
馬
め
は
叡
尊
の
方
法
を
講
じ
以
て
本
1.Ir
の
特
徴
を
礁
揮

さ
す
べ
-
努
力
す
べ
き
で
あ
る
｡

新

課

目

本

地

撃
論

文

集

(
妄

)

ラ

イ

ン
-

中

山

遺

託

(

.I

)

ラ
イ

ン
(Joh
ann

Justus
R
e川n
<L
八
三
五
-
t
九

一
八
舛
;博

士
は
明

治
七
'
八
舛
(

1八
七桝
-
一
八
七
先
非
)
日
本
内
地
を
版
行

し
､
却
ら
工
数
の
調
教
を
き
れ
.た

が
同
時
に
地
靴
地
駅
に
就

い
て
槻
娯

さ
れ
.'
緑
純
後

マ
ル
ブ
ル
グ
大
樹
数
枚
と
な
り
､

一
八
八
〇
紬
に
は
こ

.J
に
碓

城せ
ん
と
す
る
申
出
減
誌

(D
er
N
a
打

ase
n
d
)̂
in
J
a
p
a
n
･

N

a
ch
e
7.g
3n
e
n
B
e
o
b
a
ch
tu
n

gen
und
Studien)を
ペテ
ル
マ

ン
地
川
鱒
離
別
篠
解
.hJ
十
九
妙

と

し
て
公
に
さ
れ

'

附
す
る
に
ク

JL
ツ

ビ
ン
グ
gu
発
の
･:={
柵
火
駅
間
中
山
沼
の
二
十
先
鵡
分

1
路
上
糊
を
附
し

獅
揺
同
氏
の
申
出
迫
測
朝
略
記
等
を
附
職
し
た
.
非
の
後
日
本
に
鯛
す

る
外
蜘
丈
雌

一
の
地
誰
で
あ
る
｢
日
本
｣
二
程
を
糖
し
成
-
泊
外
に
日
本

を
糾
介
し
た
0
同
博
士
は
後
永
-
ボ
ン

大
尉
数
枚
と
し
て
晩
叫
に
到
る

ま
で
北
へ
の
鞍
部
な
供
帆
を
特
約
し
た
｡
ラ
イ
ン
博
ij
に
舶
し
て
は
山
崎

北
北
の
｢
ラ
イ
ン
北
北
と
ラ
イ
ン
女
郎
｣
(
地
糾
堺
詐
給
肪

t
怨
節
六
鵬
)

な
る
維
透
し
た
鵬
梢
が
あ
る
O
こ
ゝ
に
神
川
す
る
小
川
泊
誌
は
従
妹
の

仝
宰
灘
と
は
少
し
-
槌
を
鵜
に
L
形

辞
詞
等
に
省
略
し
た
俳
が
あ
る
〕

免
れ
円
本
で
は
耽
り
に
知
ら
れ
す
ぎ
て
ゐ
る
恥
柄
の
背
か
れ
た
所
が
少

新
秤
目
本
地
供
給
文
雄

な
-
な

い
か
ら
で
あ
る
0
(
中
村
)

