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先
づ
始
に
奈
良
時
代
こ
い
ふ
こ
マ
J

に
就
て
説
明
し
て
お
き
ま
す
が
、
美
術
の
上
で
奈
良
時
代
マ
J

い
ふ
の
ご
、
歴
史
の
上
で
奈

良
朝
ご
申
し
ま
す
の
こ
、
簡
輩
に
悩
別
が
あ
り
ま
す
°
普
通
歴
史
で
奈
良
朝
ご
申
し
ま
す
の
は
、
元
明
天
塁
か
ら
七
代
七
十
四

年
間
を
申
し
ま
す
。
美
術
の
方
で
は
奈
良
時
代
こ
申
し
ま
す
こ
、
も
う
少
し
範
園
を
搬
張
致
し
ま
し
て
、
元
朋
天
皇
よ
b
六
十

年
程
遡
つ
て
、
大
化
の
新
政
か
ら
其
の
以
後
普
通
脈
史
で
申
し
ま
す
奈
良
朝
の
最
後
、
光
仁
天
皇
め
た

b
ま
で
ひ
つ
く
る
め
て

之
を
奈
良
時
代
マ
」
申
す
こ
マ
J

に
な
っ
て
居
り
ま
す
°
佛
放
の
博
末
か
ら
、
大
化
新
政
の
頃
ま
で
の
九
十
年
の
間
｀
ち
ゃ
ぅ
ざ
郡
徳

太
子
を
中
心
ご
せ
ら
れ
る
推
古
天
皇
の
時
代
を
、
推
古
時
代
さ
も
申
し
ま
す
け
れ
ざ
も
、
天
皇
陛
下
の
御
名
前
を
呼
棄
て
に

す
る
'
y
J

:
,
ふ
虞
れ
が
あ

b
ま
す
の
で
、
近
頃
で
は
其
時
代
を
飛
鳥
時
代
ご
申
し
て
居
b
ま
す
。
つ
ま
す
佛
数
偲
末
か
ら
九
十
年

間
は
飛
鳥
時
代
、
大
化
の
新
政
か
ら
以
後
ざ
つ
マ
J

百
二
＿
二
十
年
迄
を
奈
良
時
代
こ
、
大
憫
美
術
の
方
で
別
け
て
居
り
ま
す
°
其

奈

良

時

代

の

美

術

佐

四
五

々~

木

恒

清

す
る
者
で
あ
る
け
れ
ざ
も
、

H
本
祉
會
の
叢
動
に
よ
っ
て
韓
倒
す
べ
含
者
で
は
な
い
。
そ
れ
ば
日
本
の
國
照
は
天
皇
ご
國
民
ご

の
君
臣
閣
係
に
よ
つ
て
、

H
本
祉
會
の
地
盤
の
上
に
立
つ
こ
と
、
五
重
ノ
塔
の
如
き
も
の
で
あ
る
け
れ
ぐ
」
も
、
國
憫
の
重
心
．
こ

な
れ
る
柱
は
軸
性
な
る
者
で
あ
っ
て
俗
界
に
足
せ
す
°
之
よ
り
超
越
し
て
ゐ
る
の
で
、
如
何
な
る
俗
祉
會
の
稜
動
あ

b
て
も
、

之
に
よ
り
國
憫
自
憫
が
倒
る
A

こ
ご
な
き
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
0

(終）



の
奈
良
時
代
を
二
つ
に
分
け
ま
し
て
、
初
め
の
大
化
の
新
政
か
ら
元
明
天
皇
の
和
銅
の
頃
に
至
る
迄
、
ざ
つ
さ
五
十
年
の
間
を

奈
良
時
代
の
前
期
マ
J

申
し
其
の
頃
の
有
名
な
白
鳳
ご
い
ふ
年
琥

9

ぜマ
J

つ
て
便
宜
上
白
鳳
時
代
ご
い
ひ
、
後
の
方
は
元
明
天
塁
か

ら
七
代
七
十
餘
年
間
を
天
平
時
代
、
斯
う
い
ふ
こ
マ
J

に
わ
け
て
居
り
ま
す
Q

此
慮
で
お
話
申
し
ま
す
の
は
、
奈
良
時
代
に
就
て

の
美
術
の
極
く
大
照
の
話
で
、
小
さ
い
こ
y
」
は
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
到
底
申
上
げ
て
居
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
大
盟
嘗
時

の
美
術
は
ざ
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
ざ
う
い
ふ
精
岬
を
現
は
し
て
居
た
か
セ
、
順
序
を
追
ふ
て
お
話
申
す
こ
こ
に
致
し
ま
す
。

先
づ
初
め
に
白
鳳
時
代
の
大
慨
を
申
上
げ
ま
す
0

.

.

こ
れ
は
今
か
ら
ざ
つ
ご
千
二
百
五
十
年
程
前
の
こ
こ
で
あ
り
ま
す
0

ち
ゃ
ぅ
ざ
支
那
で
は
唐
の
太
宗
高
宗
の
出
ら
れ
た
頃
で

あ
り
ま
す
0

飛
鳥
時
代
は
主
こ
し
て
支
那
の
南
北
朝
の
最
後
か
ら
隋
マ
J

い
ふ
時
代
に
一
旦
つ
て
居
り
ま
す
。
其
の
飛
鳥
時
代
の
美

術
こ
奈
良
時
代
の
美
術
こ
は
、
殆
ざ
其
中
に
ー
つ
の
線
を
劃
し
た
や
う
に
、
は
つ
き
b
y
J
し
た
駈
別
が
つ
い
て
居
り
ま
す
°
飛

鳥
時
代
は
何
マ
J

な
し
に
堅
苦
し
い
非
常
に
強
い
線
を
使
っ
て
、
ま
だ
充
分
に
洗
練
さ
れ
て
ゐ
な
い
も
の
で
こ
の
時
代
の
美
術
は

今
の
朝
鮮
を
通
つ
て
や
っ
て
末
た
の
で
す
。
其
朝
鮮
の
元
に
な
る
の
は
、
支
那
の
主
こ
し
て
南
北
朝
の
文
化
で
す
。
南
北
朝
殊

に
北
の
方
の
後
魏
の
美
術
が
朝
鮮
に
は
い
つ
て
、
そ
れ
か
ら
H
本
に
末
た
の
が
、
飛
烏
時
代
の
美
術
マ
J

な
っ
た
の
で
あ

b
ま
す

白
鳳
こ
い
ふ
時
代
に
な
る
ピ
、
肝
の
時
代
の
眼
oJ
さ
め
る
や
う
な
立
派
な
る
文
化
が
日
本
に
は
い
つ
て
末
よ
し
た
J

