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笈
底
を
捜
す
う
ち
に
昭
和
十
三
年
に
試
み
た
石
家
薙
附
近
の
小

誌
行
記
を
見
出
し
た
。
誰
敲
を
．
経
な
い
訳
書
程
度
で
あ
っ
た
が
、

臓
分
に
と
っ
て
こ
れ
が
漸
く
模
糊
と
し
つ
全
の
る
思
ぴ
出
の
種
で

あ
る
貞
。
竃
は
あ
の
族
は
支
那
に
來
て
以
來
、
　
一
番
氣
讐
敵
而
も
帳
…

し
い
も
の
で
あ
ρ
た
．
其
の
噴
未
だ
線
も
殆
ん
ど
地
表
に
瀬
…
丸
出

ぬ
季
節
で
は
あ
っ
た
が
、
叢
は
意
外
に
暖
く
太
陽
は
さ
ん
～
＼
と

黄
土
を
射
た
。

　
北
畑
特
有
な
大
地
と
碧
落
と
の
殺
風
景
た
冬
眠
誓
言
と
評
し
去

れ
ば
そ
れ
迄
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
の
羅
調
と
見
え
る
色
彩
の

中
に
購
然
の
攣
化
と
光
の
美
し
さ
を
今
更
の
如
く
感
じ
、
何
庭
と

も
な
く
潔
っ
て
干
る
春
の
喜
び
を
踏
ん
だ
。
そ
れ
は
丁
度
三
屑
初

、
旬
で
、
廃
朝
夕
露
櫨
を
な
つ
か
し
む
氣
湿
乍
ら
、
外
出
に
は
風
さ

え
な
け
れ
ば
、
寒
か
ら
す
暑
か
ら
す
、
そ
れ
に
雨
降
り
直
後
と
て
、

秘
め
の
二
三
臼
は
砂
塵
に
も
見
舞
れ
す
と
云
っ
た
次
第
で
あ
っ

た
．
、
族
行
は
撒
欝
間
に
亙
っ
て
蕉
鑓
か
ら
獲
鹿
・
趙
等
等
を
巡
り

歩
い
た
の
も
の
で
あ
っ
た
。
實
に
こ
れ
と
云
ふ
特
別
な
鐵
的
も
な

く
漫
然
と
歩
い
た
。
尤
も
趙
縣
の
大
石
橋
や
下
陰
の
本
願
寺
の
含

利
塔
の
様
に
三
々
期
待
し
て
居
た
も
の
も
な
い
課
で
は
な
い
。
然

し
そ
れ
は
治
安
の
關
係
で
ど
う
な
る
こ
と
か
、
其
場
白
々
に
當
っ

て
見
な
け
れ
ば
認
定
は
出
愚
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
從
っ
て

漫
然
…
と
し
て
歩
く
と
云
ふ
形
容
が
尤
も
趨
當
し
た
族
行
と
謂
…
ひ
欝

る
も
の
で
あ
っ
た
。
欝
て
改
め
て
此
σ
血
書
を
息
み
返
し
て
見
る

と
そ
れ
は
繁
り
に
も
ぎ
こ
ち
な
さ
に
満
ち
て
騰
る
。
起
る
と
こ
ろ

で
は
今
淫
ん
で
漏
る
印
象
と
は
似
つ
か
な
い
様
な
氣
持
で
記
さ
れ

て
す
ら
居
る
。
然
し
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
自
分
に
と
っ
て
は
難

肋
な
る
儘
に
少
し
く
訂
正
を
加
へ
、
思
ひ
決
っ
て
獲
表
す
る
こ
と

N
し
た
。

　
　
　
　
銀
　
・
　
定

（98ノ
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正
定
は
古
く
翼
定
と
総
…
し
て
溜
る
。
そ
れ
が
距
定
と
現
在
の
様

に
護
か
れ
允
の
は
清
朝
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
．
．
貫
定
は

縫
代
以
來
の
古
塚
…
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
何
故
に
攣
更
さ
れ
た

の
で
あ
る
か
。
知
見
す
る
範
閾
で
は
溝
…
靭
順
治
年
閥
に
は
未
だ
輔
呉

定
と
製
し
て
居
る
か
ら
、
改
欝
は
恐
ら
く
そ
れ
以
降
・
の
こ
と
で
あ
‘

ら
う
と
考
へ
る
。
勿
論
、
蕉
と
眞
と
は
意
味
も
獲
　
鷲
も
僅
か
な
絹

違
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
支
那
で
は
皇
帝
の
誰
を
避
け
て
改
欝
さ
れ

る
こ
と
が
古
く
か
ら
行
は
れ
て
居
る
が
、
此
の
揚
舎
も
さ
う
し
た

理
由
に
基
く
の
で
あ
う
ら
か
。
議
定
に
關
す
る
府
縣
森
中
、
漕
代

麗
版
さ
れ
た
竜
の
な
ど
を
涯
賦
す
る
と
殊
更
に
眞
の
字
を
採
殺
し

た
り
、
或
．
は
悉
く
正
の
字
に
改
め
て
屠
る
。
是
に
は
何
か
闘
く
が

あ
り
そ
う
な
氣
が
し
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
○
然
し
今
の
所
、
こ

の
こ
と
は
私
に
解
き
得
な
い
謎
と
な
っ
て
居
る
。
縣
名
と
し
て
は

満
代
以
來
眞
定
と
稻
1
／
、
そ
れ
が
三
朝
に
三
口
と
改
め
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
ζ
と
上
記
し
た
論
り
あ
る
が
、
更
に
廣
範
な
麗
劉
名
と

し
て
も
、
鴨
拠
の
武
膏
が
凶
命
定
國
を
耀
く
る
あ
り
、
そ
れ
よ
り
以
後
」

魏
晋
に
常
山
粥
、
齊
周
に
撫
州
、
隣
に
悔
山
鄭
．
、
鷹
に
親
等
或
は

鎭
州
、
近
世
以
降
更
に
翼
定
府
、
法
定
路
等
と
欝
し
、
濤
に
至
つ

篇
銀
蕪
近
聡
の
古
蹟
ハ
上
X
下
竪
）

て
縣
名
陶
様
正
定
府
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
此
庵
は
濾
二
河
に
臨
み
井
鰹
を
擁
し
、
吉
來
河
北
由
潜
門
の
交