緒

言

大
阪
轡
即
ち
串
柿
浪
速
津
を
併
せ
た
瀬
戸
内
の
最
北

東
部
で
あ
る
和
泉
灘
が
兵
庫
､
大
阪
'
堺
の
間
で
浬
-

陸
地
に
入
込
ひ
だ
庭
に
多
-
の
鮎
で
著
し

い
淀
川
が
使

い
で
ゐ
る
｡

此の
川
は
乙
J
か
ら
九
猫
逸
哩
離
れ
て
近

江
の
問
の
拭

い
盆
地
は
越

へ
t
.ゐ
る
誓
幣
潮
の
排
水
川

で
あ
る
｡
欄
間
形
の
和
泉
灘
と
琵
琶
湖
と
の
長
軸
及
び

之
た
結
ぶ
淀
川
の
流
路
は
甫
酉
か
ら
北
東
は
向
ふ

一
粒

を
組
成
し
て
ゐ
る
｡
此
の
線
の
近
傍
は
単

票
聖

ハ官
六

十
年
に
醐
武
天
蓋
が
静
間
を
創
建
し
た
廃
で
あ
る
｡
淀

川
地
方
は
日
本
の
iL
典
的
の
土
地
で
'
こ
J
に
住
民
の

独
特
の
文
明
が
発
達
し
混
っ
内
乱
の
長

い
歴
史
を
観
る

血
戦

い
戦
争
が
屡
起
っ
た
｡
今
日
で
は
地
道
が
海
岸
打

三

品

五
五



地

球

第
十
六
番

油
う
で
兵
庫
か
ら
大
阪
に
'
大
阪
か
ら
淀
川
平
野

を
上

っ
て
粛
都
は
透
か
は
我
等
を
運
び
､
叉
や
が
て
琵
琶
湖

ま
で
ほ
も
開
通
す
る
で
あ
ら
う
｡
rJ
!
の
山
形
を
厳
密

に
考
察
す
る
と
.
上
記
の
淀
川
平
野
在
る
も
の
は
東
西

か
ら
川
に
近
よ
っ
て
氷
る
高
ま
-
ほ
よ
っ
て
二
小
中
野

或
は
琵
琶
湖
の
露
地
を
も
数

へ
る
孜
ら
ば
享
小
平
野
に

分
け
ら
れ
る
こ
と
が
判
る
｡
頓
挫
平
野

(
或
は
大
阪
平

野
)
p

山
城
平
野
及
び
近
江
平
野
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
凍

る
O
淀
川
と

い
ふ
名
は
梅
津
平
野
の
内
で
の

み
用
以
ら

れ
る
｡
を
の
中
流
で
左
か
ら
木
津
川
に
依
っ
て
伊
賀
及

び
北
部
大
和
の
水
を
受
け
へ
伏
見
町
の
下
流
で
北
開
山

城
か
ら
塞
p
加
茂
川
を
併
せ
た
祉
川
を
斜
は
容
れ
て
ゐ

る
｡
川
は
乙
L
と
髭
琶
湖
に
至
る
上
流
と
で
は
宇
治
川

と
呼
ば
れ
る
｡

山
城
平
野
は
宇
治
川
と
其
の
pF
流
の
乙
ゝ
ほ
革
げ
ね

支
流
の
両
側
に
班
が
-
､
中
心
地
と
し
て
伏
見
が
あ
-

南
北
の
方
向
を
有
す
る
｡
平
野
の
東
は

一
列
の
高
地
で

限
ら
れ
､
此
の
高
地
は
加
茂
川
琵
琶
湖
間
の
分
水
堺
を

作
-
､
琵
琶
湖
は
向
つ
て
短
距
離
の
内
は
傾
斜
す
る
｡

又
高
地
は
宇
治
川
で
切
断
さ
れ
伏
見
と
琵
琶
湖
の
間
で

沸
二
流

二

宙

五

六

二
股
は
な
っ
て
宇
治
川
河
畔
ま
で
延
び
て
ゐ
'
兼
方
で

木
組
川
喜
琶
潮
間
の
分
水
鼎
と
し
て
叉
.=
城
近
江
の
問

