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要　
　

旨

　

高
雄
山
神
護
寺
所
蔵
の
「
和
気
氏
三
幅
対
」
と
呼
ば
れ
る
書
は
、
三
名
の

和
気
氏
の
肖
像
画
に
賛
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
初
期
に
、
神
護

寺
と
関
は
り
の
深
い
和
気
清
麻
呂
の
後
裔
に
当
る
半
井
瑞
雪
は
、
神
護
寺
の

復
興
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
和
気
清
麻
呂
の
功
績
を
回
想
し
、
和
気
医
道
の

流
れ
を
顕
彰
す
る
た
め
に
、
絵
師
に
肖
像
画
を
描
か
せ
、
そ
れ
に
僧
侶
が
賛

の
偈
を
書
い
た
も
の
を
寄
進
し
た
。
こ
の
書
が
世
に
知
ら
れ
る
や
う
に
な
っ

た
の
は
医
史
研
究
家
の
杉
立
義
一
氏
の
紹
介
に
よ
っ
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
も

成
立
の
簡
単
な
説
明
と
筆
者
が
原
案
を
示
し
た
筆
蹟
の
解
読
と
訓
読
文
だ
け

で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
筆
者
は
こ
の
三
幅
の
偈
に
つ
い
て
、
本
文
の
訓
読
、
現
代
語

訳
、
語
釈
を
注
釈
的
に
綿
密
に
施
し
、
そ
の
成
立
と
難
解
な
語
に
つ
い
て
補

説
し
、
史
的
に
位
置
づ
け
た
。
こ
の
や
う
な
訓
釈
は
初
め
て
の
こ
と
で
あ

り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
三
幅
対
の
全
体
像
が
体
系
的
に
明
ら
か
に
な
っ
た
。
以

下
、
そ
の
要
点
を
記
す
。

　
（
�
）
和
気
真
人
像
は
、
真
人
が
誰
で
あ
る
か
三
説
が
あ
っ
た
が
、
多
く

の
資
料
に
基
づ
い
て
、
清
麻
呂
で
あ
る
と
論
証
し
た
。
清
麻
呂
は
和
気
氏
の

祖
だ
け
で
な
く
、
和
気
医
道
の
祖
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
神
護
寺
の
本
尊
、
薬

師
如
来
に
継
ぐ
聖
な
る
者
と
し
て
崇
め
ら
れ
た
。
詩
偈
の
由
来
に
つ
い
て

も
、
黄
檗
山
萬
福
寺
の
開
山
、
隠
元
が
高
雄
山
に
登
っ
た
後
、
瑞
雪
の
依

頼
に
よ
り
清
麻
呂
を
追
薦
す
る
た
め
に
作
り
、
そ
れ
を
弟
子
の
獨
知
（
慧

林
）
が
書
い
た
。
時
期
は
寛
文
年
間
で
あ
る
。（
2
）「
真
人
」
の
解
釈
に
つ

い
て
、
慧
林
が
真
人
を
讃
へ
る
詩
を
別
に
作
っ
て
ゐ
た
。
ま
た
、
前
南
禅
寺

の
住
持
、
英
中
も
同
じ
こ
ろ
詩
偈
を
作
り
、
清
麻
呂
の
事
績
を
述
べ
て
、
真

人
と
し
て
評
価
し
て
ゐ
た
。
ま
た
、
半
井
家
や
神
護
寺
に
伝
は
る
文
書
、
江

戸
後
期
の
記
録
や
漢
詩
か
ら
清
麻
呂
が
真
人
と
し
て
表
さ
れ
て
ゐ
る
。（
3
）

和
気
時
成
像
は
、
時
成
と
明
暦
二
年
書
が
明
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
偈
の
作
者
の

前
南
禅
寺
の
昕
叔
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
で
き
た
。（
4
）
和
気
基
成
像
は
、

基
成
で
あ
る
こ
と
は
書
か
れ
て
ゐ
る
が
、
成
立
時
期
に
つ
い
て
、
書
の
作
者

の
前
南
禅
寺
の
九
巌
が
建
仁
寺
、
相
国
寺
に
も
関
は
っ
て
ゐ
て
、
万
治
元
年

以
前
で
あ
ら
う
。（
5
）
三
幅
像
の
成
立
時
期
は
明
暦
、
万
治
、
寛
文
の
五
、

六
年
間
で
あ
る
。
三
幅
像
の
描
き
方
に
つ
い
て
は
、
真
人
像
が
本
尊
と
し
て

の
扱
ひ
、
他
の
二
像
が
脇
侍
の
扱
ひ
で
、
質
的
に
区
別
さ
れ
て
ゐ
る
。（
6
）

半
井
瑞
雪
が
和
気
医
道
中
興
の
祖
と
さ
れ
る
定
成
を
選
ば
ず
、
そ
の
子
の
時

成
、
孫
の
基
成
に
し
た
の
は
、
基
成
の
弟
か
ら
半
井
家
本
流
に
繋
が
り
、
基

成
の
代
が
絶
え
た
こ
と
、
そ
れ
を
自
分
の
身
に
擬
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い

ふ
こ
と
、
ま
た
、
同
世
代
の
肖
像
画
が
他
に
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
ら
う
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：�

神
護
寺
蔵
和
気
氏
三
幅
対
、
和
気
清
麻
呂
、
和
気
時
成
、
和

気
基
成
、
半
井
瑞
雪

　

神
護
寺
蔵
「
和
気
氏
三
幅
対
」
の
成
立
と
訓
釈
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神護寺蔵「和気氏三幅対」の成立と訓釈（ 2 ）

一
、
神
護
寺
と
「
和
気
氏
三
幅
対
」

和
気
清
麻
呂
は
宇
佐
八
幡
宮
の
神
託
を
受
け
て
国
家
の
安
泰
を
護
っ
た
の
は
神

力
の
御
蔭
と
し
て
、
そ
の
神
願
を
果
す
べ
く
、
一
寺
の
建
立
を
光
仁
天
皇
、
続
い

て
桓
武
天
皇
に
奏
上
し
た
。
勅
許
を
得
て
、
延
暦
年
中
に
伽
藍
を
建
て
、
神
願
寺

と
名
づ
け
、
天
皇
は
こ
の
私
寺
を
国
家
鎮
護
を
祈
る
官
寺
に
準
ず
る
定

じ
ょ
う

額が
く

寺じ

と

さ
れ
た
。
し
か
し
、
当
地
は
低
湿
化
の
た
め
（
一
説
に
河
内
国
石
川
郡
、
ま
た
、

山
城
国
久
世
郡
）、
密
教
壇
場
と
し
て
ふ
さ
は
し
く
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
清
麻

呂
の
子
、
真
綱
ら
が
上
奏
し
て
神
願
寺
を
、
も
と
も
と
高
雄
山
に
あ
っ
た
高
雄
寺

（
高
雄
山
寺
）
と
合
併
し
て
、
改
め
て
定
額
寺
と
し
て
、
天
長
元
年
（
八
二
四
）、

神
護
国
祚
真
言
寺
と
し
た
。
こ
の
寺
名
は
、
神
が
国
の
栄
え
を
護
る
真
言
の
寺
と

い
ふ
意
味
で
、
略
し
て
神
護
寺
と
い
ふ
。
一
方
、
も
と
の
高
雄
寺
の
創
建
に
つ
い

て
は
不
明
で
あ
る
が
、
高
雄
山
に
和
気
氏
の
氏
寺
と
し
て
建
立
さ
れ
て
ゐ
て
、
清

麻
呂
の
墳
墓
も
当
寺
に
あ
る
。

こ
の
高
雄
寺
に
、
清
麻
呂
の
子
で
大
学
頭
兼
式
部
大
輔
の
和
気
広
世
が
延
暦
二

十
一
年
（
八
〇
二
）、
最
澄
を
招
請
し
て
法
華
経
を
講
述
さ
せ
た
。
さ
ら
に
最
澄

は
同
二
十
四
年
に
渡
唐
か
ら
帰
国
し
て
、
当
寺
で
灌
頂
法
を
修
し
た
。
し
か
し
、

弘
仁
三
年
（
八
一
二
）、
唐
か
ら
帰
っ
た
空
海
が
当
寺
に
入
り
、
真
綱
、
仲
世
（
清

麻
呂
の
子
）
ら
に
金
剛
灌
頂
を
授
け
た
。
こ
れ
よ
り
空
海
が
中
心
と
な
っ
て
道
場

を
維
持
し
、
前
述
の
、
神
護
国
祚
真
言
寺
と
改
称
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
真
言
宗

の
寺
院
と
し
て
確
立
し
た
。
な
ほ
、
金
堂
に
あ
る
本
尊
の
薬
師
如
来
像
は
も
と
神

願
寺
に
あ
っ
た
も
の
を
神
護
寺
に
移
し
た
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
る
。

さ
て
、
和
気
氏
は
清
麻
呂
の
曾
孫
、
和
気
時と

き

雨ふ
る

が
医
学
に
志
し
、
針
博
士
、
典て

ん

薬や
く

頭の
か
み、

侍
医
と
な
り
、
和
気
医
道
の
出
発
と
な
っ
た
。
こ
の
後
、
和
気
氏
の
子

孫
は
医
家
と
し
て
指
導
的
な
役
割
を
果
し
た
。
室
町
時
代
に
至
り
、
医
家
の
丹

波
氏
か
ら
二
代
続
け
て
養
子
を
と
り
、
明
親
（
天
文
十
六
年
〈
一
五
四
七
〉
没
）

の
代
に
、
姓
を
半

な
か
ら

井い

と
改
め
た
。
そ
の
後
、
和
気
氏
の
本
流
は
半
井
氏
と
な
り
、

そ
の
子
孫
は
大
正
時
代
の
半
井
鉄か

ね

道み
ち

ま
で
医
道
に
尽
し
て
き
た
。

江
戸
時
代
初
期
に
清
麻
呂
の
後
裔
で
あ
る
医
師
の
半
井
瑞
雪
（
宗
閑
）
は
清
麻

呂
と
関
は
り
の
深
い
神
護
寺
に
対
し
て
、
そ
の
復
興
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
清
麻

呂
を
顕
彰
す
べ
く
、「
和
気
氏
三
幅
対
」
の
書
を
寄
進
し
た
。
そ
の
三
幅
は
和
気

真
人
（
清
麻
呂
）、
和
気
時
成
（
と
き
し
げ
、
と
き
な
り
）、
和
気
基
成
（
も
と
し

げ
、
も
と
な
り
）
の
肖
像
と
黄
檗
宗
と
臨
済
宗
の
僧
に
よ
る
賛
（
偈
）
が
書
か
れ
、

現
在
も
神
護
寺
の
寺
宝
と
し
て
所
蔵
さ
れ
、
公
開
も
さ
れ
て
ゐ
る
。

こ
の
「
和
気
氏
三
幅
対
」
を
広
く
世
に
紹
介
し
た
の
は
産
婦
人
科
の
開
業
医
の

傍
ら
、
医
史
研
究
に
努
め
た
杉す

ぎ

立た
つ

義
一
氏
で
あ
る
。
杉
立
氏
は
『
京
都
の
医
学

史（
�
（

』
本
文
篇
の
巻
頭
口
絵
に
初
め
て
写
真
を
掲
げ
た
。
そ
の
後
、
そ
の
解
説
と
詩

偈
の
書
き
下
し
文
を
発
表
し
、
と
り
わ
け
和
気
真
人
が
誰
で
あ
る
か
を
究
明
し

た（
2
（

。
こ
の
筆
蹟
の
解
読
と
訓
読
に
つ
い
て
は
私
が
作
成
し
た
原
案
を
も
と
に
さ
れ

た
が
、
私
自
身
、
不
十
分
な
点
が
あ
り
、
誤
植
も
少
し
あ
る
。
そ
の
上
、
真
人
像

が
誰
か
に
つ
い
て
は
難
解
で
、
杉
立
氏
は
当
初
、
和
気
氏
医
系
の
祖
と
し
て
時
雨

と
し
た
が
、
後
に
、
和
気
氏
中
興
の
祖
た
る
定
成
と
考
へ
、
最
終
的
に
清
麻
呂
に

落
着
い
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
も
、
私
も
杉
立
氏
と
論
議
し
た
が
、
両
者
が
捜
し

求
め
た
資
料
を
突
き
合
せ
て
、
最
終
的
に
清
麻
呂
と
判
定
し
た
。

本
稿
は
こ
の
三
幅
対
に
つ
い
て
、
本
文
を
掲
げ
た
後
、
訓
読
文
、
現
代
語
訳
、

語
釈
を
注
釈
、
評
釈
的
な
立
場
で
厳
密
に
施
し
、
次
に
、
成
立
と
補
説
で
、
そ
の
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成
り
立
ち
と
難
解
な
語
に
つ
い
て
解
説
す
る
。
従
来
は
訓
読
と
成
立
事
情
の
説
明

で
簡
単
に
終
っ
て
ゐ
た
が
、
そ
れ
以
上
に
国
文
学
的
に
訓
釈
し
、
考
証
す
る
。
こ

れ
は
研
究
史
上
、
初
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。
続
い
て
、
三
幅
対
の
意
義
に
つ
い
て

広
い
視
点
か
ら
考
察
し
、
真
人
の
意
味
付
け
、
神
護
寺
に
あ
る
価
値
に
つ
い
て
明

ら
か
に
す
る
。

二
、
和
気
清
麻
呂
像

大
功
不
宰
久
彌
新

錯
節
盤
根
妙
入
神

徳
被
乾
坤
千
古
重

心
懸
日
月
一
天
真

頓
超
霊
鷲
無
生
果

徹
證
蓬
莱
不
老
春

七
百
年
来
法
眼
裡

聊
唫
半
偈
表
賢
人

　

録
黄
檗
老
人
薦

　
　

和
氣
真
人
之
偈

　

佛
日
山
野
獨
知
書

〈
訓
読
〉

大
功
は
宰

つ
か
さ
どら

ず
、
久
し
く
彌

い
よ
い
よ

新
た
に

錯
節
盤
根
、
妙み

ょ
う、

神し
ん

に
入い

る

徳
、
乾け

ん

坤こ
ん

に
被か

う
むり

て
千
古
に
重
く

心し
ん

、
日じ

ち

月げ
つ

に
懸
け
て
一い

ち

天
真
な
り

頓と
み

に
霊

り
ょ
う

鷲じ
ゅ

無む

生し
ょ
うの

果
を
超
え

徹
証
す
、
蓬ほ

う

莱ら
い

不
老
の
春

七し
ち

百
年
来
、
法ほ

う

眼げ
ん

の
裡う

ち

聊い
さ
さか

半は
ん

偈げ

を
唫ぎ

ん

じ
て
、
賢
人
を
表ひ

ょ
うす

　

録
す

黄
檗
老
人
の
薦せ

ん

す
る

　
　

和
氣
真し

ん

人に
ん

の
偈

　

