
大
阪
の
河
内
長
野
市
に
あ
る
天
野
山
金
剛
寺
は
、
眞
言
宗
の
古

刹
で
、
女
人
高
野
と
し
て
知
ら
れ
、
多
く
の
古
文
化
財
を
收
藏
す

る
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
金
剛
寺
に
平
安
時
代
後
期

か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
耆
嶌
さ
れ
た
一
切
經
が
存
在
す
る
こ
と

は
、
早
く
よ
り
知
ら
れ
て
い
た
が
、
充
分
に
は
注
目
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
。
筆
者
は
、
縁
あ
っ
て
同
寺
所
藏
の
古
嶌
本
一
切
經
を
調

査
す
る
機
會
に
惠
ま
れ
、
從
來
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
新
出

經
典
を
こ
の
一
切
經
中
よ
り
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
こ

こ
に
そ
の
概
略
を
報
告
す
る
こ
と
と
す
る
。

天
野
山
金
剛
寺
は
眞
言
宗
御
室
派
の
大
本
山
で
、
大
阪
府
河
内

長
野
市
天
野
町
に
あ
る
。
寺
傳
に
よ
れ
ば
行
基
が
聖
武
天
皇
の
敏

金
剛
寺
一
切
經
と
新
出
安
世
高
詳
佛
典

は
じ
め
に

一
天
野
山
金
剛
寺
略
史

願
に
よ
っ
て
開
創
し
た
と
傳
え
る
。
そ
の
後
、
平
安
時
代
前
期
か

ら
中
期
に
か
け
て
寺
は
停
滞
期
を
む
か
え
詳
し
い
状
況
を
傳
え
な

い
。
永
萬
元
年
（
二
六
五
）
に
阿
襯
が
後
白
河
法
皇
に
寺
の
再

興
を
奏
上
し
、
承
安
元
年
（
二
七
一
）
に
造
誉
が
開
始
さ
れ
た
。

翌
承
安
二
年
に
は
高
野
山
よ
り
弘
法
大
師
像
を
む
か
え
御
影
供
を

修
し
た
。
こ
の
御
影
供
は
今
日
に
お
い
て
も
同
寺
の
最
も
重
要
な

法
要
の
一
つ
と
し
て
續
け
て
管
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
今
日
の
金

剛
寺
の
實
際
上
の
始
ま
り
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
ろ
在

地
の
有
力
者
源
貞
弘
よ
り
私
領
の
寄
進
を
受
け
て
お
り
、
寺
の
經

濟
的
基
盤
と
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
こ
ろ
鳥
羽

院
第
三
皇
女
八
條
院
障
子
内
親
王
の
所
願
所
に
も
な
り
、
中
央
と

の
結
び
つ
き
も
も
ち
、
ま
す
ま
す
寺
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
そ
の
後
、
建
久
九
年
（
二
九
八
）
に
は
仁
和
寺
の
末
と
な

っ
て
い
る
。

承
元
元
年
（
一
二
○
七
）
に
阿
襯
が
没
す
る
頃
ま
で
に
は
、
八

梶

浦

茎
日
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條
院
の
而
願
所
と
し
て
、
ま
た
學
問
寺
と
し
て
、
金
剛
寺
の
寺
観

の
整
備
が
基
本
的
に
完
了
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
鎌
倉
時
代

末
か
ら
南
北
朝
時
代
に
至
っ
て
、
同
寺
は
大
き
な
饗
動
を
む
か
え

た
。
こ
の
こ
ろ
正
學
頭
と
し
て
寺
を
指
導
し
た
朧
惠
は
、
動
凱
の

時
代
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
經
典
・
聖
教
類
の
書
嶌
や
蒐
集
に
つ
と

め
た
よ
う
で
、
同
寺
に
は
今
日
も
耐
惠
の
奥
書
を
有
す
る
典
籍
が

多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

政
治
的
に
は
、
同
寺
は
楠
氏
と
の
關
係
や
、
八
條
院
の
斬
願
所

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
大
覺
寺
統
と
の
結
び
つ
き
が
深
く
、
南
朝
方

の
擦
鮎
と
な
り
、
物
心
両
面
の
援
助
を
行
う
こ
と
と
な
り
大
き
な

負
捨
を
背
負
う
こ
と
と
な
っ
た
。
正
平
九
年
（
一
三
五
四
）
〔
北

朝
文
和
三
年
〕
三
月
に
は
、
北
朝
の
光
嚴
・
光
明
・
崇
光
三
上
皇

が
同
寺
襯
藏
院
に
幽
閉
さ
れ
た
。
同
十
月
に
は
南
朝
の
後
村
上
天

皇
が
同
寺
摩
尼
院
に
と
ど
ま
り
同
寺
食
堂
を
政
廃
と
し
て
政
務
を

と
る
こ
と
數
年
に
お
よ
び
、
南
北
雨
朝
の
天
皇
・
上
皇
が
同
じ
場

所
に
同
時
期
に
滞
在
す
る
と
い
う
、
特
別
な
状
況
に
あ
っ
た
。
室

町
時
代
以
降
は
所
領
や
世
に
名
高
い
天
野
酒
に
よ
る
經
濟
力
を
基

盤
に
繁
榮
を
保
ち
、
そ
の
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
曲
折
を
經
な
が
ら
も
、

今
日
ま
で
よ
く
寺
観
を
保
ち
つ
づ
け
て
い
る
。

同
寺
に
は
金
堂
・
御
影
堂
・
多
寶
塔
な
ど
の
古
建
築
群
と
と
も

に
、
彫
刻
・
繪
壹
等
の
法
寶
物
も
數
多
く
藏
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
周
知
の
こ
と
で
、
金
堂
の
大
日
如
來
・
不
動
明
王
・
降
三
世
明

王
の
三
重
の
彫
刻
や
尊
勝
曼
陀
羅
圖
、
弘
法
大
師
繪
像
な
ど
國
の

指
定
を
受
け
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
文
書
・
典
籍
も

多
數
あ
り
、
明
治
以
降
、
數
度
の
組
織
的
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。

文
書
は
早
く
よ
り
注
目
さ
れ
『
金
剛
寺
古
記
』
『
金
剛
寺
文
書
」

や
「
河
内
長
野
市
史
」
な
ど
に
ま
と
め
て
翻
刻
・
紹
介
さ
れ
て
い

①る
。
典
籍
に
つ
い
て
も
注
目
す
べ
き
も
の
が
多
數
あ
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
た
が
、
平
安
時
代
馬
「
延
喜
式
」
（
國
寶
）
や
藤
原

基
衡
發
願
千
部
一
日
法
華
經
の
ひ
と
つ
『
妙
法
蓮
華
經
』
巻
第
八
、

「
梵
漢
普
賢
行
願
讃
」
（
い
ず
れ
も
重
要
文
化
財
）
の
ほ
か
淨
土

教
研
究
の
貴
重
な
史
料
「
明
義
進
行
集
」
な
ど
一
部
の
古
嶌
本
を

除
い
て
は
、
研
究
者
の
充
分
に
注
目
す
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か

っ
た
。

近
年
に
い
た
っ
て
大
阪
大
學
の
後
藤
昭
雄
教
授
に
よ
っ
て
、
金

剛
寺
所
藏
典
籍
の
う
ち
國
文
學
・
漢
文
學
關
係
の
資
料
が
相
次
い

②

で
研
究
・
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
後
藤
教
授
は
國
文
學
・
漢
文
學
關

係
典
籍
の
整
理
・
研
究
と
併
せ
て
、
こ
こ
數
年
は
同
寺
所
藏
の
古

嶌
本
一
切
經
の
整
理
を
進
め
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
は
、
同
寺
に
願

い
出
て
後
藤
教
授
の
作
業
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
過
程

で
金
剛
寺
一
切
經
中
よ
り
從
來
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
な
か
っ
た
古

逸
の
經
典
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
。
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金
剛
寺
に
古
嶌
の
一
切
經
が
存
す
る
こ
と
は
、
全
く
知
ら
れ
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
明
治
以
降
に
お
い
て
は
、
黒
板
勝
美
を

中
心
と
し
た
國
史
編
蟇
の
た
め
の
史
料
收
集
の
際
、
古
嶌
經
が
多

數
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
本
格
的
な
經
典
調
査
は
昭
和

十
一
年
に
常
盤
大
定
を
中
心
と
す
る
東
方
文
化
學
院
東
京
研
究
所

の
調
査
が
は
じ
め
て
で
あ
り
、
續
い
て
昭
和
十
五
年
に
は
京
都
帝

國
大
學
國
史
學
研
究
室
の
調
査
が
、
ま
た
昭
和
四
十
年
代
に
は

「
河
内
長
野
市
史
」
編
纂
の
た
め
の
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
㈲

東
方
文
化
學
院
東
京
研
究
所
の
調
査
で
は
、
散
凱
し
て
い
た
經
巻

③

を
配
列
し
な
お
し
目
録
も
編
蟇
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
時
の
調
査