境
と
し
て
連
互
す
る
｡
山
城
平
野
の
北
部
は
柾
川
及
び

加
茂
川
で
沸
漸
ru
れ
東
都
京
都
を
展
開
さ
せ
る
｡
京
都

の
都
城
は
平
野
の
楯
固
形
に
随
従
し
加
茂
川
の
方
向
は

北
か
ら
南
に
其
の
長
軸
を
有
す
る
｡
))
の
川
は
都
市
を

二
つ
の
不
同
の
部
分
は
分
っ
て
ゐ
る
｡
性
川
の
河
床
は

西
側
の
少
し
-
離
れ
た
鷹
は
在
る
｡

日
本
の
古
き
侍
説
は
富
め
る
歴
史
に
従

へ
ば
醐
武
夫

虫
は
九
州
か
ら
来
た
征
服
者
と
し
て
紀
元
前
六
育
六
十

み
か
･),

年
の
比
に
淀
川
地
友
は
砕

閥

統
治
の
基
礎
を
鮎
て
ね
｡

砕
岡
は
鼻
柾
の
下
に
多
-
り
盛
衰
は
あ
っ
た
も
の
＼
漸

次
減
力
と
な
-
同
時
に
横
大
さ
れ
て
紀
元
三
LTTT年
頃
に

は
殆
ん
ど
金
-
級
/｣
の
八
大
洲

(
津
軽
海
峡
以
南
の
八

大
島
)
む
閑
有
し
た
許
わ
で
夜
-
朝
鮮
牛
島
の
か
在
-

の
部
分
の
上

へ
r
u
へ
伸
び
た
利
で
あ
る
｡
己
の
ア
'･,h
ヤ

大
陸

へ
の
侵
入
は
賓
に
幾
多
の
遠
征
を
惹
d
TJ起
し
た
｡

其
の
上
ま
だ
兼
開
明
だ
っ
た
日
本
囲
民
の
文
明
は
封
し

て
は
貴
某
夜
買
献
む
夜
し
た
｡
何
と
な
れ
ば
朝
鮮
は
云

は
ゞ
之
は
よ
っ
て
椎
と
夜
-
､
其
上
を
文
字
､
言
語
､



文
塾
､
産
業
､
美
術
､
法
律
､
囲
毅
制
度
即
ち
筒
埠
に

云

へ
ば
支
郷
人
の
金
文
明
が
渡

っ
て
此
の
日
出
づ
る
問

に
連
し
た
､
猶
は
文
明
と
共
は
其

の支
持
女
で
あ
る
俳

数
が
渡
来
し
た
｡
沸
教
は
印
鹿
は
根
付

い
た
弧
力
の
樹

木
の
英
貨
で
あ
っ
た
｡
此
の
樹
は
六
世
紀
か
ら
其
の
枝

を
日
本
の
上
に
憐
げ
､
此
の
問
の
枝
蔭
ほ
か
夜
-
盛
的

な
花
と
な
っ
て
開

い
た
｡

紀
元
七
官
九
十
四
年
頃
ま
で
は
新
し
さ
碑
は
五
畿
内

即
ち
出
城
大
和
河
内
和
泉
瑚
津
の
内
に
他
の
新
し

い
寓

居
を
選
ば
れ
た
｡
平
和
却
業
を
乙
れ
迄
よ
り
も
多
-
揺

養
L
t
革
新
の
支
持
者
沸
教
は
勿
論
産
業
､
美
術
及
び

撃
冊
に
固

い
持
潰
す
る
樺
家
を
指
定
せ
ぬ
ば
な
ら
氾
今

と
在
っ
て
は
か
･J
る
間
断
な
き
樽
換
は
7P
は
や
許
さ
る

べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡

第
五
十
代
の
辞
､
橿
武
天

蓋
は
宮
盾
を
今
H
の
京
都
に
移

ruれ
.
以
後
今
日
ま
で

宮
居
が
頂

い
た
｡
か
-
L
y
古
き
事
物
に
は
い
つ
も
都

と
呼
ば
れ
る
需
剤
は
言
は
ヾ
日
本
の
心
臓
と
在
っ
た
'

