏
と
も
な
っ

て
お
り
、
内
蒙
古
パ
リ
ン
左
奨
旗
自
格
子
(
遼
の
慶
州
)
の
西
北
、
南
輿
安
嶺

系
の
ワ
l
ル
・
イ
ン
・
マ
ン
ハ
(
瓦
の
多
い
砂
丘
地
)
に
あ
り
、
こ
の
山
は
遼

代
に
は
磁
雲
山
と
開
閉
せ
ら
れ
た
、
と
い
っ

て
い
る
。
ま
た
底
陵
の
後
見
と
盗
掘

の
歴
史
で
は
、
一
九
二

O
年
の
カ
ソ
リ
ッ
ク
宣
教
師

』0
目・

玄己

-F
師
、
二
二

年
の

聞
な
『
〈
百

師
以
下
慶
陵
踏
査
の
結
果
を
皐
界
に
紹
介
し
た
人
々
の
事
蹟

と
、
そ
れ
と
前
後
し
て
行
わ
れ
た
盗
掘
の
様
子
を
述
べ
て
い
る
。
第
二
節
慶
陵

調
査
の
経
過
で
は
、
慶
陵
の
調
査
と
著
者
の
縁
由
、
す
な
わ
ち
一
九
一
一一
一
年

(昭
和
六
年
)
七
月
、
東
亜
考
古
事
曾
内
蒙
古
調
査
闘
に
参
加
し
た
著
者
が
、

さ
い
し
ょ
調
査
の
封
象
と
な
っ

て
い
な
か
っ
た
慶
陵
の
調
査
を
熱
出
手
亡
た
結
果

質
現
で
き
た
こ
と
、

翌一

九
三
二
年
三
月
末
、
北
卒
か
ら
の
蹄
図
の
途
中
奉
天

に
立
寄
り
、
季
連
に
も
キ
ャ

ッ
チ
し
た
情
報
を
た
よ
り
に
、
慶
陵
出
土
の
哀
冊

碑
石
を
八
方
探
査
し
て
、
こ
れ
を
奉
天
商
海
地
の
湯
佐
祭

(
熱
河
省
主
席
湯
玉

麟
の
息
)
邸
内
で
設
見
で
き
た
経
過
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
碑
石
の
う
ち
に
著

者
の
さ
が
し
も
と
め
て
い
た
契
丹
文
京
冊
二
組
四
基
が
入
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
淡
々
た
る
叙
述
の
中
か
ら
、
嘗
時
の
著
者
の
興
奮
が
停
わ
っ
て
く
る
。
つ

い
で
一
九
三
九
年
(
昭
和
十
四
年
)
著
者
が
い
よ
い
よ
慶
陵
の
翠
術
調
査
に
あ

た
る
こ
と
と
な
り
、
小
林
行
雄
氏
そ
の
他
の
人
々
と
と
も
に
現
地
に
お
も
む

き
、
丘
一匪
に
よ
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
、

墓
内
の
低
温
そ
の
他
の
窓
係
件

に
も
め
げ
ず
、
十
四
日
間
の
調
査
に
従
事
し
た
経
過
を
述
べ
、

つ
い
で
一
九
五

三

・
四
年
(
昭
和
二
十
八

・
九
年
〉
に

わ
た
っ
て
小
林
氏
と
の
共
著
の
形
で

『
慶
陵
』

I
-
Eを
公
刊
し
え
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
に
射
し
て
日
本
撃
士
院

か
ら
皐
士
院
賞

・
恩
賜
賞
を
授
奥
さ
れ
た
喜
び
を
言
外
に
秘
め
て
侍
え
て
い

る
。第

二
章
慶
陵
の
位
置
と
三
陵
墓
で
は
、
第
一
節
慶
陵
の
位
置
、
慶
陵
は
ど
こ

か
、
ワ
l
ル
・
イ
ン
・
マ
ン
ハ
と
三
陵
墓
で
は
、

三
陵
墓
の
位
置
、
景
観
が
詳

細
に
記
さ
れ
て
お
り
、
第
二
節
三
陵
墓
の
比
定
で
は
、
三
陵
墓
の
う
ち
中
陵
が

興
宗
陵
、
西
陵
が
道
宗
陵
、
そ
し
て
東
陵
が
聖
宗
陵
に
比
定
せ
ら
る
べ
き
こ
と

を
論
設
し
て
い
る
。

第
三
節
東
陵
の
墓
室
と
そ
の
構
造
で
は
、
墓
室
の
形
紋
、
羨
門
と
そ
の
構

造
、
一
夜
道
、
前
室
、
前
室
の
東

・
西
副
室
、
前
室
の
各
通
廊
、
中
室
、
中
室
の

東
・
西
副
室
と
そ
の
通
廊
、
後
室
、
域
道
、
墓
室
の
壁
面
、
の
諸
項
に
つ
い
て

寅
測
に
も
と
，
つ
い
て
具
髄
的
に
詳
細
に
記
し
て
い
て
、
輔
副
者
を
い

つ
の
間
に
か

陵
墓
内
に
ひ
き
こ
ん
で
ゆ
く
。
こ
れ
に
よ
っ
て
全
憾
の
構
造
が
納
得
さ
れ
る
わ

け
で
あ
る
。

第
三
掌
東
陵
の
人
物
蛮
像
で
は
、
導
論
と
し
て
、
東
陵
墓
室
の
全
壁
面
に
数

十
を
か
ぞ
え
る
人
物
の
筒
像
査
と
花
鳥
を
ふ
く
む
四
季
山
水
査
と
建
築
装
飾
文

様
と
の
三
類
の
給
誼
が
存
す
る
事
質
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
中
閣
総
畿
の
す

べ
て
の
要
素
を
そ
な
え
た
例
は
他
に
あ
ま
り
類
を
み
な
い
こ
と
、
ま
た
時
代
的

に
も
中
園
で
は
北
宋
の
中
期
、
わ
が
園
で
は
藤
原
の
盛
期
|
宇
治
の
卒
等
院
に

さ
き
立
つ
二
十
徐
年
に
相
嘗
し
、
お
そ
ら
く
濁
立
し
た
四
季
山
水
査
と
し
て
は

現
存
す
る
も
の
の
う
ち
唯

一
・
最
古
の
も
の
で
あ
り
、
後
人
の
補
筆
も
な
く
、

い
わ
ば
魔
女
作
品
で
も
あ
る
黙
に
大
き
な
債
値
が
み
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と

許
償
し
た
上
、

壁
査
の
現
欣
に
つ
い
て
の
解
説
に
入
ろ
う
と
す
る
。
第
一
節
墓

室
内
部
の
人
物
霊
像
は
、
東
陵
墓
室
の
う
ち
、
羨
道
、
前
室
、
前
室
の
東

・西

-131ー
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訓
室
お
よ
び
前
室
と
中
室
と
の
各
通
惚
な
ど
、

す
な
わ
ち
後
主
と
中
室
と
を
の

ぞ
く
各
室
の
周
壁
面
か
ら
、
各
一迎
廊
壁
面
、
さ
ら
に
羨
門
外
に

つ
づ
く
竣
道
の

東
・
西
壁
面
に
わ
た
っ
て
掛
か
れ
て
い
る
七
十
一
人
に
も
達
す
る
等
身
大
(
百

七
十
な
い
し
百
八
十
セ
ン
チ
)
人
物
像
の
う
ち
、
と
く
に
墓
室
内
部
の
人
物
蛮

像
に
つ
い
て
、
自
門鱒
的
に
記
述
し
て
い
る
。
契
丹
人
の
文
官
、
武
官
、
袋
入
、

婦
人
、
春
の
釣
魚
の
遊
幸
に
包
従
す
る
漁
臣
と
思
わ
れ
る
も
の
な
ど
に
つ

い

て、

一
々
そ
の
風
貌
、
髪
か
た
ち
、
服
飾
、
も
ち
も
の
等
に
つ
い
て
、

『
遼
史
』

そ
の
他
の
文
献
に
照
ら
し
、
従
来
の
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
て
、
克
明
に
叙
述
し