に
基
づ
き
三
好
鹿
雄
が
「
金
剛
寺
一
切
經
の
全
貌
」
な
る
論
文
を

發
表
し
、
そ
の
現
存
壯
況
や
書
嶌
時
代
な
ど
に
つ
い
て
考
察
を
加

え
て
い
る
。
こ
の
論
文
に
よ
っ
て
、
金
剛
寺
一
切
經
の
概
況
を
一

應
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
三
好
論
文
が
發

表
さ
れ
て
よ
り
以
降
、
京
都
帝
大
や
市
史
編
蟇
關
係
者
は
も
っ
ぱ

ら
奥
書
の
み
を
利
用
す
る
だ
け
で
、
一
切
經
そ
の
も
の
が
本
格
的

に
研
究
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

先
に
も
記
し
た
よ
う
に
後
藤
教
授
を
中
心
に
こ
の
一
切
經
の
再

調
査
を
行
っ
て
い
る
途
中
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
判
明
し
た
こ

二
金
剛
寺
一
切
經
の
概
要

と
を
、
三
好
論
文
も
参
考
に
そ
の
概
略
を
以
下
に
記
す
。

現
在
、
經
巻
の
多
く
は
木
製
の
箱
に
收
め
ら
れ
て
い
る
。
箱
は

時
代
や
大
き
さ
が
異
な
る
も
の
が
混
じ
っ
て
い
る
が
、
も
と
か
ら

一
切
經
の
箱
で
あ
っ
た
も
の
と
、
聖
教
類
や
文
書
類
を
入
れ
た
箱

と
が
あ
り
、
そ
の
制
作
年
代
も
中
世
か
ら
現
代
の
も
の
ま
で
さ
ま

ざ
ま
で
あ
る
。
東
方
文
化
學
院
の
調
査
時
に
は
、
不
足
分
の
箱
が

新
調
さ
れ
、
目
録
に
し
た
が
い
四
十
箱
に
分
納
さ
れ
、
箱
の
側
面

に
千
字
文
を
記
し
た
紙
片
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
後
の
調
査

の
影
響
か
現
在
で
は
正
し
く
收
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。

現
存
巻
數
は
、
三
好
論
文
で
は
約
三
千
百
三
十
巻
あ
る
と
記
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
數
は
不
確
定
な
も
の
で
、
現
在
行
っ
て
い
る

詳
細
な
調
査
で
訂
正
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
三
好
は
論
文
に
お

い
て
、
『
大
般
若
波
羅
蜜
多
經
」
（
以
下
『
大
般
若
經
」
と
略
）
が

二
部
存
し
、
三
百
二
十
五
巻
現
存
す
る
一
群
を
一
切
經
の
一
部
と

考
え
、
も
う
一
部
の
も
の
と
一
切
經
と
の
關
連
に
つ
い
て
は
判
断

を
留
保
し
て
い
る
。
現
在
も
、
『
大
般
若
經
」
は
大
き
く
二
つ
に

分
け
て
保
存
さ
れ
て
い
る
が
、
ひ
と
つ
は
白
木
の
唐
櫃
三
つ
に
分

藏
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
約
三
百
巻
あ
る
。
櫃
の
側
面
に
「
天
」

よ
り
「
奈
」
ま
で
の
千
字
文
を
記
し
た
紙
片
が
貼
付
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
が
三
好
が
一
切
經
の
一
部
と
考
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
ま

ひ
と
つ
は
漆
塗
の
長
櫃
一
つ
に
約
六
百
巻
が
收
め
ら
れ
て
い
る
も
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の
で
あ
る
。
そ
の
形
状
や
大
き
さ
よ
り
、
元
來
は
經
櫃
で
な
い
も

の
を
轌
用
し
て
い
る
か
と
も
思
わ
れ
る
。
現
在
、
双
方
の
箱
に
分

藏
さ
れ
て
い
る
經
巻
の
う
ち
元
來
一
具
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
も

の
が
相
當
數
あ
り
、
詳
し
く
調
査
を
し
た
う
え
で
辮
別
す
る
必
要

が
あ
る
。
『
大
般
若
經
」
は
少
な
く
と
も
二
種
類
あ
る
が
、
い
ず

れ
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
平
安
時
代
時
代
中
期
乃
至
後
期
の
書
嶌
と

推
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
『
大
般
若
經
」
以
外
で
も
、
「
成
唯
識

論
」
な
ど
複
數
部
あ
る
經
典
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
問

題
を
解
決
し
て
の
ち
は
じ
め
て
こ
の
一
切
經
の
現
存
巻
數
を
確
定

で
き
る
。

江
戸
時
代
に
修
補
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
現
在
の
保
存

状
態
は
必
ず
し
も
良
好
と
は
い
え
な
い
。
虫
損
・
爆
害
や
糊
離
れ

の
ほ
か
、
軸
や
表
紙
の
訣
損
が
相
當
數
あ
る
。
幕
末
明
治
初
年
の

慶
佛
段
澤
の
影
響
の
ほ
か
、
明
治
以
降
の
調
査
時
の
扱
い
に
も
問

題
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
耆
嶌
の
年
代
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
奥
書
で
最
も
古
い

も
の
は
『
大
般
若
經
』
巻
第
四
百
の
承
暦
三
歳
（
一
○
七
九
）
の

④

も
の
で
あ
る
。
ま
た
巻
第
五
百
に
は
久
壽
二
年
（
二
五
五
）
に

⑤

開
題
供
養
し
た
由
が
記
さ
れ
て
お
り
、
同
寺
所
藏
の
「
大
般
若

經
』
二
部
の
う
ち
一
部
は
、
久
壽
二
年
以
前
に
完
成
し
て
い
た
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
巻
が
も
と
か
ら

一
具
の
も
の
か
ど
う
か
、
「
大
般
若
經
」
は
二
部
あ
り
何
れ
が
一

切
經
の
内
で
あ
る
か
に
つ
い
て
も
未
だ
解
決
で
き
て
お
ら
ず
、
こ

の
『
大
般
若
經
』
書
嶌
の
年
代
を
も
っ
て
金
剛
寺
一
切
經
の
耆
嶌

の
始
ま
り
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
と
に
、
「
大
般
若

經
」
は
二
種
と
も
黄
檗
染
の
料
紙
を
用
い
て
い
る
の
に
對
し
、
他

の
大
部
分
は
白
紙
を
用
い
て
い
る
こ
と
な
ど
形
態
的
に
違
い
も
あ

り
、
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
は
じ
め
は
『
大

般
若
經
』
の
み
の
書
嘉
が
行
わ
れ
、
後
に
一
切
經
書
嶌
に
引
き
繼

が
れ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

『
大
般
若
經
」
以
外
で
古
い
紀
年
を
も
つ
も
の
と
し
て
は
寛
治

五
年
（
一
○
九
一
）
の
加
鮎
奥
書
を
も
つ
『
佛
母
大
孔
雀
明
王

經
』
が
あ
る
。
ま
た
『
大
智
度
論
』
巻
第
二
十
が
保
安
五
年
（
一

一
二
四
）
の
耆
嶌
奥
書
を
も
つ
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ

に
つ
い
で
長
承
二
年
（
二
三
三
）
の
「
高
僧
傳
」
巻
第
五
、
保

延
元
年
（
二
三
五
）
の
『
經
律
異
相
」
巻
第
三
十
五
な
ど
十
二

世
紀
中
期
か
ら
後
半
に
か
け
て
の
奥
書
を
も
つ
も
の
が
増
加
し
て

ゆ
く
。
平
安
時
代
後
期
か
ら
鎌
倉
前
期
に
か
け
て
最
も
盛
ん
に
書

嶌
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
で
は
嘉
頑
年
間
（
一
二

三
五
’
一
二
三
八
）
の
奥
書
が
多
數
あ
る
が
、
こ
れ
以
降
の
奥
書

を
持
つ
も
の
は
激
減
す
る
。
一
切
經
全
鵲
と
し
て
は
紀
年
奥
書
を

持
た
な
い
經
巻
が
大
半
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
奥
書
を
持
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つ
も
の
と
特
徴
を
同
じ
く
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
推
定
す
る
に
、

金
剛
寺
一
切
經
は
そ
の
始
ま
り
を
明
確
に
は
し
え
な
い
が
、
平
安

時
代
後
期
よ
り
鎌
倉
時
代
前
期
を
中
心
に
害
嶌
さ
れ
、
嘉
頑
年
間

の
書
嶌
を
も
っ
て
お
お
む
ね
完
成
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
書
嶌
の
經
緯
や
こ
れ
に
關
わ
っ
た
人
な
ど
に
つ
い
て
は
三
好

論
文
に
詳
し
い
の
で
こ
れ
を
見
ら
れ
た
い
。

一
切
經
の
装
帳
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
巻
子
装
で
あ
る
が
、
「
摩

訶
般
若
波
羅
蜜
道
行
經
」
『
阿
閤
佛
國
經
」
な
ど
若
干
の
粘
葉
装

の
經
典
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
平
安
時
代
の
耆
嶌
で
あ
る
が
一
切
經

と
の
關
係
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
『
河
内
長
野
市
史
」

に
も
收
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
經
典
の
多
く
に
奥
書
が
あ

り
、
そ
の
内
容
に
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
紹
介

を
し
て
お
く
。
『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
道
行
經
』
巻
第
三
に
は
、

保
安
五
年
□
口
五
日
已
時
奉
書
交
已
了
／
念
佛
宗
僧
運
覺

と
あ
り
、
他
の
經
典
も
ほ
ぼ
同
文
の
も
の
で
あ
る
。
執
筆
者
が
こ

の
時
期
に
念
佛
宗
と
名
乘
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
一
切

經
と
の
關
係
や
金
剛
寺
と
の
關
係
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
も
の
で