そ
つJ
か
ら
教
官
年
間
囲
民
生
活
の
脈
鰯
が
出
て
行
つ
ね

然
し
大
阪
は
少
-
と
7?
そ
の
物
栗
的
方
面
で
大
き
を,6次≠)'つ

の
間
で
あ
っ
た
｡
脈
管
の
棟
に
閲
の
幹
線
道
路
即
ち
遺

新
即
日
本
地
撰
鈴
支
払

が
閣
北
か
ら
義
和
は
骨
す
る
､
各
道
は
長

-
延
び
た
身

憾
即
ち
山
海
は
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
囲
々
ほ

封
す
る
葡
要

な
滋
養
の
源
と
方･6
つ
て
居
た
｡

二

八
六
年
に
損
朝
が
世
襲
の
藻
脚
数
創
始
し
た
こ

と
と
幕
府
が
代
表
す
る
改
植
が
鎌
倉
に
､
而
し
て
後

一

六
C
O
年
頃
に
江
戸
に
移
っ
た
こ
と
と
は
因
っ
て
'
今

や

二
つ
の
生
活
中
心
が
作
ら
れ
た
鮎
は
於
で
制
度
が
慶

っ
ね
｡
爾
塞
鎌
倉
及
び
後
に
､
よ
-
大
に
江
月
は
政
擢

h
f代
表
し
'
急
速
に
著
し

い
都
iB
に
磯
逢
し
た
け
れ
ど

荷
は
京
都
は
依
然
此
の
問
の
精
榊
的
中
心
と
し
て
磯

つ

ね
｡
其
の
後
数
百
年
間
京
都
と
江
戸
と
は
二
つ
の
焦
邸

で
あ
-
､
之
を
鮎
ぶ
締
道
の
東
海
道
と
中
山
道
と
は
従

っ
て
優
越
し
た
悪
童
を
有
す
る
は
到

っ
た
｡

日
本
の
間
道
を
以
て
､
地
道
建
設
以
前

の
我
が
燭
過

の
囲
道
の
加
-
同
様
な
交
通
磯
路
社
有
し
て
､
徹
底
的

を
系
統
に
従
っ
て
附
け
ら
れ
た
人
工
道
路
だ
と
;
･3
ふ
rJ

と
は
出
衆
な

い
｡
碑
石
で
舗
装
し
た
も
の
は
盆
-
衣
-
､

鋪
石
し
た
も
の
で
も
極
稀
で
､
件
に
強
要
夜
山
越
え
が

急
峻
で
鋪
石

=

･必
妻
を
見
る
虞
に
の
み
あ
る
｡
此
の
排

由
で
囲
道
の
大
部
分
は
降
雨
に
際
し
て
は
蛮

い
革
輔
を

ご意

志
七



地
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終
十
六
番

通
す
こ
と
が
出
水
拘
｡
然
し
基
軸
は
盆
-
数
ふ
る
に
足

ら
氾
稀
少
在

い
｡
水
桶
を
設
計
す
る
ほ
皆
で
は
軍
事
的

考
慮
の
み
が
決
定
的
の
79
の
で
あ
っ
た
､
碑
は
州
以
ら

れ
な

い
か
ら
塾
-
知
ら
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
､
人
々
は
徒

歩
す
る
か
､
騎
行
す
る
か
又
は
橋
で
行
っ
た
､
荷
物
や

商
晶
は
敢
近
ま
で
事
ら
謄
ふ
か
又
は
車
馬
で
運
送
さ
れ

皮
.
況
ん
や
堅
固
な
地
盤
と
