
妨

十
六
在

仏聖
二
枇

六

八

新

諸

口

本

地

撃

論

文

集

(

云

)

ラ

イ

ン

～

中

山

遺
託

こ
こ

｢

京
都
か
ら
美
濃
境
ま
で

間
道
を
加
都
か
ら
東
す
れ
ば
間
も
な
-
山
城
と
近
江

の
閉
切
を
越
し
'
次

い
で
近
江
囲
む
賞

い
て
通
る
｡
路

は
大
津
の
下
で
琵
琶
湖
の
南
端
に
梱
れ
'
其
の
北

さ
は

潮
の
南
東
岸
か
ら
和
離
れ
て
通
じ
､
給
に
湖
の
北

淡
で

血
行
し
て
囲
境
川
雅
を
準

え
美
濃
の
方

へ
ぐ
る
-
と
廻

っ
て
行
-
｡
草
津
ま
で
敢
初
の
聞
.
中
山
道
と
束
泥
道
と

は
北
ハ同
で
あ
る
｡
両
道
の
終
鮎
は
典
は
緯
些

二
十
.rT1九
度

下
に
あ
る
｡
こ
J
は
云
は
iJ
右
典
的
の
土
地
で
あ
る
｡

我
等
の
通
っ
て
凍
る
各
地
､
我
等
の
準
え
る
丘
と
桁
'