逓
上
の
要
衝
で
あ
っ
た
。
從
っ
て
交
通
上
の
み
な
ら
す
維
済
敷
治

軍
申
蟻
上
に
於
て
も
錯
聴
要
な
地
方
的
巾
心
を
な
し
て
居
た
。
そ
れ

が
闇
一
遇
…
な
保
守
主
蕪
肺
に
疫
x
ら
れ
て
、
正
太
鐵
路
の
趨
黙
た
る
こ

と
を
拒
ん
だ
結
果
、
當
時
迄
癌
も
知
ら
れ
な
か
っ
た
石
嵐
気
に
殿

盛
を
奪
は
れ
、
そ
れ
以
來
褻
邊
の
一
跨
を
辿
る
に
至
っ
た
。
今
で

は
落
付
い
た
町
、
物
静
か
な
町
と
化
し
つ
k
あ
る
。
そ
れ
は
や
が

、
て
過
去
の
敏
裕
閏
を
語
る
歴
皮
の
町
で
も
あ
る
課
だ
。
さ
れ
ば
此
虞

は
丈
化
的
遺
蹟
に
掌
る
窟
ん
で
居
る
。
竃
は
大
し
た
期
待
を
掛
け

ず
に
い
つ
懇
私
で
は
あ
つ
允
が
、
意
外
叛
獲
物
に
思
は
ぬ
楡
快
を

味
ふ
こ
と
が
誹
言
た
の
で
あ
る
。

隆
興
寺

　
隆
興
寺
は
城
の
東
門
内
に
在
る
。
此
邊
切
っ
て
の
名
刹
だ
。
境
・

内
の
孤
塁
閣
が
一
段
と
高
く
そ
び
え
、
憂
く
か
ら
も
見
え
る
。
し

か
し
今
で
は
隣
り
の
天
主
藍
の
洋
式
建
築
に
す
っ
か
り
纒
．
誼
さ
れ

た
形
で
、
　
㌫
処
如
何
に
も
孤
彫
情
然
と
云
つ
だ
姿
を
富
め
し
て
居

第
瓢
　
獣
医
ハ
懲
　
　
第
↓
㎝
號
　
　
　
二
九
｝
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石
家
蕪
近
在
の
古
蹟
ハ
上
）
（
小
野
）

る
。
（
第
嚇
閾
影
面
）

　
寺
は
一
に
寵
興
寺
と
も
蹴
解
き
、
俗
に
は
大
佛
寺
で
遁
っ
て
居

る
。
階
の
開
婁
コ
旧
年
、
刺
史
の
魚
網
倦
な
る
者
が
州
内
の
士
庶
一

萬
人
を
渤
涌
し
て
建
立
し
た
の
が
そ
も
そ
も
の
劇
め
と
傳
へ
、
嘗

蒔
は
龍
藏
寺
と
増
し
充
。
降
っ
て
宋
の
太
考
古
匡
胤
が
太
原
親
征

の
齢
途
、
正
定
に
駄
監
軍
さ
れ
た
。
其
の
際
城
外
の
大
悲
寺
に
詣
で

ら
れ
た
。
同
人
に
は
落
書
、
唐
の
自
蜀
藤
師
所
帯
と
云
ふ
金
銅
の

辮…

ｹ
菩
薩
像
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
遼
の
兵
憂
及
び
周
の
銅
禁
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

に
遇
ひ
殿
損
さ
れ
て
し
ま
っ
て
居
た
。
・
帝
は
そ
れ
を
知
っ
て
重
鋳

の
旨
を
仰
繊
さ
れ
允
。
時
に
關
…
甥
R
二
年
点
九
六
八
隼
山
で
、
同
四
年

愈
々
鋳
造
に
藩
慰
す
る
こ
と
玉
な
っ
た
。
然
し
場
所
は
大
悲
寺
で

は
な
く
、
今
度
は
龍
曲
賦
寺
の
佛
殿
の
北
側
に
於
て
で
あ
っ
だ
。
帥

ち
此
慮
に
激
つ
掩
撃
間
の
柵
講
堂
を
取
除
い
て
仕
事
場
を
作
り
、
田

鰻
生
干
入
の
入
夫
を
使
用
し
た
と
云
ふ
。
影
響
寺
が
寵
興
寺
と
な

つ
拠
の
は
恐
ら
く
莫
の
際
で
あ
ら
う
。
後
、
籠
興
寺
を
隆
興
寺
と

も
書
く
や
う
に
な
っ
た
。
龍
と
隆
と
は
音
通
す
る
か
ら
大
し
た
改

悪
…
と
云
ふ
程
で
は
な
い
が
、
勿
論
勅
、
賜
に
依
っ
て
改
め
た
の
で
あ

る
。
撚
…
し
そ
れ
は
可
域
後
世
の
こ
と
で
、
溝
朝
の
康
煕
年
間
で
あ

櫨
罪
二
十
晶
ハ
巻
　
　
第
二
鍛
伽
　
　
　
二
九
二

る
と
解
せ
ら
れ
る
。
思
ふ
に
此
の
寺
院
は
宋
以
降
諭
旨
の
崇
儒
厚

く
被
護
亦
勘
な
か
ら
す
、
寺
院
佛
像
の
重
修
や
総
…
含
佛
呉
の
櫓
…
設

相
次
い
で
行
は
れ
た
。
而
も
西
隣
に
は
行
宮
す
ら
建
て
ら
れ
て
居

る
。
そ
れ
が
清
末
以
降
急
に
寺
蓮
が
褒
退
し
始
め
だ
。
既
に
現
在

で
は
、
行
宮
も
天
主
教
會
に
由
め
ら
れ
、
境
内
の
伽
藍
中
早
く
も

土
率
と
化
し
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
或
は
破
軒
傾
柱
風
雨
の
さ
ら
す