そ
う
し
て

洗
練
さ
れ
た
佛
像
形
式
が
は
い
つ
て
来
た
の
で
あ

b
ま
す
0

す
べ
て
の
線
の
現
は
し
方
が
非
常
に
流
麗
に
な

b
、
美
術
の
方
か

ら
申
し
ま
す
マ
」
、
債
値
の
多
ぃ
傑
作
が
澤
山
ぁ

b
ま
す
。

佛
像
り
方
か
ら
段
々
こ
申
上
げ
て
い
き
よ
す
が
、
白
鳳
時
代
の
も
の
で
今
逍
つ
て
居
り
ま
す
も
の
は
奈
良
地
方
に
多
い
0

奈

良
の
西
ノ
京
の
薬
師
寺
の
中
に
東
院
堂
こ
い
ふ
堂
が
あ
b
ま
し
て
、
其
の
中
に
埋
観
昔
が
あ

b
ま
す
°
其
の
浬
観
音
こ
い
ふ
意

味
は
、
普
通
の
観
音
こ
い
ふ
の
こ
襲
り
は
な
い
の
で
す

J

埋
こ
い
ふ
字
を
附
加
へ
た
の
は
｀
観
音
こ
い
つ
て
も
、
十
一
面
観
昔

四
六



四
七

ご
い
つ
だ
り
、
千
手
観
―
キ
ロ
と
い
っ
た
り
、
そ
れ
／
＼
名
前
が
つ
い
て
居
り
ま
す
が
、
さ
う
い
ふ
や
う
な
名
前
の
つ
か
な
い
普
逼

的
の
観
音
さ
ん
に
、
普
通
湮
こ
い
ふ
字
を
つ
け
る
の
で
す
。
其
の
東
院
堂
の
観
昔
が
こ
の
時
代
の
傑
作
で
あ
b
ま
す
。
一
丈
餘

り
の
高
さ
で
、
そ
れ
が
前
の
飛
烏
時
代
の
佛
像
マ
J

比
較
し
て
非
常
に
洗
練
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ

b
ま
す
°
鼻
の
格
好
こ
か
耳
の

格
好
こ
か
に
少
し
い
た
ら
ぬ
所
は
あ
り
ま
す
が
、
併
し
全
骰
か
ら
見
ま
す
こ
、
非
常
に
胸
な
ん
か
の
肉
づ
き
の
豊
滴
に
な
っ
て

居
る
所
、
或
は
腕
の
肉
づ
き
の
良
い
所
、
或
は
着
物
の
線
が
非
常
に
流
麗
に
な
っ
て
、
の
ぴ
／
＼
こ
し
た
所
が
現
は
れ
て
居
り

ま
す
、
飛
鳥
時
代
は
着
物
の
線
な
ん
か
竪
苦
し
い
所
が
あ
り
ま
す
が
、
白
鳳
時
代
に
な
り
ま
す
マ
J
‘

線
が
の
び

l
＼
ご
し
た
り

波
が
打
つ
て
ゐ
る
や

3
な
、
見
て
居
つ
て
も
氣
味
の
い
>
も
の
で
あ
b
ま
す
J

さ
う
し
て
白
鳳
時
代
は
肉
骰
が
着
物
を
通
し
て

見
わ
る
や
う
な
薄
い
着
物
を
着
て
る
所
が
流
行
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
栗
師
寺
の
観
平
日
を
見
ま
し
て
も
、
そ
れ
が
銅
で
桁
へ
た

も
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ざ
も
、
胸
か
ら
下
の
着
物
が
如
何
に
も
薄
い
着
物
で
あ
っ
て
、
股
の
ふ
く
れ
た
線
が
、
其
の
薄
い
衣
を

通
し
て
、
充
分
現
は
れ
て
居
る
や
う
に
な
っ
て
居
り
ま
す
。
さ
う
い
ふ
傑
作
が
千
―
―
百
五
十
年
ば
か

b
前
に
出
末
た
の
で
あ
り

ま
ら

1
¥

ま
す
，
歴
史
家
に
よ
っ
て
駈
々
の
議
論
が
あ
り
ま
す
け
れ
ぐ
」
も
、
大
慨
は
大
化
oJ
少
し
後
に
出
来
た
も

0
で
あ
ら
う
こ
い
ふ
こ

'
,
J

に
な
っ
て
居
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
少
し
後
に
出
来
た
の
は
．
法
険
寺
の
金
堂
に
あ
る
橘
夫
人
厨
子
で
あ
b
よ
す
0

此
の
橘
夫
人
こ
い
ふ
の
は
、
光

明
皇
后
り
お
母
さ
ん
で
あ

b
ま
す
0

其
の
橘
夫
人
マ
」
い
ふ
方
の
念
持
佛
こ
昔
か
ら
言
ひ
偲
へ
た
阿
禰
陀
さ
ん
が
、
厨
チ
の
中
に

今
で
も
安
置
さ
れ
て
居
b
ま
す
3

此
の
阿
蒲
陀
さ
ん
は
高
さ
は
二
尺
位
じ
、
観
音
努
至
マ
J

か
の
二
騰
が
脇
に
立
つ
て
居
ら
れ
ま

す
0

何
れ
も
葉
の
つ
い
た
巡
の
花
の
上
に
阿
禰
陀
さ
ん
が
坐
り
観
音
、
勢
主
が
立
つ
て
居
る
三
慨
の
調
和
が
、
如
何
に
も
好
＜

ご
れ
て
居
り
ま
す
0

肉
盟
．
か
渚
物
を
迪
し
て
見
え
る
や
う
で
、
面
は
段
々
マ
ュ
前
の
時
代
<
J

幾
つ
て
、
九
々
し
く
な
り
、
何
ん
ご

な
し
に
少
し
子
供
ら
し
い
や
う
な
、
如
何
に
も
朋
る
い
無
邪
氣
な
佛
さ
ん
に
な
っ
て
届
り
ま
す
，
前
の
時
代
ー
1

幽
徳
太
子
の



時
代
の
佛
像
は
、
兎
角
面
が
長
い
の
で
あ
b
ま
す
。
所
が
白
鳳
時
代
あ
た
り
か
ら
面
が
非
常
に
丸
く
な
つ
て
末
る
の
で
あ
b
ま

す
。
其
の
佛
さ
ん
の
後
ろ
に
あ
h
ま
す
衝
立
て
の
様
な
飾
ぃ
の
銅
板
に
は
、
非
常
に
流
麓
な
る
肝
草
模
様
が
あ
り
ま
し
て
、
エ

