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第

一

巻

.
昭
和
十

一
年

四
月
額

行

第

四

親

六
朝
偶
数
塾
術
に
お
け
る
漠
代
の
俸
統

水

野

清

一

わ
れ
わ
れ
が
普
通
に
六
芸

術
と
い
っ
て
ゐ
る
も
の
は
北
魂
の
景
明

･
栗

栖
魂

諾

和
姦

警

し
て
･
上
島

暦
三
百
年
頃
･
下
は

五
百
八
十
年
頃
に
寅
る
大
約
二
百
八
十
年
間
の
華
術
上
の
様
式
で
あ
る
.
そ
れ
は
い
ふ
ま
で
も
な
-
漠
代
の
垂
術
を
も
と
に
し
て
蟹
展
し
乗

っ
た
も
の
で
あ
る
0
そ
の
根
本
の
精
細
が
漠
代
襲
術
に
も
と
づ
-
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
.
し
か
る
に
1
方
六
朝
期
に
患
い
て
は
印
度
西

域
か
ら
悌
敦
が
輸
入
せ
ら
れ
た
｡
そ
し
て
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
新
し
-
悌
敬
重
術
の
分
野
が
開
け
'
し
か
も
そ
れ
が

一
他
を
風
磨
し
て
六
朝

萎
術
の
大
宗
と
な
っ
た
｡
漠
代
に
お
け
る
聾
術
上
の
緒
部
門
は
六
朝
時
代
に
入
る
と
多
-
嚢
欲
し
'
巾
に
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
存
縛
を
認
め
難

い
も
の
す
ら
あ
る
.
た
と
へ
ば
銅
器
類
も
金
-
悌
具
と
し
て
の
新
し
い
形
態
を
と
り
'
鐘
鑑
類
も
背
丈
を

7
撃
し
た
｡
南
京
附
近
に
あ
る
南

朝
の
帝
陵

･
王
墓
の
石
彫
は
後
漠
代
に
盛
ん
で
あ
っ
た
墳
某
の
表
館
を
わ
づ
か
に
侍
へ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
｡
事
情
既
に
か
-
の
如
-

で
あ
る
な
ら
ば
'
漠
代
替
術
の
牽
展
'
六
朝
塾
術
の
成
立
に
お
け
る
外
爽
垂
術
の
梼
取
と
い
ふ
過
程
は
む
し
ろ
新
興
悌
教
磐
術
に
お
け
る
漠

代
蛮
術
俸
銃
の
授
透
復
清
と
い
ふ
側
に
お
い
て
よ
-
明
確
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ら
う
｡
こ
の
意
味
に
お
い
て
表
題
の
如
き
漠
代
襲
術
の
侍
統
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静
が
問
題
と
し
て
提
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
d

二

六
朝
沸
教
塾
術
に
お

い
て
そ
の
中
心
に
な
る
も
の
は
い
ふ
ま
で
も
な
-
俳
寺
唾
築
で
あ
-
'
俳
像
彫
刻
で
あ
る
｡
以
下
こ
の
ふ
た
つ
の
方

面
か
ら
六
朝
沸
教
聾
術
が
い
か
に
漠
代
の
侍
銃
を
檎
承
し
て
ゐ
る
か
と
S
ふ
こ
と
を
吟
味
し
た
い
と
思
ふ
.

ま
づ
俳
寺
建
築
の
中
心
と
な
る
併
塔
で
あ
る
が
'
燐
塔
と
い
へ
ば
何
人
も
木
造
重
厚
の
高
楼
建
築
を
思
ふ
で
あ
ら
う
.
わ
が
国
最
古
の
唾

造
物
で
あ
る
絵
隆
寺
の
併
塔
は
正
に
そ
の
例
で
あ

-
'
し
か
も
性

支ゞ
部
六
朝
時
代
の
併
塔
を
弊
常
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
.
か
の
地
に
お

些 ~~~二 .I,し_,_〉
⊂戸=⊃

節-固 (Fig.1)

大同雪尚石剰悌塔

い
て
は
不
串
今
日
に
遭
存
す
る
雷
代
の
木
造
多
屠
塔
は

見
雷
ら
な
い
｡
た
ゞ
大
同
等
塙
や
河
南
龍
門
に
あ
る
浮

彫
聖

か
ら
ほ
ゞ
そ
の
形
制
を
推
察
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
み
で
あ
る
｡
そ
れ
に
よ
れ
ば
明
ら
か
に
屋
蓋
を
重

ね
た
重
厚
式
木
塔
何
で
'
そ
の
上
に
覆
鉢
形
鞘
や
利
枝

刊
を
安
定
し
'
下
に
基
哩
部
川
が
あ
る
｡
JJ
の
種
併
塔

に
相
臆
ず
る
･記
雷

楊
街
之
の

『洛
陽
伽
藍
記
』
諾

2

寧
寺
の
保
に
見
出
さ
れ

て

甚

だ

詳

ら

か

で

あ

る

｡

永
寧
雷

撃

元

年

細

山
相

塵

太

后

胡

氏
の
立
つ
晶

で
雪

.