柏
餅
な
道
路
に
封
す
る
婁

求
在
ど
は
な
か
つ
LJ
.
今
日
で
は
此
の
外
多
数
の
人
力

塞
(
重
々
新
時
代
の
交
通
機
閥
で
p急
速
に
弘
ま
っ
た
も

の
で
あ
る
｡
車
軸
上
に

一
人
か
二
人
分
の
栗
か
､
･ctが

あ
る
畦

竺

一輪
車
で
あ
る
｡
こ
の
事
は
特
に
町
で
人
の

交
通
は
佐
は
れ
る
)
､
少
数
の
郵
便
掲
革
(東
京
か
ら
東

海
道
､
中
山
道
.奥
州
相
通
は
沿
以
各
小
田
原
､高
崎
及

び
宇
都
宮
に
至
る
か
夜
-
の
距
離
を
通
行
し
て
ゐ
る
)
､

塩
に
大
都
市
に
は
鈍
重
を
大
八
車
が
あ
る
が
他
の
車
は

日
本
の
圃
道
は
殆
ル
ビ
覆

い
｡

道
路
の
幅
は
甚
だ
不
同
で
或
る
部
分
で
は
狭
-
て
小

種
と
な
ら
､
他
の
部
分
で
は
十
米
以
上
は
戯
-
在
る
｡

rJ
J
で
は
囲

い
岩
か
砂
磯
肇
の
地
盤
の
上
に
通
じ
､
か

し
こ
で
は
沖
積
地
上
を
宿
田
の
間
に
走
っ
て
居
る
'
雨

約
二
挑

二真

五
八

の
時
は
荷
田
か
ら
溢
れ
力
水
が
道
路
を
浸
す
.
川
を
越

す
に
は
蚊
橋
､
橋
及
び
渡
船
に
伐
る
が
烈
し

い
永
縛
さ

す
る
降
桶
の
際
は
屡
々
数
日
は
亘
つ
王
父
迫
が
止
ま

る

搬
5'流
れ
と
在
っ
て
膨
溢
す
る
山
川
は
い
つ
も
撞
-
架

け
ら
れ
た
橋
を
落
し
て
了
ふ
か
叉
は
如
何
な
船
頭
も
樹

氷
し
た
水
の
カ
に
劃
し
て
小
舟
を
操
縦
し
御
衣

い
か
ら

で
あ
る
○

日
本
の
縛
遇
の
両
側
は
沿
う
で
屡
々
常
緑
針
基
樹
が

植
え
ら
れ
て
ゐ
る
､
殊
は
政
の
閥
で
政
も
賞
で
ら
れ
る

も
の
は
松
､
農
於

(P
inu
s
Tria
ss
omi

ana
)
及
び
赤
松

(

P･

d
e
ns
ifior
a)
で
あ
る

｡其
の

幹
は

往
周々
五
-
六

米

､

高
三
1十
五
I
三
十
米
ま
で
に
逢
す
phQ
､
此
の
樹

は
我
等
の
並
木
よ
身
も
蔭
を
作
る
fJ
と
は
少
を

い
が
他

方
で
は
樹
下
の
道
路
を
蓮
か
ほ
乾
か
す
.
然
し
特
に
其

の
甚
だ
力
強
い
形
と
泰
の
珍
奇
な
こ
と
と
は

温
か
に
給

端
的
で
あ
っ
て
丑
観
に
よ
-
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
｡

松
久
は
之
に
混
ず
る
に
檎
(C
h
am
ae
cy
p
a
ri
sc)btflS
a

及
び

C
h
,

pisif
era
)
を
以
て

す
る
代
わ
は
稀
に
は
も

つ
と
立
派
を
杉

の
並
木
を
見
る
rJ
と
が
あ
る
.