あ
る
。と

こ
ろ
で
害
嶌
が
完
成
し
た
の
ち
、
こ
の
一
切
經
は
同
寺
に
安

置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
南
北
朝
時
代
に
は
金
剛
寺
に
滞
在

し
た
後
村
上
天
皇
が
こ
の
一
切
經
中
の
『
大
般
浬
藥
經
」
を
閲
讃

し
、
そ
の
由
を
記
し
た
正
平
十
四
年
（
一
三
五
九
）
の
自
筆
奥
書

が
あ
り
、
ひ
と
こ
ろ
注
目
を
あ
び
た
。
な
お
今
日
で
は
、
こ
の

「
大
般
浬
藥
經
』
は
一
切
經
と
は
別
個
に
管
理
さ
れ
、
重
要
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
正
徳
頃
に
は
修
補
が
行
わ
れ

た
よ
う
で
、
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
の
修
補
奥
書
を
も
つ
も
の

が
あ
り
、
こ
の
と
き
の
も
の
と
思
わ
れ
る
表
紙
を
付
す
經
巻
が
散

見
す
る
。
ま
た
「
小
品
般
若
經
」
な
ど
い
く
つ
か
の
經
典
は
こ
の

と
き
折
帖
装
に
改
装
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
現
在
、
成
豊
堂
文
庫
に
藏
さ
れ
る
ヨ
切
經
目
録
」
巻
上

は
、
徳
冨
蘇
峰
の
識
語
に
よ
る
と
、
も
と
金
剛
寺
に
あ
っ
た
も
の

と
さ
れ
て
い
る
。
同
文
庫
の
目
録
に
よ
る
と
、
江
戸
時
代
末
期
の

書
罵
と
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
金
剛
寺
一
切
經
の
状

況
を
傳
え
る
資
料
か
と
も
思
え
る
が
、
未
だ
調
査
す
る
に
は
い
た

⑥

っ
て
い
な
い
。

お
よ
そ
嶌
本
の
一
切
經
は
、
一
般
に
そ
の
底
本
が
一
様
で
は
な

く
、
様
々
な
系
統
の
本
が
混
在
し
て
い
る
。
經
典
ご
と
に
そ
の
本

文
の
系
統
が
異
な
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

同
一
經
典
に
お
い
て
も
巻
ご
と
に
基
づ
く
と
こ
ろ
の
底
本
が
異
な

る
こ
と
さ
え
あ
る
。

三
金
剛
寺
一
切
經
の
特
徴

29



日
本
に
お
い
て
は
、
江
戸
時
代
初
頭
に
天
海
版
一
切
經
が
刊
行

さ
れ
る
ま
で
完
成
し
た
刊
本
一
切
經
は
な
く
、
本
格
的
な
刊
本
一

切
經
の
流
通
は
そ
れ
よ
り
も
ま
だ
先
の
鐵
眼
が
刊
行
を
は
じ
め
た

い
わ
ゆ
る
黄
檗
版
一
切
經
の
完
成
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
こ
れ
以
前
の
一
切
經
は
す
べ
て
嶌
本
も
し
く
は
中
國
あ
る
い

は
高
麗
・
李
朝
か
ら
將
來
さ
れ
た
外
邦
開
版
の
刊
本
で
あ
っ
た
。

奈
良
時
代
に
お
い
て
は
宮
中
を
中
心
と
し
て
盛
ん
に
一
切
經
が
書

嶌
さ
れ
た
こ
と
は
正
倉
院
文
言
な
ど
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
、

〈
五
月
一
日
經
〉
を
は
じ
め
と
し
て
多
數
現
存
し
て
い
る
。
平
安

時
代
に
お
い
て
も
一
切
經
の
書
嶌
は
盛
ん
に
行
わ
れ
、
院
政
期
か

ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
か
け
て
は
特
に
多
く
の
耆
嶌
が
な
さ
れ
た
こ

と
は
先
學
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

從
來
、
古
罵
の
一
切
經
は
日
本
史
や
國
語
國
文
學
、
書
道
・
藝

術
の
研
究
の
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ

た
。
『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
（
以
下
「
大
正
藏
」
と
略
）
編
蟇
に
際
し

て
は
〈
聖
語
藏
〉
の
古
爲
本
等
が
對
校
本
と
し
て
用
い
ら
れ
た
が
、

こ
れ
は
例
外
的
な
こ
と
で
、
『
大
正
藏
』
編
纂
以
降
、
一
般
的
に

は
特
定
の
經
典
を
除
い
て
佛
典
の
本
文
研
究
に
古
嶌
の
一
切
經
が

利
用
さ
れ
る
こ
と
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
多
く
の
古
嶌

經
が
古
寺
大
刹
に
藏
さ
れ
利
用
し
が
た
か
っ
た
こ
と
も
一
因
で
は

あ
っ
た
が
、
佛
教
研
究
者
が
關
心
を
沸
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
も
原

因
が
あ
る
。
特
に
平
安
時
代
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
書
嶌

さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
害
爲
當
時
す
で
に
刊
行
さ
れ
て
い
た

宋
版
の
韓
嶌
本
、
あ
る
い
は
宋
版
等
と
テ
キ
ス
ト
の
淵
源
を
同
じ

く
す
る
も
の
と
の
思
い
こ
み
も
あ
り
、
充
分
に
活
用
さ
れ
る
に
は

至
っ
て
い
な
い
。

從
來
よ
り
一
部
で
は
經
典
研
究
に
お
け
る
古
嶌
經
の
も
つ
重
要

性
に
つ
い
て
指
摘
す
る
意
見
も
あ
っ
た
が
、
近
年
よ
う
や
く
古
嶌

經
の
經
典
研
究
で
の
活
用
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

名
古
屋
の
七
寺
に
あ
る
古
嶌
本
一
切
經
中
よ
り
古
逸
の
經
典
や
異

本
が
多
數
見
い
だ
さ
れ
た
こ
と
が
そ
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
七

寺
の
調
査
・
研
究
で
は
、
中
國
撰
述
經
典
や
日
本
撰
述
經
典
（
い

わ
ゆ
る
偽
經
）
に
關
心
が
集
中
し
が
ち
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
眞

經
に
つ
い
て
も
、
そ
の
本
文
研
究
に
資
す
る
と
こ
ろ
は
多
い
。

ま
た
、
古
逸
の
經
典
の
存
在
は
七
寺
の
み
に
限
ら
れ
る
わ
け
で

は
な
く
、
目
録
等
に
よ
れ
ば
法
隆
寺
一
切
經
な
ど
古
嶌
の
一
切
經

中
に
は
、
刊
本
一
切
經
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
經
典
が
收
録
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
七
寺
一
切
經
に
多
く
の
古
逸
經

典
が
收
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
耆
嶌
に
際
し
て
用
い
た
經
典
目
録

の
種
類
や
そ
の
書
嶌
方
針
お
よ
び
害
嶌
に
用
い
た
底
本
の
種
類
に

よ
る
も
の
で
あ
り
、
他
の
一
切
經
に
お
い
て
も
同
様
の
可
能
性
が

存
在
す
る
。
先
に
も
記
し
た
が
、
一
般
に
一
切
經
の
書
嶌
に
用
い
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ら
れ
る
底
本
の
種
類
は
一
様
で
は
な
く
、
底
本
の
所
在
も
一
カ
所

と
は
限
ら
な
い
。
あ
る
部
分
は
南
都
の
某
某
寺
、
あ
る
部
分
は
京

都
の
某
某
寺
、
あ
る
部
分
は
未
版
の
系
統
を
、
あ
る
部
分
は
奈
良

時
代
の
嶌
經
を
用
い
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
よ
く
あ
る
事

例
で
あ
る
。

奈
良
時
代
か
ら
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
た
一
切
經
の
書
嶌
は
、
當

初
い
か
な
る
目
録
に
從
っ
て
い
た
か
確
か
で
は
な
い
が
、
入
唐
僧

玄
肪
が
、
編
蟇
さ
れ
て
間
も
な
い
『
開
元
程
教
目
録
」
（
以
下
爾

元
録
」
と
略
）
を
將
來
し
て
よ
り
後
は
、
こ
の
目
録
に
依
っ
て
書

嶌
す
る
の
が
通
例
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
目
録
は
智
昇
に
よ

っ
て
開
元
十
八
年
（
七
三
○
）
に
撰
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
歴
代
經

録
の
な
か
で
も
最
も
評
債
の
高
い
も
の
で
、
唐
代
中
期
以
降
の
經

録
の
標
準
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
編
纂
さ
れ
た
諸
目
録
は
こ
の

「
開
元
録
」
を
増
補
改
訂
す
る
形
で
編
纂
さ
れ
て
い
る
も
の
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
。
そ
の
後
貞
元
十
六
年
（
八
○
○
）
に
、
圓
照
に

よ
っ
て
『
貞
元
新
定
程
教
目
録
」
（
以
下
買
元
録
』
と
略
）
が
撰

せ
ら
れ
た
が
、
構
成
や
鵲
例
は
『
開
元
録
」
を
踏
襲
し
て
お
り
、

若
干
の
改
訂
と
『
開
元
録
」
後
に
翻
讓
さ
れ
た
經
典
の
増
補
を
行

っ
て
い
る
。
唐
中
期
以
降
盛
ん
に
課
さ
れ
た
密
教
經
典
の
多
く
は

こ
の
目
録
に
收
め
ら
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
初
期
に
は
日
本
へ
も