て
い
て
、

著
者
の
糊
祭
と
記
憶
と
が
抜
群
で
あ
る
こ
と
に
改
め
て
愈
放
の
念
を

い
だ
か
し
め
る
。
第
二
笥
峨
道
部
の
涜
像
で
は
、
羨
門
の
外
方
に
つ
ら
な
る
城

む
の
東

・
商
壁
面
に
み
ら
れ
る
人
物
設
と
、
東
壁
面
に
み
ら
れ
る
飾
馬
と
に
つ

い
て
記
し
、
こ
の
壁
遊
が
出
行
闘
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
部
分
は

同盟
面
に
厚
い
漆
喰
の
上
塗
り
が
か
け
ら
れ
、
そ
こ
に
拙
か
れ
た
二
次
的
墜
泣
で

あ
る
事
貨
を
指
摘
し
て
い
る
。

第
三
節
人
物
設
像
に
つ
い
て
の
考
察
で
は
、
ま
ず
こ
れ
ら
の
人
物
我
像
は、

墓
室
内
部
と
城
道
部
東

・
西
壁
面
の
も
の
と
で
は
、
そ
の
措
法
に
か
な
り
の
相

同時
が
み
ら
れ
、
内
部
の
五
六
人
は
、
各
人
の
個
性
を
よ
く
と
ら
え
て
い
る
宵
像

鐙
で
あ
る
が
、
域
道
部
の
も
の
は
、
内
部
の
も
の
と
興
っ
て
二
次
的
壁
涯
で
あ

る
せ
い
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
ら
が
出
行
闘
を
描
い
て
い
る
せ
い
か
、
各
人
物
の

容
貌
に
し
て
も
、
姿
勢
に
し
て
も
類
型
的
、
非
個
性
的
で
あ
る
こ
と
に
言
及
す

る
。
さ
ら
に
、
宵
像
鐙
と
し
て
の
特
色
で
は
、
墓
室
内
部
の
警
像
に
は
二
人
列

び
の
も
の
が
多
い
が
、
な
か
に
は
羨
道
の
東
・
西
壁
面
の
人
物
像
や
前
室
の
東

・
西
副
室
胤
壁
面
に
み
る
よ
う
な
寧
身
列
像
、
あ
る
い
は
ま
た
前
室
の
西
通
廊

南
壁
面
や
中
室
の
西
通
廊
南
壁
面
に
み
る
よ
う
な
、
数
人
を
一
組
と
し
て
、
前

列
の
人
物
の
背
後
に
後
列
の
人
物
を
一
段
高
く
あ
し
ら
っ
た
群
像
風
の
も
の
も

あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
資
法
に
つ
い
て
、
人
物
の
顔
面
部
は
細
い
怨
一

線
で
入
念
に
描
か
れ
て
い
る
の
に
射
し
、
か
ら
だ
の
部
分
は
す
こ
し
肥
痩
を
も

っ
た
援
線
で
か
か
れ
て
お
り
、
東
陵
墓
室
の
人
物
議
像
が
概
し
て
唐
朝
給
賓
の

停
統
を
う
け
つ
い
で
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
人
物
設
に
み

え
る
服
飾
、
こ
と
に
契
丹
服
|
衣
裳

・
胡
幅

・州
市
、
漢
阪
と
撲
頭
に
つ
い
て
述

べ
、
ま
た
、
人
物
遊
に
契
丹
字
の
署
名
が
翠
書
さ
れ
て
い
る
事
貨
に
注
意
し、

こ
の
署
名
に
よ
っ
て
得
像
澄
と
し
て
の
穎
著
な
特
色
を
加
え
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
、
さ
い
ご
に
、
こ
の
よ
う
な
数
多
く
の
廷
臣
た
ち
の
符
像
賓
が
墓
室
内
に

み
え
る
の
は
、

基
室
の
主
人
公
で
あ
る
皇
帝
の
捺
鉢
(
行
在
所
)
生
活
を
描
骨
持

し
た
も
の
と
考
え
る
の
が
安
簡
で
あ
る
と
つ
け
加
え
て
い
る
。

第
四
章
東
陵
の
凶
季
山
水
凶
で
は
、
東
陵
墓
室
内
の
中
央
部
に
あ
る
い
わ
ゆ

る
中
室
の
四
つ
の
周
壁
面
に
描
か
れ
た
四
季
山
水
遊

l
花
鳥
鐙
を
ふ
く
む
ー
に

つ
い
て
詳
細
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
東
南
壁
面
に
春
問
、
西
南
壁

面
に
夏
閥
、
西
北
壁
面
に
秋
閥
、
東
北
壁
面
に
冬
悶
が
儲
か
れ
て
お
り
、
そ
の

喬
面
の
大
き
さ
は
大
穂
縦
二
・
七

O
l二
・
八

0
メ
ー
ト

ル
、
横
一

・
八

O
ー

一
・
九

0
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
と
し
、
四
季
山
水
壁
査
と
し
て
は
、
古
さ
と
規
模

の
大
き
さ
と
で
屈
指
で
あ
る
と
す
る
。

ま
ず
第
一
節
春
闘
で
は
、
低
い
起
伏
を
あ
ら
わ
す
土
披
を
背
景
に
杏
(
も
も
)

の
花
と
水
禽
を
主
題
と
し
て
お
り
、
正
し
く
は
山
水
・
花
鳥
鐙
と
い
っ
て
よ
か

ろ
う
と
し
て
い
る
。
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
ワ

l
ル
・
イ
ン
・
マ
ン
ハ
(
慶
雲

山
)
の
地
形
に
た
と
え
て
い
え
ば
、
チ
ャ
ガ
ン
ム
レ
ン
の
本
流
を
は
な
れ
て
谷

間
の
滋
づ
た
い
に
丘
陵
を
の
ぼ
り
か
か
る
裾
野
の
あ
た
り
の
景
観
に
ち
か

い
と

い
い
、
復
原
闘
を
掲
げ
て
そ
の
細
部
に
い
た
る
ま
で
一
々
詳
細
に
説
明
し
て
い

る
。
そ
し
て
水
鳥
の
か
も
、
白
鳥
、
お
し
ど
り
な
ど
潟
質
的
で
形
の
上
で
の
大

小
の
約
束
も
い
ち
お
う
守
ら
れ
て
い
る
が
、
土
波
の
描
き
方
は
装
飾
的
・
類
型
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的
で
あ
る
。
こ
れ
は
わ
が
園
で
は
古
大
和
給
的
土
披
の
描
き
方
の
よ
う
に
い
わ

れ
て
、
大
和
総
の
一
つ
の
特
色
を
強
調
す
る
向
き
も
あ
る
が
、
こ
の
東
俊
山
水

設
に
全
く
同
じ
様
式
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
源
流
を
唐
代
に
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
著
者
の
見
解
を
つ
け
加
え
て
い
る
。

第
二
節
夏
の
闘
の
主
題
は
三
株
の
牡
丹
樹
と
、
こ
こ
か
し
こ
に
群
れ
遊
ぶ
鹿

が
主
題
で
あ
り
、
の
ど
か
な
初
夏
の
風
景
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
四
国
の
う
ち

で
も
っ
と
も
花
鳥
骨
肉
的
で
あ
り
、
装
飾
的
で
あ
る
と
し
、
春
闘
の
地
形
よ
り
も

さ
ら
に
い
く
つ
か
の
丘
陵
を
登
っ
た
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
景
観
で
あ
ろ
う
と

い
う
。
牡
丹
は
遼
の
園
華
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
な
地
位
を
占
め
、
聖
宗
時
代
に

も
さ
か
ん
に
牡
丹
の
賞
翻
が
行
わ
れ
た
事
寅
を
附
記
し
て
い
る
の
は
興
味
が
も

た
れ
る
が
、
さ
ら
に
こ
れ
が
唐
の
長
安
に
お
け
る
牡
丹
の
観
賞
と
閥
係
が
あ
る

の
か
、
ま
た
遼
代
品
仰
向
人
に
よ
る
牡
丹
の
観
賞
と
も
何
ら
か
の
か
か
わ
り
が
あ

り
は
し
な
い
か
、
壁
護
と
は
直
接
の
閥
係
は
な
い
が
知
り
た
い
こ
と
で
あ
る
。

第
三
節
秩
闘
は
損
傷
の
度
が
も
っ
と
も
少
く
、
色
つ
い
た
数
多
の
滋
木
と
鹿

と
が
主
題
と
な
っ
て
お
り
、
夏
樹
の
場
所
か
ら
さ
ら
に
、
深
く
ふ
み
入
っ
た
地
貌

と
逝
く
秋
の
情
緒
と
を
巧
み
に
現
わ
し
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
濯
木
の
う
ち
一
一一