つく

･･-
‥
･･･｡
中
に
九
腎
浮
園
が

1
析
あ
る
0
木
を
来
し
て
之
を
残
る
O

*

撃
向
九
十
丈
'
剃

あ

-

'

ま

空

向

さ

十

丈
'
合
し
て
地
を
去
る
こ
と

7
千
尺
で
あ
る
.
京
師
を
去
る
首
里
に
し
て
巳
に
之
を
巷
に
見
る
｡

か
さ

皇
わ
り

すぢ

剃
上
に
は
賛
甑

あ

-

'

容

二

十

五

石
O
賓
瓶
の
下
に
東
露
金
盤
が
三
十
重
ね
あ
る
.
周
匠
に
唐
金
鍔
を
垂
れ
る
｡
ま
た
餓
鎮
四
造
あ
り
､
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か

め

郡
よ
り
計
い
て
浮
園
の
四
郎

に
向
ふ
.
鎖
上
に
む

ま

た
金
鐸
が
あ
る
｡
鉾
の
大
小
は

一
石
を
い
れ
る

魂

子

の
如
-
サ
あ
る
.
浮
跡
に
九
級

-
A

の
角
あ
-
'
角

に
皆
金
鉾
を
懸
け
る
.

上
下
を
合
し
て
]
百
二
十
鍔
.
浮
園
は
四
面
あ
-
'
面
に
は
三
戸
六
窓
が
あ
る
.
戸
は
皆
宋
漆

L
t
扉
の
上
に
は
五
行
の
金
釘
'
合
し
て
五
千
四
百
枚
あ
る
｡
ま
た
金
環
蹄
首
が
あ
る
｡

美

代
の
永
寧
寺
七
級
悌
囲
,
五
級
大
寺
の
要

語

樺
至

も
こ
の
間
の
事
情
島

へ
る
で
あ
ら
う
O

代
都
天
宮
寺
の
こ
疲

石
俳
園
砦

蓮
だ
が
･
｢模
様
頗
橡
｣
と
い
箆

謂

野
木
悪

霊
の
形
制
姦

し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
･

冨

岡
東
方
二
審
･
西
方

表

内
に
見
る
俳

塔
も
ま
た
木
造
楯
式
の
石
塔
で
あ
る
｡
た
ゞ
前
者
と
の
違
ひ
は
前
者
が
石
材
を
組
合
せ
た
ら
し
い
の
に
､

こ
れ
は
石
窟
内
に
切
出
し
た
と
い
ふ
鮎
ば
か
-
で
あ
る
.
要
す
る
に
､
常
時
い
か
ほ
ど
ま
で
木
造
重
屋
の

俳
塔
が
支
配
的
に
行
ほ
れ
て
ゐ
た
か
を
反
映
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
｡

･

*『親
書
』樺
老
志
に
は
｢
九
膚
高
四
十
俊
文
｣と
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
を
遡
っ
て
'
そ
の
木
原
地
で
あ
る
印
度
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
塔
と
は
必
ず
し
も

スト
ウ-
〟

か
-
の
如
き
も
の
で
賢

か
っ
た
｡
そ
れ
は
周
知
の
や
う
に
卒
堵
婆
と
は
サ
ン
チ
-
諸

相
や
ア
マ
ラ
ヴ

ア
テ
ィ
ー
鯛
触
㌍
世

の
塔
所
に
見
る
如
-
正
に
琵

形
の
墳

丘

讐

で

あ
る
｡

そ
の
下
に
窟

舎
利
俳
髪

が
安
定
せ
ら
れ
'
そ
の
故
に
こ
れ
は
悌
教
徒
縫
辞
の
中
心
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
.
審
鉢
形
の
上
に
は
剃

桂
が
あ
-
下
に
は
基
壇
が
あ
っ
て
'
こ
れ
に
偶
精
を
め
ぐ
ら
し
た
の
が
普
通
の
形
式
で
あ
っ
た
｡
こ
れ
が

時
代
の
経
る
と
と
も
に
漸
高
の
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
は
印
度
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
.
そ
の
基
壇
が
暦