も
た
ら
さ
れ
、
平
安
時
代
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
一
切

經
耆
馬
は
『
貞
元
録
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
「
貞
元
録
」
は
奉
敷
撰
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
國

に
お
い
て
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
ら
し
く
、
宋
版
以
降
の

中
國
開
版
一
切
經
に
も
收
め
ら
れ
て
い
な
い
。
〈
高
麗
再
雛
本
大

藏
經
〉
（
以
下
〈
高
麗
藏
〉
と
略
）
に
は
收
め
ら
れ
て
お
り
、
「
大
正

藏
」
も
こ
れ
を
底
本
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
〈
高
麗

藏
〉
所
收
の
も
の
は
、
三
階
教
關
係
經
典
を
削
る
な
ど
後
世
の
改

愛
が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
、
本
來
の
姿
を
傳
え
る
も
の
で
は
な
い

と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
對
し
奈
良
時
代
や
平
安
時
代
に
耆
爲

さ
れ
た
『
貞
元
録
」
は
改
愛
を
加
え
る
以
前
の
原
貌
を
傳
え
る
も

の
が
多
く
、
經
録
研
究
の
う
え
で
重
要
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
こ
れ
ら
古
嶌
の
『
貞
元
録
』
も
諸
本
の
あ
い
だ
に
若
干
の
異

⑦

同
が
あ
る
。

ま
た
別
の
問
題
と
し
て
〈
不
入
藏
目
録
〉
の
問
題
が
あ
る
。
日

本
の
古
代
・
中
世
の
一
切
經
耆
嶌
は
『
貞
元
録
』
に
よ
っ
て
な
さ

れ
た
と
し
た
が
、
具
禮
的
に
は
同
目
録
の
巻
第
二
十
九
第
三
十
の

「
入
藏
録
」
に
準
擦
し
て
耆
爲
整
備
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
「
入
藏
録
」
の
末
尾
に
は
〈
不
入
藏
目
録
〉
と
い
う
部
分
が

あ
り
、
い
わ
ゆ
る
別
生
經
や
偏
經
な
ど
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
元

來
こ
こ
に
收
め
ら
れ
て
い
る
經
典
は
、
目
録
編
慕
者
が
し
か
る
べ

き
理
由
が
あ
っ
て
一
切
經
に
收
録
す
る
必
要
が
な
い
（
あ
る
い
は
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收
録
し
て
は
い
け
な
い
）
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
日

本
の
古
嶌
本
一
切
經
に
お
い
て
は
、
こ
の
〈
不
入
藏
目
録
〉
所
收

經
典
も
書
寓
す
る
方
針
を
た
て
た
も
の
も
あ
る
よ
う
で
、
七
寺
一

切
經
は
そ
の
代
表
的
這
例
で
あ
る
。
こ
の
問
題
も
七
寺
一
切
經
に

あ
る
特
有
の
性
質
で
は
な
く
、
別
の
一
切
經
に
お
い
て
も
そ
の
可

能
性
が
あ
る
。
〈
不
入
藏
目
録
〉
所
收
經
典
の
書
嶌
流
通
に
つ
い

て
は
、
日
本
に
お
け
る
經
典
観
や
經
録
の
も
つ
意
味
（
特
に
救
定

の
目
録
）
と
深
く
關
わ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
金
剛
寺
一
切
經
が
ど
の
種
類
の
目
録
を
用
い
て
書
嶌

整
備
が
お
こ
な
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
確
實
に
は
わ
か
ら
な
い
。

お
そ
ら
く
は
こ
の
時
代
に
一
般
的
で
あ
っ
た
『
貞
元
録
』
に
準
様

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
『
貞
元
録
」
を
用
い
た

に
つ
い
て
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
ま
た
『
貞
元
録
』
未

收
の
密
教
經
典
・
儀
軌
類
が
若
干
あ
り
、
こ
れ
ら
が
一
切
經
本
鵲

と
書
誌
的
特
徴
が
ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
、
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ

る
。
金
剛
寺
一
切
經
の
特
質
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
調
査
の
進
捗

と
と
も
に
次
第
に
明
ら
か
に
な
る
こ
と
と
思
う
が
、
現
在
の
と
こ

ろ
判
明
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
い
く
つ
か
を
紹
介
し
て
お
く
。

安
世
高
諄
と
さ
れ
る
經
典
お
よ
び
そ
の
注
舞
耆
に
つ
い
て
は
、
次

項
で
紹
介
す
る
が
、
こ
れ
以
外
に
も
い
く
つ
か
注
目
す
べ
き
も
の

あ
る
。

そ
の
一
つ
に
「
大
周
刊
定
衆
經
目
録
」
（
以
下
蚕
周
録
」
と
略
）

が
あ
る
。
こ
の
目
録
は
則
天
武
后
〔
武
則
天
〕
の
治
世
下
、
天
冊

萬
歳
元
年
（
六
九
五
）
佛
受
記
寺
の
明
栓
等
に
よ
っ
て
編
蟇
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
目
録
は
唐
代
の
佛
教
を
考
え
る
上
で
重
要

な
目
録
で
あ
る
が
、
後
に
編
蟇
さ
れ
た
『
開
元
録
」
が
極
め
て
高

い
許
債
を
受
け
て
い
る
の
に
比
し
、
武
后
の
佛
教
政
策
に
對
す
る

評
慣
と
も
あ
い
ま
っ
て
充
分
に
は
許
債
を
得
て
い
な
い
。
近
時
、

⑧

七
寺
本
の
『
武
周
録
』
に
異
本
が
存
在
す
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
た
。

七
寺
本
の
巻
第
十
一
〈
大
小
乘
失
讓
經
目
〉
に
は
通
行
本
と
大
き

な
異
同
が
二
鮎
有
る
。
一
つ
は
收
録
經
典
數
で
あ
る
。
巻
首
に
收

録
典
籍
の
數
を
四
百
二
十
四
部
と
記
す
こ
と
は
通
行
本
も
七
寺
本

も
同
じ
で
あ
る
が
、
實
數
は
通
行
本
で
四
百
十
八
部
、
七
寺
本
で

は
四
百
二
十
六
部
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
七
寺
本
に
は
一
旦
本

文
が
柊
わ
っ
た
後
に
「
從
此
已
下
迄
巻
柊
唐
本
不
注
之
」
と
あ
り

以
下
九
十
九
部
の
經
典
を
追
加
列
記
し
て
お
り
、
都
合
五
百
二
十

六
部
を
收
め
て
い
る
。
ま
た
も
う
一
鮎
、
通
行
本
に
は
見
え
な
い

「
聖
暦
三
年
奏
行
」
と
い
う
記
述
の
あ
る
經
典
が
あ
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
聖
暦
三
年
奏
行
」
と
い
う
記
述
に
つ
い

て
は
大
谷
大
學
藏
法
隆
寺
一
切
經
本
や
妙
蓮
寺
藏
松
尾
祗
一
切
經

本
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
金
剛
寺
本
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
幸
い
に
も
金
剛
寺

OO
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に
も
「
武
周
録
」
巻
第
十
一
は
現
存
し
て
い
る
。
こ
れ
を
調
べ
る

に
、
「
聖
暦
三
年
奏
行
」
の
記
述
に
つ
い
て
は
七
寺
本
等
と
同
様

で
あ
る
。
た
だ
し
「
奏
」
で
は
な
く
「
奉
」
と
害
嶌
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
收
録
經
典
數
に
つ
い
て
は
、
通
行
本
と
も
七
寺
本
と
も
大

き
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
巻
首
に
は
三
百
七
十
七
部
と
記
さ
れ

て
お
り
、
實
數
も
三
百
七
十
七
部
で
通
行
本
や
七
寺
本
に
比
し
て

少
な
い
。
『
武
周
録
」
に
は
複
數
の
異
本
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
も
の
に
『
開
元
録
』
の
記
述
が
あ
る
。
『
開

元
録
」
巻
第
十
に
は
「
總
括
群
經
録
」
と
し
て
歴
代
經
録
の
標
目

や
典
籍
數
を
列
記
し
て
い
る
が
、
「
武
周
録
」
の
巻
第
十
一
に
つ

い
て
は
、大

小
乘
失
諜
經
目
巻
第
十
一
三
百
七
十
七
部
五
百
八
巻

と
さ
れ
、
金
剛
寺
本
と
收
録
經
典
の
部
數
・
巻
數
が
一
致
し
て
い

る
。
「
武
周
録
』
の
編
纂
や
流
布
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
こ
と

で
、
今
後
さ
ら
に
諸
目
録
を
比
較
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お

「
開
元
録
』
の
記
述
に
つ
い
て
は
京
都
大
學
人
文
科
學
研
究
所
船

山
徹
助
教
授
に
御
教
示
い
た
だ
い
た
。

ま
た
こ
れ
も
七
寺
本
で
注
目
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
『
佛
名