に
任
せ
、
荒
膜
の
跡
惨
と
し
て
潤
を
そ
む
け
し
む
る
個
所
す
ら
見

え
る
。

　
石
橋
を
渡
る
と
山
門
が
あ
る
。
山
門
内
に
は
四
天
王
を
安
置
し

て
居
た
。
さ
し
て
懲
い
塑
で
は
な
い
が
、
嵐
來
ば
え
は
佳
作
の
部

に
鵬
し
よ
う
。
天
井
を
擁
ぐ
と
屋
根
が
抜
け
て
直
接
光
が
射
し
込

ん
で
罷
る
。
軒
下
の
木
組
を
箆
る
と
斗
棋
に
は
吉
式
な
も
の
と
溝

式
の
も
の
と
が
蘇
一
瓢
さ
れ
て
居
か
椿
こ
れ
は
滞
…
代
　
の
木
匠
が
重
修

の
際
古
い
斗
杖
の
構
造
を
理
解
し
て
居
な
か
っ
た
爲
と
も
解
さ
れ

る
。
書
道
を
進
む
と
左
右
に
鑓
楼
・
鼓
楼
銑
が
存
し
、
正
面
に
は

土
阜
が
あ
っ
た
。
此
の
土
阜
が
宋
の
元
豊
年
間
建
立
し
た
と
傳
ふ

る
大
畳
六
師
殿
鮭
だ
。
小
山
の
様
な
麟
砕
土
を
一
見
す
る
と
・
支
那
鰍
雌

築
に
於
て
壁
と
屋
根
と
に
如
何
に
多
く
の
土
を
使
乱
し
て
居
る
か

（王oo）



が
推
測
さ
れ
る
．
、
丁
度
此
の
時
、
参
詣
考
に
便
利
叛
檬
に
と
土
着

を
掘
踏
い
て
道
を
造
っ
て
居
恋
。
申
央
に
論
る
部
分
か
ら
は
一
撃

三
米
掌
り
の
八
角
形
の
須
薦
壇
が
掘
り
轟
さ
れ
て
あ
っ
た
。
此
の

壇
は
縛
を
以
っ
て
築
か
れ
て
居
た
．
ぺ
但
し
用
壌
、
は
襟
丈
で
宋
代
の

も
の
と
云
ふ
様
に
は
解
せ
ら
れ
ぬ
も
の
だ
っ
赴
。
土
塁
の
北
に
當

っ
て
あ
る
の
が
塵
解
悟
で
あ
る
（
第
二
瞬
参
照
）
。
北
京
紫
禁
城
の
角

縷
に
似
た
構
…
造
を
持
っ
て
居
た
。
屋
根
の
大
さ
に
比
較
し
て
柱
の

高
さ
が
低
い
の
で
、
個
々
の
堂
々
た
る
に
は
労
す
、
学
窓
的
に
は

璽
苦
1
／
い
建
築
で
あ
っ
た
、
縦
横
各
艶
聞
の
殿
身
と
も
構
す
可
き

四
薗
に
黒
し
、
各
面
一
聯
宛
の
鳩
張
り
の
あ
る
入
薙
が
設
け
ら
れ

て
居
恋
。
殿
身
の
屋
根
は
入
母
様
…
童
黛
で
、
入
口
の
屋
根
は
破
風

の
部
分
が
正
面
に
向
つ
た
断
歳
入
門
燈
牛
蔵
と
も
名
付
く
拙
き
も

の
で
あ
っ
允
。
欝
下
に
は
木
割
の
火
き
な
二
手
先
と
穗
し
得
轟
き

斗
検
が
用
ぴ
ら
れ
て
居
た
。
斜
昂
の
切
方
は
｝
澄
し
て
直
ち
に
宋

金
建
築
な
る
こ
と
を
肯
か
し
め
る
に
充
分
で
、
葡
白
い
こ
と
に
は

柱
聞
に
組
ん
だ
も
の
は
爾
側
の
斜
昂
が
外
開
と
な
つ
で
居
て
、
私

が
所
謂
花
園
鋲
と
齢
し
て
居
る
式
を
示
め
し
、
粧
頚
の
も
の
は
簡

素
で
、
隅
…
粧
の
場
舎
を
除
き
外
部
に
は
…
単
棋
照
果
昂
が
現
は
れ
て
騒
嗣

石
家
蕪
近
廊
特
の
需
門
飾
ハ
上
）
ハ
小
野
〉

る
の
み
だ
っ
た
．
、
つ
ま
り
換
紡
を
畏
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
所
謂

遼
式
建
築
な
ど
に
轟
々
見
受
け
ら
幽
る
手
法
だ
つ
た
。

　
殿
内
に
入
る
と
中
央
に
は
こ
一
面
を
壁
で
圏
ん
だ
内
陣
を
設
け
、

そ
れ
に
須
禰
蟹
を
勝
っ
て
あ
っ
た
。
壇
の
高
さ
は
丁
掛
一
米
あ
っ

た
。
壇
上
に
は
羅
迦
如
來
を
串
心
と
し
て
二
菩
薩
を
配
し
、
菩
薩

の
蓮
瀞
箪
座
は
八
角
形
で
、
可
謙
り
絹
胴
レ
て
は
居
た
が
、
右
側
の
も

の
に
憩
が
の
形
も
猫
残
り
、
そ
れ
ら
が
普
賢
と
丈
殊
と
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
居
た
。
如
來
－
と
菩
薩
の
聞
に
は
…
副
難
と
迦
鷲
ハ
を
配
し
、

外
側
に
常
っ
て
二
天
王
を
慶
き
、
更
に
如
來
の
左
右
前
に
は
男
女

の
供
養
者
を
侍
立
せ
し
め
て
居
た
。
此
等
は
何
れ
も
塑
像
で
、
面

も
塑
が
粗
に
逓
す
る
糠
な
鞍
作
で
は
あ
っ
た
が
、
配
置
の
様
式
は

猶
｝
謡
い
委
を
焔
簿
へ
て
居
た
。
内
口
陣
の
内
側
の
橡
溝
圓
は
各
々
佛
鮭
涯
を

以
っ
て
う
づ
め
ら
れ
て
居
た
．
．
北
鮮
は
如
來
の
光
背
が
邪
魔
と
な

っ
て
よ
く
…
見
え
な
い
が
、
東
西
の
壁
は
大
旱
同
じ
構
圃
を
示
し
、

上
層
部
に
は
坐
佛
群
を
、
下
層
部
に
は
瀧
を
描
い
て
愚
見
拠
。
尤
も

東
壁
の
坐
佛
は
都
合
十
コ
罷
、
西
嶺
は
八
龍
を
徽
へ
た
。
す
湧
け

乗
り
蜘
需
冷
し
だ
り
し
て
は
居
る
が
、
曾
て
は
像
の
傍
に
佛
名
の
記

さ
れ
允
痕
跡
も
見
受
け
ら
れ
撫
。
外
側
の
整
は
東
璽
論
が
縮
笹

笙
　
＋
六
巻
嬉
二
號
　
二
九
鴬

（　lel　），・



石
娠
蕪
貸
店
の
古
蹟
（
上
X
小
野
）

で
北
面
は
鷺
作
で
あ
っ
た
。
緯
識
は
共
に
鴨
葎
土
工
を
現
は
し
、
東

壁
の
場
合
は
申
央
に
彌
陀
印
を
結
ん
だ
如
來
が
坐
し
、
爾
脇
に
菩

薩
が
侍
坐
し
て
図
る
。
此
の
三
児
は
蓮
華
池
の
中
に
設
け
ら
れ
疫

月
台
上
に
安
座
1
／
て
居
幾
。
月
台
に
は
更
に
立
〔
二
綴
〕
座
〔
三
々
〕

の
小
菩
薩
が
居
珍
、
合
掌
供
養
の
天
人
も
要
慎
、
彼
女
等
は
総
徽

三
十
鹸
…
名
に
の
ぼ
る
の
で
、
其
の
金
癩
が
到
底
月
台
上
に
立
ち
き

れ
す
｛
從
っ
て
左
右
の
階
段
棄
で
は
み
湿
て
居
距
．
如
來
の
光
背

か
ら
は
五
彩
ひ
光
明
が
立
ち
の
ぼ
り
、
其
の
下
に
は
化
佛
が
現
は

さ
れ
、
叉
脇
侍
二
叢
誌
薩
の
外
側
に
は
各
粛
一
糖
隙
の
天
王
が
立
ち
、

其
の
下
部
に
は
羅
漢
の
群
像
や
諸
樂
天
が
描
か
れ
て
あ
っ
距
。
猫

壁
σ
左
端
に
は
佛
傳
闘
ら
し
い
も
の
が
見
え
た
が
、
其
の
示
め
す

と
こ
ろ
は
明
白
で
な
い
。
蓋
し
、
此
の
鰻
は
彌
陀
潭
土
の
攣
相
を

現
ρ
ほ
し
て
居
甲
曾
の
で
は
議
の
る
ま
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
欲
の
っ

た
。
西
壁
の
織
…
圃
も
大
灘
晶
算
者
と
似
た
も
の
で
あ
っ
た
。
但
し
本

奪
は
手
に
御
鉢
の
様
な
も
の
を
持
ち
、
鼠
壁
の
台
座
が
四
角
形
の

須
彌
・
歴
で
あ
る
の
に
蝋
副
し
、
　
こ
れ
は
紙
魚
　
形
で
あ
っ
た
。
加
理
來
と

菩
薩
の
聞
に
は
阿
難
類
葉
も
居
た
。
上
縫
部
に
は
左
右
二
野
の
天

部
、
脚
ち
四
天
王
を
配
し
、
更
に
外
遜
に
當
っ
て
菩
薩
及
び
天
人

第
二
十
轟
ハ
巻
　
　
第
｝
蝋
號
　
　
　
二
九
㎜
悶

の
群
像
を
現
は
し
て
居
た
。
束
壁
に
姥
較
す
る
と
く
す
ぶ
り
方
も

ひ
ど
く
、
下
段
は
撃
落
し
た
部
分
が
堅
く
な
か
っ
た
。
竃
は
此
の

爾
簸
叢
の
壁
面
、
彩
色
、
筆
法
の
示
め
す
と
こ
ろ
必
ず
し
も
薦
い

も
の
の
檬
に
は
感
ぜ
ら
れ
な
か
つ
允
。
然
し
剥
落
し
た
護
簡
を
よ

く
注
意
し
て
見
る
と
奮
描
の
痕
跡
も
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
累
次