を
増
し
'
剃
柱
が
高
-

な
少
'
覆
鉢
も
ま
た
牛
球
形
か
ら
砲
弾
状
に
伸
び
る
0
7
7
ガ
Tl
ス
タ
ン
の
俳
塔

讐

高
畠

方
の
沸
塔

は
正
に
そ
の
適
例
で
あ
る
｡
泥
策
の
前
者
に
あ
つ
て
は
基
壇
の
各
質

素
慧

あ

*

少
'
そ
の
間
に
俳
像
を
配
す
る
L
t
噂
集
の
後
者
に
あ
つ
て
は
基
壇
各
犀
に
寵
が
作
ら
れ
て
ゐ
る
.
ま
た

第二固(Fig2) サンチ一体塔(A.Griinwedel氏に掠る)

- 3-
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第≡樹 (Fig.3) アフガニスタン健塔

(J.BELrtholは氏等に掠る)

印
度
に
あ
つ
て
も
迦
既
色
迦
王
の
雀
離
浮
犀
は

｢
そ
の

つく

高
さ
三
文
'
悉
-
文
石
を
用
ひ
て
階
相
を
馬
-
'
櫨
棟

の
上
に
衆
木
を
樺

へ
る
こ
と
凡
て
十
三
級
'
上
に
織
撮

あ
-
'
高
さ
は
三
文
'
金
盤
は
十
三
重
､
合
し
て
地
を

去
る
こ
と
書

尺
｣
郎
詔

と
い
は
れ
て
ゐ
る
O
し
た

が
っ
て
か
う
し
て
考
へ
て
見
る
と
ほ
と
ん
ど
六
朝
悌
塔

に
近
い
形
が
既
に
印
度

･
西
域
に
お
い
て
成
立
し
て
ゐ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
た
ゞ

そ
の
間
に
お
け

る
や
重
大
な
相
違
と
い
ふ
も
の
は
各
盾
に
支
部
風
の
瓦

屋
根
が
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
｡
だ

4

が
こ
の
勾
配
の
あ
る
瓦
屋
根
ひ
と
つ
が
極
東
人
に
と
つ
て
は
最
も
フ
ア
,,J
㌢

-
な
塔
の
容
姿
で
あ
る
.

わ
れ
わ
れ
が
ト
ウ
ル
フ
ア
ン
や
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
重
厚
悌
塔
を
見
て
'
そ
の
類
同
よ
-
も
ま
づ
違
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
強
い
感
じ
を
う
け
る
の
は
こ
の
瓦
屋
根
の
有
無
に
あ
る

こ
と
は
動
か
し
難
い
革
質
で
あ
る
｡

こ
の
勾
配
あ
る
瓦
屋
根
の
適
用
が
少
-
と
も
極
東
人
の
日
に
は

-
基
哩
を
塔
身
に
ま
で
轡
化
せ
し
め

た
の
で
あ
る
｡

こ
の
奨
容
は
も
ち
ろ
ん
黄
河
の
流
域
で
起
っ
た
の
で
あ
る
が
'
こ
れ
に
鷹
じ
て
建
築
細
部
に
も
そ
れ
ぞ
れ
支
部
風
が
採
用
さ

*
*

れ
て
ゐ
る
｡
た
と
へ
ば
軒
の
科
梢
な
ど
は
そ
の
薪
著
な
例
で
あ
る

｡

JJ
れ
ら
は
み
な
漢
代
以
乗
の
宮
殿
建
築
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
る
.

『洛
陽
伽
藍
記
』
諾

永
寧
寺
の
保
に
は
な
賢

の
悌
殿
が
太
極
殿
に
似
空

と
･
ま
た
寺
院
の
穂
が

｢
短
橡
を
施
し
･
瓦
を
以
っ
て
孝
S
J

さ
な
が
ら
宮
中
の
倍
の
如
-
で
あ
つ
た
と
物
語
っ
て
ゐ
る
｡

･
A
･
G
昆n

w

e
d
e
l;
132
1
ic
ht
iiber
arch
a
olog
isch
e

A

rb
e
iten

in

l
d
ik
u
tsc
h
a
l
i

und
t̀
Tm
g
e
hur)g
Z･
m
w
…
ntcr
t902-
1908.
M
i.･D
C
he.I
J9061



3L7

F

i
g

告

.