最
も
名
高
.い
円
本
の
街
道
で
あ
る
東
海
道
は
末
都
か



ら
東
京
食
で

一
二
玉
里

(
六
六
猫
泡
哩
)
の
長
講
が
あ

る
｡
兼
海
道
の
名
が
示
す
如
-
､
義
邦
か
ら
喜
琶
湖
の

流
出
口
に
於
け
る
大
津
を
過
ぎ

てか
ら
後
は
'
近
江
と

伊
勢
を
ぬ
け
て
光
の
梅
の
方

へ

曲が
-
'
未
読
ま
で
海

に
潜
以
或
は
溢
近
-
む
走
る
｡
数
日IL日
間
は
海
轡
や
背
地

に
あ
る
森
に
赦
は
れ
空
向
地
や
殊
に
富
士
山
の
輔
牒
な

フ
ジ
′ヤ
t･

眺
め
に
飽
か
な

い
｡
富

士

山

は

無
敗
無
双
の
荘
厳
夜
火

山
錐
で
昨
年
の
乙
の
撃
報
の
笛
十
冊
に
此
の
山
の
記
事

を
寄
せ
で
あ
る
｡
蓬
は
韮
海
道
は
美
し
Y
て
温
泉
は
富

ん
だ
且
っ
立
派
な
森
の
あ
る
箱
根
山
h
t通
っ
て
ゆ
-
～

こ
J
は
構
潰
及
び
東
京
は
在
留
す
る
多
-
の
外
囲
人
の

屡
々
訪
れ
る
休
養
地
で
あ
る
｡

桐
和
の
閏
を
結
ぶ
約
二
の
荷
造
で
あ
る
中
山
道
は
長

さ
宵
三
十
二
旦
(
七
〇
凋
逸
哩
)
に
し
て
琵
琶
湖
畔
の
草

津
で
束
泥
道
か
ら
分
れ
る
｡
近
江
美

濃信
浪
上
野
及
び

武
減
の
問
々
t<tJ総
て
'
即
ち
陸
の
異
只
中
を
過
ぎ
本
土

(
叉
本
州
と
旦

芯
ふ
､
我
等
は
誤
っ
て
本
土
を
日
本
と

呼
ん
で
ゐ
る
)
の
最
も
焼
き
部
分
を
貫

い
て
.
乙
lJ
で

は
か
夜
-
の
川
を
漉
-
p
豊
穣
在
平
野
と
花
咲

き
乱
れ

る
野
を
過
ぎ
.
か
し
乙
で
は
湛
援
た
る
演
川
を

横
ぎ
-

新
滞
日
本
地
撰
諦
文
雄

高

い
山
背
の
上
で
捕
掠
夜
森
蔭
計
Ft通
り
で
ゆ
-
.･
叉
眺

め
は
狭
-
限
ら
れ
た
範
囲
か
と
息

へ
ば
忽
ち
に
遠
望
の

さ
-
旗

い
も
の
と
夜
-
多
-
の
美
は
し

い
紫
観
を
見
る

各
の
族
は
塞
さ
と
峠
砂
上
の
雪
の
馬
め
は
東
海
鑑
を

執
る
よ
む
も
園
難
は
在
る
｡
然
し
暑
さ
夏
の
日
は
円
蔭

と
涼
し

い
新
鮮
な
山
の
塞
気
を
求
め

る
者
､
内
陸
と
森

と
森
の
練
の
花
多
き
草
原
と
む
知
ら
ん
と
す
る
者
'

11

言
を
以
笠
石
へ
ば
美
し

い
日
本
の
両
の
紫
観
里
阜
奨
せ

ん
と
す

る者
は
須
-
中
山
道
を
選
ぶ
べ
き
で
あ

る
｡
何

･と
な
れ
ば
金
日
本
に
於
で
rJ
の
｢
山
の
中
の
道
｣
の
様
に

教
も
多
様
な
天
然
美
む
か
-
7g
多
畳
に
鼻

へ
た
街
道
が

殆
ル
ビ
な

い
か
ら
で
あ
る
｡
此
の
道
は
少
-
も
九
つ
の

時
を
上
下
し
も
其
の
南
部
で
は
中
世
の
歴
史
上
に
措
は

れ
且
つ
到
る
魔
よ
-
維
持
さ
れ
て
ゐ
る
多
-
の
場
所
を

通
る
｡
此
等
の
珊
由
で
H
本
人
は
中
山
道
を
電
要
親
し

光
源
道
と
同
じ
-
文
に
綿
に
繰
返
し
描
か
れ
て
ゐ
る
.0

(
政
も
著
し

い
著
番
は

一
八
〇
五
年
に
公
に
n
れ
丹
木

骨
格
名
勝
間
食
七
巷
で
あ
る
｡
木
骨
勝
又
は
木
骨
衛
道

と
は
中
山
道
の
別
名
で
あ
る
)