我
等
･HTJ
ま
わ
っ
て
遠
ぐ
近
-
ほ
眺
め
ら
れ
る
川
と
寺
､

そ
れ
等
は
凡
て

此の
囲
古

い
言
以
櫛

へ
と
仙誉
田
夜
中
他

の
歴
史
の
上
に
著
し

い
役
目

を

し
た
も
の
で
あ
る
｡
開

化
し
た
若

5,
日
本
人
は
､
吾
人
が
梅
の
方

へ
或
は
ア
ル

プ
ス
の
方

へ
向
つ
′)J
追
求
す
る
と
略
同
じ
庇
で
'
彼
等

の
常
英
雄
の
.場
所
及
び
明
班
の
舞
蓑
を
見
止
と
し
て
其

の
方

へ
向
つ
LIJ
iI
る
-
を
見
つ
め
る
｡
何
は
ru
で
持
き

京
都
を
訪
れ
る
の
は
被
の
願
望
で
あ
る
､
rJ
の
あ
rJ
が

斗叫.I.1

れ
の
市

旦
=
ほ
は
千
年
以
上
も
た
っ
た
豊
富
な
歴
史
に

踊
す
る
無
限
に
多

い
聯
憩
が
あ
-
､
多
数
の
有
名
な
寺

院
と
､
慰
架
の
地
と
p
整
頓
ru
れ
ね
術
路
と
快
よ
い
胴

囲
と
が
あ
る
｡
束
と
北
と
西
と
を
近
-
逮
-
囲
む
川
列

J
J
丘
列
と
は
薮
と
森
と
で
被
は
41
で
ゐ
る
｡
沸
塔
と
寺

の

屋
状
と
は
到
る
廃
山
の
悪
や
頂
近
-
で
樹
々
の
棟
の

中
か
ら
奪
え
立
っ
て
ゐ
る
､
市
民
は
夏
時
rJ
J
に
待
ち

焦
れ
カ
タ
涼
む
追
<L1.
よ
り
美
し
さ
も
の
を
考

へ
ら
机

内
ま
で
に
眺
望
の
快
を
取
る
の
で
あ
る
O
就
中
加
茂
川

か
ら
市
が
そ
の
方

へ
漸
次
高
ま
っ
て
凍
る
粟
の
山
脊
怒

る
東
山
は
其
の
尤
な
る
79
の
で
あ
っ
て
､
茶
亭
及
び
そ

れ
に
赦
し
曇
単
軸
坊
の
教
育
が
快
を
取
ら
ん
と
す
る
佳

民
を
待
っ
て
ゐ
る
｡

碑
と
豚
軍
の
古
い
桂
城
h.LJ宜
し
､
陶
器
以
外
の
最
も



卦
婁
な
工
業
の
申
心
と
商
店
と
主
要
交
通
路
と
し
て
の

寺
町
を
有
す
る
京
都
の
大
郷
は
既
述
の
如
-
加
茂
川
の

右
岸
に
騰
が
っ
て
お
る
｡
rJ
の
部
と
苗
の
東
側
を
通
ぬ

る
多
-
の
橋
の
う
ち
に
政
も
it
-
で
敢
79
有
名
で
あ
る

ば
か
-
で
な
-
づ
ぬ
け
て
美
し

い
三
修
糟
が
あ
る
t
等

町
は
乙
の
柿
の
方

へ
の
ぴ
て
ゐ
る
｡
此
の
立
派
な
木
橋

は
秀
菅
の
魔
造
L
L
J所
だ

ruう
で
あ
る
か
ら
既
に
や
が

Jノ

て
三
唱
年

経

っ
て
ゐ
る
｡
ケ

ン
プ
エ

ル
は

S
a
n
sj.C1･n
o･

fa
s
と
蕗

い
て
ゐ
る
が
彼
に

ょ

る
と

長

r
J二

甘
エ
ツ
レ

(紺
二
霊

巾
レ
)ぁ
る
｡
然
し
加
茂
川
は
大
雨
の
後
の
み
河

床
余
憤
に
水
む
継

へ
､
他
の
時
は
浅
-
て
'
末
都
の
西

お
に
か
は

側
に
あ
る
桃
川
即
ち
大
川
よ
-
水
が
大

圏乏
し

い
｡
水

の
な

い
花
園
岩
及
び
珪
賀
粘
板
岩
の
灘
の
上
に
は
自
木

綿
の
長

い
布
が
脚
r
Jれ
､
此
の
際
水
h
=示

ほ
酢
ぎ
か
け

る
に
如
露
を
川
ひ
ず
ほ
シ
ョ
ベ
ル
が
佐
は
れ
る
｡
加
茂

川
わ
澄
ん
だ
柔
か

い
水
は
特
に
布

晒
し
と
狼
色
の
目
的

に
親
し
で
は
盛
名
･,k
t有
す
る
｡

夏
の

夕に
は
面
白

い
快
活
の
珪
清
里
二
惟
橋
か
ら
河

の
上
と
岸
と
は
見
る
｡
を
は
毎
夜
こ
･J
に
畢
げ
ら
れ
る

イ
タ
-
ヤ
式
夜
祭
で
あ
っ
て
､
,J
J
で
享
楽
す
る
rJ
と

新

fjir･日
本
的
蝉
諭
文
払

の
出
来
る
掠
し

い
新
鮮
な
基
束
が
拾

.i
に
此
の
祭
に
人

を
誘
っ
て
氷
る
｡
こ
の
目
的
の
馬
は
水
上
に
軽

い
践
工

都
が
建
て
b
れ
打
開

い
た
戚
遣
-
の
座
敷
が
造
ら
れ
､
【

酵
多
の
刑
併
せ
る
茶
屋
か
ら
rJ
J
に
か
け
ら
れ
た
小
r
,

な
歩
み
板
で
桁
-
巌
に
し
っ
ら

へ
ら
紅
で
ゐ
る
｡
多
様

の
形
と
大
き
を
有
っ
た
数
百
の
美
し

い
色
の
提
燈
が
と

も
r
uれ
て
乙
の
臨
時
の
建
物
や
数
多

い
小
舟
の
ま
わ
-

や
象
々
の
張
出
し
株
と
廻
廊
と
を
飾
る
｡
住
民
の
あ
ら

ゆ
る
階
級
か
ら
の
焼
多
の
命
令
が
rJ
･J･
は
行
は
れ
､
茶
､

酒
､歌
､
三
味
線
を
前
に
し
て
快
活
で
嫡
々
と
し
で
ゐ
る

東
京
に
も
同
じ
夏
の
夜
祭
-
が
隅
田
川
の
上
で
開
か

れ
る
が
諒
都
の
社
是
似
た
も
の
で
､
毎
年
の
川
開
き
に

は
い
つ
も
犬
種
な
人
出
で
あ
る
｡

三
峰
橋
か
ら
山
の
北
東
に
高
ru
八
軒
二
十
五
米
の
比

叡
山
お
堂
ひ
｡
こ
の
山
は
加
茂
川
と
珪
琶
潮
と
の
間
は

あ
っ
て
出
城
近
江
境
上
の
分
水
邪
に
於
け
る
二
番
目
に

高

い
高
ま
-
で
あ
る
｡
伴
し
こ
の
川
が
=
本
の
激
も
高

名
森
山
に
な
っ
た
の
は
其
の
高
さ
で
は
な
-
多
-
の
歴

史
的
聯
憩
で
あ
る
.
何
故
怒
ら
ば
教
官
年
間
比
の
山
は

沸
教
の
本
城
で
あ
っ
て
囲
内
の
ど
こ
に
も
な

い
様
な
糟

六九

二二



地

球

節

十

六
懲

カ
と
光
燭
と
¥

J
rJ
に
開
展
し
た
の
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
0

須
玉
十
代
の
酔
桓
武
天
皇
は
今
口
の
京
都
に
平
安
城

を
起
て
叉
此
の
僧
院
お
勧
め
で
牒
か
れ
た
､
時
の
た
つ

に
従
空

事

の
何
を
有
す
る
約
五
百
の
寺
院
と
何
食
に

膨
脹
し
囲
豪
は
放
け
る
大
き
な
勢
力
を
形
造
る
は
到
っ

た
｡
王
族
が
曾
主
に
な
っ
た

｡寺
は
王
城
の
鬼
門
即
ち
精

確
は
北
東
は
付
す
る
ー
此
の
方
向
は
沸
教
的
迷
信
に
よ

れ
ば
凡
て
の
柄
が
凍
る
方
角
で
あ
っ
tJ
.
長

い
軍
制
在

所
蒔
､
大
大
赦
を
間
断
な
-
叩
-
乙
と
及
び
盛
撃
は
よ

っ
で
平
安
城
か
ら
調
教
師
rDね
ば
在
ら
な
か
っ
た
｡
(莱

式
の
北
方
､
上
野
は
あ
る
有
名
在
来
叡
山
は

一
八
六

八

年
の
内
閲
敬
の
時
は
炎
上
し
た
が
,J
J
は
徳
川
賂
罫
の

城
の
北
東
に
替
っ
て
其
の
守
護
た
る
も
の
で
あ
っ
た
.)

甘
時
の
光
鼎
か
ら
の
ね
ヾ
弱
い
跡
方
即
ち
客
車
夜
～,L

L
時
で
は
夜
-
と
79
典
妹
の
あ
っ
た
時
代
の
敢
後
の
驚

人
を
儀
に
増
し
て
ゐ
る
｡
rJ
の
跡
を
見
物
す
べ
-
予
等

は

二
八
七
四
空
兄
都
か
ら
比
叡
山
は
遠
足
し
た
､
頂
上

ま
で
二
三
時
間
で
連
せ
ら
れ
る
｡
路
は
盈
健
在
谷
地
か

ら
自
川
村
を
迫
っ
て
授
か
に
山
上
に
向
つ
で
附
い
で
ゐ

節
三
助

完

〇

三
二

る
､
白
川
の
近
-
ほ
は
美
し
い
衣
白
色
の
花
桶
岩
を
採

石
し
て
ゐ
る
､
花
掃
岩
は
正
に
金
川
の
基
磐
を
作
っ
て

ゐ
る

が､
時
代
未
詳
の
粘
板
岩
が
殆
ん
ど
何
塵
で
も
花

掃
岩
の
上
に
在
る
.
比
叡
山
の
唆
し
5'峯
は
玄
武
岩
質

で
あ
る
｡
(
雌
ン
詣

謁

.謂

巴

絶
頂
の
下
の
廉

い
鞍
部

の
北
東
側
は
皆
っ
て
美
し
い
杉
林
の
中
で
我
等
は
三
の

寺
院
と
之
に
接
し
た
種
々
の
阿
鼻
に
閏
逢
っ
た
｡
昔
て

は
掘
在
-
し
場
所
は
仝
鰹
に
荒
燈
し
て
ゐ
'
寺
は
閉
さ

れ
て
ゐ
る
.
徴
の
奥
ひ
が
其
の
部
屋

部屋
か
ら
逆
ら
出

仏
かげ
の
かつら

て
ゐ
､
前
栽
の
厚
い
苔
の
裾
を
ぬ
け
で
普
通
の

石

於

(

Ly

copod
ium
clav
atu
m
)
の
枝
が
絡
ま
っ
て
み
る
｡

か

-
し
ィJ此
の
世
の
光
条
は
亡
び
る
～
･
(S
ic
tr
an･

s
i

tg
h
r

ia
m

u
n
d

i…)