佛
日
山
、
野や

の
獨
知
書
す

4�2



神護寺蔵「和気氏三幅対」の成立と訓釈（ 4 ）

〈
現
代
語
訳
〉

偉
大
な
功
績
と
い
ふ
も
の
は
、
そ
の
は
た
ら
き
を
し
た
者
の
跡
を
留
め
ず
、
手

柄
と
も
せ
ず
、
い
つ
ま
で
も
伝
は
り
、
時
が
経
っ
て
も
ま
す
ま
す
新
し
く
な
る
も

の
で
あ
る
。
和
気
氏
の
医
術
は
入
り
組
ん
で
難
し
い
症
状
に
対
し
て
、
そ
の
巧
み

で
優
れ
た
技
術
は
神
業
か
と
思
は
れ
る
ほ
ど
に
達
し
た
。
そ
の
徳
は
天
と
地
に
広

く
行
き
わ
た
り
、
永
久
に
重
く
尊
ば
れ
、
そ
の
心
は
日
月
が
天
に
懸
っ
て
ゐ
る
や

う
に
い
つ
ま
で
も
長
く
残
っ
て
、
天
か
ら
与
へ
ら
れ
た
純
粋
な
自
然
の
ま
ま
の
一

つ
の
世
界
を
成
し
て
ゐ
る
。
そ
の
徳
と
心
に
よ
っ
て
、
釈
迦
が
説
法
し
た
霊
鷲
山

に
お
け
る
生
滅
変
化
す
る
こ
と
の
な
い
因
果
を
直
ち
に
超
え
て
、
神
仙
の
住
む
蓬

莱
山
に
お
け
る
、
い
つ
ま
で
も
老
い
る
こ
と
の
な
い
や
う
な
春
を
こ
の
世
に
明
ら

か
に
顕
は
す
こ
と
が
で
き
た
。
和
気
氏
は
七
百
年
こ
の
か
た
医
師
と
し
て
務
め
て

ゐ
る
。
私
は
こ
の
功
績
に
対
し
て
少
し
ば
か
り
中
途
半
端
な
偈
を
口
ず
さ
ん
で
、

表
彰
し
て
讃
へ
る
。

　

録
す
る

黄
檗
老
人
の
追
薦
す
る
和
氣
真
人
の
偈
を
佛
日
山
の
野
僧
で
あ
る
獨
知
が
書

く
。

〈
語
釈
〉

○
大
功
不
宰―

『
国
訳
黄
檗
和
尚
太た

い

和わ

集（
3
（

』
で
は
訓
読
せ
ず
、「
大
功
は
宰
せ
ず
」

と
音
読
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
訓
ん
だ
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
国
語
と
し

て
解
釈
し
に
く
い
。「
宰
」
は
つ
か
さ
ど
る
、
を
さ
め
る
の
意
で
、
主
宰
す
る
、

中
心
に
な
っ
て
行
ふ
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
室
鳩
巣
の
『
駿
台
雑
話
』
一
に
「
一

心
を
治
む
と
い
へ
ど
、
万
年
を
宰
す
る
に
た
ら
ず
」
と
、「
宰
す
る
」
と
い
ふ
用

法
は
あ
っ
た
。
老
子（
第
十
章
、
第
五
十
一
章
）、
荘
子（
外
篇
第
十
九
章
）の「
長

じ
て
宰
せ
ず
」
は
、
生
長
さ
せ
て
も
そ
の
主
宰
者
や
支
配
者
を
気
取
ら
ず
、
自
然

に
任
せ
る
こ
と
を
い
ふ
。
老
子
（
第
二
章
）
の
「
功
成
り
て
居
ら
ず
」
は
、
成
功

者
の
位
置
に
留
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
、
右
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。
隠
元
は

（
後
述
）
は
こ
の
語
を
愛
用
し
、「
功
成
り
て
宰
せ
ず
、
徳
業
始
め
て
全
く
彰

あ
ら
は

る（
4
（

」、

「
功
勲
宰
せ
ず
無
私
の
力（

5
（

」
な
ど
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
空
海
の
『
性

し
ょ
う

霊り
ょ
う

集し
ゅ
う』

六
に
見
え
る
「
不
宰
の
功
、
何
ぞ
敢
へ
て
比
喩
せ
む（

6
（

」
は
「
大
功
不
宰
」
の
順
序

を
逆
に
し
た
体
言
的
な
表
現
で
、
こ
こ
に
老
子
の
言
ふ
無
為
自
然
の
「
玄
徳
」
が

あ
る
と
い
ふ
。

○
錯
節
盤
根―

木
の
節
や
根
が
入
り
組
ん
で
ゐ
て
、
解
決
が
困
難
な
こ
と
を
い

ふ
。
一
般
に
は
「
盤
根
錯
節
」
の
語
順
で
あ
る
。
こ
こ
を
「
錯
節
盤
根
す
る
も
」

と
動
詞
に
訓
ん
で
も
よ
い
。

○
妙
入
神―

伊
藤
仁
斎
の
『
同
志
会
筆
記
』
四
十
七
則
に
あ
る
「
神
に
入
り
、
妙

を
極
む
る
」
が
好
例
で
あ
る
。「
人
格
、
学
問
、
技
芸
な
ど
が
非
常
に
高
い
程
度

に
達
し
」「
神
の
域
に
入
」
り
、「
こ
の
上
な
く
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と（

（
（

」
で
あ
る
。

○
被
乾
坤―

「
乾
坤
を
被お

ほ

ひ
」
と
訓
ん
で
も
意
味
は
同
じ
で
あ
る
が
、
太
和
集
の

「
乾
坤
に
被か

う
むり

」の
訓
み
に
従
ふ
。
か
う
む
る（
か
が
ふ
る
）は
、
覆
ふ
、
か
ぶ
る
、

受
け
る
こ
と
で
、
受
身
的
、
状
態
的
な
意
味
の
方
が
よ
い
で
あ
ら
う
。
同
じ
く
、

『
同
志
会
筆
記
』
十
五
則
に
「
仁
、
天
下
を
覆
ひ
、
義
、
万
世
に
被か

う
む

る
は
、
学
問

の
極
功
、
聖
人
の
能
事
、
こ
れ
こ
こ
に
尽
く
る
か
」
と
あ
る
。「
覆
ひ
」
は
ゆ
き

わ
た
る
、「
被
る
」
は
あ
ま
ね
く
お
よ
ぶ
こ
と
で
、
と
も
に
同
じ
意
で
あ
り
、
仁

や
義
が
天
下
、
万
世
に
広
く
伝
は
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
い
ふ
。
こ
の
偈
で
は
徳
の
こ

と
に
つ
い
て
述
べ
、
千
古
の
重
み
が
あ
る
と
い
ふ
。
な
ほ
、
太
和
集
で
は
「
聖
人

4��
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の
御
世
、
民
徳
を
旌し

ょ
うし

、
広
く
蒼
生
に
被
り
て
」
と
、
万
民
に
対
し
て
も
使
は
れ

て
ゐ
る
。

○
懸
日
月―

太
和
集
で
は
「
日
月
を
懸
く
」
と
訓
ん
で
ゐ
る
。
こ
れ
は
「
丹
心
日

月
を
懸
く（

（
（

」「
心
日
月
を
懸
く（

（
（

」で
も
同
じ
で
、「
を
」格
で
訓
ん
で
ゐ
る
。
し
か
し
、

「（
丹
）
心
、
日
月
を
懸
く
」
と
は
ど
う
い
ふ
こ
と
か
。
丹
心
は
（
ま
た
は
、
丹
心

を
ば
）、
太
陽
や
月
を
懸
け
て
常
に
光
り
輝
い
て
ゐ
る
と
い
ふ
意
味
で
は
し
っ
く

り
し
な
い
。
ま
た
、
前
の
句
の
「
被
乾
坤
」
の
対
句
表
現
と
合
は
な
い
。『
日
本

国
語
大
辞
典
』
第
二
版（

（（
（

で
は
、「
日
月
を
懸
く
」
を
見
出
し
語
と
し
て
「
重
要
な

も
の
が
二
つ
な
が
ら
備
わ
り
、
欠
け
る
こ
と
が
な
い
」
と
説
明
す
る
。「
二
つ
」

と
は
「
日
月
」
に
よ
る
の
だ
ら
う
が
、
こ
と
さ
ら
「
二
つ
」
の
意
義
が
こ
の
句
に

含
ま
れ
る
は
ず
が
な
く
、
意
味
も
取
り
に
く
い
。
こ
こ
で
考
へ
合
さ
れ
る
の
が
、

『
性
霊
集
』
巻
三
の
詩（

（（
（

で
あ
る
。「
之
を
日
月
に
懸
け
て
、
昼
夜
に
精
勤
し
て
」
は

「
日
月
が
天
に
永
久
に
懸
っ
て
い
る
よ
う
に
、（
皇
恩
を
）
い
つ
ま
で
も
忘
れ
ず
に
」

と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、
同
巻
十
の
「
日
月
に
懸
け
む
と
欲
し
て
、
詞こ

と
ばを

余わ

が
翰ふ

で

に
恣

あ
つ
ら

ふ（
（（
（

」
は
、「
日
月
の
天
に
懸
れ
る
が
ご
と
く
長
く
残
す
こ
と
」
を
望
ん

で
ゐ
る
。
こ
の
偈
も
空
海
の
詩
と
同
じ
く
、
心
を
、
日
月
が
い
つ
ま
で
も
天
に

懸
っ
て
ゐ
る
ご
と
く
に
、
あ
た
か
も
心
を
日
月
に
懸
け
る
や
う
に
し
て
、
永
遠
に

あ
り
続
け
る
こ
と
を
言
ふ
の
で
あ
る
。
通
説
の
「
日
月
を
」
の
「
を
格
」
で
あ
れ

ば
意
味
を
な
さ
な
い
。

○
一
天
真―

一
で
切
っ
て
、
天
真
で
熟
語
と
考
へ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。「
一
天
、

真
な
り
」
と
も
訓
め
さ
う
で
、
意
味
も
通
じ
る
や
う
で
あ
る
が
、「
一
天
」
で
は

広
さ
と
深
み
が
な
い
。
太
和
集
で
は
、「
一
日
膽せ

ん

礼ら
い（

礼
拝
）
す
れ
ば
一
た
び
天
真
」

「
妙
、
天
真
に
徹
証
せ
ん
」、『
隠
元
禅
師
普
門
語
録
』
で
「
風
心
不
一
、
一
天
真
」

と
あ
り
、
さ
ら
に
何
よ
り
も
遺
偈
で
、「
頓と

み

に
法
界
を
超
え
て
一
真
空
」
と
詠
ん

で
ゐ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
は
や
は
り
「
一
・
天
真
」
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。

○
頓―

「
頓
」
は
に
は
か
に
、
す
ぐ
に
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
が
、
こ
の
文
脈
で
は

直
ち
に
、
即
ち
、
そ
の
ま
ま
で
と
、
禅
的
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。
隠
元
は
こ
の
語

を
愛
用
し
て
ゐ
る
。
禅
宗
で
修
行
を
段
階
的
に
踏
む
こ
と
な
く
、
一
瞬
、
一
挙
に

悟
り
を
開
く
「
頓
悟
」、
ま
た
、
仏
教
で
一
般
に
言
は
れ
る
「
即
身
成
仏
」「
即
心

是
仏
」（
即
心
即
仏
）
と
同
じ
真
意
で
あ
ら
う
。

こ
れ
以
下
の
二
句
は
、
和
気
氏
は
仏
家
で
は
な
い
の
で
、
釈
迦
が
説
法
し
た
霊

鷲
山
で
、
無
生
の
果
、
即
ち
、
生
死
を
超
越
し
た
涅
槃
の
境
地
に
達
す
る
と
い
ふ

こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
医
家
と
し
て
現
実
の
生
活
の
中
で
術
を
施
し
、
人
々
に
仙

人
の
住
む
蓬
莱
山
で
暮
ら
す
や
う
な
、
長
寿
の
生
活
を
実
現
さ
せ
、
人
生
を
幸
せ

に
導
い
た
こ
と
を
言
ふ
の
で
あ
ら
う
。

○
七
百
年
来
法
眼
裡―

こ
の
偈
は
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
か
ら
同
十
三
年
の
間

に
成
立
し
た
（
後
述
）。
こ
の
七
百
年
前
を
単
純
に
計
算
す
る
と
、
西
暦
九
六
一

か
ら
九
七
三
年
の
間
と
な
る
。「
法
眼
」と
は
中
世
以
来
、
僧
侶
に
準
じ
て
、
仏
師
、

絵
師
、
医
師
な
ど
、
法
体
の
者
に
授
け
ら
れ
た
称
号
で
あ
る
。
右
の
期
間
に
医
師

の
地
位
に
あ
っ
た
和
気
氏
は
和
気
時
雨
で
あ
り
、
天
暦
十
一
年
（
九
五
七
）
に
典

薬
頭
と
な
り
、
康
保
二
年
（
九
六
五
）
に
六
十
七
歳
で
没
し
た
。
時
雨
は
和
気
清

麻
呂
の
子
で
あ
る
真
綱
の
孫
に
当
り
、
こ
れ
以
降
、
医
師
の
家
系
が
続
く
こ
と
と

な
っ
た
。
こ
の
句
は
そ
の
こ
と
を
指
し
て
ゐ
る
。

〈
成
立
〉

こ
の
書
が
で
き
た
事
情
に
つ
い
て
は
、
偈
の
末
尾
の
「
録
」
で
知
る
こ
と
が
で
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き
る
。
た
だ
、
も
う
少
し
詳
し
い
由
緒
は
、
太
和
集
を
調
べ
て
判
明
す
る
。
そ
の

題
詞
に
は
、「
半
井
瑞
雪
、
遠
祖
和
気
清
麻
呂
真
人
を
薦
せ
ん
こ
と
を
求
む
」
と

述
べ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
半
井
瑞
雪
（
後
述
）
が
半
井
家
の
遠
祖
で
あ
る
和

気
清
麻
呂
を
追
薦
す
る
偈
を
作
る
や
う
隠
元
に
依
頼
し
た
。
そ
の
偈
を
後
に
、
獨

知
が
書
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
下
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、「
録
」
を
合
せ
て

語
釈
と
と
も
に
、
考
証
し
て
い
く
。
な
ほ
、
太
和
集
で
は
偈
の
最
後
の
句
が
「
真

人
を
表
す
」
と
な
っ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
隠
元
が
後
に
改
め
た
の
か
、「
賢
人
」
の

誤
植
な
の
か
、
獨
知
が
書
く
時
に
「
賢
人
」
と
誤
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。

○
黄
檗
老
人―

黄
檗
山
萬
福
寺
の
開
山
、
隠
元
隆
琦
を
指
す
。
平
久
保
章
『
隠

元（
（（
（

』
に
よ
れ
ば
、
隠
元
は
弟
子
に
よ
っ
て
、「
黄
檗
老
人
」（
木
庵
獨
照
）、「
老
和
尚
」

（
同
）、「
開
山
老
和
尚
」（
鉄
牛
、
南
源
）、「
隠
老
祖
」（
潮
音
）
と
崇
敬
の
念
を

も
っ
て
呼
ば
れ
て
ゐ
る
。
隠
元
は
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
清
国
か
ら
来
日
、
随