中
山
道
は
既
に
配
元
七
官
十
年
頃
第
四
十
三
代
の
碑

〓･
l
.七

五
九



地

球

節
十
六
g1.il

元
明
天
蓋
の
朝
に
設
け
ら
れ
た
､
然
し
此
の
以
前
に
既

に
小
路
が
あ
つ
た
と
考

へ
ら
れ
る
｡
兼
海
道
に
封
す
る

が
如
-
中
山
道
の
盛
用
は
然
し

一
六
〇
〇
年
か
ら

一
八

六
八
年
の
間
の
穂
川
時
代
で
あ
っ
た
｡
其
の
後
即
ち
十

七
世
配
の
初
期
は
英
傑
家
康
が
政
擢
L{LJ
掌
擬
し
幕
府
は

新
し
-
ヱ
向
い
輝
か
し
r
uむ
附
け
､
大
名
の
勢
力
を
扱

挿
し
､
鞘
内
の
平
和
を
再
建
し
､
漁
村
江
月
を
股
盛
在

居
住
地
と
な
し
､
今
日
の
状
況
は
機
欝
に
過
ぎ
を

い
交

通
h
東

海
中
山
の
繭
大
道
の
上
に
戟
連
せ
し
め
た
｡
か

の
時
代
に
有
名
在
我
が
図
人

E
･
ケ
ン
プ
エ
ル
は
光
源

道
を
放
し
た
､
被
は
せ
ね
は
在
ら
な
か
っ
た
大

圏
夜
準

備
､
旅
中
の
狙

い
監
親
及
び
自
由
の
兼
縛
に
就
q
J七
は

勿
論
擢
力
は
封
し
て
娘
が
し
た
凡
て
の
下
晶
な

役
割
は

就
F
･P
大
名
行
列
の
華
美
'
光
源
道
中
の
群
基
と
活
気

と
は
就

き
て
典
味
あ
わ
生
気
あ
る
異
の
描
寛

を
覆

し

た
｡
殻
の
後
腹
者
殊
は
ツ
ン
ベ
ル
グ
及
び
フ
ォ
ン
･
シ

ー
ボ
ル
ト
も
亦
都
蘭
骨
舘
の
撰
者
役
と
し
て
此
の
参
府

兼
行
?
(
R
esan
til
H

o
fv
et
)
を
な
し
て
之
を
甜
越
し

た
｡
之
は
反

し
王
政
紋
所
(
一
八
六
八
年
)以
前
に
は
中

山
道
を
外
囲
人
は
誰
も
通
ら
な
か
っ
た

(
中
山
道
旅
行

節
二
糖

三

八

六

〇

の

一
短
篇
を
英
閲
鱗
部
舘
簿
記

ロ
ー

レ
ン
ス
が
愉
故
地

排
撃
愈
々
報
第
四
十
三
巷

.i
八
七
三
年
に
公
は
し
た
｡

然
し
予
の
記
述
と
比
べ
で
も
判
る
様
に
予
等
は
之
を
用

ふ
る
fJ
と
が
出
来
な
か
っ
た
)｡然
し
交
通
は
此
慶
で
も

殆
A
ど
同
様
に
活
束
づ

い
て
ゐ
ね
と
考

へ
ら
れ
る
､
何

故
琴
b
ば
大
阪
及
び
未
都
を
経
て
商
方
か
ら
雑
る
者
の

普
通
の
路
は
東
海
道
を
江
月
に
到
る
の
で
あ
る
が
､
中

山
道
は
基
が
通
過
す
る
囲
々
の
み
な
ら
ず
､
北
陸
道
の

西
に
あ
る
閉
々
ほ
封
す
る
自
然
の
道
路
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
｡
加
之
橘
か
ら
御
獄
は
寮
-
､
善
光
寺
及
び
他