本
の
松
樹
の
描
き
方
が
唐
代
の
仰
統
的
な
書
き
方
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
、
牝
鹿

の
群
と
そ
れ
を
追
う
牡
鹿
と
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
か
れ
ら
の
生
き
生
き
し
た

眼
が
ひ
ど
く
印
象
的
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
丘
の
中
腹
で

E
角
を
ふ
る
わ
せ
な
が

ら
天
空
に
む
か
つ
て
砲
障
す
る
位
鹿
の
力
強
く
、
躍
動
的
な
拍
き
方
が
す
ば
ら

し
い
こ
と
を
い
っ
て
い
る
が
、

貨
物
に
接
し
た
著
者
の
感
動
は
さ
こ
そ
と
思
わ

れ
る
。
著
者
は
さ
ら
に
上
方
の
突
冗
た
る

E
岩
の
摘
法
に
も
注
意
し
て
い
る
。

第
四
節
各
闘
の
主
題
は
落
葉
し
た
木
木
と
群
鹿
と
で
あ
り
、
奥
山
の
各
の
荒

涼
た
る
感
じ
が
出
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
闘
の
錨
法
と
し
て
著
者
が
注
目
し
て

い
る
こ
と
は
、
土
坂
の
描
線
は
急
な
傾
制
加
を
つ
け
、
ま
た
い
ろ
い
ろ
の
樹
木
を

描
い
て
山
の
深
さ
を
思
わ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
重
な
り
あ
う
山
披
の
問
に
距
離

の
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
た
め
、
樹
木
の
梢
を
土
披
の
む
こ
う
に
の
ぞ
か
せ

て
、
か
な
た
の
山
の
遼
さ
を
強
調
し
て
い
る
黙
|
|
古
大
和
給
ハ
例
信
貴
山
縁

起
の
山
獄
と
貼
描
の
樹
木
の
描
き
方
)
に
み
ら
れ
る
ー
ー
な
ど
に
は
、
登
家
の

周
到
な
配
慮
が
う
か
が
わ
れ
る
と
し
、
さ
ら
に
枯
枝
を
あ
ら
わ
す
蟹
爪
描
風
の

筆
法
に
も
注
意
し
て
い
る
。

第
五
節
四
季
山
水
蜜
に
つ
い
て
の
考
察
で
は
四
季
山
水
蜜
は
お
そ
ら
く
慶
雲

山
を
モ
デ
ル
と
し
て
そ
の
四
季
の
景
観
を
四
つ
の
壁
面
に
描
き
わ
け
た
も
の
で

あ
る
が
、
こ
の
壁
重
か
ら
は
骨
同
時
領
内
い
た
る
と
こ
ろ
の
景
勝
地
を
求
め
て
四

季
お
り
お
り
に
遊
狐
し
宴
幾
し
た
契
丹
皇
帝
の
の
ど
か
な
捺
鉢
生
活
ぶ
り
も
し

の
ば
れ
る
と
し
、
わ
が
大
和
績
が
日
本
的
題
材
を
扱
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
、
こ

の
山
水
闘
は
慶
陵
附
近
の
景
観
を
題
材
に
し
て
い
る
貼
で
遼
設
あ
る
い
は
契
丹

査
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
と
い
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
山
水
闘
の
釜
面
構
成

に
つ
い
て
述
ベ
、
水
鳥
、
鹿
、
草
木
、
濯
木
な
ど
が
比
較
的
高
い
寓
貫
性
を
も

っ
て
描
か
れ
て
い
る
の
に
比
べ
て
、
そ
の
土
披
は
類
型
的
・
装
飾
的
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
類
型
的
な
土
披
を
そ
れ
ぞ
れ
組
み
合
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
四
季
附
の

背
景
と
し
て
の
地
貌
を
構
成
し
て
お
り
、
そ
の
土
披
の
組
み
合
せ
方
に
は
、
郭

照
の
い
う
三
遠
法
(
高
遠
法
、
深
遠
法
、
卒
遠
法
)
が
う
か
が
わ
れ
る
と
い
う

解
緯
を
つ
け
加
え
る
。
そ
し
て
お
わ
り
に
、
四
闘
の
壷
風
は
、
春
・
夏
の
二
固

と
、
私
・
冬
の
二
聞
と
に
大
別
で
き
る
と
し
、
春
闘
の
水
禽
や
夏
闘
の
牡
丹
樹

を
潟
質
的
で
袋
飾
的
な
唐
代
|
あ
る
い
は
六
朝
以
来
の

護
風
の
停
統
を
う
け

つ
い
だ
も
の
と
す
れ
ば
、
歓
闘
・
冬
聞
に
は
宋
代
の
水
墨
登
に
つ
な
が
る
新
し

さ
が
あ
り
、
草
木

・
花
鳥
だ
け
で
な
く
、
秋

・
冬
の
群
鹿
に
つ
い
て
も
同
じ
く

寓
貫
性
に
富
む
と
い
っ
て
も
、
夏
闘
の
鹿
と
は
異
り
、
か
れ
ら
の
動
作
は
生
動

的
で
あ
っ
て
新
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
、
と
い
っ
て
い
る
。
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第
五
挙
結
語
に
か
え
て
|
東
陵
壁
査
の
格
闘
と
下
総
l

第
一
節
東
陵
壁
登

の
様
式
と
構
闘
に
つ
い
て
で
は
、
一
東
陵
壁
査
は
人
物
山
間
像
輩
、
四
季
山
水
花
鳥

提
の
う
え
に
各
室
の
天
井
部
と
そ
れ
ぞ
れ
の
通
廊
の
天
井
部
に
は
建
築
装
飾
文

時怖が
拙
か
れ
、
中
園
給
登
の
全
要
素
を
そ
な
え
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に
多
種
多

様
な
要
素
を
具
え
る
大
壁
査
は
、
今
日
の
と
こ
ろ
他
に
類
例
が
な
い
こ
と
を
い

う
。
す
な
わ
ち
近
年
中
園
で
毅
見
せ
ら
れ
た
永
泰
公
主
、
章
懐
太
子
李
賢
、
強

徳
太
子
李
重
潤
ら
の
基
壁
に
み
ら
れ
る
壁
鐙
は
、
人
物
笠
の
規
模
に
お
い
て
こ

そ
さ
ら
に
多
彩

・
壮
大
で
あ
る
が
、
東
陵
壁
査
の
よ
う
な
山
水
設
を
絞
如
し
て

い
る
事
貨
を
指
摘
し
て
い
る
。
様
式
つ
ま
り
設
風
に
つ
い
て
い
え
ば
、
東
陵
壁

讃
は
唐
末

・
五
代
ご
ろ
の
手
法
を
基
調
に
し
て
い
る
が
、
人
物
麓
に
も
山
水
査

に
も
北
宋
前
期
十
一
世
紀
前
牢
ご
ろ
の
新
設
風
を
ま
じ
え
る
讃
面
も
あ
る
。
厨

末

・
五
代
・
北
宋
前
期
と
い
え
ば
、
中
園
で
も
日
本
で
も
そ
の
遺
ロ聞
が
少
く
、

と
く
に
春

・
夏

・
秋

・
冬
の
山
水
闘
の
如
き
は
、
東
陵
壁
設
が
現
存
す
る
最
古

の
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
、
と
い
う
。
そ
し
て
東
陵
壁
泣
は
、
多
数
の
遊

家
や
附
築
師
た
ち
を
総
動
員
し
な
が
ら
、
そ
の
全
慨
的
構
闘
は
傑
出
し
た
護
家

に
よ
っ
て
立
案
設
計
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
機
。
閣
の
談
工
や
図

案
師
の
グ
ル

ー
プ
に
よ
る
議
風
や
措
法
の
相
異
が
生
ず
る
。

そ
の
相
異
は
、
塁

線
の
運
び
ゃ
彩
色
の
色
調
だ
け
で
な
く
、

壁
賓
の
下
絡
に
も
み
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
格
闘
に
つ
い
て
述
べ
、
人
物
護
に
つ