經
」
に
も
特
徴
が
あ
る
。
『
佛
名
經
』
に
は
い
く
つ
か
の
種
類
が

あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
七
寺
本
は
十
六
巻
本
と
い
わ
れ

て
い
る
も
の
で
、
日
本
で
は
あ
ま
り
現
存
が
な
い
と
さ
れ
て
い
た

Ｇ

も
の
で
あ
る
。
金
剛
寺
一
切
經
中
に
は
複
數
部
の
『
佛
名
經
』
が

現
存
し
て
い
る
。
こ
の
中
に
は
十
六
巻
本
の
系
統
に
馬
す
る
も
の

が
複
數
あ
る
が
、
七
寺
本
と
全
く
同
本
か
否
か
に
つ
い
て
は
現
在

調
査
を
進
め
て
い
る
。

こ
の
他
に
も
通
行
本
と
は
異
な
る
經
典
と
し
て
「
五
百
問
事

經
」
が
塞
げ
ら
れ
る
。
こ
の
經
典
の
テ
キ
ス
ト
の
愛
遷
に
つ
い
て

は
船
山
徹
「
「
目
連
問
戒
律
中
五
百
輕
重
事
」
の
原
形
と
愛
遷
」

⑩

に
詳
し
い
が
、
金
剛
寺
本
は
船
山
論
文
に
い
う
と
こ
ろ
の
Ｄ
類
に

あ
た
り
、
日
本
の
古
寓
經
に
多
く
存
す
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
霞

訶
般
若
波
羅
蜜
經
」
は
、
内
容
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
吟
味
し
て
い

な
い
が
、
調
巻
の
う
え
で
は
、
「
大
正
藏
』
の
校
勘
に
用
い
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
の
〈
聖
語
藏
〉
の
祁
護
景
雲
二
年
（
七
六
八
）
害

嶌
本
と
同
系
統
で
あ
る
。
ま
た
唐
地
婆
訶
羅
諜
「
大
方
廣
佛
華
嚴

經
續
入
法
界
品
」
は
北
未
初
期
に
開
版
さ
れ
た
〈
開
寶
藏
〉
を
底

本
に
用
い
て
い
る
。
〈
開
寶
藏
〉
は
北
宋
初
期
に
刊
行
さ
れ
た
初

め
て
の
木
版
印
刷
に
よ
る
一
切
經
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
入
宋
し

た
育
然
が
將
來
し
た
も
の
が
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
の
稗
爲
本
と

推
定
さ
れ
る
も
の
が
石
山
寺
や
七
寺
な
ど
諸
寺
の
一
切
經
中
に
ま

ま
見
受
け
ら
れ
る
。
〈
開
寶
藏
〉
は
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
が
失
わ

れ
て
お
り
、
韓
嶌
本
と
い
え
ど
も
〈
開
寶
藏
〉
の
研
究
に
お
い
て

は
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
も
宋
元
版
や
高
麗
版
と
異
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な
る
系
統
の
經
典
が
多
く
含
ま
れ
る
可
能
性
は
高
い
が
、
今
後
の

詳
細
な
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

經
典
本
文
と
は
別
に
、
經
典
に
記
さ
れ
る
訓
鮎
資
料
も
あ
る
。

「
大
唐
西
域
記
」
『
大
唐
大
慈
恩
寺
三
藏
法
師
傳
」
等
の
史
傳
の

ほ
か
、
『
観
無
量
壽
經
』
な
ど
の
經
典
に
も
訓
鮎
が
付
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
一
切
經
と
一
具
の
も
の
で
は
な
い
可
能
性
が
高
い
が
、

『
般
若
心
經
」
を
連
嶌
し
た
も
の
の
紙
背
に
稚
惠
の
奥
書
の
あ
る

偏
經
類
を
書
馬
し
た
巻
子
が
あ
る
。
書
爲
さ
れ
て
い
る
の
は
、

「
佛
説
六
字
祁
兇
經
」
『
佛
説
壽
延
經
」
『
佛
説
消
除
疫
病
祁
兇

經
』
『
佛
説
却
温
黄
祁
兇
經
』
『
佛
説
兇
賊
經
」
『
佛
説
宇
賀
祁
王

幅
徳
圓
陀
羅
尼
經
』
『
佛
説
一
切
如
來
金
剛
壽
命
陀
羅
尼
經
」
「
佛

説
護
諸
童
子
陀
羅
尼
兇
經
」
で
あ
る
。
日
本
撰
述
と
思
わ
れ
る
も

の
も
あ
り
、
偏
經
の
成
立
や
書
嶌
流
通
の
研
究
の
重
要
な
資
料
と

な
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
『
佛
説
壽
延
經
」
の
巻
末
に
は
、

イ
本
梵
稗
寺
經
藏
在
此
經

承
久
二
年
春
比
於
醍
醐
寺
遍
智
院
害
嶌
畢
／
東
寺
末
業
成
賢

文
保
二
年
八
月
五
日
以
中
性
院
御
本
主
合
之
則
依
加
訓
鮎
了

愚
推
也
／
東
寺
末
業
頼
心

と
い
う
奥
書
が
あ
り
、
日
本
古
代
に
お
け
る
一
切
經
や
章
疏
類
の

言
嶌
事
業
を
研
究
す
る
う
え
で
重
要
な
位
置
に
あ
る
梵
稗
寺
の
名

⑪

が
あ
る
こ
と
が
目
を
引
く
。

そ
の
他
内
容
と
は
別
に
料
紙
に
も
注
目
す
べ
き
鮎
が
認
め
ら
れ

る
。
ひ
と
つ
は
宿
紙
の
多
さ
で
あ
る
。
宿
紙
は
文
字
の
書
か
れ
た

反
故
紙
を
漉
き
返
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
實
は
そ
の
ほ
と

ん
ど
が
紙
を
漉
く
際
に
大
量
に
墨
を
流
し
込
ん
で
製
作
し
た
も
の

と
い
わ
れ
て
い
る
。
宿
紙
自
禮
は
ざ
ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
は
な
い

が
、
一
切
經
に
宿
紙
が
用
い
ら
れ
る
例
を
あ
ま
り
聞
か
な
い
。
こ

と
に
金
剛
寺
一
切
經
に
お
い
て
は
か
な
り
多
く
の
宿
紙
が
用
い
ら

れ
て
お
り
、
『
大
寶
積
經
』
は
ほ
と
ん
ど
が
こ
れ
で
あ
る
。
何
ら

か
の
特
別
な
事
情
が
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
料
紙
の
長
さ
に
つ
い
て
も
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
通
常

の
料
紙
は
五
十
’
六
十
セ
ン
チ
の
も
の
で
あ
る
が
、
と
き
お
り
長

大
な
料
紙
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
長
大
な
紙
を
一
度
に
漉
い

た
も
の
で
は
な
く
、
五
十
セ
ン
チ
前
後
の
紙
の
端
に
加
工
を
施
し
、

糊
繼
を
せ
ず
一
枚
の
紙
の
ご
と
く
に
し
た
も
の
で
、
三
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
も
の
も
あ
る
。
い
か
な
る
理
由
で
こ
の
よ
う
な
料
紙
を

必
要
と
し
た
か
に
つ
い
て
も
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
今
後
、

調
査
が
進
む
う
え
で
検
討
す
べ
き
も
の
が
増
加
し
て
い
く
と
は
思

う
が
、
次
に
新
出
の
安
世
高
讓
と
さ
れ
る
經
典
お
よ
び
注
稗
書
に

つ
い
て
報
告
す
る
。
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先
に
も
記
し
た
が
、
近
時
、
こ
の
金
剛
寺
一
切
經
中
よ
り
從
來

知
ら
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
と
内
容
を
異
に
す
る
、
後
漢
時
代
に
安

世
高
が
翻
諜
し
た
と
さ
れ
る
經
典
、
お
よ
び
逸
書
と
さ
れ
て
い
た

經
典
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
經
典
は
『
安
般
守
意

經
』
（
『
大
安
般
守
意
經
」
『
安
般
經
」
等
い
く
つ
か
の
呼
穂
が
あ

る
が
、
以
下
、
特
別
に
事
情
の
無
い
か
ぎ
り
『
安
般
守
意
經
」
と

す
る
）
お
よ
び
『
佛
説
十
二
門
經
」
『
佛
説
解
十
二
門
經
」
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
三
種
の
經
典
は
ひ
と
つ
の
巻
子
に
連
續
し

て
耆
嶌
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
本
經
巻
の
形
態
等
の

書
誌
に
つ
い
て
以
下
に
し
る
す
。
こ
の
新
出
經
典
は
金
剛
寺
一
切

經
中
に
二
本
存
す
る
。
便
宜
的
に
一
本
を
〈
甲
本
〉
と
し
、
い
ま

一
本
を
〈
乙
本
〉
と
す
る
。
二
本
は
基
本
的
に
は
内
容
を
同
じ
く

し
、
耆
嶌
年
代
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
。

〈
甲
本
〉

全
二
十
一
紙
一
○
四
一
・
五
（
セ
ン
チ
）

紙
質
楮
打
紙

第
二
紙
法
量
縦
二
五
・
五
横
五
一
・
一

界
高
二
○
・
○
天
高
二
。
四
地
高

三
新
出
安
世
高
關
係
經
典

〈
乙
本
〉

全
十
九
紙
九
九
五
。
一
（
セ
ン
チ
）

紙
質
楮
打
紙 三

・
一
界
輻
一
・
八
糊
代
○
・
三

表
紙
栗
皮
色

外
題
佛
説
大
安
般
經
巻
上

ラ
ベ
ル
經
廿
七
的

軸
無

内
容安

般
序
（
第
一
紙
第
二
行
目
Ｉ
第
三
紙
十
一
行

目
第
一
紙
第
一
行
目
空
白
）

首
題
安
般
守
意
經
（
第
三
紙
十
二
行
目
’
第
十
紙
一
行
目
）

尾
題
な
し

首
題
佛
説
十
二
門
經
（
第
十
一
紙
二
行
目
’
第
十
三
紙
第

二
十
六
行
目
）

尾
題
な
し

首
題
佛
説
解
十
二
門
經
（
第
十
三
紙
二
十
七
行
目
’
第
二

十
一
紙
第
十
二
行
目
）

尾
題
十
二
門
稚
經
（
第
二
十
一
紙
第
十
三
行
目
第
十
三

行
目
空
白
行
）
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第
二
紙
法
量
縦
二
十
五
・
五
・
横
五
十
四
・
一