の
有
名
を
配
寺
､
殊
は
賂
軍
の
墳
基
数
有
す
る
無
比
の

美
し
き
日
光
を
訪
れ
ん
と
欲
す
る
多
数
の
巡
穐
者
は
中

.-2
道

を
執

っ
た
｡

中
山
道
は
数
千
人
に
仕
非
と
生
業
と
教

典

へ
ね
､
そ

れ
で
路
傍
に
は
多
-
の
村
と
町
と
が
拙
凍

て
､
荷
造
は

滑
以
長
-
二
列
の
家
政
が
縛
P
,､
屡
々
朝
隣
れ
る
村
が

金
-
掠
列
す
る
稗
で
あ
っ
た
｡
か
-
し
て
今
で
も
多
く

の
家
は

一
部
に
立
派
を
戯
さ
が
あ
っ
て
外
囲
人
の
交
通

は
使
は
れ
る
､
乙
の
戯

い
rJ
と
は
戯
-
さ
せ
る
昔
時
の

大
き

を
需
要
を
推
論
rb
せ
る
｡
蝕
し
大
名
行
列
と
之
は



強
ま
る
凡
て
の
難
物
は
影
&
.消
し
た
!
今
日
で
は
扇
子

か
太
刀
か
で
相
聞
し
､
路
上
h
t基
け
て
君
主
の
前
に
下

座
す
る
棟
は
注
意
す
る
北
排
以
は

一
人
も
ゐ
な

い
｡
乞

食
が
う
る
さ
-
せ
が
ま
な

い
'
作
怯
や
を
A
な
制
限
が

施
行
者
の
動
き
恕
妨
げ
夜

い
｡
外
囲
人
は
嘗
て
ケ
ン
プ

エ
γ
や
ツ
ン

ベ
ル
グ
が
し
た
様
に
護
衛
の
役
人
と
し
て

甘
五
十
人
乃
至

盲

人
の
従
者
を
使
用
し
覆

い
､
言
葉

さ
へ
通
ず
れ
ば
外
囲
人

一
人
で
旅
す
る
こ
と
が
田
楽
で

彼
の
故
郷
よ
-
は
安
金
で
'
到
る
魔
少
-
と
も
同
様
在

款
待
を
受
け

る
｡

股
賑
在
任
活
も
亦
東
海
道
の
如
-
ほ
は
甚
し
-
覆

い

が
中
山
道
か
ら
消
え
た
｡
乙
の
慶
蓬
は
政
治
の
新
制
に

依
っ
て
起
っ
た
79
の
で
大
多
数
の
間
道
は
荒
燈
し
た
｡

飴
し
大
部
分
之
は
蒸
汽
船
の
輸
入
に
あ
っ
て
'
蒸
汽
船

は
二
つ
の
首
都
と
他
の
主
要
夜
商
業
地
と
の
間
の
交
通

の
大
部
分
を
狗
占
し
て
了
つ
ね
｡

若
し
夫
れ
荷
馬
車
と
郵
便
馬
車
と
の
車
輪
が
術
道
の

上
を
妨
げ
な
し
に
姐
-
行
-
FJ
と
が
出
来
る
様
に
荷
造

が

一
且
改
め
ら
れ
る
ほ
到
ら
ん
か
､
此
の
街
道
は
初
め

て
大
在
る
意
義
を
薄
び
獲
る
ほ
至
少
'
新
在
る
交
通
時

新
鮮
日
本
地
車
論
文
集

代
が
其
の
上
は
初
ま
る
だ
ら
う
｡

口
本
の
村
道
の
悼
質
と
意
義
は
閥
す
る
上
越
の

一
般

詑
串
を
以
て
'
後
記
す
る
所
を
龍
-
川
解
す
る
に
必
要

な
ら
ん
と
息
は
れ
る
知
か
き
轡
言
と
し
､
次
に
吾
等
の

命
題
に
入
-
て

一
方
何
か

ら
又
は
他
の
方
面
か
ら
見
て

典
味
あ
る
様
に
見
ゆ
る
甲
;
道
の
事
象
に
就
き
て
探
究

す
る
｡
燭
泡
の
町
々
は
於
て
は
町
役
場
及
び
揃
場
は
旦

稀
標
石
を
数

へ
初
め
る
術
道
の
基
鮎
と
在

っ
て
ゐ
る
0

日
本
で
は
そ
れ
が
京
都
の
三
修
の
大
橋
と
東
京
の
日
本

橋
と
の
棺
か
ら
初
せ
る
｡
東
海
道
と
同
じ
-
中
山
道
は

其
の

一
つ
か
ら
初
ま
-
'
他
の
橋
で
絡

み
'
里
程
の
凡

て
の
記
述
は
rJ
の
二
つ
の
柿
を
基
と
し
て
ゐ
る
｡

今
や
ク

ニ
ッ
ビ
ン
グ
の
優
れ
た
行
滞
測
間
は
疲

-
な

が
ら
我
々
の
中
山
道
の
記
述
生

月
都
三
傑
橋
上
に
初
め

東
京
日
本
橋
上
に
終
ら
う
と
息
ふ
｡
我
等
が

一
八
七
四

年
と

1
八
七
五
年
に
此
の
荷
造
を
過
つ
空

1鹿
の
場
各

の
様
に

一
日

1
日
の
旅
群
を
作
ら
な

い
で
'
目
前
の
目

的
に
ょ
-
41
ふ
と
恩
ふ
様
は
茸
を
切
っ
て
音
配
る
諾
う

(
未
完
〕

1克

六

.i