-

番
田
耕
作
博
士

｢
法
隆
寺
建
築
の
株
式
と
支
部
湊
六
新
建
築
の
様
式
に
就
い
て
｣
(内
藤
博
士
療
暦
祝
賀
竜
那
寧
論
叢
)

さ
て
し
か
ら
ば
六
朝
に
お
け
る
屋
形
高
盾
の
併
塔
は
西
域
'
印
度
の
高
官
俳
塔
が
輸
入
せ
ら
れ
'
単
に
そ
の
細
部
に
支
部
建
築
が
採
用
さ

れ
た
と
い
ふ
に
と
ゞ
ま
る
の
で
あ
ら
う
か
.
私
に
は
さ
う
と
恩
へ
な
い
0
と
い
ふ
の
は
漠
代
に
お
い
て
既
望
向
桜
建
築
が
盛
ん
に
行
は
れ
て

敬
-
'
し
か
も
そ
れ
白
鷺
が
性
と
ん
ど
六
朝
の
塔
形
に
ま
で
展
開
し
っ
1
あ
っ
た
ら
し
い
か
ら
で
あ
る
｡

漠
の
武
帝
は
方
士
の
言
を
糖
い
て
諸
所
に
茎
観
を
築
い
た
｡
そ
の
う
ち
公
孫
卿
の

｢
倭
人
は
接
居
を
好
む
｣
と
い
ふ
言
に
し
た
が
っ
て
長

安
に
輩
廉
桂
観
･
甘
泉
芸

延
等
観
を
作
っ
た
｡
そ
し
て
公
孫
卿
巴

て
警

持
し
蒼

設

へ
て
細
入
を
候
は
し
め
た
と
い
ふ
.

敵
酌
卸
す

な
は
ち
紳
億
を
待
つ
た
め
空
荷
接
を
築
い
た
の
で
あ
る
.
そ
の
後
ま
た
通
天
蓋
を
作
り
'
同
異
を
置
き
'
紳
倭
を
招
来
せ
ん
と
し
た
O
こ
れ

も
や
は
-
高
い
建
物
で
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
.
そ
う
し
て
見
る
と
置
祭
招
億
を
革
と
し
た
甘
泉
官
の
嘉
童
や
楯
薬
毒
も
同
じ
-
高

い
の
む
首
と
し
た
慧

物
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
品

前
封

書
象
石
に
見
る
差

修
薩
の
陶
も
雷

か
-
の
如
き
光
景
姦

-
も
の
と

解
す
べ
き
で
あ
ら
う
･

ま
窒

葬
豊

功
の
象
あ
呈

い
ふ
の
で
･
地
皇
元
年
諾

大
い
覧

廟
畠

し
た
.
そ
の

｢
殿
監

霊

屋
､
太

初
廟
纂

西
南
北
各
苧

文
･
高
さ
十
七
尺
､飴
の
廟
芝

に
年
ば
す
る
｣
票

田

と
い
経

て
ゐ
る
.

高
遠

物
と
い
っ
て
も
漠
代
で
笠

-
霊
屋
で
あ
っ
た
ら
う
.
と
に
か
-
建
物
皇
向
-
し
よ
う
と
す
る
意
園
に
は
修
債
の
事
と
密
接
な
紺
係
が
あ
る
｡
墓
中
に
吐
葬
さ
れ
る
瓦
解

の
建
築
も
さ
ま
ざ
ま
だ
が
'
そ
の
高
楼
の
建
築
は
正
に
こ
の
意
巌
に
出
づ
る
と
思
は
れ
る
.
そ
の
例
を
ふ
た
つ
ば
か
り
こ
1
に
撃

不
す
れ
ば

耶
四
そ
の
形
制
が
既
に
六
朝
の
塔
形
に
非
常
に
讐

い
て
ゐ
る
こ
と
が
知
ら
れ
や
う
.

後
超
の
石
虎
-西
諾

姫
五
が
銅
雀
壷
の
上
に
附
増
し

た
と
い
経

て
ゐ
る
霊

位
糾
傾
注

琵

し
て
俳
数
的
墓

集
で
な
い
｡

*

寺
塔
唾
立
に
紺
L
t
信
疾
し
得
る
最
初
の
記
事
は
後
漠
末
等
融
の
造
塔
で
あ
る
.

『
三
国
志
』
劉
鉦
侍
に
よ
れ
ば
'
こ
の
塔
を
記
し
て

｢
銅

I
ft'

盤
は
九
重
ね
'
下
は
重
接
に
つ
-
-
'
閣
道
に
堅

二
千
飴
人
を
容
れ
る
こ
と
が
で
き
る
｣
と
S
つ
て
ゐ
る
.