従
し
た
者
は
獨
知
ほ
か
総
勢
三
十
人
と
言
は
れ
る
。
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
正

月
に
洛
西
の
寺
を
巡
拝
し
た
後
、
高
雄
山
に
登
り
、
神
護
寺
を
参
拝
、
つ
い
で
愛

宕
山
に
登
り
、
月
輪
寺
を
拝
し
て
ゐ
る
。
和
気
清
麻
呂
と
の
関
は
り
は
こ
の
時
か

ら
始
っ
た
。
ま
た
、
同
年
二
月
に
は
、
摂
津
国
麻
田
（
現
池
田
市
）
の
藩
主
青
木

重
兼
（
端
山
）
の
開
創
し
た
寺
に
招
か
れ
て
、
佛
日
寺
の
額
を
揮
毫
し
た
。
こ
れ

が
偈
に
出
る
「
佛
日
寺
」
で
あ
り
、
摩
耶
山
佛
日
寺
と
今
も
称
し
て
ゐ
る
。
同
年

十
一
月
に
宇
治
五
ヶ
庄
の
太お

ほ

和わ

田だ

（
大た

い

和わ

山さ
ん

）
に
新
し
い
寺
地
の
決
定
の
令
旨
を

受
け
、
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
に
黄
檗
山
萬
福
寺
の
開
山
と
し
て
晋
山
し
た
。

太
和
集
は
そ
の
翌
年
に
南
源
と
高
泉
が
編
集
し
て
、
鉄
眼
に
よ
っ
て
開
板
さ
れ

た
。
従
っ
て
、
こ
の
偈
の
作
ら
れ
た
の
は
神
護
寺
参
拝
の
万
治
二
年
か
ら
三
年
間

の
う
ち
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
隠
元
は
書
に
巧
み
で
、
多
く
の
題
讃
や
詩
偈
を
求

め
ら
れ
る
ま
ま
書
い
て
ゐ
る
の
で
、
偈
そ
の
も
の
は
、
高
雄
山
登
拝
の
直
後
と
し

て
よ
い
で
あ
ら
う
。
な
ほ
、「
高
雄
山
に
遊
び
、
弘
法
大
師
の
勝
跡
を
謁
す
」、「
愛

宕
山
に
登
る
」
の
七
言
律
詩
を
詠
ん
で
ゐ
る
が
、
和
気
清
麻
呂
に
つ
い
て
は
触
れ

て
ゐ
な
い
。

○
薦―

「
薦
」
は
「
す
す
む
」
と
訓
読
す
る
が
、
祭
祀
に
際
し
て
神
仏
に
供
物
を

す
す
め
る
、
つ
ま
り
、
手
向
け
て
た
て
ま
つ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
仏
教
語
で

あ
り
、「
亡
者
の
末
世
の
福
を
助
け
る
こ
と
、
死
者
の
冥
福
を
祈
っ
て
供
え
る
こ

と（
（（
（

」で
あ
る
。
熟
語
と
し
て「
資
薦
、
追
薦
」が
あ
り
、
後
者
は『
一
遍
上
人
語
録
』

上
に
あ
る
「
祖
父
（
河
野
）
通
信
の
墳
墓
に
追
薦
し
給
ふ
時
に
」
な
ど
、
古
典
作

品
に
よ
く
見
ら
れ
る
。
隠
元
も
「
…
居
士
（
信
士
）
を
薦
せ
む
」「
霊
福
を
薦
む
」

な
ど
と
、
し
ば
し
ば
使
っ
て
ゐ
る
。
現
在
、
よ
く
言
は
れ
る
「
追
善
供
養
」
と
同

義
で
あ
る
。

○
真
人―

和
気
清
麻
呂
は
姉
広
虫
と
と
も
に
、
在
所
の
地
名
に
因
み
、
磐い

は

梨な
す

別
わ
け
の

公き
み

、
つ
い
で
、
藤ふ

じ

野の
の

別わ
け
の

真ま

人ひ
と

の
氏
を
賜
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
和
気
真
人
」

と
あ
れ
ば
、
和
気
清
麻
呂
を
直
接
に
指
す
と
考
へ
や
す
い
。
し
か
し
、
隠
元
が
来

日
後
、
五
年
で
神
護
寺
を
初
め
て
訪
れ
、
清
麻
呂
の
も
と
の
氏
を
知
る
こ
と
は
な

い
だ
ら
う
。
こ
の
「
真
人
」
は
和
語
で
は
な
く
、
音
よ
み
す
る
仏
教
語
、
と
り
わ

け
禅
語
で
あ
る
。

『
岩
波
仏
教
語
辞
典
』第
二
版（

（（
（

に
よ
れ
ば
、「
真
人
」（
し
ん
に
ん
、
し
ん
じ
ん
）は
、

荘
子
に
い
ふ
「
道ど

う

の
根
源
的
真
理
の
体
得
者
」
の
こ
と
で
、
後
に
「
神
仙
と
し
て

道
教
化
」
さ
れ
た
。
仏
教
語
と
し
て
は
『
臨
済
録
』
上
堂
三
則
に
あ
る
「
赤
肉
団

上
に
一
無
位
の
真
人
有
り
、
常
に
汝
等
諸
人
の
面
門
よ
り
出
入
す
」
の
「
無
位
の

真
人
」
が
知
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
「
い
か
な
る
枠
に
も
は
ま
ら
ず
、
一
切
の
範

40（



若井　勲夫 （ （ ）

疇
を
超
え
た
自
由
人（

（（
（

」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
禅
的
な
「
自
由
人
」
が
偈
に
見
え

る
「
頓
に
霊
鷲
無
生
の
果
を
超
え
」
の
境
地
を
指
す
の
で
あ
ら
う
。
わ
が
国
で
の

古
い
用
法
は「
凡た

だ

人び
と

に
非あ

ら

じ
、
必
ず
真ひ

じ

人り

な
ら
む
」（
推
古
紀
、
二
十
一
年
十
二
月
）

で
、「
真
人
」
は
「
ひ
じ
り
」
と
訓
ま
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
は
そ
こ
ま
で

考
へ
な
く
て
も
、「
す
ぐ
れ
た
人
、
ま
こ
と
の
人
、
ほ
ん
と
う
の
人
間（

（（
（

」
と
解
し

て
も
よ
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ
を
敬
称
と
し
て
用
ゐ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
な
ほ
、
隠

元
は
ほ
か
に
「
万
里
の
外
に
一い

っ

擲て
き

し
て
無
位
の
真
人
の
畏
れ
を
剳さ

つ

著ち
ゃ
くし

」「
百
錬

を
経
て
始
め
て
徹
骨
の
真
人
と
成
る（

（（
（

」
な
ど
、
多
様
な
使
ひ
方
を
し
て
ゐ
る
。

○
佛
日
山
野
獨
知―

寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）、
前
述
の
通
り
、
青
木
重
兼
が
建

立
し
た
佛
日
寺
に
隠
元
を
開
山
と
し
て
、
法
嗣
の
獨
知
が
初
代
の
住
持
と
し
て
入

寺
し
た
。「
獨
」の
つ
く
道
号
は
黄
檗
宗
に
多
く
、
後
に
、
慧え

林り
ん

性し
ょ
う

機き

と
改
め
た
。

こ
の
偈
の
右
肩
に
押
さ
れ
て
ゐ
る
関
防
印
（
引
首
印
）
に
「
臨
済
三
十
三
世
」
と

あ
る
。
萬
福
寺
で
は
黄
檗
希
運
か
ら
で
な
く
、
臨
済
正
宗
と
し
て
臨
済
義
玄
よ
り

法
系
を
数
へ
、
隠
元
は
臨
済
正
伝
三
十
二
世
と
す
る
。
つ
い
で
、
二
代
住
持
（
今

で
言
へ
ば
管
長
）
の
木
庵
、
準
世
代
の
即
非
、
三
代
の
慧
林
は
隠
元
の
跡
を
継
ぐ

と
い
ふ
自
覚
で
と
も
に
三
十
三
世
を
名
乗
っ
た
。
次
の
「
野
」
と
は
、
在
野
、
野

人
、
野
鄙
の
意
で
、
こ
こ
は
僧
侶
な
の
で
、
野
僧
、
野
衲
と
自
ら
を
謙
遜
し
て
表

現
し
た
。
落
款
は
「
性
機
之
印
」
と
「
獨
知
」
の
印
が
二
つ
押
さ
れ
て
ゐ
る
。
慧

林
（
獨
知
）
が
こ
の
書
を
記
し
た
の
は
、
佛
日
寺
に
入
っ
た
寛
文
元
年
か
ら
、
隠

元
が
寂
す
る
同
十
三
年
の
間
と
推
定
さ
れ
る
（
延
宝
六
年
〈
一
六
七
八
〉
に
他
の

寺
の
開
山
、
同
八
年
に
黄
檗
第
三
代
を
継
い
だ
）。

慧
林
は
高
雄
山
に
登
り
、
そ
の
時
の
感
慨
の
詩
を
残
し
て
ゐ
る
。「
高
雄
山
真

言
寺
に
遊
ぶ
」（
五
言
律
詩
、『
慧
林
禅
師
滄
浪
声
』
寛
文
六
年
）
で
は
弘
法
大
師

の
名
残
を
求
め
、「
中
秋
の
日
、
重
ね
て
高
雄
山
に
遊
ぶ
」（
七
言
律
詩
、『
慧
林

和
尚
耶
山
集
』、
延
宝
六
年
、
耶
山
と
は
摩
耶
山
の
こ
と
）
で
は
十
年
前
を
回
顧

し
て
、
自
然
の
美
し
さ
を
讃
へ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
隠
元
と
同
じ
く
、
和
気
清

麻
呂
の
事
蹟
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
て
ゐ
な
い
。

注
目
す
べ
き
は
『
佛
日
慧
林
禅
師
語
録
』
九
に
収
録
さ
れ
て
ゐ
る
「
和
気
真
人

小
影　

大
医
院
」
と
題
す
る
七
言
律
詩
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
書
き
下
し
文
と
現
代

語
訳
を
記
す
。

　

肘
ち
ゅ
う

後ご

単ひ
と

つ
に
懸
く
不
死
の
方

　

天
朝
寵
秩
し
て
姓
名
香か

う

ば
し

　

道
明
の
賢
聖
、
書
、
篋き

ょ
うに

盈み

ち

　

味
辨
の
君
臣
、
薬
、
嚢の

う

に
満
つ

　

和
気
伝
家
、
風ふ

う

遠
く
に
播ま

か
れ

　

清
真
行
履
、
世
、
良り

ょ
うと

称た
た

ふ

　

伽
陀
聊
説
、
遺
範
を
旌あ

ら
はし

　

普
済
の
陰
功
、
代
を
蓋お

ほ

ひ
て
彰あ

き
らか

な
り

　

 　

和
気
氏
の
医
術
は
肘
の
後
ろ
に
た
だ
一
つ
お
守
り
札
を
懸
け
て
ゐ
る
や
う

に
、
そ
の
不
老
の
処
方
は
並
は
づ
れ
た
力
量
を
持
ち
、
朝
廷
で
は
特
別
に
和

気
氏
を
尊
び
、
医
家
の
官
位
を
授
け
、
そ
の
名
は
秀
れ
て
広
く
知
ら
れ
て
ゐ

る
。
道
徳
心
が
高
く
、
人
格
、
才
能
の
優
秀
な
人
物
は
書
が
箱
に
た
く
さ
ん

あ
り
、
物
事
の
趣
を
よ
く
考
へ
、
道
理
を
わ
き
ま
へ
て
ゐ
る
君
臣
は
、
薬
が

袋
に
い
っ
ぱ
い
あ
る
。
和
気
氏
の
医
術
の
家
伝
は
、
そ
の
流
儀
が
遠
く
に
ま
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で
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
の
清
く
正
し
い
行
ひ
は
世
に
立
派
だ
と
讃
へ
ら
れ
て

ゐ
る
。
仏
を
讃
美
す
る
歌
や
少
し
の
説
法
が
、
遺
し
た
手
本
と
な
っ
て
後
に

表
れ
る
や
う
に
、
和
気
氏
の
普
く
人
を
救
ふ
隠
れ
た
功
績
は
、
世
を
覆
ひ
て

包
む
ほ
ど
明
ら
か
に
輝
い
て
ゐ
る
。

こ
こ
で
難
解
な
の
は
第
一
句
の
「
肘
後
単
懸
不
死
方
」
で
あ
る
。「
肘
後
」
は

肘
の
後
ろ
、
脇
の
下
で
あ
り
、
こ
こ
は
肘
後
符
の
意
で
、
肘
に
懸
け
る
お
守
り
札

の
こ
と
で
あ
る
。「
方
」
は
処
方
、
薬
の
調
合
を
指
す
。「
単
懸
」
は
『
禅
語
辞

典（
（（
（

』
所
収
の
用
例
（
聨
灯
会
要
）
を
参
考
に
し
て
説
明
す
る
。「
肘
後
斜
懸
奪
命

符
」
は
「
肘
後
斜
め
に
懸
く
奪
命
符
」
と
訓
み
、「
肘
の
う
し
ろ
に
は
な
な
め
に

命
取
り
の
札
を
つ
る
し
て
い
る
。
並
は
ず
れ
た
力
量
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
を
示

す
」。
ま
た
、
前
の
『
禅
学
大
辞
典
』
で
、「
肘
後
に
符
を
懸
く
」
と
は
「
護
身
符

を
身
に
つ
け
る
こ
と
か
ら
、
身
の
安
全
を
図
る
こ
と
」
で
あ
る
。
以
上
の
二
点
か

ら
類
推
し
て
、
右
の
第
一
句
を
前
記
の
通
り
解
釈
し
た
。
な
ほ
、『
太
平
記
』
巻

三
十
九
に
、「（
光
厳
院
の
）
御
供
の
僧
は
、
仕
へ
て
懸
け
し
肘
後
の
府
（
符
の
こ

と
）
に
替
れ
る
一
鉢
を
脇
に
か
け
」
と
あ
り
、
や
は
り
護
身
用
に
使
は
れ
て
ゐ
た

こ
と
が
分
る
。

「
和
気
真
人
小
影
」
と
は
主
題
の
偈
に
描
か
れ
た
肖
像
画
の
こ
と
で
あ
ら
う
。

隠
元
老
師
の
偈
を
揮
毫
す
る
だ
け
で
な
く
弟
子
と
し
て
師
に
な
ら
っ
て
作
っ
た
と

思
は
れ
る
。「
大
医
院
」（
優
れ
た
名
医
）
と
あ
る
や
う
に
、
和
気
清
麻
呂
の
功
績

で
は
な
く
、
医
家
と
し
て
の
和
気
氏
を
詠
ん
で
ゐ
る
。
と
言
っ
て
、
和
気
真
人
が

和
気
清
麻
呂
以
外
の
者
を
指
す
の
で
は
な
い
。
前
述
の
通
り
、
隠
元
は
明
確
に

「
和
気
清
麻
呂
真
人
」
と
記
し
、
清
麻
呂
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
後
述
）。
こ
こ