界
高
十
九
・
七
天
高
二
・
九
四
地

高
二
・
九
界
幅
一
・
七
糊
代

○
・
三

表
紙
栗
皮
色

外
題
安
般
守
意
經
甚
画

ラ
ベ
ル
經
廿
七
帥

軸
存

内
容安

般
序
（
第
一
紙
第
二
行
目
ｌ
第
二
紙
二
十
九

行
目
第
一
紙
第
一
行
目
空
白
）

首
題
安
般
守
意
經
（
第
二
紙
三
十
行
目
ｌ
第
九
紙
二
十
三

行
目
）

尾
題
な
し

首
題
佛
説
十
二
門
經
（
第
九
紙
二
十
四
行
目
’
第
十
三
紙

第
十
行
目
）

尾
題
な
し

首
題
佛
説
解
十
二
門
經
（
第
十
三
紙
十
一
行
目
’
第
十
九

紙
第
三
行
目
）

尾
題
十
二
門
稚
經
（
第
十
九
紙
第
五
行
目
第
四
目
空
白

行
）

金
剛
寺
一
切
經
中
に
は
い
ま
一
本
『
安
般
守
意
經
」
が
あ
る
が
、

こ
の
本
は
通
行
の
二
巻
本
「
安
般
守
意
經
」
の
巻
下
で
あ
る
。
表

紙
に
、

佛
説
大
安
般
經
巻
下

と
外
題
が
墨
書
さ
れ
て
お
り
、
〈
甲
本
〉
の
外
題
と
對
應
す
る
こ

と
か
ら
、
あ
る
時
期
に
は
内
容
と
は
關
係
な
く
こ
の
二
本
が
二
巻

本
『
安
般
守
意
經
』
の
上
下
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

新
出
の
金
剛
寺
本
『
安
般
守
意
經
」
は
四
つ
の
部
分
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
は
序
文
で
、
通
行
本
に
付
さ
れ
る
康
僧

會
の
撰
に
な
る
も
の
と
同
文
で
あ
る
。
第
二
は
『
安
般
守
意
經
」

の
本
文
で
あ
る
が
、
通
行
の
一
切
經
中
の
も
の
と
内
容
が
大
い
に

異
な
る
。
第
三
の
『
佛
説
十
二
門
經
」
お
よ
び
第
四
の
『
佛
説
鮮

十
二
門
經
」
は
と
も
に
、
今
日
利
用
さ
れ
て
い
る
何
れ
の
一
切
經

に
も
未
收
の
も
の
で
、
草
行
で
も
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
な
い

も
の
で
あ
る
．
以
下
、
各
々
に
つ
い
て
簡
軍
な
紹
介
を
す
る
。

新
出
の
金
剛
寺
本
「
安
般
守
意
經
』
は
、
通
行
の
も
の
と
内
容

が
大
き
く
こ
と
な
る
本
で
あ
る
。
安
世
高
の
翻
諜
と
さ
れ
て
い
る

經
典
は
多
數
あ
る
が
、
眞
に
安
世
高
讓
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て

は
、
古
く
よ
り
問
題
が
提
起
さ
れ
、
近
代
に
お
い
て
も
諸
家
の
問

題
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
安
般
守
意
經
』
に
つ
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い
て
も
同
様
で
あ
る
。
『
安
般
守
意
經
」
は
數
息
観
に
つ
い
て
述

べ
た
經
典
で
、
安
世
高
の
諜
經
や
中
國
初
期
暉
観
思
想
研
究
に
お

い
て
特
に
重
要
硯
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
要

因
に
よ
り
充
分
に
内
容
が
検
討
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
状
況

で
あ
る
。
こ
の
異
本
の
出
現
は
『
安
般
守
意
經
』
お
よ
び
安
世
高

の
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

現
在
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
安
般
守
意
經
』
は
、
一
巻
本

と
二
巻
本
が
あ
る
が
、
そ
の
調
巻
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
内
容

は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
『
大
正
藏
」
で
は
、
本
文
は
〈
高
麗
藏
〉

に
よ
っ
て
、
宋
元
明
三
本
お
よ
び
宮
本
（
す
な
わ
ち
宮
内
省
圖
耆

寮
藏
宋
版
大
藏
經
幅
州
開
元
寺
版
力
？
）
を
も
っ
て
對
校
し
て

い
る
が
、
若
干
の
異
同
は
あ
る
も
の
の
本
文
に
根
本
的
な
違
い
は

無
い
。
た
だ
こ
の
『
安
般
守
意
經
』
は
内
容
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
『
安
般
守
意
經
」
に
は
二
種

類
の
も
の
が
有
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
冨
三
藏
記
集
」
巻
第
二
の

〈
新
集
經
論
録
〉
に
、
安
世
高
讓
經
三
十
四
部
四
十
巻
を
塞
げ
る

内
に

安
般
守
意
經
一
巻
安
録
云
小
安
般
經

大
安
般
經
一
巻

と
あ
る
よ
う
に
大
小
二
種
の
「
安
般
守
意
經
」
が
有
っ
た
こ
と
を

傳
え
て
い
る
。
ま
た
い
ま
ひ
と
つ
別
の
問
題
が
存
す
る
。
本
文
と

注
輝
文
が
混
在
し
て
お
り
、
そ
の
讃
解
を
困
難
な
ら
し
め
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
〈
高
麗
藏
〉
所
收
本
の
末
尾
に
、

此
經
按
經
首
序
及
見
經
文
。
似
是
害
者
之
錯
經
注
不
分
而
連

言
者
也
。
義
當
節
而
注
之
。
然
往
往
多
有
不
可
分
虚
。
故
不

敢
檀
節
。
以
這
後
賢
焉

と
あ
る
よ
う
に
、
現
行
の
「
安
般
守
意
經
」
は
、
〈
高
麗
藏
〉
刊

行
時
に
は
既
に
注
稗
が
本
文
中
に
混
在
す
る
状
態
に
な
っ
て
お
り
、

そ
の
本
來
の
す
が
た
を
傳
え
る
も
の
は
失
わ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
通
行
の
も
の
が
、
經
録
に
い
う
と
こ
ろ
の
『
大
安
般
經
」
で

あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
『
小
安
般
經
』
に
當
た
る
の
か
に
つ
い
て

も
確
定
的
な
こ
と
は
判
明
し
て
い
な
い
。
宇
井
伯
壽
は
『
諜
經
史

研
究
」
に
お
い
て
「
佛
説
大
安
般
守
意
經
』
の
本
文
と
注
舞
と
の

匝
別
を
試
み
、
讓
注
を
施
し
て
い
る
が
、
充
分
な
も
の
と
は
な
っ

て
い
な
い
。

金
剛
寺
本
は
通
行
本
と
大
い
に
内
容
が
異
な
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
分
量
も
現
行
本
に
比
し
て
少
な
い
。
た
だ
現
行
本
も
先
に
記

し
た
よ
う
に
本
文
と
注
澤
が
混
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

通
行
本
が
一
大
安
般
」
で
金
剛
寺
本
が
『
小
安
般
』
と
即
断
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
・
構
成
や
文
言
に
つ
い
て
は
通
行
本
と
か
な
り

の
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
内
容
に
つ
い
て
は
相
關
關
係
が
認
め
ら

れ
る
。
参
考
に
、
そ
の
冒
頭
部
分
の
書
影
を
付
し
た
。
（
嶌
眞
①
）
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鳶眞①

次
に
、
『
佛
説
十
二
門
經
」
で
あ
る
が
、
こ
の
經
典
は
、
「
出
三

藏
記
集
」
巻
第
四
〈
新
集
續
撰
失
諄
雑
經
録
第
一
〉
に

第
一
四
門
經
一
巻
出
大
十
二
門
經

第
二
四
門
經
一
巻

第
三
四
門
一
經
第
三
四
門
即
名
甘
露
道
律
經
検
雑
目
録

或
有
不
穗
第
三
四
門
而
直
云
甘
露
道
律
經
者

佛
入
甘
露
調
意
經
一
巻
從
第
一
四
門
至
甘
露
調
意
凡
四
品

並
是
大
十
二
門
經
一
部
後
人
分
品
嶌
出
遂
分
成
四
經
生
經
一

部
亦
如
此

と
記
述
さ
れ
て
い
る
も
の
と
の
關
連
が
考
え
ら
れ
る
。
現
在
で
は

「
出
三
藏
記
集
」
に
收
録
さ
れ
て
い
る
道
安
撰
「
十
二
門
經
序
」

「
大
十
二
門
經
序
」
が
傳
え
ら
れ
る
の
み
で
本
文
は
散
逸
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
階
の
文
帝
の
仁
壽
二
年
（
六
○
二
）
に

彦
除
等
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
衆
經
目
録
』
（
「
仁
壽
録
」
）
の
巻