藝
品
ご
し
て
は
一
寸
外
に
比
べ
物
の
な
い
や
う
な
綺
麗
な
も
の
で
あ
b
、
白
鳳
時
代
の
傑
作
で
あ
り
ま
す
。

も
う
一
っ
此
の
時
代
の
傑
作
は
新
棄
師
寺
の
香
棄
師
で
あ

b
ま
す
0

新
棄
師
寺
は
春
H
帥
祉
の
右
の
方
へ
四
五
丁
ば
か

b
行

っ
た
極
＜
淋
し
い
虞
に
あ
b
ま
す
。
此
虞
に
天
平
時
代
よ
b
は
古
い
香
薬
師
ご
い
ふ
小
さ
い
佛
像
が
あ
り
ま
す
0

こ
れ
が
如
何

に
も
子
供
ら
し
い
無
邪
氣
な
顔
つ
ぎ
を
し
た
棄
師
さ
ん
で
、
や
は
b
着
物
の
う
す
い
、
．
肉
憫
が
見
え
る
や
う
な
佛
像
で
す
。
今

よ
b
二
十
年
程
前
に
、
一
度
新
艇
師
寺
に
泥
棒
が
は
い

b
ま
し
た
が
、
其
の
香
薬
師
さ
ん
は
僅
に
一
一
＿
尺
あ
ま
b
の
も
の
で
す
か

ら
、
盗
ま
れ
て
一
時
行
方
不
明
に
な
っ
て
、
大
騒
ぎ
し
た
こ
こ
が
あ

b
ま
す
0

泥
棒
も
中
に
金
が
あ
る
か
し
ら
ん
ご
探
し
た
ら

し
い
の
で
す
。
そ
れ
が
大
阪
の
天
王
寺
の
草
原
の
中
に
捨
て
A

あ
っ
た
の
ヤ
拾
つ
て
、
又
元
の
棄
師
寺
に
戻
つ
て
末
た
の
で
あ

b
ま
す
0

こ
の
佛
像
は
又
火
事
に
も
罹
つ
た
こ
こ
が
あ

b
ま
す
の
で
、
火
事
に
よ
っ
て
多
心
顔
色
が
黒
く
な
っ
た
や
う
な
黙
が

ぁ
b
ま
す
が
、
今
な
ほ
千
二
百
五
十
年
ば
か

b
前
の
面
影
を
充
分
に
留
め
て
居
る
傑
作
で
あ

b
ま
す
。
以
上
の
一
二
つ
の
彫
刻
が

奈
良
時
代
前
期
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。

檜
薔
の
方
で
は
法
隆
寺
の
金
堂
の
中
に
十
二
の
壁
書
が
あ
b
ま
す
が
、
あ
れ
は
法
隆
寺
の
創
立
嘗
時
の
も
の
で
な
く
天
智
天

皇
の
頃
に
、
あ
ら
た
め
て
書
エ
が
描
い
た
も
の
で
あ

b
ま
す
0

な
か
／
＼
大
仕
掛
な
檜
薔
で
、
日
本
ば
か
b
で
な
し
に
少
く
ご

も
東
洋
に
あ
っ
て
は
、
ま
あ
第
一
こ
も
云
ふ
べ
き
立
派
な
壁
粛
で
あ
り
ま
す
。
イ
ン
ド
の
ア
ジ
ャ
ン
タ
ご
い
ふ
虞
に
石
窟
が
あ

り
ま
し
て
、
壁
書
が
逍
つ
て
居
り
ま
す
が
、
其
の
イ
ン
ド
の
ア
ジ
ャ
ン
ク
に
あ
る
瞭
書
マ
J

、
法
隆
寺
の
競
書
ご
は
殆
ん
ざ
符
節

を
一
に
す
る
や
う
な
貼
が
あ

b
、
ア
ジ
ャ
ン
ク
の
書
を
書
い
た
書
エ
が
、
法
隆
寺
に
末
て
描
い
た
の
で
は
な
い
か
ご
い
ふ
ほ
ざ

能
く
似
た
も
の
で
あ
り
ま
す
0

前
の
飛
鳥
時
代
の
佛
さ
ん
は
、
大
骰
線
が
き
つ
い
も
の
で
す
か
ら
、
現
は
し
て
居
る
所
は
厳
格

四
入



四
九

な
態
度
を
執
つ
て
居
ま
す
。
ま
る
で
直
立
の
姿
勢
を
執
つ
て
居
る
や
う
な
形
が
多
い
の
で
す
0

所
が
白
鳳
時
代
は
脇
立
ち
の
佛

さ
ん
な
ぐ
」
は
、
ま
る
で
盟
操
の
休
の
の
態
度
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
い
ふ
や
う
な
自
由
な
態
度
セ
執
つ
て
居
り
ま
す
。
前
の
堅
苦

し
い
の
が
段
々
ご
柔
が
み
を
幣
び
て
末
た
の
で
あ

b
ま
す
0

殊
に
法
隆
寺
の
金
堂
の
西
方
の
壁
に
あ
る
阿
禰
陀
さ
ん
マ
J

、
観
音

努
至
な
ぐ
」
の
線
の
の
び
／
＼
し
た
所
は
、
或
は
憫
の
姿
勢
が
如
何
に
も
自
由
な
所
は
、
此
の
白
鳳
の
時
代
を
通
じ
て
の
態
度
セ

現
は
し
て
居
り
ま
す
。

其
の
次
に
姓
築
で
有
名
な
る
も
の
が
遺
つ
て
居
b
ま
す
0

こ
れ
は
先
程
申
し
ま
し
た
薬
師
寺
の
東
の
塔
で
あ

b
ま
す
0

形
は

外
か
ら
見
ま
す
こ
六
軍
の
形
を
し
て
居
b
ま
す
0

屋
根
が
六
つ
出
て
居
り
ま
す
。
こ
れ
は
構
造
の
方
か
ら
考
へ
ま
す
こ
、
三
蒐

の
塔
で
あ
り
ま
す
が
、
上
の
屋
根
ご
其
の
次
に
出
て
居
る
屋
根
ご
の
間
に
、
全
く
の
閾
係
の
な
い
屋
根
セ
―
つ
づ
A