で
は
、
慧
林
が
師
の
偈
を
代
り
に
揮
毫
し
た
だ
け
で
な
く
、
自
ら
も
和
気
真
人
を

景
仰
し
て
ゐ
た
こ
と
が
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
真
人
は
、
そ
の
道
の
奥
義
に

達
し
た
人
と
い
ふ
意
味
で
、
こ
の
詩
で
は
医
道
の
極
意
を
得
て
、
医
道
を
悟
っ
た

人
、
そ
の
神
妙
を
究
め
た
人
と
い
ふ
美
称
、
尊
称
で
あ
る
。
隠
元
の
偈
の「
賢
人
」

と
共
通
し
た
意
味
で
あ
り
、
そ
の
真
人
の
源
た
る
人
物
と
し
て
清
麻
呂
を
讃
へ
て

ゐ
る
。
な
ほ
注
意
す
べ
き
は
、
清
国
か
ら
渡
来
し
た
二
人
は
日
本
語
を
十
分
に
解

し
得
な
か
っ
た
こ
と
、
禅
僧
で
あ
り
、
細
か
く
厳
密
に
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、

急
所
を
押
へ
て
の
表
現
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

〈
補
説
一
〉
半
井
瑞
雪

前
述
の
通
り
、
和
気
真
人
の
詩
偈
は
半
井
瑞
雪
が
隠
元
に
遠
祖
和
気
清
麻
呂
を

追
薦
す
る
こ
と
を
依
頼
し
て
作
ら
れ
た
。
こ
こ
で
、
半
井
瑞
雪
の
功
績
に
つ
い
て

述
べ
る
。
室
町
時
代
、
典
薬
頭
の
和
気
明
親（
驢
庵
）は
姓
を
半
井
に
改
め
た（
後

述
）。
そ
の
孫
の
、
清
麻
呂
を
始
祖
と
し
て
二
十
四
代
目
に
当
る
成
信
（
瑞
桂
）

の
子
、
宗
閑
（
瑞
雪
）
は
医
師
の
務
め
の
傍
ら
、
東
福
門
院
と
京
都
所
司
代
の
板

倉
勝
重
の
間
を
取
り
持
っ
て
、
神
護
寺
の
復
興
に
尽
力
し
た
。
本
尊
で
あ
る
薬
師

如
来
の
周
囲
を
護
る
十
二
神
像
の
足
の
枘ほ

ぞ

（
突
起
）
に
、
瑞
雪
の
修
理
銘
が
記
さ

れ（
（（
（

、
旧
金
堂（
毘
沙
門
堂
）前
と
大
師
堂
前
と
に
あ
る
石
燈
籠
に
は
そ
れ
ぞ
れ「
奉

寄
進
薬
師
如
来
御
前　

和
気
清
麻
呂
末
裔　

半
井
瑞
雪
」、「
奉
寄
進　

弘
法
大
師

御
前　

和
気
清
麻
呂
末
裔　

半
井
瑞
雪
」
の
刻
銘
が
残
さ
れ
て
ゐ
る
。
ま
た
、
こ

の
ほ
か
に
、「
高
雄
神
護
寺
書
籍
霊
宝
目
録（

（（
（

」
に
よ
る
と
、
瑞
雪
は
「
牡
丹
唐
草

之
蒔
絵
」
の
「
霊
宝
箱
」
二
つ
、
瑞
雪
一
門
中
と
し
て
「
弘
法
木
像
、
并
倚い

子す

、

湯
瓶
、
履

は
き
も
の

」
を
寄
進
し
て
ゐ
る
。
こ
の
目
録
は
、
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
に
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寺
か
ら
奉
行
所
宛
に
書
き
上
げ
た
も
の
を
、
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
に
立
原
翠

軒
が
手
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
同
じ
明
暦
二
年
に
、
瑞
雪
が
寄
進
し
た
時
成

像
に
前
南
禅
寺
の
僧
が
詩
偈
を
作
っ
た
（
後
述
）。
従
っ
て
、
同
年
の
目
録
に
は

間
に
合
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

こ
の
や
う
に
、
隠
元
が
詩
偈
の
題
詞
に
和
気
清
麻
呂
を
瑞
雪
の
「
遠
祖
」
と
表

し
て
ゐ
る
こ
と
を
併
せ
て
、
瑞
雪
は
そ
の
意
識
と
自
覚
を
十
分
に
持
っ
て
ゐ
た
。

瑞
雪
の
兄
で
あ
る
二
十
五
代
の
利
親
（
瑞
玄
）
の
孫
、
二
十
七
代
の
成
忠
（
瑞
堅
）

も
神
護
寺
を
「
吾
祖
清
麻
呂
卿
草
創
之
浄
刹
、
而
和
気
之
氏
寺
也
」（
高
雄
山
神

護
寺
縁
起（

（（
（

）
と
言
っ
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
、
江
戸
時
代
初
期
に
お
い
て
も
清
麻
呂
を

始
祖
と
し
て
景
仰
す
る
念
が
強
く
あ
っ
た
。

瑞
雪
は
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
に
没
し
、
大
徳
寺
真
珠
庵
の
半
井
家
墓
地
に

葬
ら
れ
た
。
瑞
雪
は
庶
子
で
あ
っ
た
が
、
正
嫡
に
準
ず
る
扱
ひ
を
受
け
た
。
そ
の

理
由
は
、
大
徳
寺
真
珠
庵
蔵
『
和
気
世
々
墓
所
図
』
に
「
月
叔
（
瑞
雪
の
居
士
名
）、

庶
為
り
と
雖
も
、
補
摂
之
功
有
る
故
」
と
し
て
ゐ
る（

（（
（

。「
補
摂
」
と
は
た
す
け
る

こ
と
を
中
心
に
な
っ
て
執
り
行
ふ
と
い
う
意
味
で
、
神
護
寺
の
復
興
と
和
気
清
麻

呂
の
顕
彰
に
努
力
し
た
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ら
う
。
な
ほ
、
先
に
亡
く
な
っ
て
ゐ

た
小
堀
遠
州
の
三
女
で
あ
る
瑞
雪
の
室
も
そ
の
横
に
墓
が
あ
る
。

隠
元
は
瑞
雪
と
交
流
が
あ
っ
た
や
う
で
、「
半
井
瑞
雪
に
示
す
」
と
題
す
る
五

言
律
詩
の
偈
を
作
っ
て
ゐ
る（

（（
（

。
書
き
下
し
文
と
現
代
語
訳
を
次
に
記
す
。

普
門
、
瑞
雪
に
下
る
は

真
個
、
古
来
稀
な
り

苟
し
く
も
能よ

く
落
處
を
諳そ

ら
んず

れ
ば

直
下
、
自

お
の
づ
か
らら

幾
を
知
る

小
さ
く
出
で
て
師
友
に
逢
ひ

高
雄
、
是
れ
依
る
所
な
り

無
言
、
無
説
に
対こ

た

へ
て

大
地
、
光
輝
を
尽
す

 　

仏
の
力
が
瑞
雪
に
通
じ
て
、
悟
り
を
開
か
せ
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
古
来
、

稀
な
こ
と
で
あ
る
。
瑞
雪
は
物
事
の
落
着
く
と
こ
ろ
を
十
分
に
わ
き
ま
へ
て

は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
き
ざ
し
を
よ
く
把
ん
で
ゐ
る
。
思
ひ
も
寄
ら
ず
師
友

に
逢
っ
て
、
高
雄
山
は
寄
り
付
き
、
親
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
言
葉
を
交

は
さ
な
く
て
も
あ
ら
ゆ
る
言
説
を
超
越
し
て
、
こ
の
大
地
は
輝
き
に
満
ち
て

ゐ
る
。

こ
の
詩
偈
の
第
五
句
の
「
小
出
」
に
つ
い
て
、『
大
燈
録
』
下
に
、「
小
出
大
遇
」

と
い
ふ
語
が
あ
り
、
思
ひ
も
寄
ら
な
い
待
遇
を
受
け
て
、
修
行
者
が
師
家
に
対
し

て
感
謝
す
る
と
い
ふ
意
味
で
あ
る（

（（
（

。
こ
こ
か
ら
類
推
す
る
と
、「
小
さ
く
出
で
て

大
き
く
逢
ふ
」
と
訓
み
、
思
ひ
も
寄
ら
ず
高
雄
山
神
護
寺
で
師
友
に
逢
へ
た
こ
と

を
喜
び
、
感
謝
す
る
表
現
で
あ
ら
う
。

〈
補
説
二
〉
和
気
真
人

和
気
真
人
が
誰
で
あ
る
か
は
以
上
に
述
べ
て
き
た
こ
と
で
十
分
に
明
ら
か
に
さ

れ
た
が
、
こ
の
根
拠
に
な
っ
た
文
献
に
基
づ
く
論
考
は
今
ま
で
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
、
従
来
の
二
つ
の
説
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
、
続
い
て
、
別
の
資
料
か
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ら
や
は
り
清
麻
呂
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
く
。

先
に
述
べ
た
通
り
、
和
気
氏
三
幅
対
を
世
に
広
め
た
の
は
杉
立
義
一
氏
の
著

書
、
論
文
か
ら
で
あ
る
。
杉
立
氏
は
初
め
、
偈
の
中
に
「
七
百
年
来
法
眼
裡
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
そ
れ
が
瑞
雪
の
時
代
か
ら
溯
っ
て
、
和
気
時
雨
の
時
期
に
当
る
の

で
、
和
気
氏
医
系
の
祖
と
し
て
時
雨
と
判
断
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
句
は
「
七
百

年
来
」
の
事
実
を
言
っ
て
ゐ
る
だ
け
で
、
時
雨
個
人
を
特
定
し
て
ゐ
る
の
で
は
な

く
、
和
気
医
学
の
流
れ
を
叙
し
て
ゐ
る
。
も
し
時
雨
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
あ
と
の

二
幅
と
同
じ
や
う
に
時
雨
の
名
を
出
す
で
あ
ら
う
。
次
に
、
所
功
氏
は
こ
の
「
七

百
年
来
」
を
根
拠
に
、
そ
れ
よ
り
百
年
以
上
も
前
の
清
麻
呂
以
来
と
取
る
の
は
難

し
い
と
言
ふ（

（（
（

。
し
か
し
、
真
人
を
清
麻
呂
で
な
い
と
判
定
す
る
の
に
こ
の
句
を
根

拠
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
七
百
年
間
、
医
道
に
尽
し
て
き
た
和
気
氏

の
伝
統
を
讃
へ
て
表
現
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
詩
偈
で
は
清
麻
呂
個
人
の
功

績
は
一
言
も
し
て
ゐ
な
い
。
さ
う
し
て
、
所
氏
は
杉
立
氏
の
第
二
案
、
和
気
氏
中

興
の
祖
と
称
さ
れ
る
定
成
説
に
従
っ
て
、「
和
気
定
成
あ
た
り
」
と
結
論
づ
け
た
。

こ
の
「
あ
た
り
」
が
ど
う
い
ふ
意
味
で
あ
る
か
不
明
で
あ
る
が
、
右
の
時
雨
説
を

否
定
し
た
論
法
で
、
定
成
個
人
を
特
定
し
て
ゐ
な
い
と
言
へ
る
。
中
興
の
祖
と
い

ふ
立
場
よ
り
も
っ
と
広
い
視
点
か
ら
考
へ
る
と
、
神
護
寺
の
本
尊
の
薬
師
如
来
は

医
薬
の
道
を
司
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
創
建
者
で
あ
る
清
麻
呂
を
医
家
の
祖
と
し

て
仰
い
だ
の
で
あ
る
。
和
気
氏
の
後
裔
が
和
気
医
道
の
根
源
を
溯
る
と
き
、
中
興

で
は
な
く
、
精
神
と
思
想
の
在
り
所
と
し
て
、
薬
師
如
来
、
和
気
清
麻
呂
に
至
る

こ
と
は
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

ち
な
み
に
、
高
瀬
重
雄
氏
は
和
気
氏
と
薬
師
信
仰
に
関
し
て
、
次
の
や
う
に
述

べ
て
ゐ
る
。「
和
気
一
族
の
仏
教
信
仰
は
、
主
と
し
て
薬
師
如
来
の
信
仰
か
ら
出

発
し
、
平
安
奠
都
と
と
も
に
、
天
台
、
真
言
両
派
の
外
護
へ
移
っ
た
…
和
気
氏
の

一
族
が
医
薬
の
家
と
し
て
末
永
く
活
躍
す
る
に
至
る
原
初
…
が
、
弘
仁
時
代
の
薬

師
如
来
の
信
仰
に
出
発
す
る（

（（
（

」。
さ
ら
に
、「
和
気
清
麻
呂
が
建
て
た
神
願
寺
に
、

薬
師
如
来
と
そ
の
脇
士
が
ま
つ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
清
麻
呂
と
そ
の
一

族
は
、
厄
難
消
除
と
無
病
息
災
を
読
誦
し
、
か
つ
医
薬
を
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

病
気
の
平
癒
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
」
と
、「
和
気
氏
の
医

療
思
想
の
淵
源（

（（
（

」
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
や
う
に
し
て
、
和
気
医
学
の
系
統
に

お
け
る
清
麻
呂
の
位
置
づ
け
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。

で
は
次
に
、
今
ま
で
取
り
上
げ
な
か
っ
た
文
献
か
ら
、
真
人
が
清
麻
呂
で
あ
る

こ
と
を
考
証
し
よ
う
。

（
�
）
半
井
本
家
に
伝
は
る
文
書
に
「
瑞
雪
高
雄
山
神
護
寺
へ
寄
付　

束
帯
肖
像 

参
幅
」
が
あ
る（

（（
（

。
明
治
三
十
年
代
に
写
さ
れ
た
と
さ
れ
、
三
幅
の
詩
偈
が
書
か
れ

て
ゐ
る
が
、
誤
字
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
れ
に
、
明
確
に
「
清
麻
呂　

肖
像
」
と
記

す
。
半
井
家
で
は
清
麻
呂
と
伝
承
し
て
ゐ
る
こ
と
が
分
る
。

（
2
）
神
護
寺
に
蔵
さ
れ
て
ゐ
る
三
幅
対
は
、
箱
書
に
は
「
和
気
氏
三
幅
対　

寄
進
半
井
瑞
雪
」
と
書
か
れ
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
が
、
箱
の
中
に
附
箋
が
入
っ
て

ゐ
て
、
こ
れ
に
「
清
麻
呂
、
時
成
、
基
成
」
と
記
さ
れ
て
ゐ
る（

（（
（

。
こ
れ
に
基
づ
い

て
、
神
護
寺
で
毎
年
五
月
上
旬
に
開
か
れ
る
「
宝
物
虫
払
行
事
陳
列
」
の
目
録
に

「
和
気
氏
三
幅
対
（
清
麻
呂
、
時
成
、
基
成
）」
と
し
て
ゐ
る
。

（
3
）「
神
護
寺
名
宝
展
観
目
録　

昭
和
十
年　

自
五
月
十
九
日　

至　

五
月
三

十
一
日
」
に
よ
れ
ば（

（（
（

、「
中　

和
気
清
麻
呂
、
左　

和
気
時
成
、
右　

和
気
基
成

像
、
絹
本
着
色　

三
幅
」
と
あ
る
。
和
気
清
麻
呂
の
解
説
に
「
上
述
の
本
寺
沿
革

中
に
記
す
る
が
如
く
本
寺
と
頗
る
関
係
が
深
い
人
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
な
ほ
、
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清
麻
呂
を
真
中
に
置
き
、
左
、
右
の
順
に
配
し
て
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ

る
（
後
述
）。

（
4
）
昭
和
十
五
年
、
東
京
の
王
仁
神
社
（
渋
谷
区
青
葉
町
）
が
紀
元
二
千
六

百
年
紀
念
に
当
社
蔵
の
「
和
気
清
麻
呂
公
像
」
を
、
天
覧
を
賜
っ
た
後
、
複
製
し

て
頒
布
し
た（

（（
（

。
詩
は
五
言
で
四
十
行
に
達
す
る
古
詩
で
、
寛
文
十
年
（
一
六
七

〇
）
九
月
に
、
前
南
禅
英
中
玄
賢
が
作
っ
た
。
英
中
は
南
禅
寺
第
二
百
八
十
世
住

持
で
、
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
に
没
し
て
ゐ
る
。
こ
の
詩
の
最
初
と
最
後
の
四

行
を
取
り
上
げ
る
。

　

和
気
清
麻
呂

　

系
緒
垂
仁
に
出
づ

　

断
々
他
技
を
愧は

ぢ

　

世
を
挙
げ
て
真
人
と
称た

た

ふ

和
気
清
麻
呂
は
垂
仁
天
皇
の
系
譜
か
ら
出
て
ゐ
る
。
一
つ
の
こ
と
に
精
神
を
集

中
し
て
、
他
の
こ
と
に
そ
れ
る
こ
と
を
恥
ぢ
、
世
の
中
の
誰
も
が
真
人
と
し
て
称

へ
て
ゐ
る
。
以
下
、
道
鏡
事
件
、
宇
佐
八
幡
宮
の
神
勅
奏
上
、
高
雄
山
で
「
護
国

祚
」
の
寺
の
開
創
を
詠
み
、「
大
功
一
世
を
蓋お

ほ

ひ
」
と
、
隠
元
偈
の
「
大
功
」
を
使
っ

て
ゐ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

　

累
世
、
天
禄
を
享う

け

　

弘
文
、
縉
紳
を
成
す

　

児
孫
、
千
載
に
栄
え

　

和
気
猶
ほ
春
の
如
し

と
結
ぶ
。
和
気
氏
は
代
々
、
天
の
恵
み
を
受
け
、
学
問
を
弘
め
、
身
分
の
高
い
医

官
と
な
っ
た
。
そ
の
子
孫
は
永
久
に
栄
え
、
和
気
氏
の
誉
れ
は
春
の
や
う
に
生
気

が
漲
っ
て
ゐ
る
。
医
学
の
面
は
直
接
に
触
れ
て
ゐ
な
い
が
、
隠
元
の
用
語
を
遣
っ

て
源
流
に
溯
っ
て
、
清
麻
呂
の
功
績
を
讃
へ
て
ゐ
る
。

先
に
慧
林
（
獨
知
）
の
書
を
寛
文
元
年
か
ら
同
十
三
年
の
間
と
推
定
し
た
が
、

こ
れ
は
同
十
年
で
あ
る
。
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
に
、
清
麻
呂
を
「
真
人
」
と
評
価
す
る

共
通
の
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
後
書
に
「
遠
孫　

和
気
惟
貞

信
士
請
ふ
」と
あ
る
が
、
惟
貞
が
ど
の
や
う
な
人
物
か
、
系
図
に
は
見
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
肖
像
は
右
向
き
で
あ
る
が
、
真
人
像
と
同
じ
く
衣
冠
束
帯
で
、「
狩
野
成

信
画
」
と
、
王
仁
神
社
の
説
明
書
に
記
す
。

（
5
）
本
島
知
辰
の
『
月
堂
見け

ん

聞も
ん

集
』
は
、
京
都
に
住
ん
で
ゐ
た
著
者
が
見
聞

し
た
筆
録
で
、
こ
の
巻
二
十
八
に
享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
三
月
二
十
六
日
よ

り
、「
高
雄
山
神
護
寺
開
帳
霊
宝
」
と
し
て
、
薬
師
如
来
、
弘
法
大
師
御
作
組
を

挙
げ
る（

（（
（

。
こ
れ
に
続
い
て
、「
清
麻
呂
、
時
成
、
基
成
画
像
、
但
土
佐
光
信
」、「
清

麻
呂
伝
記
」
と
記
す
。
な
ほ
、
土
佐
光
信
は
室
町
後
期
の
画
家
で
時
代
が
合
は
な

い
。
大
徳
寺
真
珠
庵
の
襖
絵
を
描
い
た
土
佐
光
起
の
誤
り
で
あ
ら
う
か
。
私
見
を

交
へ
ず
、
客
観
的
に
記
録
し
て
ゐ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
有
職
故
実
家

の
松
岡
行
義
が
著
し
た
随
筆
『
後
松
日
記
』
巻
八
に
「
在
京
日
記
」
が
あ
る（

（（
（

。
天

保
四
年
（
一
八
三
三
）
四
月
十
七
日
に
神
護
寺
で
見
た
宝
物
の
中
に
「
和
気
氏
三

代
像
」
と
書
き
留
め
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
三
幅
対
の
こ
と
で
あ
ら
う
が
、「
三
代
像
」

と
は
ど
う
い
ふ
つ
も
り
な
の
か
。
字
義
通
り
、
三
代
と
言
へ
ば
、
定
成
、
時
成
、

基
成
と
な
る
が
、
そ
の
真
意
は
分
ら
な
い
。
三
幅
の
三
肖
像
を
三
代
と
判
断
し
た

だ
け
の
こ
と
で
あ
ら
う
。
そ
の
二
十
年
後
、
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）、
峨
山
青

護
が
『
高
雄
槙
尾
栂
尾
巡
参
案
内
記
』
を
刊
行
し
た（

（（
（

。
高
雄
山
神
護
寺
の
説
明
に

続
い
て
、「
当
寺
霊
宝
」
と
し
て
、「
和
気
清
麻
呂
、
時
成
、
基
成
尊
像　

土
佐
光
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信
筆
」
と
記
し
、
次
に
「
和
気
清
麻
呂
社
」
を
述
べ
る
。
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、

和
気
真
人
は
清
麻
呂
と
認
識
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

（
6
）
江
戸
時
代
後
期
の
儒
学
者
、
書
画
家
の
貫
名
海
屋
は
「
真
人
、
真
に
抗

直
し
、
自
ら
其
れ
忠
誠
生
る
、
…
死
を
誓
ひ
て
天
祚
を
護
り
、
功
績
誰
か
争
ふ
有

ら
ん
や
」
と
、
清
麻
呂
を
「
真
人
」
と
讃
へ
る
。
ま
た
、
漢
詩
人
の
村
田
智
哲（

（（
（

は

「
和
気
真
人
」
と
題
し
て
、「
一
言
、
命
に
反
す
紫
宸
の
下
、
声
、
九
重
を
震
は
し

肝
膽
寒
し
」
と
、
清
麻
呂
の
宇
佐
神
託
の
奏
上
を
七
言
絶
句
で
詠
ん
で
ゐ
る
。
江

戸
初
期
に
始
り
後
期
に
至
る
ま
で
、
真
人
と
し
て
評
価
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

（
（
）
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
国
学
者
、
矢
野
玄
道
は
、『
護
王
神
御
伝

記（
（（
（

』
に
次
の
通
り
記
し
て
ゐ
る
。「
神
護
寺
の
秘
庫
に
伝
り
し
明
神
（
護
王
大
明

神
で
清
麻
呂
の
こ
と
）
の
真
筆
な
ど
云
物
（
伝
真
筆
と
言
は
れ
る
「
我
獨
慙
天
地
」

の
こ
と
）
の
世
に
聞
ゆ
れ
ど
、
総す

べ

て
信ト

ル

に
取
ら
ざ
る
こ
と
、
月
堂
見
聞
集
ナ
ル
享

保
十
九
年
仝
寺
開
帳
目
録
に
清
麻
呂
伝
記
ま
た
土
佐
光
信
筆
清
麻
呂
時
成
基
成
図

絵
と
あ
る
の
み
に
て
、
他
物
あ
る
こ
と
無な

し

に
て
知
る
べ
し
」。
こ
の
文
章
の
主
旨

は
伝
真
筆
の
否
定
に
あ
る
が
、
先
の
『
月
堂
見
聞
集
』
を
引
用
し
な
が
ら
、
三
幅

対
の
存
在
を
認
識
し
て
ゐ
る
。
以
上
に
よ
っ
て
、
真
人
が
清
麻
呂
で
あ
る
こ
と
が

確
実
に
な
っ
た
。

三
、
和
気
時
成
像

　
　
　

前
南
禅
昕
叔
老
衲
顕
啅
書

　
　

明
暦
第
二
歳
舎
丙
申
三
月
吉
辰

　

未
不
得
黙
止
綴
一
偈
塞
其
責
矣

　

後
昆
半
井
瑞
雪
介
于
人
請
記
其
顚

　

正
四
位
上
典
薬
頭
和
氣
時
成
肖
像

起
死
回
生
地
下
僊

蟠
萬
巻
名
鳴
世

亘
今
亘
古
俊
才
全

入
五
雲
深
開
講
莚

〈
訓
読
〉

　
　
　

前
南
禅
、
昕
叔
老
衲
顕
啅
書
す

　
　

明
暦
第
二
、
歳ほ

し

、
丙

ひ
の
え

申さ
る

に
舎や

ど

る
、
三
月
吉
辰
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未
だ
黙
止
し
得
ず
、
一
偈
を
綴
り
、
其
の
責
を
塞
ぐ

　

後
昆
半
井
瑞
雪
、
人
を
介
し
て
其
の
顚て

ん

を
記
さ
ん
こ
と
を
請
ふ

　

正
四
位
上
、
典
薬
頭
、
和
氣
時
成
の
肖
像　

起
死
回
生
せ
ん
地
下
の
僊

ど
う

、
萬
巻
を
蟠

わ
だ
か
まら

せ
、
名
、
世
に
鳴
る

今
に
亘
り
古い

に
しへ

に
亘
り
、
俊
才
全
し

五
雲
の
深
き
に
入
り
て
講
莚
を
開
く

〈
現
代
語
訳
〉

　

前
南
禅
寺
の
老
僧
、
昕き

ん

叔し
ゅ
く

顕け
ん

啅た
く

が
書
く
。

　

明
暦
二
年
、
歳
星
（
木
星
）
が
丙

ひ
の
え

申さ
る

に
舎や

ど

る
（
干
支
は
丙
申
）、
三
月
吉
日
。

 

黙
っ
て
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
ず
、
詩
偈
一
首
を
作
っ
て
、
そ
の

責
任
を
果
す
。

 

後
の
子
孫
で
あ
る
半
井
瑞
雪
が
人
を
な
か
だ
ち
に
し
て
、
先
祖
の
根
本
の
い
き

さ
つ
を
記
し
て
ほ
し
い
と
依
頼
し
た
。

正
四
位
上
、
典
薬
頭
の
和
氣
時
成
の
肖
像
。

 

和
気
氏
の
医
術
の
力
に
よ
っ
て
、
生
き
返
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
、
死
に
か

か
っ
て
ゐ
る
人
だ
け
で
な
く
、
あ
の
世
の
人
ま
で
も
。
そ
の
脳
の
中
に
は
多
く

の
書
物
が
蓄
へ
ら
れ
、
和
気
氏
の
医
道
の
評
判
は
世
に
響
い
て
ゐ
る
。
昔
か
ら

今
に
至
る
ま
で
、
そ
の
秀
れ
た
才
能
は
欠
け
た
と
こ
ろ
が
な
く
完
全
で
あ
り
、

五
色
の
雲
の
か
か
る
奥
深
い
宮
中
に
入
っ
て
、
治
療
を
施
す
ほ
ど
で
あ
る
。

〈
語
釈
〉

○
前
南
禅
昕
叔
老
衲
顕
啅―

昕
叔
顕
啅
は
『
南
禅
寺
史（

（（
（

』
に
よ
れ
ば
、
寛
永
十
七

年
（
一
六
四
〇
）
に
入
寺
し
、
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
に
没
し
て
ゐ
る
。
南
禅

寺
の
準
世
代
（
住
持
）
で
、
夢
窓
疎
石
派
に
属
し
て
ゐ
た
。
明
暦
二
年
（
一
六
五

六
）に
こ
の
書
を
記
し
て
ゐ
る
の
で
、
こ
の
こ
ろ
は
隠
居
し
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。

落
款
は
「
禅
」
の
漢
字
の
扁
と
旁
の
間
に
「
南
」
の
漢
字
を
配
し
た
印
と
、
昕
叔

の
印
の
二
つ
を
押
し
て
ゐ
る
。「
老
衲
」
の
衲
は
僧
侶
の
自
称
で
、
老
僧
を
謙
遜

し
て
言
っ
た
。

○
歳
舎―

歳
星
が
舎や

ど

（
宿
）
る
こ
と
で
、
歳
次
と
同
じ
で
あ
る
。
歳
星
（
木
星
）

は
十
二
年
で
天
を
一
周
し
、
そ
の
一
年
に
一
次
を
行
く
。「
歳
次
辛
亥
」（
萬
葉
集

二
二
八
）
は
「
歳ほ

し

、
辛
亥
に
次や

ど

る
」
と
訓
む
。
一
般
に
い
ふ
干
支
の
こ
と
で
あ
る
。

○
後
昆―

昆
は
あ
と
、
世
継
の
こ
と
で
、
後
昆
は
子
孫
、
後
裔
、
末
裔
の
意
で
あ

る
。

○
典
薬
頭―

宮
内
省
に
属
す
る
官
司
で
、
宮
中
の
医
療
、
薬
園
、
官
人
の
医
療
、

医
師
の
養
成
な
ど
を
司
ど
る
典
薬
寮
の
長
官
。

○
地
下
僊―

地
下
は
あ
の
世
、
冥
土
、
僊
は
仙
人
、
や
ま
び
と
の
こ
と
で
あ
る

が
、
こ
の
ま
ま
で
は
意
味
が
取
り
に
く
い
の
で
、
文
脈
を
考
へ
て
前
記
の
通
り
に

解
し
た
。

○

蟠
萬
巻―

「
蟠
」
の
上
の
漢
字
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
旁
の
勹
の
中
の
文
字
は

「
御
」
の
真
中
の
文
字
に
見
え
る
が
、
大
漢
和
辞
典
に
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
と