？
の
重
繍
…
が
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
掩
。
然
し
煎
（
の
構
園

に
於
て
は
恐
ら
く
雷
初
の
面
影
を
多
分
に
傳
へ
て
肥
る
様
に
思
は

れ
、
摩
尼
殿
建
築
年
代
の
決
定
と
共
に
當
代
の
滞
土
攣
糟
の
一
例

を
窺
は
れ
る
も
の
と
し
て
勘
な
か
ら
ぬ
興
味
を
意
え
し
め
疫
。
北

壁
は
塑
を
以
っ
て
峨
々
た
る
峻
瞼
を
作
り
、
中
央
に
傘
伽
の
接
骨

を
安
養
し
、
其
の
四
薗
に
は
瀧
虎
獅
仰
象
等
の
猛
…
獣
を
現
は
し
て
、

其
の
繋
累
も
難
燃
を
熟
め
ん
と
す
る
か
の
欣
を
嵩
め
す
も
の
で
あ

っ
た
。
山
の
他
に
は
海
を
現
し
て
居
る
と
思
は
れ
る
と
こ
ろ
も
あ

っ
た
。
海
水
は
龍
に
依
っ
て
吐
出
さ
れ
、
波
浪
が
高
く
り
ね
っ
て

居
る
。
更
に
海
上
に
は
白
雲
が
立
ち
、
雲
上
に
は
天
部
が
縦
…
し
て

魏
習
を
守
護
す
る
か
に
見
え
る
。
或
は
男
女
の
供
養
者
が
あ
り
は

る
か
に
此
の
歌
達
翫
ん
で
居
る
。
此
の
塑
は
碧
羅
の
廣
大
な
る
功

徳
を
示
め
す
も
の
で
あ
．
る
が
、
果
し
て
當
初
か
ら
斯
の
如
き
も
の

（　lce　〉，



が
存
し
幾
か
否
か
に
就
い
て
ぼ
明
白
で
瞳
な
か
っ
た
。

　
猫
、
緯
叢
は
曾
て
殿
内
の
諸
縫
面
な
悉
く
う
づ
め
て
屠
幾
ら
し

い
が
、
今
は
撰
じ
て
無
い
部
、
分
が
多
か
っ
た
。
尤
も
一
部
分
に
は

殿
閣
人
物
等
を
導
い
た
所
も
淺
っ
て
居
た
。
然
し
こ
れ
は
到
底
全

竸
の
構
…
想
を
推
測
す
る
に
足
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
Q
翫
張
り
と

な
っ
て
居
る
一
戸
綴
の
内
側
は
骨
四
天
を
描
い
て
あ
っ
た
。
こ
れ
は

一
壁
三
罷
宛
で
、
大
悲
魚
・
天
・
鰍
．
子
母
天
・
金
剛
難
・
天
・
日
宴
魚
・

天
・
兜
率
陀
天
・
大
力
奪
天
〔
以
上
葉
欝
〕
・
龍
王
奪
天
・
口
励
奪

天
・
羅
験
尊
墨
〔
以
上
南
得
〕
・
増
宮
算
天
・
準
提
尊
天
・
辮
才
尊

天
・
功
嬉
戯
箔
八
・
威
駄
奪
天
〔
以
上
謹
上
）
等
の
競
明
も
残
っ
て
居

た
．
眼
帯
の
紛
誰
は
隣
に
聯
繋
勝
れ
た
筆
法
も
看
取
さ
れ
な
い
で

は
な
か
っ
た
が
、
大
抵
は
重
給
…
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
の
も
の
で