い
て
い
え
ば
、

各
人
物
の
身
鐙

・
顔
・
限
の
方
向
は
、
通
廊
を
へ
て
符
継
の
安
置
せ
ら
れ
た
後
室
に
む
か
い
、

や
や
斜
め
に
む
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
前
宮
+一後
牢
の
東

・
西
雨
壁
面
の

最
北
端
の
人
物
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
肘
と
腰
と
の
一
部
を
そ
れ
ぞ
れ
壁
面
と
直

交
す
る
前
き
荒
壁
に
つ
づ
け
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
宵
像
聾
が
箪
な
る

壁
面
の
裟
飾
の
た
め
に
描
か
れ
た
の
で
は
な
く
、

こ
れ
ら
の
人
物
が
捺
鉢
(
行

在
所
〉
の
幕
庭
内
に
立
ち
な
ら
ん
だ
欣
態
に
み
た
て
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
、
と
し
て
い
る
。

な
お
東
陵
中
室
の
山
水
壁
澄
が
、

四
幅
と
も
そ
れ
ぞ
れ
雨
側
を
柱
形
装
飾
得

に
よ

っ
て
縁
ど
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
箆
設
が
大
幅
の
壁
掛
蛮
幽
と
し
て
幕

庭
の
師団
聞
を
飾
っ

て
い
た
さ
ま
を
模
し
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
と
推
定
を
下
し
て

い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
滋
時
遼
園
の
王
公
貴
族
た
ち
が
、
中
園
の
貴
人
に
な

ら
い
、
居
室
内
に
大
小
の
挽
軌
を
か
か
げ
て
築
ん
で
お
り
、

そ
の
よ
う
な
か
れ

ら
の
現
貫
生
活
の
一
端
が
墓
室
内
の
遺
物
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
と
す
る
。
第
二
節
東
陵
壁
輩
の
下
約
に
つ

い
て
は
、

人
物
査
に
つ

い
て
は

入
念
な
刻
線
の
下
総
が
、
ま
た
山
水
蜜
に
は
構
図
の
わ
り
つ
け
の
た
め
の
心
お

ぼ
え
程
度
の
下
絡
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
い
う
。

遼
代
の
龍
文
に
つ
い
て
で
は
、
東
陵
の
壁
査
に
み
え
る
龍
文
と
し
て
、
前
室

部
と
中
室
天
井
部
に
そ
れ
ぞ
れ
二
針
の
後
能
文
、
周
壁
蛮
の
四
季
山
水
蜜
の
左

・
右
南
側
の
柱
形
袋
飾
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
四
射
の
鎚
飽
文
と
、
現
在
は
剥

落
、
消
失
し
て
い
る
が
、
羨
門
部
の
扶
門
上
部
に
も
幾
龍
文
が
あ
っ
た
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
か
ら
、
都
合
九
種
の
鍵
龍
文
が
描
か
れ
て
い
た
こ
と
を
い
い
、

1
、
前
室
部
の
隻
龍
文
で
は
、
北
壁
上
部
と
南
壁
上
部
の
三
日
月
形
の
垂
直
壁

面
に
儲
か
れ
て
い
る
も
の
を
模
潟
、
復
原
し
て
こ
れ
を
示
し、

2
、
中
室
部
の

受
龍
文
で
は
、
南
・
北
通
廊
の
直
上
天
井
部
と
東

・
西
通
廊
の
直
上
天
井
部
と

に
そ
れ
ぞ
れ
一
針
ず
つ
描
か
れ
た
受
龍
文
と
、
中
室
周
壁
面
に
描
か
れ
た
囚
封

の
隻
飽
文
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
哀
冊
砕
石
に
み
え
る
龍
文
で
は
、
ー
、
欽
愛
皇
后
(
型
宗
の
妃
)
、

2
、
仁
燃
皇
后
ハ
興
宗
の
妃
〉

(
1
、
2
と
も
に
亥
冊
築
蓋
上
面
の
四
隅
方
匿

の
授
龍
文
)

3
、
仁
徳
皇
后
〈
聖
宗
の
元
后〉

(
哀
部
築
惹
上
面
の
四
隅
方
冨
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穏
文
〉

4
、
道
宗
皇
帝
、
5
、
宣
慾
皇
后
(
道
宗
の
妃
〉

〈
4
、
5
と
も
に

哀
間
築
蓋
上
面
の
四
隅
方
匿
の
隻
語
文
、
哀
印
象
蓋
側
面
の
嬰
龍
文
、
哀
冊
碑

身
側
面
の
隻
龍
文
)
に
つ
い
て
逐
一
詳
細
に
解
説
し
、
そ
れ
ら
の
龍
文
が
い
ず

れ
も
道
宗
時
代
(
一

O
五

E
l
--
O
O〉
以
後
に
つ
く
ら
れ
た
哀
冊
に
か
ぎ

ら
れ
て
い
る
事
質
を
あ
げ
、
事
一宗
の
も
の
に
は
牡
丹
花
文
の
み
で
龍
文
は
み
ら

れ
な
か
っ
た
が
、
上
記
各
皇
后
の
笈
冊
碑
に
な
る
と
、
龍
文
は
繁
華
上
面
の
四

隅
方
形
内
に
ほ
ど
こ
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
道
宗
と
宣
怒
皇
后
の
も
の
に
な
る

と
、
そ
の
彫
飾
は
側
面
ま
で
も
四
一例
闘
に
代
っ
て
飽
文
一
色
に
う
ず
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
遼
朝
の
哀
冊
彫
飾
が
牡
丹
花
文
か
ら
し
だ
い
に
龍
文
へ
愛

容
し
た
こ
と
は
、
宋
代
以
後
龍
文
が
皇
帝
の
象
徴
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
中
園
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
他
の
面
か
ら
す
れ
ば
、

そ
れ
は
唐
代
の
侍
統
か
ら
の
脱
却
を
意
味
す
る
も
の
と
も
い
え
な
い
だ
ろ
う

か
、
と
の
解
醐
怖
を
示
し
て
い
る
。

遼
代
の
董
人
と
そ
の
作
品
で
は
、
慶
陵
壁
重
の
制
作
と
は
直
接
関
係
な
い

が
、
あ
の
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
作
品
を
生
ん
だ
遼
園
蜜
澄
に
活
躍
し
た
重
人
と
し

て、

太
租
の
長
子
東
丹
王
李
賛
輩
、
胡
壊

・
胡
皮
の
父
子
、
唱
畑
一
線
ー
そ
の
他
の

道
人
た
ち
に
つ
い
て
、
今
日
見
る
こ
と
の
で
き
る
絡
査
の
著
録
等
よ
り
そ
の
作

品
を
た
ど
り
、
さ
い
ご
に
、

護
人
の
名
は
知
ら
れ
な
い
が
遼
人
の
作
品
中
の
傑

作
で
あ
る
「
契
丹
人
騎
馬
出
猟
岡
」
に
つ
い
て
詳
細
な
解
説
を
ほ
ど
こ
し
て
い

る
。
総
じ
て
遼
代
総
設
史
研
究
の
紹
好
の
指
針
と
な
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

以
上
で
遼
代
の
壁
謹
|
人
物
賓
と
山
水
者
を
中
心
に
し
て
ー
を
移
る
。
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第
二
篇
遼

・
金
時
代
の
彫
飾
に
入
る。

-
遼
・

金
系
の
例
塔
と
そ
の
彫
飾
で
は
、
満
洲
す
な
わ
ち
今
日
の
中
園
東

北
地
区
お
よ
び
内
蒙
古
自
治
国
の
東
北
部
、
あ
る
い
は
河
北
省
や
山
西
省
北
部

地
方
に
多
数
散
在
し
て
、
満
洲
溶
と
か
遼
金
塔
と
か
呼
ば
れ
る
悌
塔
は
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
埼
築
で
、
そ
の
様
式
も
詳
し
く
み
れ
ば
多
種
多
様
で
あ
る
が
、
村
田