か
-
の
如
-
二
世
紀
末
に
成
立

5-
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夢四圃 (Fig.4) 明器櫨閣二種

し
た
沸
塔
は
な
ほ
木
造
重
屋
で
し
か
な
か
っ
た
が
t
と
に
か
-
漢

代
の
高
楼
建
築
を
う
け
つ
い
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
｡

六
瑚
多
盾
俳
塔
は
こ
れ
を
も
と
に
し
て
凌
達
し
た
も
の
で
あ

ら
う

○
米
大
谷
静
虞
氏

｢
支
那
に
於
け
る
傭
寺
造
立
の
起
源
に
灘
で
｣
(東
洋
撃

報
第
十

1
番
)

伊
藤
落
道
民

｢
俳
塔
の
起
原
｣
(『
支
那
の
建
築
』
併
収
)

溝
田
青
陵
博
士

｢
支
那
大
朝
の
石
緒
寺
と
法
隆
寺
の
塔
｣
へ夢
殿
第
十

秒
)

田
中
豊
戒
氏

｢
支
那
俳
寺
の
原
始
形
式
し
(美
術
研
究
解
十
六
凍
)

だ
か
ら
六
朝
期
に
完
成
し
た
木
造
多
盾
の
燐
塔
は
単
に
支
那
墳

集
が
そ
の
細
部
の
形
式
を
附
興
し
た
と
い
ふ
に
と
ゞ
ま
ら
ず
'
む

し
ろ
漠
代
に
怠
け
る
木
造
高
楼
建
築
が
西
方
の
高
盾
悌
塔
に
習
合

し
た
結
果
と
見
ら
れ
る
.
漠
代
の
高
楼
建
築
が
紳
倍
を
い
た

す

神

聖
な
る
構
築
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
､
悌
教
徒
の
崇
敬
し
て
や
ま
ぬ
神
聖
な

る
卒
堵
婆
と
の
習
合
を
可
能
と
し
た
根
本
的
な
契
機
を
も
つ
o

悌
塔
の
上
に
安
遣
せ
ら
れ
た
利
枝
の
基
部
が
鋸
盤
と
栴
せ
ら
れ
た
こ
と
は
ま

た
こ
の
推
論
を
た
す
け
る
で
あ
ら
う
.
露
盤
と
は
修
僑
道
の
い
は
ゆ
る
承
露
磐
の
略
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
｡

三

次
ぎ
に
俳
像
で
あ
る
｡
偶
数
の
食
像
は
い
ふ
ま
で
も
な
-
俳
に
し
て
も
'
菩
薩
把
し
て
も
聾
糊

･
金
剛
の
類
に
至
る
ま
で
と
と
ど
と
-
A
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間
の
形
で
あ
ら
は
さ
れ
て
ゐ
る
｡
宗
教
食
像
が
人
間
の
す
が
た
を
も
つ
て
あ
ら
は
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
必
ず
し
も
諸
宗
教
に
普
遍
的
な
現

象
で
は
な
い
｡
近
い
例
で
は

『
山
海
控
』
な
ど
に
い
ふ
諸
細
の
形
象
を
想
起
す
れ
ば
よ
い
.
そ
こ
に
は
獣
形
の
紳
'
牛
獣
年
人
の
紳
象
が
混

在
し
て
ゐ
る
｡
も
っ
と
も
人
格
神
の
出
現
に
関
係
の
深
い
阻
塞
信
仰
に
も
多
分
に
非
人
格
的
な
要
素
の
介
在
が
認
め
ら
れ
る
｡
信
仰
の
封
象

で
あ
る
尊
像
が
や
1
明
確
な
人
間
的
形
貌
を
と
-
は
じ
め
た
の
は
修
優
遇
の
進
展
に
と
も
な
っ
た
も
の
で
'
少
-
と
も
漠
末
貌
晋
の
際
に
お

い
て
そ
の
人
格
的
紳
象
が
確
立
し
た
も
の
1
や
う
で
あ
る
.
か
う
い
ふ
信
仰
上
に
お
け
る
漠
末
の
傾
向
が
悌
食
像
の
受
容
に
あ
た
っ
て
根
本

的
な
地
盤
を
供
し
た
で
あ
ら
う
こ
と
は
旗
を
容
れ
な
い
｡
い
ま
食
客
の
形
式
に
つ
い
て
比
較
す
る
こ
と
は
し
ば
ら
-
稽
-
が
'
こ
の
尊
像
に

配
せ
ら
れ
た
天
蓋

･
獅
子

･
香
焼
に
つ
い
て
三
1口し
た
い
｡

表

形
式
に
し
て
も
壷

形
式
に
し
て
も
･
俳
の
左
右
に
獅
子
形
を
刻
む
こ
と
竺

ハ
朝
食
像
の
通
例
に
雪

て
ゐ
る
O脚
五

天
菅

香
櫨

も
悌
殿
に
は
必
ず
設
け
ら
れ
た
で
あ
ら
う
｡
石
窟
で
は
大
同
等
尚
第
六
着
に
あ
る
四
壁
の
悌
立
像
に
天
蓋
が
認
め
ら
れ
る
｡
ま
た
龍
門
の
蓮