あ
っ
た
。

　
摩
尾
殿
を
通
り
抜
け
る
と
北
に
牌
楼
が
あ
り
、
そ
れ
を
研
ぎ
る

と
戒
台
に
蓮
す
る
。
蓋
し
．
戒
台
の
現
存
す
る
寺
院
は
支
郷
．
で
も

比
較
一
的
に
鋤
眠
い
繕
｝
で
あ
る
。
私
の
知
る
箆
、
幽
で
は
北
斗
の
雍
湘
宮

と
西
　
山
の
戒
台
寺
及
び
五
台
出
の
鞘
塀
出
頭
ぐ
ら
ひ
な
も
の
で
あ

る
。
未
だ
戒
脅
寺
の
場
合
野
冊
る
機
構
…
を
有
し
な
い
が
、
隆
興
寺

　
　
　
　
石
家
蕪
競
羅
の
鮮
血
甥
〔
上
）
（
小
野
）

の
も
の
は
他
に
饗
し
て
規
模
が
大
き
か
っ
た
。
隅
注
三
塁
五
間
鰻

爾
の
建
築
で
．
中
に
雷
滑
酵
の
、
脳
壇
を
設
け
て
あ
っ
て
、
こ
れ
に
石

階
を
架
し
、
鯛
方
か
ら
登
り
得
る
檬
に
し
て
あ
っ
た
。
壇
上
に
は

錨
鋸
嗣
瀕
訓
諭
醐
の
座
佛
が
安
置
さ
れ
て
居
た
。
此
の
佛
像
は
背
・
甲

を
共
に
し
て
前
後
に
向
ぴ
、
各
々
江
つ
箆
印
翻
を
示
め
し
て
居
る

珍
．
ら
し
い
姿
の
も
の
で
、
そ
れ
に
は
眞
定
母
地
淫
河
講
霞
．
城
村
獲

心
蒜
友
愚
氏
離
聡
薩
謹
造
と
刻
し
允
銘
も
護
み
得
た
。
年
號
は
見
え

な
か
つ
海
が
、
恐
ら
く
元
明
墳
．
の
〃
僅
だ
と
慰
は
れ
る
ゆ
同
説
に
は

元
來
そ
れ
を
園
ん
だ
廻
廊
．
が
あ
り
、
背
後
に
章
陀
殿
が
建
っ
て
居

だ
の
で
あ
る
が
、
今
は
何
れ
も
曇
れ
、
唯
擬
礎
石
の
み
翫
話
し
て

嬉
嬉
。
此
震
か
“
謹
め
ば
佛
香
閣
．
に
擁
す
る
。
佛
運
勢
の
前
に
は

左
右
に
三
簿
電
肝
の
配
殿
が
尚
舎
っ
て
並
ん
で
屠
允
。
「
脚
ち
鯨
輪

蔵
殿
と
慈
氏
閣
．
と
だ
。
丙
に
在
る
の
が
韓
輪
紬
織
殿
で
、
東
に
在
、
る

の
が
郵
書
氏
…
閤
で
あ
る
。
此
の
締
建
蜘
本
儀
瞳
皿
尼
殿
の
如
く
、
　
囲
見
し
て

孫
い
も
の
だ
と
感
じ
九
。
学
者
は
共
に
入
懸
燈
作
り
で
、
外
親
頗

る
似
て
繕
た
が
、
仔
細
に
親
察
す
る
と
大
麗
根
を
受
け
る
泌
が
架
や

斗
検
の
財
用
は
必
ず
し
も
．
一
致
し
て
は
屠
な
か
つ
疫
。
雑
筆
藏
殿

は
魑
輪
藏
を
配
す
る
麗
か
ら
生
じ
た
癌
欝
で
あ
．
穏
、
内
に
は
今
は

轄解

ﾗ
十
島
ハ
轡
　
　
歓
謝
　
…
號
　
　
　
瓢
九
鷺

（　le；，；　）



石
家
戴
近
塞
の
霞
蹟
蹴
上
）
（
小
野
）

す
っ
か
り
書
架
を
失
つ
距
半
輪
藏
が
荘
然
と
し
恋
姿
で
存
置
し
て

あ
っ
た
。
離
冨
輪
藁
菰
ほ
私
↑
の
既
に
兇
た
繍
甜
購
内
一
で
は
北
京
の
響
化

・
寺
、
普
度
寺
、
及
び
鶯
台
山
の
塔
院
寺
に
存
す
る
が
、
各
論
其
の

構
逡
に
陥
特
色
が
あ
っ
て
、
遊
だ
照
ハ
映
｝
を
男
心
い
な
。
此
の
藩
｛
は
上
籏

は
圓
鱗
形
、
下
懇
は
八
角
で
、
そ
れ
に
複
溶
し
た
皆
無
を
組
み
、

藏
身
は
八
角
、
樒
に
は
捲
寵
等
を
施
し
、
實
際
廻
韓
出
翻
る
構
造

で
あ
っ
だ
。
而
も
議
撮
加
濯
が
失
は
れ
、
虹
（
の
爲
却
っ
て
廻
繭
凸
の
雛
　
造

が
弓
取
さ
れ
た
。
幕
議
閥
内
に
は
前
作
の
鞍
薩
豫
が
安
置
さ
れ
て

居
た
。
高
さ
二
丈
五
尺
も
あ
ら
う
、
す
ば
ら
し
く
丈
の
高
い
佛
、
様

だ
っ
た
。
近
づ
い
て
拝
す
る
と
そ
れ
程
の
粗
作
で
も
な
い
檬
に
思

は
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
虚
心
も
ふ
く
よ
か
で
、
い
や
み
が
な
く
、

衣
紋
の
手
法
な
ど
に
も
何
庭
と
な
く
曾
一
て
の
隙
…
れ
拠
」
痕
跡
が
渤
ゆ
め

ら
れ
疫
。
光
．
背
は
火
焔
を
外
國
と
し
唐
草
を
内
縁
と
し
た
上
部
く

び
れ
の
全
光
背
で
、
恰
も
綜
瓜
形
を
し
た
も
の
で
あ
っ
だ
。
屑
か

ら
は
念
珠
が
垂
れ
、
そ
れ
が
ひ
き
痴
る
稚
長
い
婚
但
し
こ
れ
は
後

世
の
も
の
で
、
如
何
に
も
だ
ら
し
な
く
感
ぜ
ら
れ
た
。
一
億
配
の
酌
獅

侍
は
本
尊
に
比
し
て
丈
が
頗
る
短
く
、
丁
度
股
の
擾
ま
で
し
か
達

し
な
い
。
而
も
三
者
は
、
近
接
し
過
ぎ
て
立
っ
て
居
る
の
で
、
其

轄媚

�
ﾓ
一
み
ハ
鯵
　
　
一
議
二
簾
瓢
　
　
　
二
九
轟
ハ

の
働
傾
蓋
欄
岬
の
均
獣
灘
が
必
圧
す
し
も
｝
小
糊
二
叉
一
と
激
ふ
｛
黒
山
撲
で
な
い
の

に
、
金
蘭
の
感
じ
は
徒
に
ひ
よ
う
高
く
不
安
定
で
あ
っ
た
。
閣
内

南
側
に
は
大
朝
國
師
南
無
大
士
重
賞
眞
定
府
大
瀧
訳
無
功
徳
記
を

刻
し
落
話
が
建
っ
て
居
疫
。
此
の
碑
は
三
面
孟
宗
時
代
に
議
し
、

頗
る
珍
．
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
一
記
中
に
丙
辰
秋
上
復
令
嬢
凹
…
白
金
鱒

叢
修
二
糊
…
瞥
…
大
殿
崎
金
”
一
織
　
蹴
（
像
一
云
々
と
あ
っ
た
。
丙
辰
は
帥
・
ち
憲

｛示

ﾌ
六
年
〔
一
二
五
六
〕
の
こ
と
で
王
と
は
｛
愈
｛
示
の
鞍
伐
後
勿
聯
必
烈
と

帝
位
を
爾
ひ
和
林
で
即
位
し
疫
阿
塁
不
縁
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち

と
れ
に
依
る
と
阿
里
不
一
が
銀
を
嵜
熱
し
て
魏
…
齋
大
殿
を
重
修

し
、
獺
…
普
ハ
像
に
金
箔
を
は
っ
た
こ
と
が
窺
は
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

．
而
も
獅
…
㎝
背
大
殿
と
云
ふ
は
品
崩
後
の
丈
費
Ψ
か
ら
瞭
芯
氏
閤
の
こ
と
を
指
…

し
て
居
る
ら
し
く
解
せ
ら
れ
た
。
果
し
て
有
り
と
す
る
と
、
こ
れ

に
よ
っ
て
慈
氏
閣
が
元
の
重
修
を
維
、
此
の
像
も
亦
元
以
前
か
ら
．

存
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
謬
で
あ
る
。

　
大
佛
寺
の
俗
態
が
示
め
す
糠
に
寺
院
の
中
心
と
な
っ
て
居
る
の

は
雪
ふ
迄
も
な
く
、
佛
香
閤
に
絃
索
さ
れ
た
大
悲
親
笹
書
警
薩
に

外
．
な
ら
な
い
、
．
（
第
三
工
務
照
階
前
に
も
亙
れ
た
㎜
糠
に
此
の
種
無
が
鯵

造
さ
れ
る
こ
と
玉
決
っ
た
の
，
は
暴
露
鼠
二
年
で
、
同
四
年
建
仁
着
工

（　lo，t　）



の
蓬
び
と
な
っ
た
の
で
あ
る
ゆ
鍔
造
に
當
っ
て
は
、
先
づ
塑
土
を

以
っ
て
原
型
を
作
り
、
そ
れ
に
依
っ
て
第
一
に
蓮
輩
や
鷹
、
次
に
脚

か
ら
糠
に
至
る
部
分
、
更
に
欝
欝
、
胸
穂
、
腋
以
下
の
胴
部
、
及

び
肩
騰
、
頭
頂
に
至
る
迄
順
次
に
鋳
造
し
、
こ
れ
を
つ
ぎ
合
せ
て

い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
像
が
金
雛
鋳
上
る
と
布
を
建
っ
て
臓
ふ
こ