飾
り
マ
J

し

て
つ
け
た
の
で
あ

b
ま
す
。
そ
れ
は
全
く
内
部
の
構
造
に
関
係
が
な
く
、
構
造
の
上
か
ら
見
ま
す

Jゞ

全
く
三
重
の
塔
で
あ
り
ま

す
3

西
の
塔
は
火
災
に
罹
つ
て
今
は
礎
石
が
遺
つ
て
居
る
だ
け
で
あ
り
ま
す
c

此
の
要
師
寺
の
塔
で
美
術
家
が
賞
讃
す
る
貼
は
、
大
き
な
屋
根
が
一
二
つ
あ

b‘

其
の
間
に
小
さ
い
屋
根
を
装
飾
マ
J

し
て
居
り

ま
す
の
で
大
さ
い
屋
根
こ
小
さ
い
屋
根
が
交
互
に
出
で
お
つ
て
、
そ
れ
セ
松
林
の
間
か
ら
見
た
所
は
、
何
ご
も
言
へ
な
い
調
和

し
た
立
派
な
る
格
好
で
あ
b
ま
す
。
一
謄
飛
烏
時
代
か
ら
平
安
時
代
迄
は
．
建
築
の
屋
根
の
勾
配
セ
非
常
に
緩
か
に
し
た
も
の

で
あ
b
ま
す
。
そ
れ
か
ら
屋
根
か
ら
上
に
出
た
九
輪
も
長
く
、
よ
く
言
ふ
平
凡
な
言
葉
で
あ
り
士
す
が
、
あ
の
「
建
築
は
凍
れ

る
昔
奨
な
り
」
ご
云
ふ
言
葉
が
此
塔
に
よ
＼
あ
て
は
ま
る
の
で
す
0

或
る
―
つ
の
平
日
が
高
く
低
，
ヽ
巧
に
奏
で
A
居
る
や
う
な
戚

が
此
の
塔
の
格
好
に
よ
く
現
は
れ
て
居
り
ま
す
3

要
す
る
に
奈
良
時
代
の
前
期
即
白
鳳
時
代
は
厳
寒
漸
く
去
つ
て
梅
も
疾
き
出
し
野
山
の
景
色
が
だ
ん
ー
＼
春
め
い
て
末
た
時

に
嘗
り
ま
す
。
次
の
天
平
時
代
は
櫻
花
爛
漫
、
野
原
の
最
色
が
何
ん
こ
も
言
へ
な
い
マ
J

云
ふ
麗
は
し
い
時
で
あ
b
ま
す
。
次
に



こ
の
天
平
時
代
の
美
術
を
申
上
げ
ま
す
。

天
平
時
代
は
支
那
の
崩
の
文
學
美
術
な
ん
か
の
非
常
に
盛
ん
に
な
っ
た
空
宗
皇
帝
の
時
代
に
嘗
り
ま
す
0

其
り
時
分
盛
に
肝

マJ
の
交
通
が
あ
り
、
佛
敢
は

H
本
で
は
前
古
未
曾
有
の
隆
盛
を
極
め
た
の
で
あ
り
ま
す
0

之
は
東
大
寺
の
や
う
な
あ
ん
な
大
き

な
寺
を
建
て
た
こ
と
を
見
て
も
わ
か
る
の
で
あ

b
ま
す
0

此
の
東
大
寺
に
於
て
天
平
時
代
の
も
の
を
窺
ふ
べ
き
寸
派
な
材
料
は

奈
良
の
水
取

b
を
や

b
ま
す
二
月
堂
の
少
し
下
の
三
月
堂
ご
云
ふ
堂
に
就
て
見
る
こ
9
J

が
出
末
ま
す
，
正
し
く
は
法
華
堂
ぐ
J
-
H

ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
天
平
時
代
の
建
築
な
り
彫
刻
の
方
で
は
、
見
逃
し
て
は
な
ら
ん
も
の
で
あ
り
ま
す
。

佛
像
の
方
で
申
し
ま
す
マ
J

、
此
の
三
月
堂
の
本
尊
こ
し
て
一
丈
二
尺
ば
か

b
の
不
空
鵜
索
観
昔
マ
J

云
ふ
観
音
さ
ん
が
宜
つ
て

居
ら
れ
ま
す
が
、
其
の
観
昔
さ
ん
の
作
b
方
は
奈
良
時
代
に
盛
ん
に
用
ゐ
ら
れ
た
乾
漆
<
J

い
ふ
も
の
で
作
っ
た
も
の
で
あ

b
ま

す
0

乾
漆
に
も
色
々
種
類
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
内
の
木
心
乾
漆
こ
云
ふ
も
の
は
、
佛
さ
ん
の
形
を
木
で
桁
へ
て
、
其
の
上
を

布
で
張
つ
て
、
其
の
上
へ
抹
香
ご
漆
を
混
じ
た
も
の
を
塗
つ
て
‘
佛
さ
ん
の
形
セ
仕
上
げ
る
の
で
す
。
―
―
一
月
堂
に
あ
る
乾
漆
の

ゃ
b
方
は
、
脱
乾
漆
ご
い
ふ
や
り
方
で
、
こ
れ
は
土
で
大
慨
佛
さ
ん
の
形
を
椿
へ
て
、
其
慮
へ
布
を
張
つ
て
、
其
の
布
の
上
へ

夏
に
抹
香
マ
J

漆
セ
滉
じ
た
も
の
を
塗
る
の
で
す
。
そ
れ
で
十
分
乾
い
た
所
で
、
脚
は
脚
、
手
は
手
に
切
り
は
な
し
て
了
つ
て
、