治
郎
博
士
の
『
支
那
の
仰
搭
』
に
よ
っ
て
こ
れ
を
多
角
多
策
塔
と
多
角
多
層
搭

と
の
二
大
系
統
に
大
別
し
、
主
と
し
て
そ
れ
ら
の
基
壇
部
や
初
層
部
に
み
え
る

舷
飾
を
中
心
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
。

第

一
章
多
角
多
釜
塔
第
一
節
基
一樹
部
の
構
造
と
彫
飾
で
は
、
朝
陽

・
北
塔

と
南
塔
、

義
鯨
・
嘉
繭
寺
塔
、
通
師
牌
・
通
州
塔
、
房
山

・
雲
居
寺
南
塔
、
遼
陽

・
貨
一
問
主
寸
自
塔
に
つ
い
て
詳
し
く
述
、
へ
、
第
二
節
初
層
部
の
梢
造
と
彫
飾
で

は
、
基
壇
部
で
と
り
あ
げ
た
諸
塔
の
ほ
か
、
内
蒙
古
自
治
匝
・
林
東
の
南
培
、

同
じ
く
大
名
城
・
大
塔
寺
の
大
塔
お
よ
び
字
放
塔
な
ど
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。

と
く
に
大
名
城
の
大
塔
に
つ
い
て
は
、
遼
金
塔
中
最
大
で
、
安
定
と
荘
重
さ
と

を
粂
備
し
た
第
一
級
品
で
あ
る
と
許
償
し
、
遼
陽

・
臨
剛
一
砧
寺
の
白
塔
に
つ
い
て

は
、
建
立
時
代
に
つ
い
て
は
わ
が
園
建
築
史
家
の
聞
に
遼
代
・

金
代
爾
設
あ
る

が
、
初
層
部
な
ど
の
彫
飾
に
関
す
る
か
ぎ
り
は
遼
代
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
と

い
う
見
解
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
多
角
多
緩
塔
の
初
層
部
彫
飾
の
三
類
型
と
し
て
、

A
・
B
-
C
型

に
大
別
し
て
各
々
そ
の
特
徴
を
と
ら
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
A
型
は
正
四
面
の

ア
l
チ
砲
を
、
ま
た
斜
図
面
に
は
連
子
留
か
竪
格
子
由
闘
を
と
い
う
よ
う
に
正
四

面
と
斜
四
国
と
で
爾
者
を
交
互
に
配
置
す
る
の
が
基
本
的
形
式
で
あ
ろ
う
と

し
、
さ
ら
に

A
型
を
細
分
し
て
、
ア
ー
チ
箆
の
中
に
凶
悌
像
一
容
を
安
置
し
た

も
の
、

ω扉
構
え
を
造
り
出
し
た
も
の
の
二
機
式
が
あ
る
と
す
る
。
ま
た
B
型

の
も
の
は
、
ァ
l
チ
お
と
連
子
窃
と
の
交
互
配
置
に
よ
る
基
本
的
彫
飾
を
主
鰻

と
は
す
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
天
蓋
・
資
塔

・
飛
天

・
賓
珠

・
雲
文
な
ど
多
く
の

彫
飾
を
附
加
し
た
も
の
の
ほ
か
に
、
斜
四
面
に
も
天
蓋
に
ア
l
チ
砲

・
悌
像
・

-135ー
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菩
薩
を
造
り
出
し
て
い
る
も
の
も
同
類
と
し
て
入
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
す

る
。
さ
ら
に
C
型
に
腐
す
る
も
の
と
し
て
は
、
斜
四
面
の
連
子
衡
が
菩
薩
立
像

や
時
A
W

唱
に
代
え
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
A
型

・
B
裂
の
後
型
と
も
い
う
べ
き
も

の
で
あ
る
が
、

B
型
に
属
す
る
も
の
が
比
較
的
に
多
く
み
ら
れ
る
、
と
い
う
こ

と
を
質
例
に
よ
っ
て
述
べ
て
い
る
。

つ
い
で
第
三
節
第
二
層
以
上
の
構
造
で
は
、
第
二
層
以
上
は
各
層
の
間
隔
が

念
に
ち
ぢ
ま
っ
て
、

た
だ
屋
根
と
軒
ま
わ
り
だ
け
が
重
な
り
合
う
か
の
よ
う
な

桃
遣
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
も

ω初
層
部
と
同
じ
く
屋
根
う
ら
に
、
軒
ま
わ
り
と

し
て
斗
棋
が
組
ま
れ
て
い
る
も
の
。

ω第
二
層
以
上
が
段
成
、
す
な
わ
ち
場
を

持
ち
迭
り
風
に
数
段
積
み
出
し
て
、
そ
の
上
に
屋
根
を
お
い
た
も
の
。
と
に
分

け
ら
れ
る
と
し
、
お
の
お
の
に
腐
す
る
塔
を
あ
げ
て
い
る
。

第
二
章
多
角
多
居
一
塔
で
は
、
第

一
節
で
は
俳
宮
寺
の
木
搭
(
山
西
省
態
賂
〉

と
天
窓
T

寺
塔
(
河
北
省
正
定
)
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
解
説
を
ほ
ど
こ
し
、

第

二
節
で
は
白
塔
子
の
白
犠
を
、

A
初
層
部
の
彫
飾
、

B
第
二
層
以
上
の
彫
飾
に

わ
け
、
第
三
簡
で
は
碍
部
事
十
凹
脈
経
務

(
内
モ
ン
ゴ

ル
'M
治
医
フ

フ
・
ホ
ト
ン
〉

に
つ
い
て
詳
細
に
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
に

い
た

っ
て
著
者
は
、
上
述

遼
・
金
系
俳
塔
の
彫
飾
に
つ
い
て
の
考
察
が
詳
細
複
雑
に
過
ぎ
た
と
の
反
省
の

も
と
に
、
二
頁
に
わ
た
る

「
ま
と
め
」
を
つ
け
る
用
意
を
忘
れ
て
い
な
い
。
総

じ
て
い
え
ば
、
著
者
自
ら
も
い
う
よ
う
に
、
帥
併
塔
に
つ

い
て
は
村
田
治
郎
博
士

『士
叉
那
の
併
塔
』
、
竹
島
卓
一
博
士

『
遼
金
時
代
ノ
建
築
ト
其
併
像
』
(
解
説

篇
)
な
ど
を
参
考
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
観
察
の
細
部
に
わ
た
り
、
表
現

の
正
確
な
こ
と
は
お
ど
ろ
く
べ
き
も
の
が
あ
る
。

と
く
に
私
は
、
昭
和
十
年
著

者
と
と
も
に
熱
河

・
北
刈
を
踏
査
し
、
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
た
悌
塔
の
多
く
を
質

見
す
る
機
禽
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
る
の
で、

一
入
懐
替
の
情
を
も
っ
て
読
み
進
ん

だ
こ
と
で
あ
っ
た
。

日
遼

・
金
時
代
の
石
障
と
そ
の
彫
飾
に
入
る
。

第
一

章
遼
代
の
ダ
ラ
ニ
石
艦

第
一
節
多
資
千
併
随
で
は、

京
都
国
立
博
物

館
磁
道
宗
太
康
(
大
康
が
正
し
い
)

一
O
年

(
一
O
八
四
)
十
二
月
と
い
う
創

建
の
日
時
の
明
白
な
完
形
口
問
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
随
身
の
銘
記
に
よ
る
と
笛