と
一
重
、
其
の
上
に
漆
を
塗
り
、
最
後
に
燦
然
た
る
金
箔
を
つ
け

た
と
云
ふ
。
か
く
て
心
兀
点
翻
し
た
も
の
が
所
謂
、
千
手
議
論
、
四
十

二
讐
、
畢
高
七
丈
一
二
尺
の
大
立
像
で
、
其
の
耳
蝉
の
端
嚴
に
し
て
、

威
容
の
自
・
在
な
る
、
比
緬
両
用
な
る
郷
　
像
だ
つ
た
。
沖
揚
糠
鍛
の
撰
し
た

紹
麹
謂
瓢
回
縁
の
蠣
呉
定
府
か
麓
鳳
ハ
寺
大
悲
閣
剛
記
に
依
る
と
、

　
我
太
浦
皇
帝
。
擾
二
型
反
三
正
於
五
冠
着
後
↓
救
μ
昆
勘
二
塗
炭
之

　
藩
遍
與
＝
菩
薩
度
盛
之
、
嬬
自
画
「
合
端
契
鱒
興
ド
闇
雲
ド
像
。
作
二
大

　
蕪
嚴
弔
電
業
態
口
曳
導
爆
　
［
囚
　
㎞
］
瞬
而
麟
算
道
。
可
γ
謂
二
無
心
之

　
化
地
突
。

と
記
し
て
居
る
。
〔
此
の
碑
は
慈
氏
閣
の
東
側
、
乾
隆
庚
午
御
詩
碑

の
北
に
在
る
。
前
醤
に
幡
呉
定
府
瀧
興
寺
鋳
金
銅
像
菩
薩
弁
蓋
大
悲

閣
序
が
刻
さ
れ
、
裏
面
が
そ
れ
で
あ
る
。
明
頃
に
後
刻
さ
れ
允
の

で
あ
ら
う
。
然
ら
ば
此
の
薄
…
世
…
斎
の
磯
…
蓬
は
鞭
購
ふ
迄
も
な
く
、
廣

石
家
蕪
W
灘
霊
背
の
需
戴
蝋
（
庶
）
ハ
小
野
）

大
無
届
な
典
の
慈
悲
心
に
依
っ
て
衆
生
一
切
．
の
苦
難
を
濟
度
せ
ん

と
す
る
に
あ
り
、
太
灘
が
建
國
の
理
．
想
と
す
る
擾
観
男
妾
、
戻
衆

救
濟
の
竃
際
的
な
田
鶴
と
脅
致
す
る
。
還
騨
聞
す
る
な
ら
ば
槻
一
鷺
の

大
悲
と
帝
王
の
任
務
と
は
紹
表
裏
す
る
繹
で
、
此
慮
に
造
像
の
意

義
は
藷
ら
す
し
て
明
か
で
あ
っ
旋
。
葛
繁
の
碑
詑
に
は
更
に
造
像

に
關
…
し
て
の
照
憎
悪
深
い
縁
起
が
記
さ
れ
て
居
る
。
そ
れ
に
依
る
と

鱒
…
造
幣
の
銅
は
實
は
・
寺
内
の
廉
…
園
か
ら
得
、
そ
し
て
建
築
に
庸
ひ

た
材
木
は
雨
水
に
依
っ
て
五
台
由
［
か
ら
流
出
し
た
も
の
だ
と
去
ふ

の
だ
。
此
の
徳
論
の
批
判
に
就
い
て
は
暫
く
保
留
す
る
こ
と
』
し

て
、
唯
だ
無
毒
有
名
な
話
で
あ
っ
た
勲
だ
け
を
溌
議
し
よ
う
。
何

時
頃
か
ら
か
は
傭
ら
す
、
五
能
関
就
新
誌
木
、
七
丈
佛
露
地
湧
銅

な
ど
鼠
云
ふ
歌
も
作
ら
れ
た
ら
し
い
。
明
の
呂
釜
は
沐
州
で
其
の

旬
を
鞭
つ
疫
と
粟
の
瀞
無
臨
興
寺
…
勝
闘
瀞
詩
の
序
に
記
し
て
居
る
。
観

世
晋
像
が
完
威
す
る
と
こ
れ
を
安
置
す
可
選
楼
開
の
建
造
が
始
つ

た
。
そ
れ
が
帥
ち
佛
番
開
で
あ
る
。
蓋
し
、
佛
香
閣
は
當
初
か
ら

の
名
稽
で
は
な
い
。
そ
れ
は
元
來
大
悲
閣
と
呼
ば
れ
た
も
の
で
、

癖
馬
と
は
實
は
康
煕
帝
｝
の
倫
．
名
に
依
る
も
の
で
あ
っ
た
9
叉
、
天

寧
閣
と
治
し
恋
こ
と
鄭
あ
っ
た
ら
し
く
、
正
定
府
志
釜
二
吉
蹟
の

第
瓢
十
六
巻
第
二
號
　
　
二
九
七
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條
に
は
、