華
洞

･
賓
陽
洞

･
聾
願
の
第

1
肩
天
井
中
央
に
見
川
さ
れ
る
大
き
な
蓮
華
も
天
篭
の
1
校
と
認
め
ら
れ
る
で
あ
ら
う
.
香
煙
些
冗
釆
食
像
と

は
璃
立
し
て
備
前
に
設
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
'
軽
便
な
石
像
で
は
嘉
坐
の
正
面
'
獅
子
像
の
間
に
そ
の
形
を
刻
み
出
し
て
ゐ
る
も
の
が

多
い
｡
鋼
船
朋
那
頚

*
こ
の
天
資
の
直
接
の
租
型
と
し
て
は

A
.
F
o
u
ct･er
;
L
'a
rtG
r6
C?b
oud
d

h
iqtle
du
G
an
dh
ara,
tom
e
I
.
P

a

ris
t9
0
5.
fig,
3

76
の
聞
参
照
｡

悌
産
に
獅
子
が
刻
ま
れ
る
こ
と
は
悌
教
の
教
理
に
も
と
づ
-
も
の
で
あ
ら
う
｡
俳
は
人
中
の
王
で
あ
る
が
故
に
獅
子
に
比
況
さ
れ
る
｡
そ

の
塵
は
獅
子
座
と
よ
ば
れ
獅
子
の
形
象
が
刻
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
｡
と
こ
ろ
が
漢
人
の
紳
人
観
に
よ
る
と
'属
人
は
ま
た
往
々
に
し

て

両
虎
巳

た
が
へ
･
或
は
龍
虎
を
し
た
が
へ
た
｡
た
と
へ
ば
喜
象
石
･婁
象
鏡
至

に
も
寵
虎
･
或
誌

虎
に
御
す
る
尊
像
が
見
え
る
｡
醐
六

『列
仙
偉
品

譜

鵬

に
よ
る
と
彰
組
の
洞
に
誌

虎
が
左
右
還

っ
て
ゐ
誓

い
ふ
｡
JJ
の
両
虎
管

と
よ
晶

虎
で
あ
る
が
､
そ
の
意
は

彫
像
と
同
じ
で
あ
る
.
龍
虎
は
陰
陽
を
塵
序
L
t
字
偉
力
を
支
配
す
る
'
そ
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
属
人
に
侍
側
す
る
の
で
あ
る
.
宮
殿
や
墳

7
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基
に
配
せ
ら
れ
る
龍
虎
や
石
虎
'
し
た
が
っ
て
ま
た
石
の
獅
子
な
ど
も
は
ゞ

同
様
な
意
圏
に
出
づ
る
も
の
で
あ
ら
う
｡
し
た
が
っ
て
梯
塵
の

獅
子
は
形
式
も
意
陶
も
漠
代
の
石
虎
に
も
と
づ
-
も
の
と
思
ふ
｡
形
'
名
前
は
俳
の
獅
子
産
で
患
っ
て
も
こ
れ
に
封
す
る
六
靭
人
の
感
じ
を