初
遼
代
に
は
泳
州
域
内
東
街
の
路
側
に
建
て
ら
れ
て
い
た
の
を
、
約
二
百
年
の

の
ち
、
よ
ご
れ
が
ひ
ど
く
な
っ
た
た
め
、

元
の
至
元
十
三
年
(
一
二
七
六
)
八

月
、
西
磁
倫
の

〔了
〕
常
が
叢
図
仁
王
仰
殿
の
前
に
移
建
し
、
さ
ら
に
明
の
永

袋
三
年
(
一
四

O
五
〉
二
月
に
重
修
さ
れ
て
現
在
の
よ
う
な
複
雑
な
形
態
に
な

っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
に
つ

い
て
、

基
壇
部
儲
身
部

・
屋
義
と
頂
飾
部
に
わ
け

で
紹
介
し
て
い
る
。
基
密
部
で
は
、

第

一
妻
鹿
の
中
肉
彫
り
の
大

・
小
闘
形
花

文
、
登
座
側
面
の
八
角
形
の
権
座
の
各
面
に
陽
刻
せ
ら
れ
た
迦
陵
頻
伽
、
柱
身

初
賠
と
第
二
居
の
菩
薩
像
、

随
身
部
で
は
そ
の
不
整
形
八
角
柱
の
底
い
四
面
に

二
列
、

狭
い
四
面
に
一
列
配
し
た
小
扶
骨
髄
中
に
安
置
せ
ら
れ
た
悌
坐
像
、
随
身

を
の
せ
る
八
角
肇
座
の
表

・
裏
に
刻
さ
れ
た
蓬
郷
の
反
り
花
、

ゑ
け
花
、

随
身

上
部
、

八
角
の
中
盈
飾
石
側
面
八
隅
の
垂
れ
紐
の
つ
い
た
闘
環
を
口
に
く
わ
え

る
駅
頭
、
そ
れ
ら
の
闘
環
を
弧
般
に

つ
な
ぎ
合
せ
た
各
面
の
花
継
飾
り
、
そ
の

上
方
に
刻
せ
ら
れ
た
飛
天
、
こ
の
中
霊
石
上
に
の
せ
ら
れ
た
小
峰
身
正
四
面
尖

鉄
施
中
に
一
等
ず
つ
配
せ
ら
れ
た
坐
併
像
四
穂
、
斜
四
面
尖
鉄
骨脳
中
に
配
せ
ら

れ
た
比
丘
像
に
つ

い
て
述
べ
、
さ
い
ご
に
屋
蓋
と
頂
飾
部
に
つ

い
て
も
て
い
ね

い
に
仰
附
設
す
る
。

第
二
節
段
段
の
ダ
ラ

ニ
石

能

中

段
前
殿
祉
に
巡
存
す
る
ダ
ラ
ニ
石
簡
は
、

お
そ
ら
く
興
宗
陵
が
営
造
さ
れ
た
清
寧
元
年

(一

O
五
五
)
を
あ
ま
り
経
な
い

こ
ろ
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
著
者
が
踏
査
し
た
昭
和
十
四
年
〈
一
九
三
九
)

九
月
の
現
献
で
は
こ
の
石
障
は
倒
捜
し
て
四
つ
の
プ
ロ
ッ
ク
に
分
散
し
て
い
た

co 
qo 

句

A



299 

と
い
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
随
身
、
喜
一
座
、
中
華
石
、
小
随
身
に
分
け
て
細
述

し
て
い
る
。
随
身
の
全
面
に
は
党
文
の
ダ
ラ
ニ
経
文
が
正
四
面
に
九
行
ず
つ
、

斜
四
面
に
は
六
行
ず
つ
、
と
も
に
一
行
五
十
四
字
詰
め
に
刻
み
こ
ま
れ
て
い
た

こ
と
を
、
ま
た
輩
座
で
は
、
そ
の
側
面
に
あ
た
る
権
の
各
面
に
は
わ
く
取
り
し

た
な
か
に
後
鰍
文
と
花
業
文
と
が
交
互
に
陽
刻
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
隻
獄
文
に

は
ス
キ
タ
イ
様
式
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
遊
牧
民
的
野
趣
が
う
か
が
わ
れ
、
ま

た
そ
の
手
法
に
は
力
感
あ
ふ
れ
る
遣
し
さ
が
感
じ
と
ら
れ
る
こ
と
を
、
中
華
石

に
つ
い
て
は
、
側
面
に
盟
富
に
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
高
肉
彫
の
彫
飾
に
つ
い
て

述
べ
て
お
り
、
小
憧
身
で
は
各
陵
角
の
上
宇
都
に
獣
頭
を
つ
く
り
出
し
、
そ
れ

ら
を
弧
吠
の
花
縄
文
で
連
ね
、
各
弧
闘
中
央
に
八
郷
の
固
形
花
文
を
浮
彫
り
し

て
一
個
ず
つ
納
め
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
し
て
小
憧
身
で
は
正
四
面
の
大

灯
形
の
尖
灯
砲
の
な
か
に
彫
ら
れ
て
結
伽
扶
坐
の
四
併
に
注
目
し
て
、
遼
の
盛

時
の
す
ぐ
れ
た
手
法
が
う
か
が
わ
れ
る
こ
と
を
い
い
、
斜
図
面
に
も
同
じ
よ
う

に
正
四
百
の
四
併
と
四
菩
薩
が
や
や
低
く
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
い

る。
第
二
章
金
代
の
大
准
提
ダ
ラ
ニ
石
障
で
は
京
都
市
藤
井
有
赫
館
蔵
の
大
准
提

ダ
ラ
ニ
石
憧
を
と
り
あ
げ
る
。
憧
身
に
大
定
笑
卯
(
一
一
一
年
)
の
紀
年
が
あ
る
。

こ
の
ダ
ラ

ニ
石
障
の
現
状
は
四
層
と
屋
葦
頂
飾
と
か
ら
成
る
が
、
護
座
と
随
身

の
ほ
か
は
三
基
の
柱
身

・二
基
の
中
肇
石
・
大
小
二
基
の
蓋
石
と
屋
蓋
・
頂
飾

部
と
い
う
頗
る
複
雑
な
構
成
で
あ
る
。

芸
座
は
八
角
形
で
、
柱
身
承
け
の
造
り
だ
し
を
か
こ
ん
で
周
透
い
っ
ぱ
い
に

八
個

|
一
泡

一
個
|
の
図
形
花
文
を
高
肉
彫
り
に
彫
刻
し
、
随
身
は
、
正
四
面

と
剥
図
面
、
不
等
法
八
角
形
で
あ
る
が
、
そ
の
随
身
の
全
面
に
漢
文
で
大
准
提

ダ
ラ
ニ
経
文
を
刻
し
、
終
段
に
建
立
の
縁
由
と
年
時
を
し
る
す
。
第

一
中
墓
石

は
奉
艇
に
花
を
聞
い
た
二
重
の
蓮
艇
を
上
方
に
鉢
形
に
ひ
ろ
げ
て
蓮
座
を
つ
く

る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
う
ら
が
わ
に
は
、
固
い
大
き
な
花
芯
を
陽
刻
し
て
い

る
の
が
注
意
さ
れ
る
。
柱
身
は
ほ
ぼ
同
じ
高
さ
の
も
の
が
、
中
華
石
と
蓋
石
と

を
な
か
に
し
て
三
基
つ
み
か
さ
ね
ら
れ
て
い
る
。
下
方
か
ら
第
一
柱
身
の
正
四

面
に
は
浅
い
尖
扶
砲
の
な
か
に
堕
頬
困
満
の
ふ
く
ぷ
く
し
い
四
悌
一
等
ず
つ
納

め
る
が
、
せ
ま
い
斜
四
面
に
も
浅
い
尖
扶
禽
の
な
か
に
も
羅
漢
立
像
を
一
慢
を

納
め
る
。
そ
れ
ら
の
羅
漢
像
が
思
い
思
い
に
自
由
自
在
な
ポ
l
ズ
を
と
っ
て
い

る
こ
と
に
注
意
し
、
粉
本
に
と
ら
わ
れ
な
い
工
匠
た
ち
の
非
凡
な
手
法
と
許
償

し
て
い
る
の
が
印
象
に
の
こ
る
。

第
三
篇
遼
代
の
陶
磁

著
者
は
ま
ず
中
閣
の
陶
磁
、
と
く
に
華
北
の
磁
州
窯
、
定
笠
…(定
州
筆。
、
那

州
窯
な
ど
諸
窒
…
の
強
い
影
響
を
う
け
て
薮
達
し
た
遼
系
の
陶
磁
の
う
ち
、
探
形

の
上
で
も
接
飾
文
様
の
上
で
も
、
遊
牧
民
固
有
の
特
異
性
を
も
っ
陶
磁
器
、
す

な
わ
ち
騎
馬
遊
牧
民
族
で
あ
る
契
丹
人
の
生
活
の
反
映
し
た
、
エ
キ
ゾ
チ

ッ
ク

な
気
分
を
も
っ
た
も
の
を
主
に
考
察
す
る
、
と
そ
の
立
場
を
ま
ず
明
ら
か
に
し

て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
契
丹
人
好
み
の
遼
系
陶
容
の
澄
見
が
、
近
々
四

十
年
あ
ま
り
以
前
、
一
九
三
三
年
(
昭
和
八
年
)
奉
天
博
物
館
設
立
の
際
、
例

の
湯
佐
祭
蒐
集
の
考
古
遺
品
の
中
に
ま
じ
っ
て
人
々
の
娘
前
に
出
現
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
い
う
。