中
の
土
で
栴
へ
た
心
を
抜
き
取
っ
て
了
ふ
の
で
す
。
さ
う
す
る
ご
張
子
の
や
う
な
物
が
出
末
ま
す
J

其
の
張
子
を
又
繁
ぎ
合
は

す
の
で
す
が
、
其
の
合
は
す
時
に
、
中
へ
縦
横
に
心
棒
を
突
張
つ
て
形
の
頭
れ
な
い
様
に
し
ま
す
0

此
の
一
丈
二
尺
ば
か
り
の

脱
乾
漆
で
椿
へ
た
佛
さ
ん
は
三
目
入
臀
マ
J

申
し
ま
し
て
、
手
は
左
右
に
四
本
づ
＞
、
目
は
横
に
二
つ
縦
に
一
っ
合
せ
て
三
つ
あ

り
ま
す
0

そ
れ
が
決
し
て
奇
怪
な
も
の
で
な
く
、
な
か

l
＼
荘
厳
な
有
様
セ
現
は
し
て
居
り
ま
す
Q

此
の
佛
像
に
於
て
特
に
見

る
ぺ
き
も
の
は
そ
の
冠
で
、
こ
れ
は
直
径
一
尺
五
寸
ば
か

b
の
も
の
で
あ

b
ま
す
が
、
全
部
銀
で
椿
へ
た
も
の
で
唐
草
模
様
で

う
ま
く
冠
の
形
を
作

b
、
更
に
其
の
冠
の
正
面
に
丁
度
入
寸
ば
か

b
の
銀
の
佛
像
が
装
飾
に
つ
い
て
居
り
ま
す
0

其
の
全
憫
の
一

五
〇



五

唐
草
模
様
の
冠
に
は
七
つ
入
つ
の
鏡
が
ま
た
装
飾
マ
J

し
て
つ
い
て
居
り
ま
す
0

其
他
種
々
の
玉
を
以
て
ち
り
ば
め
て
居
b
ま
す

闊
野
博
士
の
調
査
に
よ
り
ま
す
こ
、
玉
の
敷
は
二
萬
以
上
も
あ
っ
た

n

ミ
k
ふ
こ
ご
で
す
。
つ
ま
b
堀
瑞
、
y
J

か
琥
珀
類
、
水
品
、

今
の
硝
子
或
は
南
京
玉
竺
云
ふ
や
う
な
、
色
々
の
種
類
の
玉
で
全
部
飾
り
セ
し
て
あ
る
の
で
す
0

こ
れ
は
エ
蒻
芙
術
マ
J

し
て
も

日
本
に
於
け
る
最
も
有
名
な
る
も
の
で
あ
ら
う
マ
J

思
ひ
ま
す
。

そ
れ
か
ら
本
尊
の
左
の
方
に
日
光
、
月
光
ご
云
ふ
佛
さ
ん
が
あ
b
ま
す
が
、
之
は
塑
像
で
、
上
か
ら
彩
色
し
た
も
の
で
す
。

美
術
史
家
の
口
を
極
め
て
賞
讃
す
る
も
の
は
、
本
尊
の
向
つ
て
左
に
居
ら
れ
る
月
光
菩
薩
で
あ
っ
て
、
之
は
高
さ
僅
か
入
尺
ぱ

か
り
の
立
つ
て
る
姿
で
、
高
山
樗
牛
を
初
め

t
し
て
日
本
の
美
術
史
の
研
究
者
は
、
誰
一
人
こ
し
て
賞
讃
せ
な
い
も
の
は
な
い

さ
云
ふ
や
う
な
も
の
で
あ

b
ま
す
0

世
界
の
美
術
で
一
番
名
高
い
の
は
ギ
リ
シ
ャ
の
彫
刻
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
ギ
リ
ジ
ャ
の

も
の
も
こ
れ
以
上
に
出
な
い
だ
ら
う
'
J
J

云
ふ
程
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
髪
は
無
造
作
に
上
の
方
に
束
ね
て
、
全
く
無
心
の
姿
で

遥
か
前
方
を
見
て
居
ら
れ
る
の
で
す
0

所
が
そ
の
合
掌
の
姿
が
如
何
に
も
自
然
に
巧
妙
に
出
末
で
居
る
の
で
あ

b
ま
す
。
こ
れ

は
作
者
は
判
り
ま
せ
ん
け
れ
ざ
も
、
天
平
時
代
の
人
が
佛
像
を
作
る
時
の
敬
度
な
る
心
も
ち
が
よ
（
現
は
れ
て
居
る
も
の
で
あ

b
ま
す
。
即
常
時
佛
エ
或
は
高
僧
な
ふ
こ
の
佛
像
を
作
る
時
の
態
度
は
執
烈
な
る
信
仰
さ
異
魏
の
態
度
マ
J

を
ご
つ
た
も
の
で
あ
り

ま
す
0

そ
し
て
人
間
の
心
が
最
洞
ら
か
に
最
正
し
い
時
は
ぐ
J

う
云
ふ
時
で
あ
る
か
こ
云
ふ
ご
、
そ
れ
は
合
掌
の
時
で
あ
る
。
自

分
が
今
ま
で
慇
い
こ
と
を
し
て
、
随
分
世
間
に
封
し
て
迷
或
を
典
へ
た
や
う
な
こ
マ
J

、
或
は
自
分
自
ら
罪
を
犯
し
た
ご
云
ふ
こ

ご
が
あ
つ
て
も
、
佛
な
ら
佛
に
封
し
て
、
罪
を
悔
ひ
改
め
や
う

t
云
ふ
時
に
、
合
掌
し
て
、
佛
を
念
す
る
こ
云
ふ
時
に
、
如
iPJ

に
も
人
間
は
消
ら
か
な
も
の
に
な
る
ご
考
へ
た
も
の
で
す
。
其
の
一
瞬
間
の
心
持
は
、
全
く
今
ま
で
の
罪
を
忘
れ
だ
敬
度
な
も

の
で
す
が
其
の
心
が
、
日
光
、
月
光
の
形
に
な
っ
て
よ
く
表
は
れ
て
居
り
ま
す
。
そ
の
合
掌
の
姿
が
全
く
自
然
の
形
ご
し
て
現

は
し
て
居
り
ま
す
。
即
此
の
日
光
、
月
光
の
合
掌
の
下
の
方
が
少
し
あ
け
て
あ
る
の
で
す
0

掌
の
下
の
部
分
が
互
に
ひ
つ
つ
か



b
ざ

す
に
態
こ
あ
け
て
あ
る
の
で
す
0

其
の
あ
け
て
居
る
の
が
如
何
に
も
合
掌
の
自
然
の
姿
で
あ
る
さ
思
ふ
の
で
あ

b
ま
す
。
さ
う

し
て
其
の
面
セ
ぢ
つ
ご
見
て
居
り
ま
す
ビ
、
崇
高
マ
J

か
或
は
典
雅

Jゞ

か
の
想
を
す
る
や
う
な
、
極
く
人
間
離
れ
を
し
た
佛
像
で

男
マ
J

か
女
マ
J

か
云
ふ
謳
別
な
し
に
、
佛
竺
云
ふ
心
持
を
巧
に
表
は
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
J