　
天
寧
闇
。
　
一
名
大
悲
闇
。
九
間
五
騰
。
高
一
百
三
十
尺
。
中
有
二

　
銅
鋳
伺
書
像
4
高
七
十
三
尺
。
宋
醗
賓
四
年
建
。

と
記
さ
れ
て
居
る
。
若
し
此
の
閣
が
完
好
な
る
三
盛
に
現
存
し
て

居
た
な
ら
ば
恐
ら
く
支
那
届
指
の
建
造
物
と
し
て
数
へ
ら
れ
る
も

の
で
あ
っ
た
に
報
温
怨
な
い
。

　
佛
欝
閣
に
近
づ
く
と
既
に
癒
は
落
ち
て
、
梁
柱
塑
壁
の
淺
骸
見

る
闘
も
痛
々
し
い
惨
状
を
呈
し
て
鷹
た
。
然
し
乍
ら
今
も
中
央
の

石
造
須
禰
…
塑
に
俄
然
と
し
て
獅
…
轍
…
膏
は
立
っ
て
居
た
、
そ
し
て
雨

露
を
し
の
ぐ
爲
に
最
近
造
ら
れ
た
櫛
厨
子
の
様
な
建
物
が
そ
れ
を

蔽
5
て
憂
稽
。
見
て
居
る
と
、
参
詣
の
善
男
善
女
が
絶
え
ず
此
の

佛
前
で
誓
湯
し
、
香
煙
は
悠
暢
と
し
て
漂
ひ
、
何
虞
か
ら
と
も
な

く
梵
鐘
も
聞
え
て
診
る
の
だ
っ
た
。

　
此
の
齪
世
背
は
象
高
尉
測
約
六
丈
蹴
り
で
、
仰
花
盧
緋
の
蓮
華

坐
上
に
立
つ
御
冠
を
っ
け
合
掌
し
、
着
衣
は
全
身
を
蔽
う
て
居

た
。
雑
を
し
め
櫻
路
を
飾
る
等
、
衣
紋
は
腰
部
が
特
に
複
難
さ
を

示
し
、
飯
野
か
ら
は
叉
、
長
く
衣
鰭
が
｝
灘
下
っ
て
居
る
。
摂
し
こ

れ
は
木
製
で
あ
っ
た
。
蓮
華
座
は
薩
径
黒
米
七
〇
高
さ
一
米
一
〇

家
蕪
疑
鷹
の
霜
蹟
（
烹
×
小
野
）

砕
聯
瓢
季
山
尾
撫
讐
　
　
野
駆
二
羅
…
　
　
　
二
九
八

〔
石
座
を
」
那
へ
る
一
　
米
…
○
〕
あ
っ
允
。
仲
運
華
は
…
　
慧
黒
で
、
花
軸
聯
は

十
個
乃
蓋
十
一
梱
よ
り
な
り
．
又
上
醸
に
は
蓮
實
を
現
は
し
て
居

た
。
須
蠣
壇
は
挙
酊
凸
字
形
を
示
し
、
高
さ
ご
米
二
〇
で
、
其
の

側
爾
に
ぼ
種
々
の
彫
刻
が
施
し
て
あ
っ
た
。
即
ち
畿
角
に
は
重
辮

覆
蓮
華
を
刻
し
、
隠
坊
に
は
聞
隔
を
置
い
て
獅
子
頭
を
現
は
し
、

下
暴
に
は
花
唐
草
文
を
施
し
、
更
に
緊
要
に
は
聖
天
、
東
桟
に
は

花
辮
入
葡
を
組
膏
せ
た
も
の
k
外
、
力
士
や
捻
籠
を
用
ひ
、
猫
上

粟
は
霊
辮
の
仰
難
華
、
上
輿
に
は
入
薗
・
笹
蟹
・
花
交
・
嬢
伽
等

を
七
五
に
刻
し
て
あ
っ
た
。
意
匠
は
珍
ら
し
く
手
法
は
勤
披
で
あ

っ
た
、
．
ナ
規
も
後
世
の
補
修
と
叛
リ
へ
ら
れ
’
る
部
分
鶴
哨
あ
る
の
で
は
議
の

つ
た
が
。
締
…
て
観
世
欝
の
御
冠
が
近
時
の
補
修
で
あ
る
こ
と
は
一

見
五
霞
だ
が
、
更
に
粗
好
の
如
器
も
亦
．
宋
代
の
作
と
云
ふ
に
は
襟

り
に
も
拙
劣
で
あ
っ
距
．
、
侮
ふ
る
如
く
ば
元
來
は
手
も
四
十
二
讐

あ
っ
た
筈
だ
が
、
今
は
僅
か
に
二
管
を
有
す
る
の
み
で
、
爾
も
其

の
手
に
は
力
が
不
足
し
て
居
る
。
猫
、
上
牟
身
も
下
護
身
に
比
較

す
る
と
漏
論
法
が
劣
r
る
㎞
撒
に
踊
菊
へ
ら
れ
た
。
從
っ
て
腹
部
以
下
の
み

が
恐
ら
く
原
鍔
の
儘
で
あ
ら
う
と
解
せ
ら
れ
る
．
．
蓋
し
、
最
初
に

は
…
観
…
背
達
中
心
と
し
て
、
驚
く
と
も
こ
雛
の
脇
侍
が
劇
震
さ
れ
て

（10s）



居
撫
で
あ
ら
う
。
須
彌
籔
の
厭
さ
は
常
温
か
」
る
推
測
を
裏
書
す

る
も
の
で
あ
っ
允
。
此
の
他
、
金
の
永
安
三
年
眞
建
府
龍
興
寺
大

悲
金
銅
像
轡
｛
閣
記
の
上
部
に
刻
し
て
あ
る
里
心
も
亦
其
の
推
測
の

誤
り
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
振
れ
た
。
此
の
碑
板
は
今
、
方
丈
の

南
虜
に
藏
さ
れ
て
居
る
も
の
で
、
手
中
に
は
謹
蓬
謡
誠
心
㊨
命
レ
工

刻
μ
石
。
取
鵬
心
像
曲
以
模
二
黒
影
壁
採
麹
縦
遊
一
以
壷
ハ
實
一
云
々
と
記

さ
れ
、
絹
當
儒
用
の
置
唐
…
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
闘
よ
り
仔
細
に
脈
る
な
ら
ば
相
違
勲
と
解
さ
れ
る
も

あ
っ
て
、
塾
し
も
そ
れ
が
忠
賢
な
摸
篇
だ
と
は
儒
じ
難
い
。
然
し

大
略
σ
構
蘭
は
推
測
し
得
る
。
褒
に
私
は
此
の
鍵
像
髪
見
乍
ら
㎝

つ
の
こ
と
に
思
ぴ
細
い
掩
。
そ
れ
は
熱
河
浄
罪
寺
の
大
乗
閣
糊
『
ち

大
樹
に
あ
．
る
木
像
に
就
い
て
だ
。
後
者
は
乾
隆
時
代
の
彫
刻
に
燃
…

し
、
清
朝
細
節
の
傑
作
と
し
て
数
え
繋
れ
る
観
欝
像
で
あ
る
が
、

此
の
麗
型
は
恐
ら
く
即
興
寺
の
大
悲
閣
の
そ
れ
で
は
な
か
ら
う
か

と
⇔
大
佛
閣
の
七
閥
五
騒
で
あ
る
こ
と
や
木
像
の
繋
高
潔
丈
二
尺

の
…
説
で
あ
る
こ
と
や
が
よ
く
符
含
し
、
猫
叉
脇
侍
が
上
記
、
永
安

三
管
－
の
漁
猟
像
と
も
覇
州
嘉
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
構
…
て
、
　
一
般
に
記

録
で
は
佛
香
閣
が
九
樵
五
購
…
高
盛
、
ヤ
瓢
｛
丈
の
建
築
で
あ
っ
た
と
云

石
家
論
義
巌
の
勲
業
（
上
）
（
小
跡
）

つ
て
居
る
。
然
し
礎
石
の
厚
め
す
と
こ
ろ
、
實
は
正
面
七
間
深
さ

幕
間
で
あ
．
る
。
，
今
も
第
一
暦
東
覆
北
爾
の
塑
壁
は
痛
退
し
い
姿
で

唆
存
し
て
居
疫
。
而
も
そ
れ
ほ
陽
か
に
宵
式
な
も
の
で
あ
る
こ
と

を
示
め
し
て
居
る
。
さ
れ
ば
、
後
枇
に
於
て
、
間
数
が
縫
更
さ
れ

る
程
の
大
野
．
築
を
行
っ
た
と
は
ど
う
し
て
も
考
へ
ら
れ
す
、
記
録

の
九
鋤
謄
説
は
繕
隅
す
る
に
足
ら
な
い
と
隠
は
れ
距
。

　
此
の
残
壁
は
内
側
に
塑
像
思
想
作
り
、
外
側
に
給
画
塾
葱
描
い
て

あ
っ
た
。
塑
激
群
は
束
酋
爾
瀞
…
と
も
酪
…
々
問
じ
様
な
構
想
で
あ
っ

た
。
然
し
沫
撰
す
る
と
東
壁
は
騎
象
の
聖
賢
警
薩
を
中
心
と
し
、

爾
壁
は
騎
獅
の
文
殊
菩
薩
を
中
心
と
し
た
も
の
で
、
こ
れ
が
左
右

に
は
菩
薩
や
天
王
や
傭
…
侶
俗
人
が
立
ち
就
び
、
其
の
多
撒
は
圓
形

の
頭
光
背
を
つ
け
て
居
た
。
猫
こ
れ
ら
の
上
謄
部
分
に
は
殿
閣

〔
東
葉
軸
〕
や
多
照
最
綜
罰
〔
西
一
鞍
孔
〕
を
璽
胴
中
に
黙
仔
べ
、
　
艶
ハ
の
間
に
飛
天
政
（
の

他
を
配
し
、
間
隙
は
波
浪
を
以
て
う
づ
め
て
贋
た
。
北
壁
は
構
闘

の
攣
化
に
乏
し
く
、
　
一
律
に
千
膿
佛
で
飾
る
の
み
で
あ
っ
允
。
藍

し
三
壁
の
塑
微
群
は
釘
を
以
っ
て
壁
薗
に
止
め
て
あ
る
の
で
あ
っ

た
が
、
三
水
の
爲
漸
次
崩
落
し
つ
N
あ
り
、
完
好
な
榔
分
．
は
殆
ん

ど
な
く
此
の
欝
で
は
到
底
長
く
保
ち
難
く
愚
は
れ
る
の
で
あ
っ

簸
　
副
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石
家
蕪
議
瀧
の
豫
蹟
（
滋
）
（
小
欝
〉