付
慶
す
る
誉

ば
呪
術
的
な
漠
の
石
虎
に
禁

な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
｡
朗
附
紺
那
鵬

天
蓋
も
喜
象
石
･喜
象
鏡
で
見
る
と
虞
人
の
普
遍
的
な
荘
厳
で
あ
る
O
讐

黄
帝
登
億
に
も
華
蓋
,b
･建
て
た
と
い
は
れ
､
王
葬
の
求
億
に
も

し
ば
し
ば
華
蓋
が
使
用
さ
れ
て
る
O
朔
讐

こ
と
に
後
漠
の
桓
帝
墓

蓋
姦

望

俳
と
老
言

讐

た
と
い
琵

て
ゐ
る
･
離
棚
鵬
明
ら
か

夢七願 (Fig.7) 済博山櫨

に
黄
老
家
の
荘
厳
を
も
っ
て
蝕

に
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
｡

そ
の
華
蓋
の
形
制
が
ど
こ
ま
で
併
教
の
天
蓋
と

】
致
す
る
か

は
い
ま
立
誇
せ
ら
れ
な
い
が
t
と
に
か
-
食
像
荘
厳
の
形
式

に
お
い
て
無
関
係
で
は
あ
り
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

普
通
焚
香
の
儀
紐
は
飾
教
徒
に
特
有
な
も
の
1
如
-
考
へ

ら
れ
て
ゐ
み
.
し
か
し
'
香
を
焚
い
て
沖
を
降
す
こ
と
は
世

界
の
各
所
に
お
い
て
行
ほ
れ
た
降
紳
儀
雌
で
あ
る
.
そ
れ
が

漠
代
に
お
い
て
も
行
は
れ
た
ら
し
い
こ
と
は
'
そ
の
遺
品
と

し
て
い
は
ゆ
る
博
山
腹
な
る
も
の
が
あ
る
こ
と
に
は
つ
て
う

か
ゞ
は
れ
る
｡
そ
の
形
制
は
賛
珠
形
の
火
袋
､
そ
れ
を
安

へ

る
輩
と
こ
れ
を
承
け
る
盤
と
よ
り
な
っ
て
ゐ
る
.
資
珠
形
の

8

火
袋
は
山
容
の
重
畳
た
る
に
か
た
ど
.-
･
香
煙
監

置

の
霊

す
る
等
署
に
た
と

へ
･
そ
れ
に
樹
木
･禽
獣
･和
人
が
配
せ
ら
れ
て
ゐ
h
o
讐

そ
れ
は
婁
山
と
S
は
れ
る
の
み
な
ら
ず
､
患
歯
丘
に
も
た
と
へ
ら
れ
る
｡
樺
山
と
は
山
東
の
樺
山
に
て
古
来
泰
山
の
祭
紀
と
掩
い
鞠
係
の
あ
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二

手

△

腎

｢

･ム

四

第八園 (Fig･8) 六靭石刻香櫨

る
場
所
で
あ
る
6

*
『
西
京
難
記
』
『
集
輿
記
』
等
｡

焚
香
の
悌
教
徒
は
印
度
'
西
域
に
お
い
て
い
か
な
る
香
蛙
を
使
用
し
た
か
｡
そ
れ

*

に
つ
い
て
は
あ
ま
り
資
料
が
な
い
.
ガ
ン
ダ
ラ
彫
刻
で
は
鉢
形
の
焚
香
嘘

が
し
ば
し

ば
刻
ま
れ
て
ゐ
る
が
'
こ
れ
は
六
朝
飾
徒
の
香
焼
と
は
著
し
-
形
を
異

に
し

て
ゐ

る
O
第
八
園
の
中
は
北
貌
紳
讐

年
砕
像
禦

晋

箆

貌
大
竿

三
年
碑
像
細
‰

左
琵

魂
大
銃
十
七
年
四
面
悌
空

地

に
見
え
る
香
讐

あ
る
.
多
少
と
も
印
度
の

伴
が
う
か
ゞ
は
れ
る
の
は
最
後
の
そ
れ
で
あ
る
｡
紳
亀
の
香
焼
は
下
に
印
度
風
な
良

俗
奴
が
あ
-
'
ま
た
蓮
雛
の
意
匠
が
あ
る
に
も
か
1

は
ら
ず
'
仝
-
博
山
蛙
の
形
式

を
襲
う
て
ゐ
る
｡
こ
の
石
刻
の
類
に
見
え
た
六
朝
香
櫨
の
最
も
普
通
な

形
式

で
あ

る
｡
こ
れ
が
漠
代
の
博
山
蛙
か
ら
牽
展
し
た
形
式
で
あ
る
こ
と
は
す
こ
ぶ
る
明
白
で

あ
ら
う
0

*
A
.
F

ou
cher
;
ib
id
.)
to
m
e
2,
pt･I
lJfigs
･
4
0
7,
4
)3･

9

た
ほ
細
部
に
わ
た
っ
て
吟
味
す
れ
ば
同
様
な
こ

と
は
多
々
あ
る
で
あ
ら
う
と
‖心
ふ
｡
要
す
る
に
右
に
蓮
+(
た
如
-
沸
教
葵
術
の
中
枢
で
あ

る
俸
塔
建
築
に
お
い
て
'
ま
た
俳
像
荘
厳
の
形
式
に
お
い
て
根
強
い
漠
代
の
憧
銃
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
'
六
朝
悌
敬
重
術
に
多
大
の
漠
代

侍
銃
が
採
有
さ
れ
て
ゐ
.る
と
い
へ
る
だ
ら
う
.
い
な
二

ハ
朝
併
敬
重
術
は
漠
代
替
術
の
上
に
展
開
し
た
新
様
式
な
る
こ
と
が
再
び
諮
め
ら
れ
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る
で
あ
ら
う
｡
悌
教
派
侍
の
頭
初
に
あ
た
つ
て
は
そ
の
教
理
を
停
達
す
る
た
め
に
黄
老
家
の
語
義
を
多
分
に
借
用
し
た
と
い
は
れ
て
ゐ
る
が