第
一
章
遼
系
の
陶
磁
i
提
袋
蓋
・
長
蓋
・
長
頚
瓶
・
遼
三
彩
l

第
一
節
提

袋
査
の
い
ろ
い
ろ
は
遼
代
の
陶
磁
の
中
で
も
っ
と
も
特
色
の
あ
る
提
袋
査
に
つ

い
て
の
解
説
で
、
興
味
ぶ
か
く
讃
ま
れ
る
。
こ
れ
は
俗
に
扇
吉
一軍
お
よ
び
鶏
冠
査

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
近
年
遼
代
陶
器
の
花
形
的
な
存
在
と
な
っ
た
。
北
ア
ジ

ア
遊
牧
民
の
あ
い
だ
で
、
古
く
か
ら
腰
や
馬
の
微
に
吊
る
す
提
げ
袋
欣
を
し
た

革
製
の
飲
料
容
擦
を
、
そ
の
ま
ま
に
う
つ
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
ら
を
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と
く
に
壷
穏
と
把
手
辺
監
に
注
目
し
て
第

一
類
と
第
二
ぱ
に
わ
け
、
第
一
績
を

A
型

・
B
型
に
、
第
二
類
を
A
・
B
-
C
型
に
分
須
し
て
い
る
つ

第
一
矧

(扇
歪

・
扇
瓶
、
提
袋
式
担
手
夜
空
)

A
型

歪

鎚

は
扇
卒
、
草
袋
の
原
型
に
も
っ
と
も
近
く
、
級
糊
で
亙
草
文

織
の
装
飾
を

も
つ
も
の
が
多
い
。
管
口
と
な
ら
ぶ
把
手
妥
座
は
凹
字

型。

そ
の
上
部
に
提
げ
紐
を
通
す
小
孔
二
つ。

B
型一

萱
慨
は
上
扇

・
下
闘
。
惰
図
形
の
も
の
が
多
く
無
文
。
管
ロ
と
な

ら
ぶ
把
手
妥
座
は
、

卒
板
な
鶏
冠
状
を
な
す

(
舶
用
冠
登
)
。
把
手
の
中

央
部
に
細
孔
一
つ
。

第
二
矧

(扇
蓋
・
扇
瓶
、
環
梁
式
氾
手
〉

A
型
登
慢
は
多
く
上
扇

・
下
因
。
上
部
の
管
口
に
並
ぶ
環
梁
式
把
手
は

扇
一件
欣
・
縄
収
ま
た
は
太
統
欣
。
道
憾
の
一痢
宿
に
技
術
文
を
も
つ
も
の

が
多
い
。

B
型
愛
慨
は
多
く
卵
形
。
管
口
と
な
ら
ぶ
把
手
は
太
統
僻
悼
の
環
梁
式
。

そ
の
表
面
に
は
指
頭
痕
の
装
飾
文
が
多
い
。

C
型
壷
慨
は
球
形
、
卒
底
。

管
口
と
な
ら
ぷ
把
手
は
太
部
様
の

度
梁

式
。
上
一
貨
の
白
磁
・
白
粕
が
多
い
。

こ
の
分
矧
は
、著
者
が
多
く
の
査
を
負
見
す
る
と
と
も
に
、
迷
市弔
問
物
館
の

『
遼

交
選
集』

そ
の
他
の
資
料
を
利
用
し
て
到
達
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
が
、

一
々
質
例
に
つ
い
て
ゆ
き
と
ど
い
た
解
説
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。

第
二
節
長
賓
と
長
類
瓶
長
壷
は
一
見
し
て
不
安
定
の
感
じ
の
す
る
細
長
い

査
で
乳
酒
制
法
の
用
総
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
乳
酒
な
ど
の
貯
臓
器
に
も
用
い

ら
れ
た
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
。
色
は
多
く
茶
葉
抹
(
そ
ば
〉
秘
か
黒
細
か
褐

あ
ら
め

触
で
砂
石
を
混
じ
た
組
目
土
を
硬
く
厚
手
に
焼
成
し
た
磁
胎
の
上
か
ら
こ
っ

て

り
と
利
捕
択
を
か
け
、
ま
た
内
が
わ
に
も
底
部
ま
で
く
ま
な
く
糊
礎
が
ほ
ど
こ
さ

れ
て
い
る
。
契
丹
人
の
皇
帝

・
王
族

・
茂
版
、
漢
人
で
も
富
裕
階
級
が
使
用
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
と
い
う
。
焼
成
し
た
窯
と
し
て
は
赤
峰
市
郊
外
の
乾
瓦
笠
内

(紅
瓦
笠
…)
が
比
定
さ
れ
る
と
い
い
、
さ
ら
に
長
査
と
同
質
と
思
わ
れ
る
宮
殿

用
霞
瓦
や
増
瓦
に
も
言
及
し
、
そ
の
焼
成
地
と
し
て
も
赤
峰
市
郊
外
の
乾
瓦
窯

や
林
東
市
郊
外
パ

イ
ン
・
ゴ
ル
の
窯
祉
群
な
ど
が
推
定
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。

ま
た
長
頚
瓶
は
総
高
が
五
十
|
四
十
セ
ン

チ
も
あ
る
大
型
瓶
で
、
頚
部
が
細

長
く
、
上
部
は
大
き
く
朝
顔
欣
に
闘
い
た
注
口
部
を
の
せ
て
い
る
。
こ
の
器
は

イ
ラ
ン
の
サ
l
サ
l
ン
朝
ベ
ル
シ
ア
銀
掃
に
加
型
を
も
っ
唐
代
の
鳳
首
瓶
の
後

形
で
あ
ろ
う
、
と
す
る
。
そ
の
ほ
か
鶴
頚
で
賢
い
盤
形
の
注
口
を
も
っ
鶴
頚
盤

口
瓶
も
出
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
遼
圏
内
で
は
な
く
、
定
窯
な
ど
の
中
圏
内
地

の
窯
で
焼
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
し
て
い
る
。

第
三
節
遼
三
彩

逃
三
彩
は
唐
三
彩
の
影
響
を
う
け
て
中
園
刷
没
諸
園
で
焼

成
さ
れ
た
三
彩
の

一
つ
で
、
唐
三
彩
の
よ
う
に
冴
え
冴
え
と
し
た
鮮
麗
な
色
調

は
み
と
め
ら
れ
な
い
が
、
よ
ど
ん
だ
潤
い
の
あ
る
秘
調
に
は
だ
洋
と
し
た
な
か

に
力
強
さ
を
感
ず
る
と
し
て
い
る
。

造
形
上
か
ら
は
、
萱

・
健
・
瓶

・
盤
・

礁

・
大
小
碗

・
食
子

・
陶
硯
な
ど
多
様
で
あ
り
、
文
様
も
唐
草
文

・
蓮
華
文

・
菊

花
文

・
牡
丹
文

・
芳明
沼
文

・
蝶
文

・
水
波
文

・
遊
魚
文

・
雲
文

・
斑
文
な
ど
が

印
花
法

・
刻
花
法
の
技
法
に
よ
っ
て
押
刻
さ
れ
、
そ
の
上
か
ら
三
彩
納
が
納
付

け
さ
れ
て
い
る
。
ま
た、

遼
三
彩
に
も
っ
と
も
多
い
の
は
印
花
法
で
、
い
わ
ゆ

る
型
押
し
文
の
技
法
に
よ
る
も
の
で
、
唐
三
彩
の
影
響
の
強
か

っ
た
こ
と
を
う

か
が
わ
せ
る
と
し
、
貨
物
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
提
袋
萱
い
わ
ゆ
る
鵠
冠

査
も
、
線
粕

・
賀
納

・
褐
粕

・
白
糊
な
ど
の
寧
彩
の
も
の
が
多
く
、
遼
寧
省
博

物
館
磁
の
白
粕
に
鍬
鋳
の
花
文
を
も
っ
て
羽
毛
を
飾
る
二
彩
の
鶏
形
提
袋
室
、

同
館
蔵
で

『
遼
議
選
集
』

に
牧
め
ら
れ
て
い
る
「
三
彩
粕

・
印
花
扇
把
壷
」
、

そ
の
ほ
か
三
彩
の
雨
耳
丸
萱
(
臨
)
等
を
代
表
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
つ

い
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で
盤
・
碗
・
礁
の
類
に
も
、
『
選
集
』
の
中
か
ら
、
「
三
彩
細
大
盤
」
・
「
三
彩
粕