そ
れ
か
ら
も
う
一
っ
三
月
堂
で
名
高
い
こ
マ
J

は
、
斯
ぅ
云
ふ
名
前
が
つ
い
て
居
り
ま
す
0

執
金
剛
さ
云
ふ
の
で
す
0

こ
れ
は

昔
か
ら
寺
で
は
一
寸
人
に
見
せ
な
い
秘
佛
ご
し
て
居

b
ま
す
J

こ
れ
は
仁
王
さ
ん
の
や
う
に
、
一
間
ば
か
り
の
高
さ
の
も
の
で

腕
を
握
り
締
め
て
口
を
あ
い
て
大
喝
し
て
る
や
う
な
態
度
セ
し
て
居

b
ま
す
0

其
の
胸
な
ん
か
の
男
性
的
に
廣
く
張
つ
て
、
腹

の
所
で
ぐ
つ
ご
締
め
た
マ
J

云
ふ
や
う
な
所
、
其
慮
か
窮
賓
の
妙
を
極
め
て
居
る
の
で
す
。

n̂
1̂
で
も
色
彩
な
ん
か
ゞ
よ
く
残
っ

て
居
つ
て
、
天
平
時
代
の
勇
ま
し
い
佛
像
の
唯
一
の
傑
作
ご
な
っ
て
居
り
ま
す
。

そ
れ
に
よ
く
似
た
も
の
は
同
じ
（
東
大
寺
の
戒
填
院
こ
云
ふ
所
に
四
天
王
が
あ
り
士
す
。
そ
れ
も
天
平
時
代
の
勇
ま
し
い
佛

像
の
例
<
J

な
っ
て
、
や
か
ま
し
い
も
の
で
あ
り
生
す
0

此
の
戒
埴
院
の
四
天
王
マ
J

云
ふ
も
の
は
天
平
時
代
の
美
術
に
就
て
の
本

を
見
ま
す
y
J

、
必
す
何
か
書
い
て
あ
る
位
の
有
名
な
る
も
の
で
、
そ
の
鎧
は
皮
で
出
末
た
も
の
で
、
其
の
様
式
は
支
那
や
朝
鮮

の
も
の
で
な
く
、
も
う
少
し
西
方
の
も
の
で
あ

b
ま
す
0

恐
ら
く
は
中
央
ア
ジ
ャ
地
方
の
様
式
を
表
は
し
た
も
の
で
あ
ら
う
こ

思
は
れ
ま
す
。
そ
れ
は
天
平
時
代
に
は
遠
く
中
ア
ジ
ャ
の
も
の
も
偲
は
つ
て
居
る
マ
J

云
ふ
こ
マ
J

が
證
明
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す

金
物
が
皮
の
上
に
締
め
ら
れ
た
時
に
こ
ん
な
風
に
な
る

Jゞ

か
、
皮
さ
肉
マ
J

が
こ
ん
な
風
に
な
る
マ
J

か
云
ふ
所
ま
で
非
常
に
注
意

し
て
、
寓
宜
的
に
非
常
に
巧
に
出
末
て
居
り
ま
す
。

後
の
鎌
倉
時
代
に
な
る

Jゞ

餘
り
勇
ま
し
い
形
に
囚
は
れ
て
、
一
寸
い
や
は
黙
が
あ

b
ま
す
れ
け
ぐ
」
も
、
此
の
奈
良
時
代
の
も

の
は
宴
賓
一
貼
張
ぢ
ゃ
な
い
の
で
す
（
岡
を
指
し
示
す
）
こ
ち
ら
の
方
の
拓
本
は
奈
良
の
春
H
の
山
の
中
に
あ
る
巖
窟
の
中
の
石

に
彫
り
つ
け
た
佛
像
で
あ
り
ま
す
0

こ
ち
ら
の
方
は
大
佛
殿
の
前
の
燈
籠
の
火
袋
の
所
に
彫
り
つ
け
た
天
人
の
姿
で
あ
り
ま
す
。

五



玉
111

線
の
流
麗
、
姿
の
豊
麗
'
y
J

云
ふ
や
う
な
所
が
よ
く
彫
り
つ
け
て
あ
り
ま
す
0

後
の
佛
像
で
ぱ
斯
ぅ
云
ふ
や
う
な
大
陸
的
の
佛
像

は
あ
b
ま
せ
ん
。
天
平
時
代
の
も
の
は
よ
（
大
陸
的
の
雄
大
な
る
精
岬
を
現
ぱ
し
て
居
b
ま
す
。

繕
築
に
就
て
申
上
げ
ま
す
が
、
此
時
分
の
建
築
は
、
一
番
大
き
な
も
の
は
勿
論
東
大
寺
の
大
佛
殿
で
あ

b
ま
す
°
所
が
平
重

衡
や
松
永
久
秀
の
総
に
燒
か
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
0

併
し
天
平
時
代
の
形
は
幾
分
か
遺
つ
て
居

b
ま
す
Q

耶
ち
大
佛
の
下
腹
部

及
び
運
辮
の
一
部
等
で
あ
b
ま
す
が
、
帝
国
時
は
此
の
宇
宙
全
慨
は
巡
華
臓
世
界
で
あ
っ
て
、
一
つ
の
進
辮
に
、
百
低
の
國
が
あ

るマ
J

云
ふ
や
う
な
考
へ
方
を
し
て
居
り
ま
す
0

其
の
百
低
の
國
の
―
つ
づ
A

に
秤
迦
が
現
は
れ
て
諒
法
を
し
て
居
る
マ
J

云
ふ
や

う
な
考
へ
方
で
あ
り
ま
す
。
ぁ
A

い
ふ
大
き
な
も
の
を
十
年
程
か

A

つ
て
、
延
人
員
に
し
ま
す
マ
J

五
十
抵
人
以
上
<
J

云
ふ
や
う

な
人
の
力
で
、
此
の
大
佛
が
出
来
た
の
で
あ
b
ま
す
°
塔
は
も
ご
東
の
方
に
一
っ
、
西
の
方
に
一
っ
マ
J

東
西
到
立
し
た
も
の
が

ぁ
h
ま
し
た
0

こ
れ
も
記
録
で
高
さ
＝
百
二
十
尺
ば
か

b
マJ
云
ふ
こ
マ
J

が
、
大
憫
刊
つ
て
居

b
ま
す
0

奈
良
美
代
の
建
築
に
ち

ゃ
ん
こ
―
つ
の
規
則
が
あ
り
ま
し
て
、
金
堂
の
飾
り
に
な
る
べ
き
塔
は
、
金
堂
の
大
盟
二
倍
に
す
る
の
で
す
0

金
堂
は
大
佛
殿

で
あ
り
ま
す
。
百
六
十
尺
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
一
一
云
2
-
H
'尺
ご
云
ふ
塔
の
高
さ
が
出
て
末
ま
す
。
そ
れ
が
右
ご
左
に
あ
っ
た

の
で
す
。
口
〈
今
は
士
埴
だ
け
が
逍
つ
て
居
り
ま
す
が
、
昔
は
輪
美
の
美
セ
極
め
た
大
伽
藍
で
あ
っ
た
の
で
す
0