rJ
の
発
柚
を
起
し
た
原
因
を
尋
ね
る
と
先
づ
節

一
に

ケ

ン
プ
エ

γ
が
｢
暴
升
｣
と
呼
ん
だ
信
長
の
名
を
挙
げ
ぬ

ば

掌
ら
ぬ

｡

1
五
四
二
年
か
ら

7
五
八
二
年
の
間
に
内

乱
の
ね
!/
中
に
信
長
は
瀞
問
の
槽
カ
セ
掌
握
せ
ん
と
す

る
戦
士
と
し
て
先
頭
は
立
ち
､
足
利
賂
華
を
城
し
,
彼

が

其

の
勢
力
を
破
っ
た
桑
門
の
敵
と
な
み
'
其
の
将
帥

は
被
に
は
列
ら
在
か
っ
た
が
逓
曹
数
の
友
で
は
な
く
後



接
着
と
な
っ
た
｡

ジ
エ
ス
ウ
イ
ッ
ト
の
教
父
ク
ラ
ツ
セ

エ
(
C
rasset
)
が
日
本
西
数
虹
中
に
於
で
板
は
典

へ
た

桐

誤

は
上
は
引
い
た
ケ
ン
ブ
エ
〝
の
陳
述
(

ラ
イ
ン

に
は
ケ

髭

㌶

朋
桝
鵬
詣

梢
し
)
と
も
敏
の
確
証
中
の
多
-
の
轟

賓

と
も

lL
致
し
な

い
0
織
LH
信
長
は
平
氏
の

一
族
で
番

っ
た
が
､
此
の
宗
族
た
る
乙
と
は
彼
の
堆
勢
の
位
は
昇

っ
LJ
rJ
と
ほ
は
頻
っ
て
ゐ
な

い
､
乙
の
顕
蓮
は
暴
ろ
尊

ら
秀
で
た
る
塞
略
と
限
-
な
き
功
名
心
の
結
果
で
あ
っ

た
触
⊥
乙
の
才
幹
に
も
拘
ら
ず
平
和
を
渇
仰
し
て
ゐ
カ

閣
内
を
必
要
な
平
静
は
蹄
す
る
乙
と
は
彼
の
手
に
落
ち

な
か
っ
た
｡
功
名
心
と
邪
推
と
で
近
親
者
の
生
命
を
蔑

は
し
た
者
､
特
別
の
榊
に
配
ら
る
J
構
利
が
死
ほ
し
者

に
の
み
あ
-
主

主
張
し
て
其
の
彫
像
を
以
て
醐
像
に
換

へ
之
に
貴
敬
を
緋
は
せ
様
と
し
カ
者
は
他
の
凡
て
の
高

速
な
天
資
を
持
っ
て
屠
つ
て
も
基
尊
敬
の
精
通
者
で
79

親
友
で
も
な
か
っ
た
｡
価
伸
に
封
す
る
憎
悪
か
ら
と
免

除
の
な

い
安
債
を
協
同
を
程
る
馬
め
と
で
彼
は
新
し
さ

数
へ
の
弘
布
を
授
け
た
の
で
あ
っ
た
｡
第

一
番
に
比
叡

山
の
精
食
が
彼
の
憤
怒
に
遇
っ
て
'
妹
に
肝
椙
は
春
三

番
捌
敵
に
避
難
場
と
守
護
と
を
乞
ふ
た
輝
で
あ
っ
た
｡

新
滞
日
本
地
桝
前
文
雑

他
が

一
五
七

l
年
に
寺
院
を
火
と

観
と
恕
以
て
剰
繊

す
る
棟
に
部
肺
に
命
じ
た
の
は
比
叡

山
と
伽
藍
と
の
兄

ゆ
る
沖
両
道
の
潮
;
の
琵
琶
湖
の
流
出
川
近
-
で
あ
っ

た
｡
其
の
古

い
こ
と

＼
名
弾
は
閥
す
る
凡
tJ
の
暗
示
と

凡
て
の
哀
願
と
が
命
令
を
撤
回
す
る
に
効
が
な
か
っ
た

倍
量
の
答
が
響
き
渡
っ
た
p｢棚
酵
共
は
予
が
命
に
服
せ

ず
し
て
常
に
恵

叢
典
を
授
け
て
王
軸
は
反
抗
し
た
O
今

に
し

て之
NL)片
附
け
な
け
れ
ば
憂
患
は
永
-
宿
-
だ
ら

う
｡
加
之
何
連
は
戒
律
を
踏
越
え
た
と
予
は
聞
き
及
ん

だ
'
彼
等
は
魚
と
喋
の
あ
る
野
栄
を
食
L
t(
沸
教
が
食

ヽ
ヽ

う
ツヰヤ
ウ

す
る
乙
と
散
楽
ず
る
五
つ
の
意

頻
は
ぼ

ろ

'
蓮

､

え

ぞ
ね
ぎ
､
葱
及
び
玉
葱
で
あ
る
(靴
,
駄

謂

S

ri
噂

)

塞

を
背

へ
'
寵
控
せ
ず
に
経
典
を
招

い
て
了
つ

て

ゐ

る
｡

ど
う
し

て彼
等
は
恵
に
封
す
る
防
無
者
で
正
義
の
守
護

者
で
あ

-得
よ
う
?
｡
｣
-

翌
日
命
令
は
藩
行
さ
れ
'

埜
介
は

い
ね
は
ら

れ
な
か
っ
た
､
寮
ろ
火
に
魂
っ
た
も

の
が
餌
を
以
て
純
減
さ
れ
た
｡

一二
修
橋
か
ら
勝
は
芝
屠
術
を
通
っ
て
ゆ
-
'
芝
居
小

屋
の
被
風
に
種
々
の
脚
本
か
ら
の
場
面
が
美
し
-
播
き

糾
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
見
他
物
動
物
園
の
板
壁
は
相
似
で

T
S
.1

三
三



地

球

第
十
六
番

ゐ
る
｡
そ
れ
か
ら
市
の
兼
場
末
で
あ
る
粟
附
に
連
す
る

栗
田
は
大
津
に
向
つ
で
長
-
延
び
て
ゐ
る
｡
こ
II
は
工

業
閲
で
あ
っ
て
､
他
に
も
あ
る
が
莱
附
鹿
と
桐
す
る
美

し
い
磁
器
が

製作
n
れ
る
､
rJ
れ
は
薩
摩
焼
に
似
て
ゐ

る
が
其
の
棺
丈
夫
で
な
レ.
乙

と
ゝ
淡
黄
色
の
色
調
が
あ

る
rJ
と
と
で
薩
摩
焼
と
容
易

は
慣
別
n
れ
る
.
こ
こ
か

ら
街
道
は
郊
外
に
進
み
入
っ
て
経
か
ほ
高
ま
っ
て

行
き

H
町
岡
峠
と
大
津
峠
の
二
つ
の
低

い
鞍
部
を
越
し
･
急

に
下
っ
て
控
琶
潮
岬
の
大
津
町
に
蓮
す
る
｡
三
修
橋
か

ら
の
金
行
軍

二
度
で
あ
る
｡
比
の
間
は
僅
か
の
例
外
は

あ
る
が
繭
首
都
間
の
敢
恵
の
勝
春
で
あ
る
｡
比
が
原
因

は
多
-
の
牛
革
が
通
る
薦
め
で
'
大
津
と
西
京
と
の
問

に
は
甚
だ
活
散
在
車
の
交
通
を
椎
や
n
覆
い
､
TJ
机
で

中
央
及
び
北
方
の
囲
々
の
最
近
の
米
､
他
の
棟
食
､
茶

絹
'
其
の
他
の
産
物
を
運
ん
で
凍
る
.