第
五
は
經
録
に
は
そ
の
名
が
あ
る
が
經
本
が
無
い
も
の
を
塞
げ
て

い
る
部
分
で
あ
る
が
、
そ
の
内
に
、

大
十
二
門
經
一
巻

小
十
二
門
經
一
巻

右
二
經
後
漢
世
安
世
高
諜

と
あ
り
、
當
時
す
で
に
散
逸
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

梁
の
僧
茄
撰
「
弘
明
集
」
は
六
朝
時
代
の
佛
教
關
係
の
文
章
を
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寓眞②

豐
富
に
收
め
る
こ
と
で
知
ら
れ
、
そ
の
中
に
は
今
日
逸
書
と
な
っ

て
い
る
經
典
の
逸
文
も
多
く
あ
る
。
こ
の
『
弘
明
集
』
巻
第
十
三

に
『
十
二
門
經
」
を
引
用
す
る
部
分
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
奉
法

要
」
と
題
す
る
晉
の
祁
超
（
三
三
六
’
三
七
七
）
の
文
に
引
用
さ

れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、

十
二
門
經
云
。
有
時
自
計
。
我
端
正
好
。
便
當
自
念
。
身
中

元
所
有
。
但
有
肝
腸
脂
肺
骨
血
尿
溺
。

と
あ
る
。
と
こ
ろ
で
金
剛
寺
本
『
佛
説
十
二
門
經
』
に
は
、

第
一
門
。
爲
何
等
爲
自
襯
身
有
時
自
校
計
。
我
端
政
好
。
便

堕
貧
已
堕
貧
。
便
當
自
念
。
身
中
元
所
有
。
但
有
肝
肺
腸
脂

骨
肉
。
有
何
等
端
政
好
。
：
：
：

と
い
う
部
分
が
あ
る
。
（
嶌
眞
②
）
こ
れ
は
先
に
塞
げ
た
「
弘
明

集
」
の
記
事
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
り
、
こ
の
金
剛
寺
本
が
逸
書
と
さ

れ
て
い
る
「
十
二
門
經
」
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
密
接
な

關
係
の
あ
る
本
で
あ
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
金
剛
寺
本

が
經
録
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
大
十
二
門
經
」
で
あ
る
か
『
小
十
二

門
經
」
の
い
ず
れ
と
關
係
す
る
か
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
判
断
で
き

る
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
ま
た
同
じ
く
「
奉
法
要
」
に
、

異
出
十
二
門
經
云
。
人
有
善
伍
當
掩
之
。
有
悪
宜
令
彰
露
。

夫
君
子
之
心
無
適
無
莫
。
過
而
無
悔
當
不
自
得
。
宜
其
任
行

藏
於
所
遇
。
豈
有
心
於
陰
顯
。
然
則
教
之
所
施
。
其
在
常
近
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寓眞③

乎
。

と
い
う
一
文
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
言
う
『
異
出
十
二
門
經
」
な
る

も
の
と
の
關
連
に
つ
い
て
も
未
だ
不
明
で
あ
る
。

次
に
第
四
部
分
の
『
佛
説
解
十
二
門
經
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

第
三
部
分
の
『
佛
説
十
二
門
經
」
の
注
稗
耆
で
あ
る
。
『
出
三
藏

記
集
」
巻
第
五
〈
新
集
安
公
注
經
及
雑
經
志
録
第
四
〉
に
、

大
小
十
二
門
者
。
臓
思
之
奥
府
也
。
爲
各
作
大
作
注
。
大
十

二
門
二
巻
。
小
十
二
門
一
巻
今
有

と
あ
る
も
の
の
内
の
い
ず
れ
か
に
あ
た
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
晴
の
開
皇
十
四
年
（
五
九
四
）
に
法
經
等
に
よ
っ
て
編
蟇
さ
れ

た
「
衆
經
目
録
」
（
「
法
經
録
』
）
巻
第
七
の
此
方
諸
徳
著
述
の
部
分

に
は
、

陰
持
入
經
注
解
一
巻
程
道
安

大
道
地
經
注
解
一
巻
稗
道
安

大
十
二
門
經
注
解
一
巻
稗
道
安

十
二
門
稚
經
注
解
一
巻
稗
道
安

安
般
經
注
解
一
巻
稗
道
安

右
五
經
是
小
乘
經
注
解

と
道
安
の
注
程
に
な
る
小
乘
經
の
注
五
部
を
列
記
し
て
い
る
。
道

安
は
大
小
の
『
十
二
門
經
」
に
注
灌
を
加
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る

が
、
『
十
二
門
經
」
自
鵲
が
す
で
に
逸
書
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の

40

リポジトリ非公開



こ
こ
に
天
野
山
金
剛
寺
所
藏
の
古
嶌
本
一
切
經
と
新
出
の
安
世

高
關
連
の
經
典
に
つ
い
て
の
簡
軍
な
紹
介
を
し
た
の
で
あ
る
が
、

多
く
の
検
討
す
べ
き
課
題
が
の
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
こ

れ
ら
新
出
の
經
典
が
眞
に
安
世
高
や
道
安
の
課
や
撰
で
あ
る
か
に

つ
い
て
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
經
典
が
ど
の
よ
う
な
傳
來
で
金
剛
寺

一
切
經
に
收
め
ら
れ
れ
る
に
い
た
っ
た
か
に
つ
い
て
も
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
の
問
題
と
も
關
連
す
る
の
で
あ
る
が
、
筆

者
が
こ
れ
ら
の
經
典
を
金
剛
寺
の
一
切
經
中
よ
り
見
出
し
た
時
に

考
え
た
の
は
、
こ
れ
ら
が
あ
る
い
は
安
世
高
や
道
安
の
時
代
よ
り

遙
か
後
世
に
書
き
あ
ら
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
で
あ
る
。

經
録
に
よ
れ
ば
陪
代
に
は
既
に
容
易
に
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
か

金
剛
寺
本
「
佛
説
解
十
二
門
經
』
が
道
安
撰
の
注
舞
で
あ
る
と
假

定
し
て
も
、
大
小
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
は
即
断
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
た
だ
金
剛
寺
本
の
尾
題
が
「
十
二
門
朧
經
」
と
な
っ
て
お

り
、
『
法
經
録
」
の
「
十
二
門
漉
經
注
解
」
と
の
關
連
を
う
か
が

わ
せ
る
が
、
推
測
の
域
を
出
な
い
。
（
嶌
眞
③
）

以
上
、
新
出
の
安
世
高
關
連
の
經
典
三
種
に
つ
い
て
そ
の
概
略

を
記
し
た
が
、
『
弘
明
集
」
所
收
「
奉
法
要
」
の
記
事
等
は
落
合

⑫

俊
典
華
頂
短
期
大
學
教
授
の
御
教
示
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

お
わ
ｈ
／
に

っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
金
剛
寺
本
は
平
安

時
代
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
前
期
の
間
に
耆
嶌
さ
れ
た
も
の
で
、
當

時
の
佛
教
界
の
状
況
を
考
え
る
に
、
新
た
に
安
世
高
關
連
の
經
典

を
偽
造
す
る
必
然
性
は
な
く
、
そ
の
後
こ
の
本
が
流
行
し
た
形
跡

も
認
め
ら
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
は
奈
良
時
代
も
し
く
は
平
安
時
代

に
、
中
國
よ
り
將
來
さ
れ
た
も
の
が
韓
嶌
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い

が
、
そ
の
底
本
が
ど
こ
の
所
藏
で
あ
っ
た
か
、
い
つ
頃
日
本
へ
も

た
ら
さ
れ
た
か
な
ど
に
つ
い
て
、
内
容
の
解
明
と
と
も
に
今
後
明

ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

筆
者
は
佛
教
學
を
專
攻
す
る
者
で
は
な
く
、
こ
の
問
題
に
的
確

に
答
え
を
出
す
能
力
を
有
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
現
在
、
落
合
教

授
を
中
心
に
「
安
般
守
意
經
」
の
會
讃
を
行
っ
て
お
り
、
新
出

「
佛
説
十
二
門
經
」
『
佛
説
解
十
二
門
經
』
と
と
も
に
そ
の
内
容

に
つ
い
て
順
次
報
告
し
て
い
く
豫
定
で
あ
る
。
ま
た
金
剛
寺
一
切

經
全
鵲
に
つ
い
て
も
、
後
藤
教
授
、
落
合
教
授
と
と
も
に
整
理
・

調
査
を
す
す
め
て
お
り
、
そ
の
全
貌
に
つ
い
て
も
報
告
を
し
て
い

く
豫
定
で
あ
る
。

最
後
に
、
貴
重
な
一
切
經
の
調
査
に
つ
い
て
、
金
剛
寺
當
局
、

と
り
わ
け
堀
智
範
座
主
に
は
特
別
の
御
配
慮
を
い
た
だ
く
と
と
も

に
、
石
堂
法
瑞
師
は
じ
め
同
寺
の
皆
様
に
は
調
査
時
に
は
多
大
な

援
助
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
こ
こ
に
深
甚
な
る
謝
意
を
表
す
る
次
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第
で
あ
る
。

参
考
文
献

金
剛
寺
の
歴
史
に
つ
い
て
は
下
記
の
文
厭
を
参
考
に
し
た
。

『
大
日
本
古
文
書
」
家
分
け
第
七
金
剛
寺
文
書
大
正
九
東
京
帝

大
史
料
編
蟇
掛

『
天
野
行
宮
金
剛
寺
古
記
」
（
大
阪
府
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
調
査
報