こ
れ
は
聖
武
天

皇
が
も
の
好
き
で
お
椿
へ
に
な
っ
た
の
で
な
く
、
國
家
の
安
泰
萬
民
の
幸
禍
セ
祈
る
為
に
建
ら
れ
た
る
も
の
で
、
天
皇
の
大
御

心
が
斯
ぅ
云
ふ
風
に
な
っ
て
現
は
れ
た
の
で
あ
b
ま
す
°
御
一
人
の
迷
信
こ
か
或
は
斯
ぅ
云
ふ
も
の
を
建
て
た
ら
面
白
い
こ
か

云
ふ
様
な
氣
分
で
な
く
し
て
、
國
家
の
安
泰
さ
云
ふ
こ
マ
J

が
第
一
の
眼
目
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

其
の
以
外
で
は
肝
招
提
寺
ご
云
ふ
寺
で
あ
り
ま
す
。
居
の
坊
さ
ん
で
鑑
具
ご
云
ふ
人
が
末
て
建
て
た
の
で
あ

b
ま
す
0

こ
れ

は
ゆ
っ
た

b
ご
し
た
届
根
の
傾
斜
の
ゆ
る
や
か
な
貼
、
柱
の
大
ま
か
な
貼
、
軒
の
組
物
の
何
ん
<
J

な
し
に
き
び
／
＼
V
J

し
だ
男

ら
し
い
貼
は
、
よ
く
天
平
時
代
を
現
は
し
て
居

b
ま
す
。



綸
書
OJ
方
で
は
餘
り
に
立
派
な
も
の
は
遺
つ
て
居
り
ま
せ
ん
。
只
奈
良
の
博
物
館
に
あ
る
薬
師
寺
の
吉
詳
天
ご
云
ふ
比
較
的

小
さ
な
も
の
、
或
は
大
佛
の
連
辮
に
彫

b
つ
け
た
も
の
、
正
倉
院
に
小
さ
な
も
の
は
あ

b
ま
す
け
れ
ざ
も
、
餘
り
に
立
派
な
大

作
は
遺
つ
て
居
b
ま
せ
ん
。

兎
に
角
奈
良
時
代
を
白
鳳
ご
天
平
マ
J

大
騰
二
つ
に
分
け
て
、
極
＜
概
略
に
お
話
セ
致
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
は
大
盟
其
の
時

分
の
芙
術
に
は
、
ご
う
い
ふ
特
色
が
あ
る
か
ご
申
し
ま
す
マ
J

、
第
一
は
大
陸
的
雄
大
の
精
神
が
よ
く
現
は
れ
て
居
る
こ
云
ふ
貼

で
す
0

こ
れ
は
佛
像
一
っ
見
て
も
よ
く
判
る
の
で
す
。
其
の
表
は
し
て
居
る
態
度
が
非
常
に
充
賓
し
ま
し
て
、
決
し
て
貧
弱
で

な
い
の
で
す
0

此
の
天
平
時
代
の
佛
像
の
面
を
見
ま
す
ご
顔
面
の
線
の
具
合
が
、
如
何
に
も
弾
力
が
あ

b
ま
す
°
風
魁
玉
に
空

氣
を
詰
め
て
、
少
し
押
せ
ば
後
へ
戻
つ
て
末
る
や
う
な
弾
力
に
富
ん
で
居
り
ま
す
。
天
平
時
代
は
此
の
弾
力
の
あ
る
の
が
大
な

る
特
色
で
あ
り
ま
す
0

第
二
は
形
ご
精
紳
が
如
何
に
も
よ
く
調
和
が
取
れ
て
居
る
こ
ご
で
す
0

こ
れ
が
調
和
が
取
れ
て
居
ら
ぬ

ご
つ
い
ま
づ
い
も
の
に
な
る
の
で
す

‘
3

飛
烏
時
代
は
精
神
は
な
か

l
＼
う
ま
く
や
つ
て
居
り
ま
す
け
れ
ざ
も
、
形
の
調
和
が
悪

い
の
で
す
。
そ
れ
で
非
常
に
面
の
長
い
胸
な
ん
か
ゞ
非
常
に
細
く
な
っ
た
り
、
或
は
面
ば
か
り
大
さ
く
な
っ
て
居
る
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
奈
良
時
代
以
後
殊
に
藤
原
時
代
に
な
り
ま
す
ご
、
こ
れ
は
形
は
な
か

l
＼
よ
く
出
末
て
居
り
ま
す
0

宇
治
の
鳳
凰
堂

の
本
尊
さ
ん
が
其
の
適
例
で
す
。
精
神
が
、
形
が
整
ぅ
て
居
る
程
現
は
れ
て
居
な
い
の
で
す
°
佛
さ
ん
こ
し
て
は
餘
り
柔
か
味

が
あ

b
過
ぎ
る
の
で
す
0

鎌
倉
時
代
に
な
る
こ
、
餘
り
柔
か
味
が
な
く
て
勇
ま
し
い
所
が
あ

b
過
ぎ
て
、
精
神
が
伴
は
な
い
も

の
が
澤
山
あ

b
ま
す
°
佛
像
ご
し
て
精
神
の
表
は
し
方
が
ま
づ
い
の
で
、
何
ん
マ
J

な
し
に
騒
が
し
い
の
で
す
Q

こ
れ
は
建
築
で

も
さ
ぅ
云
ふ
嫌
ひ
が
あ

b
ま
す
が
、
奈
良
時
代
は
極
め
て
静
稔
な
安
定
性
が
あ
り
ま
す
0

雄
大
な
る
精
岬
が
溢
れ
て
居
り
、
何

ん
さ
な
し
に
安
静
な
戚
じ
が
し
ま
す
け
れ
ざ
も
、
鎌
倉
時
代
及
其
の
以
後
に
な
り
ま
す
ご
、
兎
角
装
飾
が
あ
り
過
ぎ
て
俗
悪
マ
J

か
云
ふ
や
う
に
な
る
の
で
す
0

殊
に
徳
川
時
代
に
な
る
ご

H
光
廟
マ
J

か
大
阪
の
天
王
寺
の
建
物
等
の
如
き
装
飾
セ
弄
す
る
こ
こ

五
四



五
五

甚
し
く
、
餘
り
に
こ
て
／
＼
し
て
居

b
ま
す
°
奈
良
時
代
は
餘
り
さ
う
云
ふ
こ
て
ー
＼
し
た
所
は
使
は
な
か
っ
た
の
で
あ
b
ま

す
。

も
う
一
っ
奈
良
時
代
は
非
常
に
自
由
な
朗
か
な
氣
分
の
現
は
い
て
居
る
こ
こ
で
す
。
こ
れ
は
後
の
時
代
ご
比
較
す
る
ご
判
り