輪
の
高
い
大
八
車
は
特
は
鈍
韮
な
事
で
､
路
上
及
び

大
き
を
舗
石
に
n
へ
洗
い
溝
を
附
け
雪

ず
つ
と
骨
に

鋪
石
し
て
勝
を
良
-
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
.(
一

八
七
五
年
の
晩
夏
に
予
は
兎
も
角
乙
の
路
が
著
し
く
能

く
な
っ
た
の
む
見
た
｡
少
し
以
前
に
孔
と
泥
い
轍
の
跡

解
三
批

董

7

三
四

が
雌
め
ら
れ

一
部
分
は
其
の
上
石
で
固
め
ら
れ
た
､
そ

れ
で
人
力
車
で
す
ら
通
る
部
が
出
兼
ね
｡
ヒ
ク
ブ
ナ
-

男
鰐
が
見
開
L
LJ
常
時
は
敏
の
主
張
す
か
に
も
係
ら
ず

｢
良
-
保
挿
さ
れ
て
｣
ゐ
な
か
っ
た
乙
と
は
確
か
で
あ
っ

た

｡
(
弛
･i
e
r
F
p
Sri
hm
Le
n.a
=ieS;aeu緒

鰻

m
Boanrd.en
eJn･紛
籍

p
e
rui
es:

関
配

相
柑
摘

岬本
音

楠

に
は
斉

の
織
も
夜
く
猶
は
職

の
轍
も
夜
-
'
轍
は
審
ろ
造
作
も
な
-
木
で
造
ら
れ
て

ゐ
る
に
も
準
b
ず
溝
が
路
上
は
出
凍
る
の
で
あ
る
｡
木

の
車
輪
が
強
靭
で
あ
る
乙
と
よ
わ
も
革
大
工
の
熟
疎
を

ね
♪b

rJ
と
は
驚
-
､
革
大
工
は
繊
釘
と
鎖
螺
旋
と
を
用
以
ず

し
て
か
J
る
車
輪
に
必
要
な
豊
岡
n
h
l持
た
す
こ
と
を

知
っ
て
ゐ
る
.
枕
掛
の
多
-
の
カ
は
弧
い
尭
軸
の
上
は

於
け
る
車
輪
の
摩
擦
は
よ
っ
て
失
は
れ
で
了
ふ
.
革
輔

と
同
じ
-
強
い
異
色
か
或
は
幡
褐
色
の
牡
牛
の
カ
曳
ほ

も
不
得
策
が
あ
る
.
何
と
在
れ
ば
此
の
閥
で
は
家
畜
の

去
勢
が
行
は
れ
で
ゐ
な

い
か
ら
､
か
-
力
曳
す
る
の
は

固
有
の
カ
を
以
て
す
る
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
軽
は

額
上
は
堅
-
附
い
て
ゐ
な
い
で
獣
の
甑
は
動
-
様
に
附

い
て
ゐ
る
､
カ
を
出
す
の
は
主
に
頚
に
基
注
さ
れ
て
ゐ

在
い
で
胸
に
あ
る
O
乙
の
遅
鈍
な
軟
既
の
各
は
鼻
に
環



h
J通
し
て
ゐ
て
牽
鋼
が
こ
の
境
を
通
っ
て
み
る
O
足
に

は
馬
の
場
合
と
同
じ
-
韮
各
を
は

い
て
ゐ
て
､

い
つ
も

像
僻
と
し
て
二
三
足
を
携
帯
し
て
ゐ
る
｡

つ
ち

附
虻
に
粟
的
煙
の
原
料
の

一
夜
る
H

-
岡
士

が
出
る

節

.t
の
高
ま
-
ロ
ノ岡
崎
(
E
｡
ケ

ン
プ
エ
ル
は
F
in
o
o
-

K
ato
g
g
e
と
革
い
て
ゐ
る
が
彼

の
記
し
ね
も
の

に
は
日

本
に
関
す
る
多
-
の
古
記
鉄
に
於
で
の
如
-
囲
有
名
を

屡
見
分
け
の
つ
か
附
帯
説
-
侍

へ
て
ゐ
る
)
を
越
え
た
､

後
'
路
は
平
坦
を
谷
盆
地
に
下
か
'
其
の
中
は
あ
る
日

杵
と
追
分
と

い
ふ
慮
む
通
つ
tJ
行
-
o
ケ
ン
プ
エ
ル
は

山
科
近
所
の
煙
草
栽
培
と
竹
と
は
就
包
J､

叉
追
分

に
放

け
る
盛
を
種
々
の
工
業
は
就

い
て
述
べ
て
ゐ
る
｡
革
質

追
分
は
今
口
で
も
獅
甚
だ
賑
は
し
い
附
合
町
で
家
並
は

術
道
に
沿
う
て
長
-
伸
び
'
今
で
も
相
担
ら
ず
二
百
年

前
の
様
は
錠
前
鍛
冶
.
挽
物
輔
､
彫
刻
師
､
衡
罪
師
､
針

金
工
､
滑
雷
商
及
び
酬
沸
商
が
も
と
の
様
に
は
発
え
で

は
ゐ
粕
が
業
務
に
従
っ
て
ゐ
る
｡
rJ
れ
よ
-
も
も
つ

と

人
を
盤
か
す
に
足
る
他
の
現
象
が
あ
る
｡
即
ち
旅
行
者

が
養
い
村
邑
を
迫
っ
て
行
-
と
､
右
左
-,L
の
茶
屋
の
打

閃

い
た
塵
数

か
ら
p
腰
を
か
け
て
休
ん
で
行
-
様
に
'

新
細
目
本
地
畔
諭
文
雄

多
-
の
茶
屋
女
が
叫
ぶ
様
に
呼
び
か
け
で
人
は
迫
る
こ

と
で
あ
る
､
同
じ
蔀
が
殆
人
ど
戯
れ
の
通
行
人
に
も
繰

返
さ
れ
る
為
め
'
女
中
は

一
日
中
に
は
到
班
L威
撃
に
敬

っ
て
了
ふ
O
我
鞠
(
狗
逸
)
で
は
も
と
此
の
茶
屋
と
給
仕

と
は
対
し
て
金
-
祝
っ
た
考

へ
が
'
此
等
を
怒

5,職
業

の
家
及
び
人
と
し
て
龍
-
乙
と
tこ
よ
っ
て
樽

へ
ら
れ
て

ゐ
ね
｡
彼
等
は
決
し
て
そ
ん
な
も
の
で
は
な
-
､
概

し

て
金
魚
尊
敬
す
べ
き
飲
食
店
な
の
で
あ
る
､
そ
rJ
で
人

は々
休
み
'
僅
か
の
物
を
飲
食
ひ
し
叉
は
よ
-
大
き

い

'')