・
印
牡
丹
花
大
盤
」
、
「
一
一
一
彩
粕
・
印
牡
丹
・
捌
蝶
盤
」
、
ま
た
礁
で
は
「
三
彩

紬
刻
雲
鶴
紋
」
、
「
三
彩
紬
刻
兎
紋
様
」
、
「
三
彩
粕
刻
菊
花
紋
礁
」
、
三
彩
紬
刻

石
棺
紋
篠
」
を
あ
げ
て
い
る
。
な
お
、
遼
三
彩
特
有
の
器
形
の
も
の
と
し
て
、

長
盤
・
方
磁
・
八
花
雛
形
図
礁
な
ど
が
あ
る
こ
と
を
い
い
、
な
か
で
も
長
盤
は

横
菱
の
八
稜
形
で
、
唐
・
宋
の
陶
磁
に
も
類
型
が
み
と
め
ら
れ
な
い
と
し
て
い

る
。
そ
の
ほ
か
長
盤
と
し
て
は
新
民
豚

・
巴
岡
管
子
の
遼
墓
出
土
の
も
の
を
、

方
礁
と
闘
礁
と
し
て
は
錦
西
豚

・
西
孤
山
の
粛
孝
忠
墓
出
土
の
コ
ニ
彩
粕
印
牡

丹
文
方
政
」
、
遼
寧
省
博
物
館
穀
の
「
三
彩
紬
印
複
癖
蓮
華
文
式
礁
」
を
あ
げ

る
。
以
上
の
ほ
か
に
異
色
な
も
の
と
し
て
、
三
彩
紬
の
陶
硯
と
暖
盤
(
温
碗
)
、

口
部
と
底
部
に
胡
人
像
を
貼
り
付
け
た
筒
形
瓶
や
印
花
小
床
が
あ
る
と
し
、
陶

硯
と
し
て
は
林
一
泉
市
西
北
の
遼
墓
出
土
の
太
い
園
筒
形
、
加
熱
底
の
も
の
と
『
遼

資
選
集
』
所
牧
新
民
豚
巴
闘
佳
子
村
遼
墓
出
土
の
も
の
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た

暖
盤
、
筒
形
瓶
、
小
床
も
そ
れ
ぞ
れ
同
書
に
コ
ニ
修
粕
印
花
牡
丹
花
紋
暖
盤
」
・

「
三
彩
紬
塑
貼
人
物
筒
式
瓶
」
・
「
一
一
一
彩
粕
印
花
小
床
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る

も
の
を
あ
げ
て
い
る
。

お
わ
り
に
、
遼
三
彩
陶
の
制
作
時
期
に
つ
い
て
考
え
、
そ
の
最
盛
期
は
少
く

と
も
遼
代
中
期
後
半
の
道
宗
時
代
(
一

O
五
五
一
一

O
O
)
に
比
定
し
て
誤

ら
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
し
て
い
る
。

(
附
)
青
利
間
需
給
花
瓶
に
つ
い
て
の
項
で
は
、
遼
三
彩
の
系
統
で
は
な
い

が
、
か
つ
て
民
図
十
九
年
(
一
九
三

O
)
に
哲
奉
天
市
大
東
透
門
外
か
ら
遼
閲

泰
七
年
〈
一

O
一
八
)
云
々
の
刻
銘
の
あ
る
石
棺
に
伴
出
し
た
と
い
わ
れ
る
珍

し
い
育
勅
黒崎開
花
瓶
(
黒
絡
の
上
に
や
や
暗
い
藍
青
色
を
か
け
、
い
わ
ゆ
る
ベ

ル
シ
ア
ン
・
プ
ル

l
系
統
の
上
粕
を
お
い
た
も
の
、
現
在
遼
寧
省
博
物
館
臓
〉

に
つ
い
て
言
及
し
、
こ
れ
は
遼
圏
内
の
窯
で
焼
か
れ
た
と
す
る
よ
り
も
、
宋
の

磁
州
窯
あ
た
り
の
製
品
か
と
思
わ
れ
る
が
、
中
園
に
お
け
る
ベ
ル
シ
ア
系
の
技

法
に
よ
る
紬
下
銭
彩
陶
の
盛
期
に
刑
判
し
て
新
た
な
課
題
を
投
げ
か
け
る
も
の
で

あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

第
二
章
遼
代
の
窯
祉
第
一
節
遼
代
の
窯
祉
と
遼
系
白
磁
で
は
、
載
中
・
戟

後
を
通
じ
て
護
掘
さ
れ
た
提
袋
査
(
鶏
冠
登
)
・
長
室
・
遼
三
彩
・
長
頚
瓶
な

ど
の
遼
系
陶
磁
の
ほ
か
に
、
華
北
の
諸
窯
(
河
北
定
州
宰
一一
・
磁
州
窯
な
ど
)
の

製
品
に
倣
っ
て
遼
圏
内
各
地
の
陶
窯
で
焼
成
せ
ら
れ
た
も
の
、
と
く
に
白
磁
系

に
優
品
が
多
い
。
遼
圏
内
の
陶
窯
は
中
園
本
土
の
磁
州
・
定
州
諸
窯
に
く
ら
べ

て
規
模
も
設
備
も
、
ま
た
陶
工
の
技
術
も
、
さ
し
て
遜
色
な
か
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
、
と
し
、
諸
圏
内
の
陶
窯
の
う
ち
今
日
ま
で
知
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し

て
、
上
京
臨
滋
府
北
域
内
の
官
窯
(
南
城
に
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
)
、
同
府

南
山
窯
〈
こ
の
ほ
か
臨
演
府
附
近
の
窯
と
し
て
、
い
ま
林
素
パ
イ
ン
・
ゴ
ル
窯

と
し
て
知
ら
れ
る
窯
場
も
あ
っ
た
)
、
赤
峰
の
乾
瓦
窯
、
遼
陽
市
の
紅
官
屯
笠
…、

撫
順
宰
一
…
を
あ
げ
、
ど
の
よ
う
な
作
品
が
焼
成
せ
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
。
な
お
こ
の
ほ
か
小
山
富
士
夫
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
慶
州
城
祉
の
東
約

十
六
キ
ロ
、
竿
山
麓
の
エ
ラ
ス
ン
・
ゴ

1
ル
総
谷
の
約
五
十
基
の
瓦
窯
社
群
が

あ
る
と
い
う
。
ま
た
第
二
節
度
陵
採
集
の
唐
・
宋
陶
磁
片
で
は
、
慶
陵
調
査
の

際
、
三
陵
前
殿
祉
で
設
見
せ
ら
れ
た
麿
・
宋
陶
磁
片
に
は
定
窯
系
白
磁

(ω定

窯
白
磁
、
∞
佑
定
笠
…
白
磁
、
川
W
林
東
窯
白
磁
)
が
座
倒
的
に
多
か
っ
た
こ
と
を

『
慶
陵
』

I
回
開
放
の
調
査
結
果
に
よ
っ
て
改
め
て
紹
介
し
、
そ
の
他
の
も
の
に

も
言
及
し
て
い
る
。
そ
し
て
さ
い
ご
に
陶
質
土
器
に
つ
い
て
の
解
説
を
つ
け
加

え
て
終
っ
て
い
る
。
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に
、
知
り
え
た
と
こ
ろ
を
人
々
に
理
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
情
熱
の
な
み
な
み
な

ら
ぬ
こ
と
を
痛
感
し
た
。
設
か
れ
て
い
る
の
は
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
未
踏
の

地
で
あ
り
、
専
門
特
殊
な
事
で
あ
る
が
、
論
旨
明
白
、
行
文
懇
到
、
本
書
に
接

す
る
も
の
を
強
い
感
激
と
興
奮
の
境
地
に
ひ
き
こ
ま
な
い
で
は
お
か
な
い
で
あ

ろ
う
。
た
だ
紹
介
の
文
の
不
行
届
き
で
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
役
を
充
分
果
し
て
い
な

い
こ
と
を
お
そ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
さ
い
ご
に
念
願
の
大
著
を
完
成
せ
ら
れ

た
著
者
の
ご
健
康
を
欣
羨
す
る
と
と
も
に
、

一
層
の
ご
加
餐
を
祈
る。

(
外
山
軍
治
〉

-140ー