そ
れ
と
同
株
に
造
形
峯
術
に
お
い
て
も
多
分
に
席
乗
の
形
式

I
Iし
か
も
そ
の
宗
教
的
な
造
型
形
式
を
-

を
採
用
し
た
o
採
用
さ
れ
た
も

の
は
鼻
な
る
言
葉
で
あ
-
'
形
式
で
あ
る
と
い
ひ
去
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
.
こ
の
言
葉
と
形
式
に
よ
っ
て
衣
錦
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
こ
の

新
来
の
宗
教
に
安
国
な
素
地
を
揺
供
し
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
悌
陀
の
教

へ
は
江
の
南
北
を
風
摩
し
､
俳
教
造
形
萎
術
は
ま
た
聾
術

界
の
主
流
と
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
1

に
至
れ
ば
も
は
や
印
度

･
西
域
の
沸
教
で
は
な
-
'
印
度

･
西
城
の
造
形
聾
術
で
も
な
い
'
六
朝
人

の
悌
教
で
あ
-
'
六
朝
人
の
造
形
蓉
術
で
あ
る
.
こ
1

に
支
部
宗
教
萎
術
の
1
貰
し
た
発
展
が
見
出
さ
れ
る
筈
で
あ
る
0

*
私
は
大
朝
轟
術
を
湊
代
輩
術
に
封
立
し
た

一
定
の
形
式
と
し
て
見
'
そ
の
場
合
主
と
し
て
五
首
年
代
の
製
作
を
念
頭
に
お
い
て
論
じ
た
｡
こ
れ
は
む
し
ろ

普
通
の
見
解
に
し
た
が
つ
た
ま
で
ゞ
あ
る
｡
大
朝
蛮
術
を
こ
ま
か
い
襲
蓮
の
う
ち
に
見
る
な
ら
ば
も
つ
と
複
難
し
L
J事
象
に
遭
遇
し
'
も
つ
と
詳
細
L･+
詑

明
が
必
要
と
な
る
で
あ
ら
-
0
本
稿
で
は
根
本
の
大
筋
室
が
し
た
ま
で
+jtあ
る
.

茶
商
と
後
宮

〔乾
輿
元
年
夏
四
月
〕
壬
寅
｡
以
光
線
寺
丞
尉
民
｡
馬
季
良
家
本
茶
商
｡
劉
美
女
堰
也
｡
於
是
｡
召
試
館
職
｡
太

后

〔員
宗
皇
后
劉
氏
〕
遣
内
侍
賜
食
O
促
令
早
了
'
主
試
着
分
電
作
之
o
此
描
江
休
複
雑
記
主
試
着
畢
士
桑
殊
也
o
(
長
編
巻
九
十
八
)末
代

に
於
て
は
館
職
に
任
ぜ
ら
れ
る
と
い
ふ
事
は
官
吏
と
し
て
の
滞
秀
の
立
身
出
帖
を
約
束
さ
れ
た
も
同
様
甚
だ
名
巻
と
す
べ
き
事
で
あ

っ
た
.
こ
1

に
見
ゆ
る
馬
季
良
と
い
ぶ
者
は
非
凡
な
る
才
を
有
す
る
者
で
も
な
い
が
､
只
革
に
劉
太
后
の
兄
劉
美
の
女
婿
で
あ
る
と

い
ふ
関
係
で
舘
職
の
試
験
に
は
太
后
の
命
で
童
話
者
た
る
鼻
殊
が
代
っ
て
答
案
を
作
ら
さ
れ
て
居
る
O
こ
の
属
季
長
が
も
と
茶
商
で

あ
っ
た
と
い
ふ
事
は
重
要
な
る
事
茸
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
っ
て
唐
代
よ
り
末
代
に
か
け
て
菟
展
し
た
茶
商
が
'
そ
の
財
の
蓄
積
と

共
に
後
宮
と
関
係
を
結
び
'
速
に
は
直
接
間
接
に
政
治
と
結
び
つ
か
ん
と
す
る
傾
向
の
あ
っ
た
事
を
示
す

一
例
で
あ
る
｡
か
や
う
な

事
は
'
末
代
に
於
て
特
に
著
し
い
現
象
で
あ
っ
て
'
商
人
の
社
食
的
地
位
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
推
測
せ
し
め
る
も
の
で

あ
る
｡
(
佐
伯
)
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篇IT_矧 (Fig.t5) 六朝尊像 (釆魂大紋十九年碑像-553A.I).)
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第六筒 (Fig.6) 紳 獣 鏡

The/1Juse7… OfFt'neノIr/S,βos!on･

園

版

第

四