な
hソ

食
事
を
撮
る
｡
女
給
仕
は
小
紳
麗
夜
服
装
を
し
て
居
'大

に
愛
想
が
よ
-
'
衆
分
が
花
や
か

で
あ
る
が
､
鼻
動
は

し
.I)や
か

や寸

閑
雅

で
あ
る
.
『
洛
休
み
な
さ
い
』
(
又
『
息
寝
み
な
n
い
』

は
よ
-
使
ふ
)
又
は
何
か
他
の
句
の
呼
び
か
け
は
屡
々

甚
だ
う
る
ru
い
が
古

い
罪
の
な

い
習
慣
で
あ
っ
て
'
主

要
交
通
路
上
に
明
ら
ruま
を
大
在
統
率
を
起
し
た
､
然

る
に
閣
内
蓮
陳
の
わ
き
勝
で
は
之
を
見
覆

い
が
､
行
者

の
多

い
霧
場
や
眺
望
の
よ
い
廃
の
正
蓮
に
は
叉
之
を
見

る
の
で
あ
る
0

我
等
が
腰
か
け
る
様
に
と
の
勧
め
に
従
っ
て
暫
時
休

ま
う
と
し
て
株
側
か
叉
は
英
産
の
放
れ
た
腰
掛
け
に
腰

完
ヨ

三
五



地

球

節

十
六
容

を
下
ろ
す
と
す
ぐ
は
急

い
で
火
鉢
を
持
っ
て
凍
､
其
の

赤
々
と
火
の
つ
い
た
淡
で
知
か
い
煙
管
に
火
を
斯
け
る

こ
と
が
揖
凍
る
､
又
小
盆
の
上
に
茶
の
入
っ
死
小
茶
碗

む
の
せ
て
出
す
､
猟
も
共
に
は
小
夜
土
瓶
が
添
へ
で
あ

っ
て
も
つ
と
掲
し
て
ゐ
る
際
に
は
狂
ぎ
箪
す
rJ
と
が
出

来
る
｡
次
に
天
気
に
踊
す
る
恩
付
草
や
､
我
等
の
茄
が

何
虞
か
ら
何
鹿
へ
と
の
問
以
や
他

の
事
柄
に
つ
d
Jt
知

ら
ぬ
人
の
な

い
瓶
の
事
を
話
し
か
け
て
､
到
親
勘
定
を

し
､
柑
掛
け
毛

n
･よ
な
ら
』
と

一
相
は
租
道
の
金
群
魔

が
我
等
を
見
え
を
-
す
る
ま
で
も
愛
想
を
頂
け
る
O

追
分
は
術
道
の
分
岐
を
呼
ぶ
言
葉
で
あ
っ
て
申
出
道

上
に
幾
度
も
繰
返
さ
れ
る
地
名
で
あ
る
｡
,J
FJ
は
云
ふ

追
分
で

一
つ
の
道
が
主
格
か
ら
分
れ
て
植
苗
は
向
以
谷

を
通
じ
で
伏
見
の
方

へ
､
遼
-
は
淀
と
大
阪
の
方

へ
遠

ざ
か
っ
て
ゆ
く
｡

追
分
か
ら
術
道
は
又
も
や
少
し
上
り
と
在
っ

て大
津

の
峠
の
上
は
登
っ
て
ゆ
-
'
峠
で
は
す
ぐ
に
琵

琶湖
上

へ
と
美
し
い
湖
の
周
囲
と
の
眺
望
を
享
楽
す
る
こ
と
が

揖
凍
る
｡
追
分
は
到
ら
ぬ
う
ち
に
既
に
左
手
の
路
の
北

方
は
､
遠
-
離
れ
て
比
叡
山
を
､
着
手
に
は
ク
､言

ピ

餌
三
脱

完
朗

二二
ハ

こ

やま

与
'[)こ

ン
グ
が
地
間
に
小

川

と

註
託
し
LJ
男

山

が
見
え
る
｡
男

川
に
は
大
き
な
有
名
な
紳
征
が
あ
る
筈
だ
｡

(蛸
ン
崇

蜘

榊
に
コ
ヤ
マ
と
あ
る
の
は
行
耕
ケ
瀬
と

い
ふ
音
羽
川

の前
川で
あ
る
Q
小

山
は
行
寮
ケ
森
北
灘

の
部
箔
で
あ
る
｡
ラ
イ
ン
は
ケ
ン
プ

エ
ル
の
『
射
手

に
は
縞
-
し
て
守
を
戴
け
る
音
羽
-;
O
to
w
a
n
o
才
a
m
m
a

と
背

い
て
ゐ
る
の
を
後
に
E
i
て
'
こ
れ
を

5.=3い
ポ
清

水

の
功
山

も
の
で
あ
る
Q
旗
行
常
時
伸
舵
が
目
に
つ
か
な
か
っ
た

の
で
こ

く
と
き
甥
山
な
ら
ば
榊
朴
が
あ
る
駕
だ
と
し
た
の
で
従

っ
て
弧の にを
分光 ;弦仰
のを てぐ
楠音譜'た』

めめ
山
を
刀
=H
と

い
ふ

は
誤

っ
て
ゐ
る
C

大

津

ケ
ン

プ

エ
ル

は
か
う
云
っ
て
ゐ
る
､
『
O
ot
z

即
ち

O
itz
は
近
江
囲

第

.1
の
小
市
に
し
て
都
よ
-
の

‥.･;iJ
A
I

.

.

.

.

ほ
ら

縛
通
に
皆
1,
.
長
-
鰐

の
如
-
貫
通
し
光
る
中
央
の
相

一
筋
と
郵
多
の
横
筋
J
J
を
本
髄
と
し
､
同
時
に
凡
を

一

千
の
小
さ
さ
農
家
と
市
民
の
家
と
よ
～,L成
れ
鼻
'
其
の

間
は
獅

立
派
な
る
旅
宿
数
倉
あ
わ
で
何
れ
も
塵
桃
な
る

女
人
を
放
か
ず
』
-

比
の
記
述
に
依
っ
て
北
づ
第

1

に
か
う

い
ふ
rJ
と
を

微

で
結
論
す
る
､
即
ち
約
二
百
年

前
に
は
大
津
は
今
日
よ
-
79
甚
だ
著
し
か
ら
ざ
る
巌
で

あ
っ
た
rJ
L
J
で
あ
る
'
何
故
な
ら
ば
日
本
で
は
通
例
毎

月
四
人
草
か
ら
五
人
の
人
口
を
数

へ
る
か
ら
此
の
町
は

其
の
潜
時
は
今
口
の
四
槽
の
敗
は
対
し
て
多
-
と
も
五

千
の
人
口
を
有
つ
ね
か
ら
で
あ
る
｡
皆
の
様
な
本
楯
遺



は
な
は
保
有
さ
れ
て
ゐ
る
｡
rJ
の
術
道
は
托
琶
湖
岸
は

平
行
し
て
北
西
方
は
延
び
､
蓬

は
出
の
上

へ
大
津
峠
及

び
京
都
の
方
に
向
つ
て
南
西
に
曲
が
っ
て
ゐ
る
｡
旅
宿

に
於
け
る

『
女
人
』
に
閥
し
て
は
､
ケ
ン
プ
エ
ル
は
被

の
薯
番
の
多
-
の
他
の
朋
に
於
け
る
棟
に
調
っ
て

ゐ
る

の
で
あ
る
か
或
は
爾
来
風
習
が
著
し
-
改
良
ru
れ
た
の

か
で
あ
る
｡
ケ
ン
プ
エ
ル
が
叉
言
及
し
て
ゐ
る
戒
は
大

津
は
江
月
に
衣
郁
し
カ
賂

罫

(粁
認

純
は
)
の
領
地
で

あ
っ
た
､
薯
際
ケ
ン
プ
エ
ル
､
ツ

ン
ベ
ル
グ
､
.I,h
エ
ス

:.]T[7.≠)