よ
く
似
た
漢
字
の
「

」
を
誤
っ
た
と
解
す
る
。
こ
の
字
義
は
脳
と
同
じ
で
、「
蟠
」

は
わ
だ
か
ま
る
、
龍
や
蛇
な
ど
が
と
ぐ
ろ
を
巻
い
て
伏
し
て
ゐ
る
、
ま
た
、
つ
も

る
、
あ
つ
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
こ
の
意
味
は
、
そ
の
脳
の
中
に
は
数
多
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く
の
書
物
が
集
り
積
っ
て
秘
め
ら
れ
て
ゐ
る
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
。

○
亘
今
亘
古―

『
句
双
紙
』『
禅
林
句
集
』
に
は
語
順
を
逆
に
し
「
亘
古
亘
今
」

と
あ
り
、「
い
に
し
へ
に
わ
た
り
、
今
に
わ
た
る
」
と
訓
む
。

○
入
五
雲
深―
五
雲
は
仙
人
、
仙
女
の
遊
ぶ
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
比
喩
的
に
捉
へ

て
も
こ
の
ま
ま
で
は
分
り
に
く
い
。
隠
元
は
渡
来
僧
で
あ
っ
た
が
、
昕
叔
は
日
本

人
で
あ
り
、
こ
こ
は
国
語
の
用
法
と
し
て
、
五
雲
が
宮
中
を
指
す
と
考
へ
る
。
和

気
定
成
は
侍
医
で
あ
り
、
典
薬
頭
で
あ
っ
た
。『
大
日
本
人
名
辞
書（

（（
（

』
に
よ
れ
ば
、

定
成
は
後
鳥
羽
上
皇
、
高
倉
天
皇
、
皇
太
后
の
病
気
を
治
し
た
。
ま
た
、
そ
の
息

で
本
詩
偈
の
時
成
は
、
父
と
同
じ
役
職
に
就
き
、
後
鳥
羽
上
皇
、
中
宮
に
施
術
し

て
治
癒
し
た
。
こ
の
や
う
に
宮
中
の
信
任
が
厚
く
、
侍
医
と
し
て
評
価
を
得
た
こ

と
を
こ
の
や
う
に
文
学
的
に
表
現
し
た
の
で
あ
ら
う
。
次
の
「
開
講
莚
」
は
医
学

の
講
義
を
し
た
と
い
ふ
の
で
は
な
く
、
病
状
の
説
明
や
処
方
の
仕
方
を
説
い
て
上

奏
し
た
こ
と
を
言
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。

〈
成
立
〉

こ
の
書
の
成
立
の
事
情
は
題
詞
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
ゐ
る
通
り
で
あ
る
。
話
は

前
後
す
る
が
、
時
成
の
父
、
定
成
は
保
元
の
宇
佐
使
を
務
め
、
典
薬
頭
、
織
部

正
、
侍
医
と
し
て
名
声
を
博
し
た
。
今
ま
で
丹
波
氏
に
押
さ
れ
て
ゐ
た
医
学
を
盛

り
返
し
て
、
和
気
氏
中
興
の
祖
と
さ
れ
る
。
文
冶
四
年
（
一
一
八
八
）、
六
十
六

歳
で
没
し
た
。
時
成
は
定
成
の
三
男
で
、
典
薬
頭
、
侍
医
、
織
部
正
と
し
て
、
和

気
医
学
を
継
承
し
た
。
承
久
元
年
（
一
二
一
九
）、
六
十
一
歳
で
没
し
た
。
典
薬

頭
は
正
五
位
下
が
普
通
だ
が
、
時
成
は
定
成
と
同
じ
く
正
四
位
下
に
昇
進
し
た（

（（
（

。

こ
の
三
幅
対
の
中
心
人
物
の
真
人
が
清
麻
呂
で
あ
る
こ
と
は
先
の
考
証
の
通
り

で
あ
る
が
、
こ
れ
を
定
成
と
し
て
仮
定
し
て
、
時
成
、
基
成
に
続
く
三
代
と
す
る

と
自
然
な
流
れ
と
な
る
。
あ
る
い
は
、
清
麻
呂
、
定
成
、
時
成
で
あ
る
な
ら
ば
、

こ
れ
も
単
純
に
首
肯
で
き
る
。
問
題
は
な
ぜ
定
成
を
選
ば
ず
、
時
成
か
ら
始
め
、

基
成
に
つ
な
い
だ
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
難
し
い
問
題
で
あ
っ
て
、
次

節
で
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

四
、
和
気
基
成
像

芝
朮
孔
子　

蔘
苷
温
公　

結
雒
陽
社　

追
魯
國
風

徳
行
惟
肖　

東
土
日
東　

頥
神
妙
術　

允
執
其
中

常
諳
脉
訣　

春
弦
夏
洪　

忍
我
三
折　

具
仙
五
通

霊
丹
一
粒　

却
老
還
童　

久
典
薬
局　

施
太
醫
功

和
氣
花
竹　

入
内
家
叢　

孫
枝
子
葉　

欝
々
葱
々

　

右　

正
四
位
上
和
氣
基
成
公
之
遺
像
也

　

其
后
裔
半
井
瑞
雪
醫
翁
就
山
埜

40�
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見
需
賛
詞
不
獲
峻
拒
賦
四
言
于
韵
以

　

應
厥
命
云

　
　

前
南
禅
九
巖
野
釋
中
達
贅
焉

〈
訓
読
〉

芝し

朮じ
ゅ
つの

孔
子　

蔘じ
ん

苷か
ん

の
温
公　

雒ら
く

陽よ
う

に
社
を
結
び　

魯
國
の
風
を
追
ふ

徳
行
惟こ

れ
肖に

る　

東
土
の
日
東　

神し
ん

を
頥や

し
なふ

妙
術　

允ま
こ
とに

其そ

の
中ち

ゅ
うを

執と

る

常
に
脉
訣
を
諳そ

ら
んじ　

春
に
弦
、
夏
に
洪　

我
を
忍
び
三
折　

仙
五
通
を
具そ

な

ふ

 

霊
丹
の
一い

ち

粒り
ゅ
う　

老
い
を
却し

り
ぞ

け
童わ

ら
は

に
還か

へ

る　

久
し
く
典
薬
局
に
あ
り　

太は
な
は

だ
醫

功
を
施
す

和
氣
花
竹　

内な
い

家か

の
叢

く
さ
む
らに

入い

り　

孫
枝
子
葉　

欝
々
葱そ

う

々
た
り

　

右
、
正
四
位
上
、
和
氣
基
成
公
の
遺
像
な
り

　

其
の
后こ

う

裔え
い

、
半
井
瑞
雪
醫
翁
、
山さ

ん

埜や

に
就つ

き
、

　

賛
詞
を
需も

と

め
ら
る
、
峻

し
ゅ
ん

拒き
ょ

す
る
を
獲え

ず
、
四
言
を
韵い

ん

に
賦ふ

し
、
以も

っ

て

　

厥そ

の
命め

い

に
應
ず
、
と
云
ふ

　
　

前
南
禅
、
九く

巖ご
ん

野
釋
中
達
、
焉こ

こ

に
贅ぜ

い

す

〈
現
代
語
訳
〉

芝
朮
の
薬
草
の
や
う
に
そ
の
説
く
教
へ
が
じ
っ
く
り
と
効
果
を
表
す
孔
子
、
人

参
や
甘
草
の
や
う
に
そ
の
語
る
言
葉
が
ゆ
っ
く
り
と
真
価
を
表
す
温
公
、
そ
の
温

公
は
洛
陽
に
隠
栖
し
、
孔
子
を
慕
ひ
、
礼
を
尊
び
、
魯
国
の
国
風
を
求
め
た
。
道

徳
に
か
な
っ
た
立
派
な
行
ひ
と
い
ふ
も
の
は
似
る
も
の
で
、
そ
れ
は
東
方
の
日
本

に
見
ら
れ
る
。
精
神
を
養
っ
た
秀
れ
た
技
術
は
誠
実
に
そ
の
中
庸
の
道
を
執
り
守

る
。和

気
基
成
は
い
つ
も
脈
を
測
る
書
物
を
暗
記
し
、
春
に
は
脈
搏
が
押
へ
る
や
う

に
高
く
、
夏
に
は
浮
く
や
う
に
強
く
打
つ
状
態
に
な
る
ま
で
精
励
し
た
。
自
分
自

身
、
耐
へ
忍
ん
で
地
道
な
修
行
を
積
ん
で
良
医
に
な
り
、
五
つ
の
超
自
然
的
な
神

通
力
を
持
つ
仙
人
に
至
っ
た
。
た
っ
た
一
粒
の
霊
薬
で
、
老
い
を
遠
ざ
け
、
童
子

の
や
う
に
若
返
る
ほ
ど
の
き
き
め
が
あ
っ
た
。
基
成
は
長
ら
く
典
薬
寮
で
長
官
と

し
て
勤
め
、
医
療
で
非
常
に
高
い
功
績
を
挙
げ
た
。

和
気
氏
は
宮
中
に
お
い
て
侍
医
と
し
て
も
励
み
、
そ
の
誉
れ
は
子
々
孫
々
に
至

る
ま
で
、
樹
木
が
青
々
と
繁
り
伸
び
る
や
う
に
豊
か
に
盛
え
て
ゐ
る
。

　

右
は
正
四
位
上
の
和
気
基
成
公
の
遺
像
で
あ
る
。

 　

そ
の
後
裔
の
半
井
瑞
雪
老
医
師
が
奥
深
い
寺
に
来
て
、
野
僧
の
私
は
基
成
公

を
讃
へ
る
詩
偈
を
作
る
や
う
に
求
め
ら
れ
た
。
強
く
断
る
こ
と
が
で
き
ず
、
四

言
詩
を
作
っ
て
、
そ
の
依
頼
に
応
へ
る
も
の
で
あ
る
。

　

前
南
禅
寺
の
野
衲
で
あ
る
九
巖
中
達
が
こ
こ
に
贅
言
す
る
。

〈
語
釈
〉

○
芝
朮
孔
子―

「
芝
朮
」
は
紫
朮
と
も
書
き
、
菊
科
の
多
年
草
。
乾
燥
さ
せ
た
地

下
茎
を
健
胃
、
整
腸
の
薬
と
し
て
用
ゐ
る
。
朮お

け
らは

長
生
き
し
、
神
仙
に
な
る
と
い

ふ
伝
説
が
あ
る
。
こ
こ
の
文
言
は
、
南
宋
の
朱
子
の
『
四
書
或
問
』
巻
三
十
九
に

あ
る
「
孔
子
之
道
、
則
広
大
而
中
正
、
渾
然
而
無
跡
。
…
其
万
一
蔘
苓
芝
朮
之
為

薬
」
に
基
づ
い
て
ゐ
る
。
孔
子
の
道
は
広
大
で
中
正
で
あ
り
、
渾
然
一
体
と
し
て

ゐ
て
、
具
体
的
な
痕
跡
や
事
例
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
薬
の
蔘
苓
や

芝
朮
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
孔
子
の
説
く
道
は
即
効
薬
で
は
な
く
、
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じ
っ
く
り
と
効
い
て
、
人
を
教
へ
導
く
と
い
ふ
こ
と
を
表
し
て
ゐ
る（

（（
（

。

○
蔘
苷
温
公―

「
蔘
」
は
人
参
、
朝
鮮
人
参
、「
苷
」
は
甘
草
で
、
ど
ち
ら
も
漢

方
薬
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
る
。
温
公
は
北
宋
の
政
治
家
で
、
司
馬
光
を
指
す
。
政
界

を
退
い
た
後
は
、
洛
陽
に
閑
居
し
、
歴
史
書
『
資
治
通
鑑
』
の
撰
述
に
力
を
注
い

だ
。
こ
の
文
言
は
北
宋
の
学
者
で
あ
る
程て

い
こ
う顥

、
程て

い

頤い

の
兄
弟
の
『
二
程
遺
書
』
巻

十
に
あ
る「
君
実
之
語
自
謂
如
人
蔘
苷
草
。
病
未
甚
時
、
可
用
也
。
則
非
所
能
及
」

に
基
づ
い
て
ゐ
る
。「
君
実
」
は
司
馬
光
の
字
で
、
司
馬
光
の
語
る
言
葉
は
人
蔘

や
苷
草
の
や
う
で
あ
る
。
病
気
が
そ
れ
ほ
ど
甚
し
く
な
い
時
に
用
ゐ
ら
れ
る
。
つ

ま
り
、
そ
の
説
く
と
こ
ろ
は
す
ぐ
に
効
果
が
表
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ゆ
っ
く
り

と
真
価
が
出
て
く
る
と
い
ふ
こ
と
を
表
し
て
ゐ
る
。

○
結
雒
陽
社　

追
魯
國
風―

そ
の
司
馬
光
が
洛
陽
で
開
い
た
庭
を
獨
楽
園
と
い

ひ
、
独
立
独
歩
、
自
由
自
尊
の
境
地
で
、
自
適
の
生
活
を
楽
し
ん
だ
。
こ
の
様
子

は
、「
獨
楽
園
記
」
に
詳
し
い
。
こ
こ
で
、「
志
倦
み
、
体
疲
る
れ
ば
、
薬
を
采
り
」

と
あ
り
、「
獨
楽
園
七
題
」
の
う
ち
の
「
采
薬
園
」
で
は
、
第
一
句
で
「
韓
伯
林

を
愛
す
」
と
詠
む
。
韓
伯
林
（
韓
康
）
は
、
長
年
、
薬
を
長
安
の
市
で
掛
値
な
し

で
売
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
や
う
に
司
馬
光
と
薬
草
の
関
は
り
が
見
ら
れ
る
。「
社

を
結
び
」は
、
結
社
の
こ
と
で
、
蘇そ

軾し
ょ
く（

東と
う

坡ば

）は「
司
馬
君
実
獨
楽
園
」で「
先
生
、

臥
し
て
出
で
ず
、
冠
蓋
、
洛
社
に
傾
む
く
」
と
詠
ん
で
ゐ
る
。「
先
生
が
そ
こ
へ

引
っ
こ
も
ら
れ
て
、
高
貴
の
人
た
ち
も
社
の
な
か
ま
へ
引
き
よ
せ
ら
れ（

（（
（

」
る
と
い

ふ
こ
と
で
あ
る
。
司
馬
光
は
伝
統
的
な
儒
教
理
念
を
重
ん
じ
、
礼
の
実
践
を
説
い

た（
（（
（

。
こ
の
こ
と
を
「
魯
國
の
風
を
追
ふ
」
と
言
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
な
ほ
、
相
国

寺
の
僧
侶
の
景
徐
周
麟（
永
正
十
五
年〈
一
五
一
八
〉没
）は『
翰
林
葫こ

蘆ろ

集
』で
、「
温

公
獨
楽
園
」
と
題
す
る
七
言
絶
句
を
作
っ
て
ゐ
る（

（（
（

。
臨
済
禅
で
は
親
し
み
の
あ
る

話
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

○
東
土
日
東―

「
東
土
」
は
東
方
の
国
、
東
方
の
地
、「
日
東
」
は
日
本
の
別
名
。

こ
こ
か
ら
、
日
本
の
話
に
な
る
。

○
頥
神
妙
術―

「
頥
」
は
俗
字
で
、
本
字
は
頤
、「
頥
神
」
は
精
神
を
養
ふ
こ
と
で
、

そ
の
や
う
に
妙た

へ

な
る
技
術
は
、
と
次
に
続
く
。

○
允
執
其
中―

「
允
執
」
は
誠
実
に
執
り
守
る
、
必
ず
守
る
こ
と
、「
中
」
は
ほ

ど
よ
さ
の
意
で
、
中
庸
、
中
正
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
文
言
は
『
尚
書
』（
書
経
）