允
．
崩
落
し
た
部
分
を
更
に
漁
縛
す
る
と
泥
土
の
下
に
も
、
膏
線

の
ま
さ
っ
た
彩
色
喪
が
あ
ゆ
、
華
麗
や
入
物
が
鏡
れ
幾
。
思
ふ
に

可
禦
像
群
の
技
法
は
頗
る
巧
み
な
の
で
、
其
の
製
作
が
宋
代
の
も
の

で
謝
の
る
と
考
へ
ト
リ
れ
か
炉
の
で
識
の
る
が
、
下
暦
に
彩
色
激
M
が
弘
め
る
と

こ
ろ
を
察
す
る
と
、
此
の
塑
像
群
は
食
く
と
も
滞
留
の
塑
と
は
決

め
難
く
思
は
れ
た
。
然
し
だ
か
ら
と
云
っ
て
製
作
年
代
を
明
、
溝
に

ま
で
引
き
下
げ
得
る
も
の
で
は
な
い
。
明
清
時
代
に
な
る
と
ど
う

し
て
も
こ
れ
だ
け
の
塑
は
撮
來
難
い
佳
作
た
る
を
示
し
て
居
た
。

塑
壁
の
外
側
を
…
増
す
る
と
北
壁
は
破
．
醜
し
て
何
物
も
窺
は
れ
な

か
っ
た
が
、
西
壁
に
は
不
動
明
王
、
孔
雀
明
王
、
執
金
圃
、
菩
薩
、

文
武
入
及
び
合
掌
供
養
者
等
が
描
か
れ
て
居
た
．
、
こ
れ
ら
は
清
朝

の
彩
癩
で
別
に
勝
れ
て
居
る
と
も
感
じ
ら
れ
な
か
つ
允
が
、
表
面

の
絡
叢
が
剥
落
し
た
後
の
部
分
に
は
入
物
縷
閤
山
水
等
の
駆
動
す

る
と
こ
ろ
が
あ
っ
驚
。
更
に
不
動
明
鉱
の
足
の
漫
を
見
る
と
剥
落

し
輩
下
か
ら
乱
騰
の
足
が
現
は
れ
て
居
た
．
、
こ
れ
は
藍
色
を
以
っ

て
現
は
さ
れ
た
、
白
黒
式
と
も
名
付
く
賢
き
手
法
の
竜
の
で
、
蓮

華
の
台
．
蟹
の
上
に
ぐ
っ
と
か
が
と
を
托
し
、
掌
裏
を
外
側
に
輝
け

た
闘
で
あ
っ
た
。
簡
潔
雄
勤
、
其
驚
嘆
す
可
き
筆
力
の
前
に
我
を
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忘
れ
て
狩
嘉
す
証
ざ
る
を
得
ぬ
程
で
あ
っ
距
。
蓋
し
既
の
塑
壁
も

亦
幾
度
か
の
重
繍
が
行
傾
れ
驚
も
の
で
あ
ら
う
。
嶽
分
に
は
瞬
く

と
も
宋
の
も
の
と
領
導
の
も
の
と
溝
代
の
も
の
と
の
三
次
の
布
彩

が
あ
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ
海
。
東
壁
も
表
面
は
大
望
薩
壁
と

似
主
構
圃
の
清
叢
で
あ
っ
允
。
、
但
し
此
の
方
の
剥
落
は
上
記
の
様

な
下
墨
の
興
昧
を
殆
ん
ど
予
め
し
て
は
居
な
か
っ
た
。
壁
の
構
築

法
を
注
意
す
る
と
、
下
部
に
は
煉
瓦
を
積
み
、
上
に
は
土
魂
を
重

ね
、
而
も
致
ハ
の
塒
細
口
旧
に
は
材
木
商
累
世
か
｛
へ
て
、
所
謂
肝
防
禦
怖
装
置
“
駕

し
て
あ
っ
た
。
こ
れ
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
現
存
の
支
那
粛
建
築
に

普
通
な
手
法
で
あ
る
。

　
佛
呑
一
婦
凹
の
爾
…
灘
異
を
な
し
て
、
居
る
の
が
御
錦
岡
繊
…
と
集
慶
閣
で
、
各

々
一
二
惣
二
暦
で
あ
っ
た
。
就
中
、
集
慶
閣
…
の
方
は
報
當
の
荒
畑
振

り
を
示
し
て
居
允
。
佛
悉
融
四
を
遜
ぎ
て
後
庭
に
凝
る
と
、
奨
腿
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
叉
、
南
面
し
た
一
蹴
の
殿
堂
が
建
ち
、
講
道
を
以
っ
て
前
者
と

遜
ら
な
っ
て
居
た
．
．
こ
れ
が
彌
陀
殿
・
尊
師
殿
∴
葎
業
堂
で
あ
っ

た
、
．
彌
陀
殿
の
本
奪
の
背
後
に
は
急
流
の
槻
苦
が
立
っ
て
屡
り
、

特
に
葉
側
の
干
手
…
観
一
指
は
蕊
…
銅
で
、
均
勢
の
と
れ
た
宵
雅
な
作
品

と
し
て
目
を
悲
忍
い
允
。

（10S）



　
正
定
府
志
に
は
隆
照
ハ
寺
の
行
宮
照
　
が
載
っ
て
居
る
。
此
の
翻
に

依
る
と
、
書
論
晶
附
の
後
方
に
猫
三
盛
の
建
築
が
あ
る
こ
と
に
な
っ

て
居
る
。
然
し
環
歌
か
ら
推
す
と
三
居
と
云
ふ
の
は
読
響
で
あ
っ

た
．
．
其
．
の
後
偶
然
に
も
北
京
東
方
文
化
総
委
員
會
所
簸
五
台
山
行

宮
魍
訪
中
に
隆
興
寺
の
平
面
照
を
毒
見
す
る
こ
と
が
帯
出
、
こ
れ

を
見
る
に
矢
張
り
一
議
と
な
っ
て
居
る
．
）
然
ら
ば
現
歌
の
示
す
通

り
最
初
か
ら
一
騰
だ
つ
た
の
で
あ
ら
う
と
解
せ
ら
れ
た
。

（　leE’）　）

層
臨
調
逓
霊
肥
の
轡
獄
鱗
ハ
ト
…
）
（
小
野
）
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