イ
ツ
ト
数
社
及
び
早

い
時
代
の
他
の
業
者
等
は

帝

を

桐

す
る
に
い
つ
79
内
妻
即
ち
言
粟
か
ら
云
へ
ば

｢
畠
碑
の

宮
殿
｣
を
以
で
し
た
｡

今
日
の
大
津
は
又
共
が
腐
す
る
郡
の
滋
賀
郡
に
従
っ

て
滋
賀
と

い
ふ
名
を
有
す
る
｡
大
津
は
滋
賀
煤
と
呼
ぶ

腺
の
骨
折
で
あ
り
､
其
の
榔
各

よ
き
位
置
の
薦
め
に
甚

だ
清
躍
し
て
お
る
踊
業
取
引
を
有

す
る
｡
兼
山
道
及
び

北
陸
道
の
近
接
諦
囲
の
米
､
茶
p
裾
､
拭
､
陶
器
及
び

他
の
物
産
は
大
津
を
鮭
‡
={
都
の
方

へ
或
は
伏
見
及
び

大
阪
の
方

へ
連
す
る
｡
逆
に
兵
庫
か
ら
の
輸
入
物
の

l

部
は
滋
現
計
緑
で
内
部
の
方

へ
通
を
取
っ
て
進
ん
で
行

新
川
･=･E
林
地
蝉
前
文
紙

く
｡

撒
水
京
都
と
の
商
品
運
送
が
そ
れ
を
以
て
行
は
れ

で
ゐ

る
大
八
車
と
井
と
は
就

い
て
は
既
越
し
た
｡
閣
内

の
何
塵
で
も
こ
＼
の
様
に
を
･<
な
に
多
-
て
'
そ
ん
な

に
美
し
-
カ
弧
い
牡
牛
が
役
立
っ
て
ゐ
な

い
｡

若
狭
越
前
加
賀
等
の
日
本
海
岸
諸
岡
と
安
浦
す
る
蛋

吏
な
運
慮
方
法
と
し
て
琵
琶
湖
上
に
舟
運
が
行
は
れ
で

居
る
､
舟
運
に
は
今
で
は
小
蒸
汽
舶
を
も
邦
ひ
て
ゐ
る
｡

然
し
之
と
共
に
や
が
て
出
来
上
る
末
都
大
津
間
の
戯
道

を
望

遠

岸
は
附
う
で
タ
ノ
ウ
ラ
(
詔

諸

州

)

附
近
の
琵
琶
湖
の
北
鼎

へ
'
而
し
て
後
述
-
敦

賀
の
要

港

へ
延
長
す
る
乙
と
が
注
意
さ
れ
て
ゐ
る
｡

工
業
的
閥
係
で
は
大
津
は
た
iJ
此
庭
で
製
造
さ
れ
る

多
-
の
算
盤
を
以
て
著
し
と
す
る
｡

日
本
人
は

一
つ
の
町
を
記
述
す
る
ほ
潜
っ
て
は
を
FJ

と
其
の
周
囲
に
あ
る
寺
､
山
､
河
湖
､秀
で
カ
樹
木
及
び

か
J
る
物
を
名
所
と
し
て
杖
肇
す
る
を
以
て
初
め
る
｡

大
津
の
頂
鮎
と
す
る
所
は
云
は
ず
と
美
ほ
し
で
大
き
な

琵
琶
湖
と
之
を
園
純
す
る
場
所
'
寺
院
､
山
岳
の
光
覚

で
あ
る
｡
日
本
人
は
喜
琶
湖
の
形
を
琵
琶
に
擬

へ
て
其

の
名
と
L
ttJ屠
る
､
此
の
比
倫
は
誹
れ
も
が
誰
容
す
る

I
九
.弧

二

七



地

球

妨
十
六
雀

で
あ
ら
う
藻
に
ヒ
ク
ブ
ナ
-
男
爵
が

『
不
規
則
は
四
角

形
』
と
し
た
よ
-
も
造
か
に
よ
-
常
で
放
っ
た
79
の
で

あ
る
｡
近
江
岡
の
中
央
は
あ
-
且
大
阪
､
若
狭
'
尾
張

の
三
轡
の
間
に
介
し
て
湖
水
は
南
南
西
か
ら
北
北
東
の

方
へ
長
r
u約
八
雌
延

びて
ゐ
､
北
部
に
於
tJ
最
も
康
q
J

朗
で
幅
二
哩
あ
る
｡
其
の
面
積
は
略
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
湖
に

等
し
い
.
美
し
い
純
色
の
水
面
は
海
抜
約
百
米
に
在
る

(
ク
エ
ツ
ビ
ン
グ
氏
が
大
津
の
高
さ
教
官
四
十
四
米
で

あ
る
と
述
べ
て
る
の
は
疑
も
な
-
視
は
昭
つ
て
ゐ
る
.