ま
す
が
、
此
の
時
代
の
宗
派
が
然
ら
し
め
た
の
で
あ
り
ま
す
。
華
厳
宗
マ
J

か
法
相
宗
こ
か
ゞ
然
ら
し
め
だ
の
で
す
0

此
の
宗
派

は
餘
り
秘
密
を
尊
ば
な
い
の
で
す
。
平
安
朝
に
な
る
ご
密
放
の
分
子
が
非
常
に
多
く
な

b
、
餘
b
佛
さ
ん
を
見
せ
す
、
内
陣
こ

か
外
陣
こ
か
の
仕
切
り
を
厳
重
に
し
て
、
中
は
真
暗
な
所
が
多
い
っ
そ
れ
は
口
〈
今
河
内
の
観
心
寺
が
其
言
宗
で
す
が
、
あ
そ
こ

は
斯
ぅ
云
ふ
黙
が
あ

b
ま
す
。

こ
の
自
由
な
朗
ら
か
な
る
黙
は
一
方
か
ら
申
し
ま
す
マ
J

、
天
平
時
代
の
心
持
が
よ
く
表
は
れ
て
居
る
の
で
す
。
天
平
時
代
の

人
々
は
非
常
に
悲
観
し
て
居
ら
な
い
の
で
す
0

此
の
世
は
非
常
に
築
し
い
こ
か
、
非
常
に
現
世
に
滴
足
し
て
居
る
の
で
す
°
極

＜

槃

観

的

の

態

度

で

観

て

居

た

の

で

あ

り

ま

す

。

．

‘

兎
に
角
奈
良
時
代
は
非
常
に
肝
マ
J

交
通
の
頻
繁
な
時
で
、
遣
唐
使
が
非
常
に
澤
山
出
た
の
で
あ

b
ま
す
0

留
學
生
は
ロ
ヘ
今
の

や
う
に
二
年
や
三
年
洋
行
し
て
末
る
ご
云
ふ
こ
"tJ

で
な
く
長
い
の
で
あ
り
ま
す
0

長
い
の
は
三
十
年
、
普
通
は
二
十
年
乃
至
―
-

十
五
年
位
留
學
す
る
の
で
す
0

兎
に
角
二
十
年
程
勉
強
し
に
行
っ
て
、
直
接
居
の
文
明
に
接
躙
し
て
末
る
の
で
す
。
そ
れ
が
多

い
時
に
は
二
百
人
も
三
百
人
も
行
く
の
で
す
。
そ
れ
が
居
の
人
が
末
た
り
朝
鮮
の
人
が
末
た
り
中
に
は
イ
ン
ド
の
人
が
来
た
り

盛
ん
に
奈
良
の
都
の
方
に
、
外
國
人
が
ざ
し

l
＼
入
込
ん
だ
の
で
す
。
其
の
結
果
あ
れ
だ
け
の
天
平
の
美
術
が
出
末
た
も
の
で

あ
ら
う
こ
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

塘
は
賞
時
イ
ン
ド
こ
中
央
ア
ジ
ャ
ご
も
交
通
し
て
居
り
ま
す
°
其
等
の
文
明
の
日
本
へ
は
い
っ
て
末
る
の
を
、
よ
く
H
本
も

の
さ
調
和
し
な
が
ら
採
つ
て
居
り
ま
す
0

其
虞
は

H
本
の
人
の
え
ら
い
所
で
、
庫
の
文
明
を
直
諄
的
に
採
る
の
で
な
し
に
、
餘



紫
の
雲
の
林
マ
J

は
即
ち
紫
野
の
雲
林
院
の
謂
で
あ
る
°
雲
林
院
が
紫
野
に
あ
っ
た
こ
ご
は
疑
ふ
餘
地
が
な
い
程
明
白
で
あ
る

し
か
し
て
雲
林
院
の
位
骰
が
、
糾
岡
山
の
東
で
あ
っ
た
こ
こ
も
疑
が
な
い
0

山
城
名
勝
志
及
無
州
府
志
に
、
大
徳
寺
の
東
南
ご

あ
り
、
ま
た
國
史
に
、
航
岡
山
の
東
北
マ
J

あ
る
か
ら
、
現
在
の
小
堂
は
昔
の
寺
地
の
一
部
分
Y
J

見
て
差
支
へ
な
い
。
し
か
も
名

勝
志
に
菩
提
講
の
面
跡
が
大
徳
寺
壊
内
に
あ
る
こ
い
ひ
、
大
徳
寺
長
老
妙
超
の
菩
提
講
東
塔
中
北
寄
二
十
丈
受
文
及
後
醍
醐
天

皇
編
者
並
に
榮
雅
抄
の
記
事
を
綜
合
し
て
お
ぽ
ろ
げ
な
が
ら
其
寺
地
の
謳
域
を
察
す
る
こ
ご
が
出
末
る
。

第

六

章
平
云

雲

林

院

の

位

慣

林
＇
院

紫
野
ー
船
岡
山
の
東
北
ー
諸
書
の
訊
事
1
寺
地
大
徳
寺
に
編
入

の

湘

園

研

究

昔
（
承
前
）

代
五
六

節

雄

程
日
本
の
國
盟
を
考
へ
な
が
ら
取
捨
し
て
居
る
の
で
す
0

其
の
貼
は
美
術
の
方
面
に
も
よ
く
現
は
れ
て
居
り
ま
す
。
さ
う
し
て

8
本
の
國
を
忘
れ
ぬ
ご
云
ふ
態
度
が
わ
ら
か
っ
た
の
で
す
。
色
々
嘗
時
支
那
だ
け
の
も
の
で
な
し
に
、
中
央
ア
ジ
ャ
、
ギ
リ
ジ

ャ、

P
l
マ
邊
b
の
も
の
が
奈
良
朝
に
は
い
つ
て
末
て
、
色
々
の
エ
藝
品
に
な
っ
た
り
、
色
々
の
形
に
な
っ
た
り
し
た
こ
こ
は

正
倉
院
邊
り
の
も
の
を
見
れ
ば
よ
く
判
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
今
は
詳
細
に
述
べ
る
時
間
が
あ
b
ま
せ
ん
0

甚
だ
蕪
雑
な
こ
y
J

を
申
し
ま
し
た
が
之
で
私
の
話
は
終
る
こ
こ
に
致
し
ま
す
。