大た
い

禹う

謨ぼ

に
あ
る
「
人
心
惟こ

れ
危
ふ
く
、
道
心
惟
れ
微か

す

か
な
り
、
惟
れ
精せ

い

惟
れ
一い

つ

、

允ま
こ
と

に
厥そ

の
中ち

ゅ
う

を
執と

れ
」
に
基
づ
く
。
人
の
欲
情
か
ら
発
す
る
心
は
危
ふ
く
、
正

し
い
道
徳
心
は
物
欲
の
た
め
に
明
か
に
し
難
い
。
た
だ
心
を
精
一
、
専
一
に
し

て
、
誠
意
を
も
っ
て
中
庸
、
中
正
の
道
を
守
る
と
い
ふ
こ
と
を
表
し
て
ゐ
る
。
こ

の
句
は
『
論
語
』
堯
曰
第
二
十
に
も
政
治
の
道
の
心
構
へ
と
し
て
使
は
れ
て
ゐ
る
。

○
脉
訣―

医
者
が
脈
を
見
る
方
法
を
述
べ
た
書
。
こ
こ
か
ら
和
気
基
成
の
話
に
な

る
。

○
春
に
弦
、
夏
に
洪―

「
弦
」
は
弦
脈
で
、
血
管
が
張
っ
て
脈
搏
が
急
な
こ
と
、

「
洪
」
は
脈
搏
が
浮
い
て
強
く
打
つ
こ
と
で
、
と
も
に
基
成
の
身
体
の
状
態
を
い

ふ
。

○
三
折―

三み

度た
び

、
肘
を
折
る
ほ
ど
経
験
を
積
ん
で
、
良
医
と
な
る
こ
と
。
こ
の
肘

は
自
分
、
ま
た
は
他
人
の
肘
の
両
説
が
あ
る
。
地
道
な
修
行
を
積
む
こ
と
を
い

ふ
。

○
仙
五
通―

「
五
通
」
は
五ご

神じ
ん

通づ
う

と
も
い
ひ
、
前
の
『
広
説
佛
教
語
大
辞
典
』
に

よ
れ
ば
、
天
眼
通
、
天
耳
通
、
他
心
通
、
宿
命
通
、
神
足
通
（
如
意
通
）
を
い
ふ
。

「
特
別
な
修
行
者
の
も
ち
う
る
五
種
の
超
自
然
的
な
能
力
の
こ
と
、
五
つ
の
超
人
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的
な
力
」
の
意
で
あ
る
。
五
通
仙
は
こ
の
五
神
通
を
得
た
仙
人
の
こ
と
で
、
こ
れ

を
原
文
で
は
押
韻
の
関
係
で
「
仙
五
通
」
と
文
字
の
順
序
を
変
へ
た
の
で
あ
ら
う
。

○
霊
丹
一
粒―

「
丹
」
と
は
よ
く
練
っ
た
薬
、
仙
丹
で
、
効
験
の
高
い
霊
薬
の
こ

と
。

○
和
氣
花
竹
～
、
の
四
句―

全
体
と
し
て
和
気
氏
の
医
家
と
し
て
の
繁
栄
を
花
や

竹
に
喩
へ
、
そ
の
縁
語
で
詩
的
に
表
現
し
て
ゐ
る
。「
内
家
」は
宮
人
の
意
な
の
で
、

こ
こ
は
宮
中
で
侍
医
と
し
て
勤
め
た
こ
と
を
い
ふ
。「
孫
枝
子
葉
」は
、「
孫
子
枝
葉
」

と
語
順
を
変
へ
て
も
同
じ
意
味
で
、
子
孫
が
枝
や
葉
が
新
た
に
生
じ
、
伸
び
て
い

く
や
う
に
、
後
ま
で
増
え
、
栄
え
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。「
欝
」
と
「
葱
」
は
と

も
に
樹
木
が
こ
ん
も
り
と
青
々
と
繁
る
さ
ま
を
い
ふ
。

○
山
埜―

山
野
で
、
田
舎
、
あ
る
い
は
、
僧
侶
が
謙
遜
し
て
用
ゐ
る
自
称
の
意
も

あ
る
。
田
舎
は
自
分
の
住
む
寺
で
、
や
は
り
謙
辞
で
あ
る
。
現
代
語
訳
で
は
両
方

生
か
す
や
う
に
し
た
。

○
賦
四
言
于
韵―

「
四
言
」
は
一
句
が
四
言
、「
韵
」
は
韻
と
同
じ
で
、
全
体
と

し
て
四
言
詩
の
韻
文
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
本
詩
偈
は
四
行
が
一
節
で
、
五
節
で

二
十
行
と
、
長
大
で
あ
る
。

○
九
巖
中
達―

『
南
禅
寺
史（

（（
（

』
を
中
心
に
述
べ
る
と
、
九
巖
は
建
仁
寺
の
第
三
百

代
住
持
で
あ
っ
た
が
、「
前
南
禅
」
と
、
前
の
所
属
の
寺
院
を
名
乗
っ
た
理
由
と

詩
偈
を
作
っ
た
時
期
に
つ
い
て
は
次
項
で
述
べ
る
。「
野
釋
」
の
「
野
」
は
真
人

像
に
も
あ
り
、「
釋
」
は
仏
門
、
仏
弟
子
の
意
で
あ
る
。
野
衲
、
野
僧
に
も
あ
り
、

「
野
釋
」
は
野や

の
釋
と
解
す
る
の
が
よ
い
。

○
贅
焉―

「
贅
」
は
言
は
な
く
て
も
よ
い
こ
と
を
言
ふ
、
余
分
な
言
葉
を
付
け
加

へ
る
こ
と
で
、
贅
言
、
贅
辞
、
贅
す
と
い
ふ
語
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
謙

遜
し
て
言
っ
て
ゐ
る
。「
焉
」
は
い
ろ
い
ろ
な
用
法
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
こ

こ
（
に
）
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。

〈
成
立
〉

半
井
瑞
雪
が
「
賛
詞
」
を
頼
ん
だ
こ
と
は
分
る
が
、
そ
の
時
期
が
い
つ
か
に
つ

い
て
考
証
し
よ
う
。
九
厳
中
達
は
「
準
世
代
」
と
し
て
南
禅
寺
住
持
に
準
ず
る
扱

ひ
を
受
け
て
ゐ
た
が
、
こ
れ
は
転
任
し
て
か
ら
か
、
死
去
し
て
か
ら
の
称
号
で
あ

る
。
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
に
相
国
寺
子
院
の
鹿ろ

く

苑お
ん

院い
ん

に
住
持
し
、
禅
宗
寺
院

を
取
締
り
、
僧
侶
を
管
理
す
る
僧
録
司
に
任
じ
ら
れ
た
。
そ
の
三
年
後
の
、
同
四

年
に
没
し
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
、
南
禅
寺
の
住
職
が
最
初
で
あ
ら
う
。
つ
い
で
建
仁

寺
住
持
に
赴
任
し
、
そ
の
後
、
相
国
寺
に
移
っ
た
の
で
あ
ら
う
。「
前
南
禅
」
は

前
の
昕
叔
、
英
中
に
揃
へ
て
、
自
称
し
た
と
思
は
れ
る
。
黄
檗
宗
は
臨
済
禅
で
あ

り
、
瑞
雪
が
大
徳
寺
を
通
し
て
臨
済
宗
の
寺
院
に
関
は
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
以
上

の
こ
と
か
ら
、
こ
の
詩
偈
を
作
っ
た
の
は
万
治
元
年
以
前
、
明
暦
、
承
応
に
溯
る

六
年
間
ほ
ど
の
期
間
と
推
定
で
き
る
。

五
、
三
幅
対
の
意
義

以
上
、
和
気
氏
三
幅
対
の
詩
偈
の
内
容
の
解
釈
と
作
者
を
中
心
に
述
べ
て
き

た
。
こ
こ
で
、
三
幅
対
を
総
合
的
に
分
析
し
、
そ
の
意
義
を
考
察
し
よ
う
。

ま
づ
、
も
う
一
度
、
成
立
の
時
期
に
つ
い
て
触
れ
る
。
清
麻
呂
像
は
詩
偈
が
万

治
二
、
三
年
（
一
六
五
九
、
六
〇
）、
揮
毫
が
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
～
一
六
七

三
）、
時
成
像
が
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）、
基
成
像
が
明
暦
三
年
以
前
、
参
考
に
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英
中
玄
賢
作
が
寛
文
十
年
（
一
六
七
〇
）
で
、
そ
れ
よ
り
前
に
清
麻
呂
像
が
出
来

上
っ
て
ゐ
て
、
奉
納
し
た
半
井
瑞
雪
が
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
没
で
あ
っ
た
。

結
局
、
明
暦
二
、
三
年
に
時
成
像
、
基
成
像
が
ほ
ぼ
同
時
に
、
そ
の
五
、
六
年

後
、
寛
文
元
、
二
年
ご
ろ
に
清
麻
呂
像
が
出
来
て
、
前
後
、
五
、
六
年
間
の
こ
と

と
推
定
で
き
る
。

次
に
三
つ
の
像
の
服
装
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
清
麻
呂
像
は
正
式
の
衣
冠
束
帯

姿
で
黒
色
、
笏
を
持
ち
、
太
刀
を
帯
び
、
こ
れ
の
み
上
畳
に
坐
る
。
時
成
像
は
冬

の
直
衣
姿
で
、
笏
は
持
た
ず
に
檜
扇
を
前
に
置
く
。
基
成
像
は
夏
の
直
衣
姿
で
檜

扇
を
開
い
て
持
つ
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
清
麻
呂
は
最
高
の
敬
意
で
も
っ
て
中
心
的

な
位
置
を
占
め
格
調
高
く
描
か
れ
、
時
成
、
基
成
と
区
別
し
、
時
成
が
次
に
続
く

こ
と
が
分
る
。

三
幅
対
を
並
べ
て
掛
け
る
時
は
、
最
上
位
の
者
を
真
中
に
置
き
、
次
が
向
っ
て

右
側
、
つ
い
で
向
っ
て
左
側
と
な
る
。
清
麻
呂
は
左
向
き
で
あ
る
が
、
中
心
的
な

者
が
正
面
を
向
く
と
は
限
ら
な
い
。
次
の
時
成
は
左
向
き
に
対
し
て
、
基
成
像
が

肖
像
画
で
は
珍
し
い
右
向
き
で
あ
る
の
は
、
も
と
も
と
三
幅
で
一
対
に
す
る
意
図

か
ら
で
あ
ら
う
。

肖
像
画
に
つ
い
て
は
不
案
内
な
の
で
、
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
、
井
筒
風
俗

博
物
館
事
務
局
長
の
春
田
純
一
氏
よ
り
得
た
教
示
を
次
に
要
約
し
て
記
す（

（（
（

。
肖
像

画
だ
け
で
判
断
す
る
と
鎌
倉
時
代
の
人
物
で
あ
る
。
折
目
の
立
っ
た
強こ

わ

装
束
で
、

直
線
的
な
描
き
方
を
し
て
ゐ
る
の
は
平
安
後
期
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
冠
の
纓え

い

の

形
か
ら
鎌
倉
時
代
で
あ
る
。
た
だ
し
、
装
束
だ
け
で
描
か
れ
た
人
物
の
時
代
を
判

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
江
戸
時
代
前
期
の
絵
師
が
鎌
倉
時
代
の
装
束
と
し
て

意
識
し
て
描
い
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。
神
護
寺
蔵
の
平
重
盛
像
や
源
頼
朝
像
を
参

考
に
し
た
こ
と
は
十
分
に
考
へ
ら
れ
る
。
真
人
像
を
清
麻
呂
に
擬
し
た
と
い
ふ
判

断
は
可
能
で
あ
る
。
黒
色
の
装
束
や
刀
は
三
位
以
上
で
あ
る
が
、
医
者
が
笏
や
刀

を
持
つ
こ
と
は
儀
式
の
正
式
の
衣
服
と
し
て
有
り
得
る
。
最
上
位
の
人
は
実
際
の

位
よ
り
高
い
位
と
し
て
描
く
こ
と
が
多
い
。
三
つ
の
像
は
同
じ
絵
師
に
よ
る
と
は

思
へ
な
い
。
先
に
出
来
上
っ
た
も
の
を
手
本
に
し
て
、
次
の
も
の
を
描
い
た
の
で

あ
ら
う
。
三
幅
の
場
合
、
変
化
を
つ
け
て
描
く
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
教
示
は
拙

稿
の
内
容
を
よ
り
深
く
す
る
上
に
も
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
。

次
に
三
幅
対
そ
の
も
の
を
考
へ
る
と
、
こ
れ
は
三
幅
で
一
対
と
な
る
掛
物
で
、

も
と
仏
画
で
、
中
央
に
本
尊
、
左
右
に
脇
侍
（
夾
侍
）
の
菩
薩
を
掛
け
た
の
に
基

づ
い
て
ゐ
る
。
釈
迦
如
来
に
対
し
て
文
殊
、
普
賢
菩
薩
、
阿
弥
陀
尊
に
対
し
て
観

音
、
勢
至
菩
薩
、
薬
師
如
来
に
対
し
て
日
光
、
月
光
菩
薩
が
知
ら
れ
て
ゐ
る
。
黄

檗
宗
で
は
隠
元
に
対
し
て
、
木
庵
、
即
非
と
な
る
。
こ
の
や
う
に
見
て
く
る
と
、

真
人
像
は
本
尊
に
相
当
す
る
崇
高
な
聖
者
と
し
て
の
位
置
づ
け
で
あ
り
、
前
述
の

通
り
、
こ
れ
は
清
麻
呂
し
か
あ
り
得
ず
、
い
く
ら
中
興
の
祖
と
い
っ
て
も
定
成
で

は
力
不
足
で
あ
ら
う
。

な
ほ
、
付
け
加
へ
れ
ば
、『
神
護
寺（

（（
（

』
に
よ
れ
ば
、『
神
護
寺
略
記
』
に
神
護
寺

仙
洞
院
に
後
白
河
法
皇
の
画
像
を
中
心
に
、
平
重
盛
、
源
頼
朝
、
藤
原
光
能
、
藤

原
業
房
の
画
像
が
あ
る
と
書
か
れ
て
ゐ
る
。
現
在
は
重
盛
、
頼
朝
、
光
能
の
像
し

か
残
っ
て
ゐ
な
い
が
、
こ
れ
か
ら
判
断
し
て
、「
法
皇
を
中
心
に
、
重
盛
と
光
能

が
そ
の
向
か
っ
て
右
側
、
頼
朝
と
業
房
が
左
側
に
並
べ
ら
れ
、
い
ず
れ
も
法
皇
の

方
に
向
く
よ
う
に
描
い
た
と
思
わ
れ
る
」。
こ
の
こ
と
か
ら
考
へ
る
と
後
白
河
法

皇
が
本
尊
の
位
置
づ
け
で
あ
り
、
近
臣
が
脇
侍
と
し
て
向
き
合
っ
て
ゐ
る
事
情
が

よ
く
分
る
。
こ
れ
は
和
気
氏
三
幅
対
と
同
じ
構
図
で
あ
り
、
本
尊
を
真
人
と
し
て

3（（
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清
麻
呂
を
崇
敬
し
た
こ
と
が
自
然
な
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