夫
は
追
分
と
草
津
と
の
高
rJか
ら
見
て
79
明
か
で
あ
ら

る
).敢
深
八
十
五
米
あ
る
ら
し
い
の
も
ね
lJ
l三

の
箇

所
で
之
に
連
す
る
の
で
あ
ら
う
｡
多
-
の
村
落
と
よ
く

耕
ru
れ
光
村
畑
が
湖
水
h
T取
ら
食

い
で
ゐ
る
､
附
畑
は

南
方
を
除

い
た
凡
て
の
側
で
､
漸
次
森
の
あ
る
山
に
高

ま
っ
て
行
-
｡
二
つ
の
小
ruな
岩
の
島
が
湖
中
か
ら
損

で
ゐ
'
酵
多
し
い
鵜
と
鵬
と
他
の
水
鳥
と
が
棲
ん
で
ゐ

.J)(/

て
専
ら
魚
む

漁
っ
て
ゐ
る
｡(
湖
水
は
潜
ん
で
ゐ
る
魚
の

ぅ
ち
で
政
も
主
要
在
且

つ
政
も
普
通
な
も
の
と
し
て
鯉

(
C
y
p
rin
us
h
ae
m
ato
pt
er
us)鮒
(
C
a
ras
su
s
L
a
n
g
s･

節

三
統

義

ハ

三
八

ア
ユ

d
orffii)舵
(
S
ilu
ru
s
j.a
p
On
icu
s
)
鮎
(
ア
イ
と
拳
骨
す

る
)
(P
tecto
喝
10
ssu
s

a

tti
vellis)
鰻
(

A
n
g
u
…1ia
ja･チ,.;I

p
o
nica)を
畢
げ

る

｡
此

切
外
賓
し
い
も
の
は
烏
介
､
立

エ
ポ
シ

か
はにな

た
に
し

烏

帽

子

､
規
､
河

幡

'
田

螺

の

種
々
の
種
で
あ
る
｡
近

頃

レ
オ
ン
･
メ
チ
コ
ッ
プ
(L
ion
M
etsch
ik
o
ff
)
は
彼

ラ
ンe･-.-
ル十
ポネ-

の
『

日

本

確

固

』

中
に
湖
中
は
川
棚
魚
の
春
在
す
る
と

5,

ふ
古

い
時
の
観
を
叉
薄
現
し
て
み
る
)｡
水
は
極
め
て
摺

漁
で
あ
り
.
周
囲
は
明
塊
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
.
共
が

入
っ
て
ゐ
る
覚
観
の
規
模
大
在
る
琵
琶
湖
は
ア
ル
プ
ス

の
湖
沼
と
措
抗
す
る
fJ
と
は
出
水
ぬ
｡
然
し
乙
rJ
は
歴

史
誓
約
み
俸
説
の
;=㌫
か
在
土
地
で
あ
る
か
ら
､
日
本
人

に
取
っ
て
は
到
底
史
的
興
味
が
美
し
い
風
物
と
在
っ

て

士
地
と
合

一
し
て
ゐ
､
且
つ
=
本
人
が
其
の
籍
め
に
此

の
盆
地
を
問
の

一
大
名
所
は
数

へ
る
に
足
る
資
格
を
之

は
典

へ
る
の
は
宜
な
-
と

い
ふ
べ
L
で
あ
る
｡

小
薬
汽
船
つ
-
大
津
波
止
場
の
傍
の
美
し

5,所
は
あ

る
宿
屋
の
棟
に
立
て
ば
､
湖
水
の
八
濃
の
種
々
を
も
の

を
観
る
rJ
と
が
出
凍
る
､
賓
は
又
三
井
寺
の
夕
碁
の
鐘

(
三
井
の
晩
鐘
)
の
頗
-
響
き
渡
る
調
べ
を
聴
く
こ
と
が



出
氷
る
､
日
本
人
は
此
の
鈍
礎
に
傾
聴
す
る
｡
同
時
に

快
蓑
の
所
に
あ
っ
て
有
名
な
三
井
等
の
地
櫓
は
迄
か
ほ

よ
い
眺
望
,i.LJ
供
し
て
ゐ
る
｡
TJ
rJ
は
町
の
北
西
は
静
-

既
に
述
べ
LJ
加
茂
川
と
珪
琶
湖
と
の
関
の
山
通
の
東
側

に
於
け
る
高
ま
-
の
上
に
あ
る
､
乙
の
川
連
は
狗
北
は

瓦
っ
て
比
叡
山
と
比
良
山
と
で
敢
旦
庇
い
峯
を
な
し
て

ゐ
る
｡
三
井
寺
は
支
郷
か
ら
起
っ
た
天
童
宗
に
属
し
､

中
世
紀
に
於
で
椎
勢
と
簿
崇
と
は
親
し
少
し
-
比
叡
山

の
寺
院
の
下
に
位
し
た
､
今
H
で
79
翻
ほ
然
-
で
あ
る

が
'
政
府
が
其
の
豊
か
な
収
入
を
甚
し
-
制
限
し
且
つ

噴

き
の
様
に
僧
侶
の
数
聖

二
宵
人
は
減
じ
た
と
は
云

へ

憤
怒
的
沸
敦
の
葬
れ
ね
道
場
で
あ
る
｡
…

高

い
石
段

を
登
れ
ば
寺
の
あ
る
焼
場
に
連
す
る
｡

乙
FJ
は
楯
突
在

る
公
園
の
た
.iJ
中
に
あ
る
美
し

い
偉
常
に
在
る
｡
然
し

観
る
べ
d
uも
の
は
こ
こ
か
ら
遠
か
ら
氾
公
園
内
に
あ
る

一
大
兜

蛙
で
あ
っ
て
､
次
に
述
べ
る
釆
雁
を
有
す
る
｡

免
除
を
首
足
を
殺
し
た
勇
士
俵
藤
太
は
琵
琶
湖
底
の

地
下
宮
殿
な
る
龍
宮
の
乙
姫
か
ら
御
地
と
し
て
立
派
を

鎌
を
葦
つ
で
脚
に
贈
っ
た
｡
然
し
日
本
の
五
人
ゴ
-
ア

新
滞
日
本
地
蝉
論
文
鵜

テ
な
る
押
慶
は
之
を
盗
ん
で
肩
ほ
か
つ
い
で
此
叡
山
の

僧
侶
の
塵

へ
持
っ
て
行
っ
た
､
然
る
に
鐘
を
つ
る
ruげ

て
か
ら
鏡
を
接
か
,T
と
し
た
時
も
と
の
膏
を
出
さ
ず
ほ

自
ら

『
三
井
等
-
三
井
寺
～
･』
と

い
ふ
東
壁
の
言
基
を

出
し
た
｡
そ
れ
で
俳
慶
は
再
び
之
を
足
代
か
ら
取
下
ろ

し
て

1
蹴
-
で
之
計
二
二
井
寺
に
法
っ
た
.
其
の
近
-
の

高

い
樹
々
の
蔭
に
被
は
れ
で
今
で
も
此
の
鐘
が
あ
る
｡

1

そ
こ
か
ら
遠
-
な

い
所
に
佃
は
叉
労

い
重

い
蛾
の

釜
が
あ
る
'
体

へ
る
所
に
ょ
る
と
押
慶
さ
ん
が
之
で
米

を
た

い
た
と

い
ふ
｡
賓
際
は
群
慶
は
之
を
水
潮
に
使
っ

た
の
だ
ら
う
.
か
J
る
正
人
に
摘
す
る
回
想
は
樺
山
に

あ
る
'
例

へ
ば
青
野
に
も
そ
れ
が
あ
る
｡

緋
慶
は
機
智
に
富
み
且
つ
老
滑
で
あ
っ
た
｡
も
と
は

恐
ろ
し

い
漆
賊
で
人
殺
し
で
あ
っ
た
が
後
に
､
十
二
世

紀
の
後
車
に
春
介
し
敬
基
さ
れ
カ
日
本
の

『
剛
勇
に
し

て
高
潔
な
る
騎
士
』
た
る
源
義
経
の
忠
義
を
.d
と
な
っ

た

○近
江
の
湖
水
の
西
方
に
督
つ
で
我
等
の
見
取
地
閲
に

示
r
ul肌
で
ゐ
る
此
良
山
は
森
で
蔵
は
れ
た
長

い
山
菅
で

1
怨

1二
九



地

球

節
十
六
懲

あ
っ
て
南
方
の
比
叡
山
よ
-
も
梢
高
-
､
周
園
の
凡
て

の
山
々
の
中
で
春
季
に
政
や
北
-
雪
の
頭
布
を
戴

い
て

ぬ
る
rJ
と
で
名
高

い
｡

大
津
か
ら
約

一
度
草
で
'
授
か
に
高
-
な
二

村
と

円
と
は
蔽
は
れ
ね
平
野
の
上
は
奪
え
る
比
叡
山
の
麓
が

近
江
の
潮
水
に
迫
っ
て
凍
る
魔
に
唐
崎
の
付
が
あ
る
｡

日
本
人
は
大
明
輔
弼
の
傍
に
湖
水
は
接
し
y
P
水
平
に

延
び
て
種
々
は
刈
込
ま
れ
カ
枝
が
周
囲
二
首
歩
に
騰
が

る

一
本
の
甚
だ
古

い
松
を
愛
賞
す
る
｡
rJ
の
唐
崎
大
明

榊
の
松
は
ピ
ヌ
ス
ニ

ッ
ソ
ニ
ア
ナ
(
P

i

n
us
冒
a
sso
n
i.

ana
)で
あ
る
､
然
し
其
の
大
ru
は
文
に
糖
は
社
々
誇
張

され
て
ゐ
る
｡

太

い
幹
は
胸
の
高
n
の
鹿
で
既
に
杖
を

介
っ

てゐ
て

此
の
樹
は
=
本
人
に
好
か
れ
る
政
は
我

等
に
好
か
れ
る
と

い
ふ
こ
と
よ
-
も
も
つ
と
我
等
を
庶

か
す
の
は
其
の
特
有
の
支
持
力
で
あ
る
｡
之
は
好
荷
が

温
か
に
異
な
っ
て
ゐ
る
鮎
の

一
つ
で
あ
る
0

中

山
遇
と
束
泥
道
と
は
大
津
か
ら
肺
臓
な
小
町
な
る

げ

L.I
.