告
書
第
六
輯
）
昭
和
十
大
阪
府

「
金
剛
寺
所
藏
延
喜
式
祁
名
帳
の
調
査
』
（
大
阪
府
史
蹟
名
勝
天
然
紀

念
物
調
査
報
告
書
第
八
輯
）
昭
和
十
三
大
阪
府

「
大
阪
府
下
に
於
け
る
後
村
上
天
皇
の
御
聖
蹟
」
（
大
阪
府
史
蹟
名
勝

天
然
紀
念
物
調
査
報
告
書
第
九
輯
）
昭
和
十
三
大
阪
府

『
河
内
長
野
市
史
』
河
内
長
野
市

金
剛
寺
一
切
經
に
關
し
て
は
下
記
の
論
文
が
あ
る
、
現
在
、
簡
略
な

目
録
を
作
成
す
る
段
階
で
精
査
す
る
に
至
っ
て
お
ら
ず
、
一
切
經
の
概

要
に
つ
い
て
は
、
多
く
を
三
好
論
文
を
参
考
に
し
た
。

「
金
剛
寺
一
切
經
全
貌
」
三
好
鹿
雄
『
宗
教
研
究
』
十
三
’
六

昭
和
十
一

「
河
内
金
剛
寺
所
藏
の
古
典
古
嶌
經
類
に
就
い
て
」
木
村
武
雄

『
大
乘
』
十
七
’
九
昭
和
十
三

經
録
に
關
し
て
は
主
に
下
記
の
文
献
を
参
考
に
し
た
。

『
佛
教
經
典
總
論
』
（
佛
書
解
説
大
鮮
典
別
巻
）
小
野
玄
妙
大

東
出
版
肚
昭
和
十
一

本
稿
は
平
成
十
二
年
度
科
學
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ａ
研
究

（
１
）
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

『
後
漢
よ
り
宋
齊
に
至
る
詳
經
總
録
』
常
盤
大
定
東
方
文
化
學
院
東

京
研
究
所
昭
和
十
三

『
經
録
研
究
」
前
篇
林
屋
友
次
郎
岩
波
書
店
昭
和
十
六

安
世
高
の
諜
經
に
つ
い
て
は
下
記
の
も
の
を
参
考
に
し
た
。

「
安
世
高
の
諜
經
に
就
い
て
」
大
谷
勝
眞
『
東
洋
學
報
』
十
三
’

四
一
九
二
四

両
．
Ｎ
厚
月
面
閂
》
シ
ｚ
①
言
伊
○
○
戸
翼
昏
の
両
閂
匡
の
鼻
○
宮
口
の
邑
切
①
骨
葭
耐
言

目
①
×
扇
）
可
『
○
日
、
の
口
胃
の
、
８
国
四
一
旨
、
両
の
の
、
瀞
○
口
画
匡
ｇ
巳
巨
の
目

印
ロ
ｇ
ｏ
宮
口
の
ｍ
の
幻
巴
侭
５
口
甘
国
で
口
○
巨
民
旦
勺
崗
旦
．
］
煙
ご
尽
巨
ロ
‐
冒
届
》

骨
①
④
］

鈩
昌
○
国
旨
○
詞
○
門
房
、
弓
面
①
国
○
ｍ
厨
”
の
シ
ロ
の
言
、
四
○
四
国
包
宮
の

○
津
の
宮
言
い
シ
ロ
胃
四
日
四
口
司
臼
日
々
旨
○
言
冒
印
”
胃
巽
旨
具
○
戸
巴
旨
冒
○

ｇ
ｏ
巳
冒
国
の
Ｏ
匡
○
匿
呂
の
日
呂
ｍ
巨
胃
罪
、
菌
○
国
の
ロ
国
庁
）
』
④
④
、

勺
四
巳
函
胃
『
厨
○
口
》
自
画
の
固
斥
○
詳
胃
涛
四
、
即
ヨ
ロ
弓
国
ロ
巴
里
甘
口
⑫
旦
醇
ロ

の
旨
い
四
○
〕
、
画
巨
ｑ
ｇ
い
く
］
ｑ
目
印
の
戸
口
廿
四
戸
冑
口
底
の
冒
呂
の
切
目
国
○
邑
○
巨
【
且

国
の
旨
圃
、
の
ｏ
声
①
昇
○
国
吾
①
Ｏ
Ｃ
Ｃ
四
巴
○
口
且
函
耐
①
印
吾
切
旨
昏
旦
四
尹
巨
‐

ａ
○
四
両
弄
弓
昏
璽
旨
い
く
の
ユ
四
ｍ
の
皇
昌
異
国
］
‐
○
」
①
ロ
」
○
鴎
》
］
④
④
割

安
般
守
意
經
に
關
し
て
は
下
記
の
論
文
を
参
考
に
し
た
。

『
諜
經
史
研
究
」
宇
井
伯
壽
昭
和
Ⅲ
十
六
岩
波
書
店

「
イ
ン
ド
佛
教
か
ら
中
國
佛
教
へ
ｌ
安
般
守
意
經
と
康
僧
會
・
道

安
・
謝
敷
序
な
ど
ｌ
」
荒
牧
典
俊
『
佛
教
史
學
研
究
』
十
五
’

二
一
九
七
一

「
安
世
高
澤
「
安
般
守
意
經
』
現
行
本
の
成
立
に
つ
い
て
」
デ
レ
ァ

ヌ
・
フ
ロ
リ
ン
「
東
洋
の
思
想
と
宗
教
』
九
一
九
九
二

「
出
三
藏
記
集
」
（
「
大
乘
佛
典
」
中
國
・
日
本
篇
三
）
荒
牧
典
俊
讓

中
央
公
論
牡
一
九
九
三
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注①
金
剛
寺
の
文
書
・
典
籍
の
調
査
は
早
く
に
明
治
十
九
年
よ
り
行
わ

れ
て
い
た
。
『
歴
史
地
理
」
三
十
三
‐
六
（
大
正
八
年
）
の
彙
報
欄
に

よ
る
と
、
調
査
は
明
治
十
九
年
以
來
、
雨
三
度
に
お
よ
び
、
大
正
八

年
八
月
に
は
、
『
大
日
本
古
文
書
』
家
分
け
第
七
出
版
準
備
の
た
め

黒
板
等
が
史
料
探
訪
の
た
め
訪
れ
て
い
る
。
こ
の
時
、
新
た
に
古
文

書
百
七
十
通
、
記
録
類
十
四
鮎
、
文
集
類
六
黙
、
經
疏
聖
教
類
三
十

九
鮎
、
著
述
類
十
三
鮎
を
あ
げ
て
い
る
。

②
後
藤
昭
雄
『
平
安
朝
漢
文
文
献
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
平
成

五
③
「
東
方
學
報
東
京
』
第
七
冊
（
昭
和
十
一
年
）
の
彙
報
欄
に
よ

れ
ば
、
昭
和
十
一
年
春
に
常
盤
大
定
等
が
出
張
し
て
お
り
、
そ
の
七

月
二
十
七
日
か
ら
八
月
二
日
ま
で
調
査
整
理
を
行
っ
た
。
同
年
十
月

一
日
に
三
好
が
研
究
所
で
金
剛
寺
一
切
經
に
開
す
る
講
演
を
行
っ
て

い
る
。

④
承
暦
三
歳
次
己
未
八
月
四
日
己
亥
書
篇
始
／
同
年
十
月
廿
六
日
辛

「
出
三
藏
記
集
序
巻
諜
注
』
中
嶋
隆
藏
編
平
樂
寺
書
店
一
九
九

七經
典
お
よ
び
經
録
の
引
用
は
原
則
と
し
て
『
大
正
藏
」
に
よ
っ
た
。

酉
一
畉
害
嶌
已
畢

⑤
久
壽
二
年
歳
次
乙
亥
十
一
月
廿
七
日
辛
未
開
題
供
養

⑥
『
お
茶
の
水
圖
書
館
藏
新
修
成
貰
堂
文
庫
善
本
書
目
」
川
瀬

一
馬
編
著
一
九
九
二
（
財
）
石
川
文
化
事
業
團
お
茶
の
水
圖
書

館
⑦
「
川
原
寺
の
一
切
經
に
就
き
て
」
小
野
玄
妙
『
佛
害
研
究
』

四
十
大
正
七

「
日
本
に
這
存
す
る
原
本
「
貞
元
新
定
稗
教
目
録
」
」
塚
本
善

隆
『
祁
田
博
士
還
暦
記
念
書
誌
學
論
集
』
昭
和
三
十
二

⑧
『
中
國
・
日
本
經
典
章
疏
目
録
』
（
七
寺
古
逸
經
典
研
究
叢
書
第

六
巻
）
落
合
俊
典
編
大
東
出
版
祗
一
九
九
八

⑨
『
中
剛
撰
述
經
典
（
其
之
三
』
（
七
寺
古
逸
經
典
研
究
叢
書
第
三

巻
）
落
合
俊
典
編
大
東
出
版
牡
一
九
九
五

⑩
『
東
方
學
報
京
都
』
第
七
十
冊
一
九
九
八
京
都
大
學
人
文

科
學
研
究
所

⑪
「
梵
澤
寺
藏
經
に
就
い
て
」
柴
田
實
「
支
那
佛
教
史
學
』
五

’
三
・
四
一
九
四
二

⑫
『
弘
明
集
研
究
』
牧
田
諦
亮
編
京
都
大
學
人
文
科
學
研
究
所

昭
和
四
十
八
’
五
十
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