残
る
問
題
は
上
来
、
少
し
づ
つ
触
れ
て
き
た
、
半
井
瑞
雪
が
清
麻
呂
を
中
心
に

し
て
時
成
と
基
成
を
な
ぜ
選
ん
だ
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
系
図
を
よ
く
見
る
と

時
成
の
子
は
三
男
の
親
成
が
本
家
を
継
ぎ
、
こ
の
系
統
が
瑞
雪
に
至
っ
て
ゐ
る
。

長
男
の
基
成
は
後
に
五
代
で
絶
え
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
、
瑞
雪
の
血
筋
は
時
成

か
ら
と
い
ふ
よ
り
、
そ
の
次
の
代
の
、
基
成
、
親
成
が
分
岐
点
を
な
し
て
ゐ
る
。

瑞
雪
は
後
継
者
も
な
く
、
庶
子
で
あ
り
、
本
流
に
は
な
れ
な
い
運
命
に
あ
っ
た
。

そ
の
自
分
の
立
場
を
十
分
に
認
識
し
、
神
護
寺
の
復
興
と
清
麻
呂
の
顕
彰
に
尽
力

し
つ
つ
、
自
ら
を
基
成
に
擬
し
て
、
自
分
の
立
場
を
自
覚
し
た
の
で
は
な
い
だ
ら

う
か
。
和
気
氏
中
興
の
祖
と
さ
れ
る
定
成
は
、
当
然
、
時
成
、
基
成
に
受
け
継
が

れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
本
流
に
な
れ
な
か
っ
た
基
成
の
家
系
は
既
に
断
絶
し
た
。

そ
れ
は
ま
た
自
身
の
姿
で
も
あ
っ
た
。
少
し
穿
ち
過
ぎ
た
見
方
で
は
あ
る
が
、
一

つ
の
考
へ
方
を
提
示
し
て
お
く
。

も
う
一
つ
考
へ
ら
れ
る
の
は
、
桂
仙
堂
文
庫
（
杉
立
義
一
氏
）
蔵
の
和
気
長
成

像
と
和
気
親
成
像
で
あ
る
。
以
下
、
杉
立
氏
に
よ
る
と（

（（
（

、
長
成
は
時
成
の
兄
の
定

長
の
子
で
、
典
薬
頭
、
権
侍
医
で
あ
っ
た
。
親
成
は
前
述
の
通
り
、
時
成
の
子
、

基
成
の
弟
で
、
典
薬
頭
、
織
部
正
と
な
っ
た
。
こ
の
二
像
は
「
和
気
氏
某
家
系
に

伝
来
し
た
」
も
の
で
、「
画
風
等
よ
り
江
戸
時
代
中
期
に
原
画
を
写
し
た
も
の
」

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
上
の
四
像
を
ま
と
め
る
と
、
像
主
は
時
成
と
そ
の
子
二
人

と
時
成
の
甥
で
あ
る
。
長
成
と
親
成
の
肖
像
画
の
存
在
を
知
っ
た
瑞
雪
が
、
中
心

の
時
成
と
そ
の
子
基
成
が
欠
け
て
ゐ
る
の
で
、
そ
れ
を
補
ふ
意
図
も
は
た
ら
い
た

の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

神
護
寺
を
開
創
し
た
和
気
清
麻
呂
は
当
寺
に
葬
ら
れ
、
今
も
墳
墓
が
あ
る
。
中

世
か
ら
は
護
法
（
ゴ
ホ
ウ
か
ら
ゴ
オ
ウ
）
善ぜ

ん

神じ
ん

と
し
て
祀
ら
れ
神
護
寺
の
仏
法
の

守
護
神
と
な
っ
た
。
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
に
孝
明
天
皇
は
こ
の
護
法
善
神
社

（
護
法
神
社
、
和
気
清
麻
呂
社
）
に
正
一
位
護
王
大
明
神
の
神
階
と
神
号
を
追
贈

し
、
護
法
を
発
音
通
り
、
護
王
と
文
字
を
改
め
、
護
王
神
社
と
改
称
さ
れ
た
。

当
社
は
明
治
十
九
年
に
明
治
天
皇
の
思
し
召
し
に
よ
り
御
所
西
の
現
在
地
に
遷

座
さ
れ
た
。
神
護
寺
境
内
の
跡
地
は
和
気
公
霊
廟
と
し
て
今
も
崇
敬
さ
れ
て
ゐ

る
。
こ
の
や
う
に
和
気
清
麻
呂
と
由
緒
の
深
い
高
雄
山
神
護
寺
に
和
気
氏
三
幅
対

が
今
な
ほ
寺
宝
と
し
て
蔵
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
深
い
意
義
が
存
す
る
の
で
あ

る
。

〈
注
〉（

�
）
京
都
府
医
師
会
編
、
思
文
閣
出
版
、
昭
和
五
十
五
年
。

（
2
）『
京
の
医
史
跡
探
訪
』
初
版
、
同
、
増
補
版
、
思
文
閣
出
版
、
昭
和
五
十
九
年
、

平
成
三
年
。「
和
気
・
半
井
家
（
本
流
分
流
関
連
）
略
系
図
」『
啓
迪
』
八
、
京
都

医
学
史
研
究
会
、
平
成
二
年
四
月
。「
和
気
（
半
井
）
氏
の
肖
像
」『
北
陸
医
史
』

十
五
ノ
一
、
北
陸
医
史
学
同
好
会
、
平
成
六
年
。

（
3
）『
国
訳
禅
宗
叢
書
』
十
一
、
大
正
十
年
。『
国
訳
禅
学
大
成
』
十
八
、
昭
和
五
年
。

な
ほ
、「
太
和
集
」
の
「
太
和
」
は
黄
檗
山
萬
福
寺
の
地
名
か
ら
取
ら
れ
た
。
以
下
、

太
和
集
と
略
す
。

（
4
）（
3
）
に
同
じ
。

（
5
）『
普
照
国
師
語
録
』（『
国
訳
一
切
経
』
六
六
）。

（
6
）「
恩
賜
百
屯と

ん

の
綿
兼
ね
て
七
言
の
詩
を
奉
謝
す
る
詩
」。
渡
辺
照
宏
、
宮
坂
宥
勝
校

注
『
三
教
指
帰　

性
霊
集
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
）、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
三

年
。

（
（
）『
古
学
先
生
文
集
』
五
（
日
本
思
想
大
系
『
伊
藤
仁
斎　

伊
藤
東
涯
』。
清
水
茂
校

3（6



神護寺蔵「和気氏三幅対」の成立と訓釈（ 20 ）

注
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
六
年
）。

（
（
）『
普
照
国
師
語
録
』（『
新
修
大
正
大
蔵
経
』
八
十
二
）。

（
（
）「
隠
元
画
像
」
隠
元
題
（『
黄
檗
美
術
』、
萬
福
寺
、
昭
和
五
十
七
年
）。

（
�0
）
小
学
館
、
平
成
十
三
年
。

（
��
）（
6
）
に
同
じ
。

（
�2
）「
故
贈
正
勤ご

ん

操ぞ
う

作
大
徳
の
影え

い

の
讃
」。

（
�3
）
人
物
叢
書
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
三
十
七
年
。

（
�4
）
駒
澤
大
学
禅
学
大
辞
典
編
纂
所
編
『
禅
学
大
辞
典
』。
大
修
館
書
店
、
昭
和
五
十

三
年
。

（
�5
）
中
村
元
、
福
永
光
司
他
編
、
岩
波
書
店
、
平
成
十
四
年
。

（
�6
）『
臨
済
録
』、
入
矢
義
高
訳
注
、
岩
波
書
店
、
平
成
元
年
。

（
�（
）
中
村
元
著
『
広
説
佛
教
語
大
辞
典
』、
東
京
書
籍
、
平
成
十
三
年
。

（
�（
）『
普
照
国
師
語
録
』（『
国
訳
一
切
経
』
諸
宗
部
二
十
三
）。

（
�（
）
古
賀
英
彦
著
、
思
文
閣
出
版
、
平
成
三
年
。

（
20
）
林
屋
辰
三
郎
「
高
雄
の
史
的
回
想
」（『
古
寺
巡
礼
京
部
五　

神
護
寺
』、
淡
交
社
、

昭
和
五
十
一
年
）。

（
2�
）
奈
良
県
吉
野
町
の
阪
本
竜
門
文
庫
蔵
（
黒
川
真
頼
旧
蔵
）。
な
ほ
、
こ
の
目
録
に

石
燈
籠
は
「
弐
基
」
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
従
来
、
一
基
と
さ
れ
て
ゐ
た
の
は
誤
り

で
あ
る
。
二
基
の
刻
銘
の
文
字
は
摩
滅
し
て
読
み
づ
ら
く
、
神
護
寺
住
職
の
谷
内

弘
照
氏
の
教
示
を
得
た
（
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
六
日
付
書
簡
）。

（
22
）
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
伏ふ

せ
は
ら原

賢か
た
た
だ忠

著
。『
大
日
本
佛
教
全
書
』
寺
誌
三
、『
國
文

東
方
佛
教
叢
書
』
志
部
。

（
23
）
宗
田
一
「
大
徳
寺
・
真
珠
庵
蔵
の
半
井
家
画
像
の
補
訂
」『
啓
迪
』
一
、
京
都
医

学
史
研
究
会
、
昭
和
五
十
八
年
五
月
。
杉
立
義
一
『
京
の
医
史
跡
探
訪
』
前
掲

（
2
）。

（
24
）『
隠
元
和
尚
雲
涛
二
集
』
二
（『
隠
元
全
集
』
六
、
平
久
保
章
編
、
開
明
書
院
、
昭

和
五
十
四
年
）。

（
25
）（
�4
）（
�（
）
に
同
じ
。
ま
た
、
中
川
渋
庵
著
『
禅
語
字
彙
』、
柏
林
社
書
店
、
平

成
二
年
、
八
版
。

（
26
）『
和
気
清
麻
呂
公
の
絵
像
集
成
』、
護
王
神
社
、
平
成
五
年
。

（
2（
）「
平
安
初
期
の
山
岳
仏
教
と
和
気
氏
」『
富
山
史
壇
』
八
八
、
越
中
史
壇
会
、
昭
和

六
十
年
七
月
。

（
2（
）「
平
安
時
代
の
医
家
和
気
氏
に
つ
い
て
」『
北
陸
医
史
』
七
ノ
一
、
北
陸
医
史
学
同

好
会
、
昭
和
六
十
一
年
三
月
。

（
2（
）
杉
立
義
一
氏
よ
り
こ
の
複
写
を
頂
戴
し
た
。

（
30
）
神
護
寺
前
住
職
、
谷
内
乾
岳
氏
よ
り
筆
者
宛
の
書
簡
、
平
成
三
年
三
月
二
十
一
日

付
。

（
3�
）
恩
賜
京
都
博
物
館
、
昭
和
十
年
。

（
32
）
当
社
は
現
在
、
存
在
し
な
い
。
こ
の
肖
像
と
書
は
掛
軸
に
し
て
配
布
さ
れ
た
や
う

で
、
護
王
神
社
に
蔵
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
な
ほ
、『
英
中
和
尚
語
録
』（
駒
澤
大
学
図

書
館
蔵
）
に
こ
の
詩
は
含
ま
れ
て
ゐ
な
い
。

（
33
）『
近
世
風
俗
見
聞
集
』一
・
二（
国
書
刊
行
会
）、『
続
日
本
随
筆
大
成
』別
巻
二―

四
。

た
だ
し
、
と
も
に
抄
出
本
。

（
34
）『
日
本
随
筆
大
成
』
三
期
七
巻
。

（
35
）
愛
知
県
西
尾
市
立
図
書
館
、
岩
瀬
文
庫
蔵
。

（
36
）『
平
安
人
物
志
』
嘉
永
五
年
版
に
載
る
。
こ
の
書
は
護
王
神
社
に
表
装
さ
れ
て
ゐ

な
い
が
、
所
蔵
さ
れ
て
ゐ
る
。

（
3（
）
愛
媛
県
大
洲
市
立
図
書
館
、
矢
野
玄
道
文
庫
蔵
。

（
3（
）
桜
井
景
雄
著
、
法
蔵
館
、
昭
和
五
十
二
年
。

（
3（
）
講
談
社
学
術
文
庫
版
、
昭
和
五
十
五
年
。

（
40
）（
3（
）
に
同
じ
。

（
4�
）
こ
の
出
典
と
解
釈
に
つ
い
て
は
、
次
の
「
蔘
苷
温
公
」
と
と
も
に
、
京
都
産
業
大

学
教
授
の
小
林
武
氏
の
教
示
を
得
た
。

（
42
）
小
川
環
樹
校
注
『
蘇
軾
』
上
（『
中
国
詩
人
撰
集
二
集
』
五
、
岩
波
書
店
、
昭
和

三
十
七
年
）。

（
43
）
星
川
清
孝
校
注
『
古
文
真
宝
（
後
集
）』（『
新
釈
漢
文
大
系
』
十
六
、
明
治
書
院
、

昭
和
三
十
八
年
）。

（
44
）『
五
山
文
学
全
集
』
四
、
思
文
閣
出
版
、
昭
和
四
十
八
年
復
刻
。

（
45
）（
3（
）
に
同
じ
。

（
46
）
平
成
三
年
十
月
三
十
一
日
、
当
館
で
直
話
。

（
4（
）（
20
）
の
中
野
玄
三
「
図
版
解
説　

寺
宝
」。

（
4（
）（
2
）
の
「
和
気
（
半
井
）
氏
の
肖
像
」。
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〈
補
記
〉

「
和
気
氏
三
幅
対
」の
写
真
は『
京
都
の
医
学
史
』（
注
�
）の
巻
頭
カ
ラ
ー
口
絵
を
使
用
し
た
。

こ
の
転
載
に
つ
い
て
、
神
護
寺
、
京
都
府
医
師
会
、
思
文
閣
出
版
の
許
可
済
み
で
あ
る
。
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Formation and Annotation of the Triad of 
the Wake Clan in the Collection of Jingoji Temple

Isao WAKAI

Abstract

�, Jingoji Temple and the triad of the Wake clan
2, Wake-no-Kiyomaro's portrait
3, Wake Tokisige's portrait
4, Wake Motosige's portrait
5, The significance of the triad

Keywords:  the  triad  of  the Wake  clan  in  the  collection  of  Jingoji  Temple,Wake-no-
Kiyomaro,Wake Tokisige,Wake Motosige,Nakarai Zuisetsu
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