膳

所

を
通
っ
て
ゆ
-
､
こ
こ
は
術
道
の
両
側
に
在
る
長

い
家
政
に
六
千
の
人
口
h
t以
t,韮
落
し

てみ
る
｡
琵
琶

飾
三
助

1九八

四

〇

湖
畔
は
本
多

(
ケ
ン
プ
エ
ル
の
呼
ぶ
所
に
よ
る
と

O
n
･

d
ai

･Sa
m
a)
の
城
が
立
っ
て
屠
る
､
本
多
は
近
江
第
二

の

大名
で六
筒
石
の
知
行
で
あ
っ
た
.(
1
石
は

一
八
〇

-
ツ
ト
ル
四
'
菅
は
大
名
と
役
人
と
の
凡
て
の
収
入
は

米
の
石
で
決
め
ら
れ
た
｡

一
石
の
低
値
は
二
弗
草
と
五

兆
の
間
に
担
じ
て
ゐ
た
)｡
1
八
六
八
年
と

1
八
六
九
年

-ハか
･)I

と
の
砕
統
治
の
接
着
は
興
味
あ
る
時
代
の
多
-
の
他
の

建
物
を
破
壊
し
LJ
戒
は
此
の
城
を
敦
つ
ね
｡

進
む
乙
と

一
旦
に
し
て
粥
田
村
ほ
っ
-
､
道
に
常

っ

た
湖
山
の
庸
棺

(
明
に
日
本
語
の
何
を
も
排
解
し
な
か

っ
た
ケ
ン
プ
エ
γ
は
Z
ittc'･n?
fa
si
に
就

い
て
述
べ
tJ

ゐ
る
)
と
呼
ぶ
甚

だ
古

い
有
名

在
水
橋

が

あ
っ
て
宇
治

川
む
托
琶
湖
か
ら
流
出
た
す
iI
の
虞
で
渡
る
｡
寧
ろ
川

の
右
側
に
あ
る
長
-
伸
び
た
島
が
金
憶
で
二
宵
十
九
米

の
長
ruが
あ
る
木
橋
の
天
然
脚
蔓
に
な
っ
て
ゐ
る
｡
既

に
ツ
ン
ベ
ル
グ
は
其
の
有
様
は
つ
い
て
述
べ
.
殊
は
橋

は
三
甘
五
十
歩
の
長
ruが
あ
わ
'
欄
干
を
具

へ
'
囲
風

で
飾
ら
れ
､
即
ち
銅
金
具
を
集
う
て
ゐ
る
の
む
拳
げ
で

ゐ
る
｡
ケ
ン
プ
エ
ル
は
被
の
日
本
で
見
た
政
も
美
ほ
し



て
政
も
大
な
る
柿
で
あ
る
と
云
っ
て
ゐ
る
｡
柿
下
は
急

ぐ
琵
琶
湖
の
水
は
浅

い
｡

瀬
田
橋
の
近
-
で
､

一
一
八
二
年
に
源
義
仲
が

(
彼

の
従
比
弟
な
る
損
朝
及
び
義
経
の
鎌
倉
か
ら
急
ぎ
上
っ

た
賂
士
に
封
す
る
我
辞
で
)
亡
び
雪

之
よ
-
先
き
彼

は
彼
の
血
族
を
平
氏
よ
-
救
以
出
し
､
寧
氏
の
後

援
者

で
あ
っ
聖

二
井
守
と
比
叡
山
の
僧
侶
を
種
ら
し
賂
罫
に

な
っ
た
の
で
あ
っ
た
｡
-

狛
叉
多
-
の
他
の
著
し

い

事
趣
が

rJ
乙
に
洪
ぜ
ら
れ
た
｡
樽
説
時
代
か
ら
我
等
は

日
本
の
龍
即
ち
在
大
な
百
足
に
踊
す
る
歴
史
に
気
附
-

乙
姉
棟
は
琵
琶
湖
底
に
龍
宮
を
所
有
し
て
ゐ
允
｡
其
の

時
恐
ろ
し

い
怪
物
の
肩
足
が
ゐ
y
'
湘
Fjit
橋
の
北
壁

一

雌
の
囲
錐
形
を
な
し
た
蝿
蛤
山
(
三
上
山
)
に
佳
人
で
ゐ

た
､
肩
足
の
健
は
長
-
て
山
を
七
捲
き
牛
し
カ
｡
此
の

動
物
は
年
収
招
き
を
研

い
て
'
琵
琶
湖
の
中
は
櫨
を
伸

ば
し
LJ
･
班
は
龍
宮
に
達
し
乙
師
の

.i
番
よ
い
魚
を
食

～,L
食
っ
て
ゐ
る
の
は
尾
淵
は
荷
は
川
に
梱
れ
て
ゐ
霊

位
藤
太
(
秀
郷
)
は
勇
士
に
し
て

乙
の
煩
累
か
ら
乙

漸
滞
日
本
地
併
給
丈
弘

姉
を
救
以
､

.L
夜
潮
汗1
橋
の
上
は
石
見
を
待
伏
し
､
其

の
日
に
致
命
の
欠
を
射
た
｡
三
井
寺
で
此
の
場
面
の
綿

吏
拭
っ
て
ゐ
ね
O
勇
敢
な
射
手
の
後
ろ
に
乙
姫
が
立
っ

て
ゐ
る
｡
乙
鮎
は
其
の
薦
め
に
射
手
に
大
な
る
寵
愛
を

敦
は
L
t
彼
に
樺
山
は
報

い
た
'
就
中
既
に
述
べ
た
鏡

を
贈
っ
た
.

(
ケ

ン
プ
エ
γ
は
他
の
来
歴
を
述
rrt
て
ゐ

い1.･1(

る
.
『
1
尾
の
蛇
と
云
以
龍
と
云
ふ
も
の
が
此
産
の
湖
岸

に
佳
払
屠
た
わ
け
る
が
同
じ
頃
叉
人
の
身
空

宿

の
長

r
uあ
る
大
娯
蛤
あ
-
一二

此
虞
よ
旦

豆

距
わ
た
る
術

造
傍
の
高

さ
聞
き
岡
ほ

て'
其
の
動
物
は
よ
り
で
乙
を

損
肱
川
と

種
す
る
川
に

衆
-
居
-
て
､
そ
の
街
道
に
出

で
J
人
を
騒
が
し
け
る
が
､
或
液
潮
蓮
に
凍
-T
て
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彼

の
龍
の
産
み
置

qJた
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を
喰
ひ
誼
し
け
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こ
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薦
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爾
動
物
間

の
大
軍
闘
と
な
-
龍
は
之
に
打
勝
ち

て

兇
敵
を
滅
し
た
㌔

後
の
人
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此
の
事
件
を
記
念
す
る
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め
に
も
比
の
村
の

.L
郵
ほ
て
佐
藤
太
と
柄
ふ
る
朋
に
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両
を
禦

止
せ
-
余
も
此
却
あ
-
L
殻
櫨
と
し
て
其
の
嗣
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