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大
師
流
継
承
者
と
し
て
の
近
衛
家
照

緑
J,, 

明
憲

は
じ
め
に

江
戸
時
代
中
期
に
活
躍
し
立
花
や
茶
道
な
ど
諸
芸
に
秀
で
、
そ
の
う
ち
能
書
と
し
て
最
も
著
名
な
近
衛
家
照
（
一
六
六
七l

一
七
三
六
）
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が
、
名
筆
劇
跡
の
臨
模
を
通
じ
て
上
代
様
を
基
礎
と
し
た
家
照
独
自
の
書
風
を
確
立
し
た
こ
と
は
既
に
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方

で
空
海
の
書
跡
を
憧
慢
し
、
上
賀
茂
社
の
社
家
の
人
々
を
中
心
に
地
下
の
流
派
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
大
師
流
の
書
の
伝
授
を
受
け
て
お
り
、

大
師
流
の
継
承
者
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
家
照
が
大
師
流
を
継
承
し
た
意
義
に
つ
い
て
は
従
来
あ
ま
り
言
及
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
点
に
着
目
し
、
空
海
の
書
跡
が
尊
重
さ
れ
て
き
た
流
れ
と
、
家
照
が
空
海
を
憧
憶
し
大
師
流
の
伝
授
を
受
け
る
ま
で

の
経
緯
、
さ
ら
に
は
家
照
が
大
師
流
を
継
承
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
後
世
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

大
師
流
成
立
ま
で
の
空
海

近
衛
家
照
の
大
師
流
継
承
を
具
体
的
に
検
討
す
る
た
め
に
、
わ
が
国
の
書
道
史
に
お
い
て
空
海
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
ま
た
そ

(268) 



三
筆
の
ひ
と
り
と
し
て
知
ら
れ
る
空
海
の
著
作
の
ひ
と
つ
『
遍
照
発
揮
性
霊
集
』
巻
三
所
収
「
勅
賜
扉
風
書
了
即
献
表
井
詩
」
に
は
「
令(267) 

の
書
跡
が
ど
の
程
度
尊
重
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
た
い
。

空
海
。
書
両
巻
古
今
詩
人
秀
句
者
。
忽
奉
天
命
」
と
あ
り
、
ま
た
『
続
日
本
後
紀
』
で
は
空
海
を
「
草
聖
」
（
草
書
の
名
人
）
で
あ
る
と
し

て
お
り
、
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
早
く
も
空
海
の
在
世
当
時
に
は
そ
の
能
書
と
し
て
の
名
声
が
非
常
に
高
か
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
の

ち
平
安
時
代
中
期
の
書
物
に
は
空
海
を
能
書
と
す
る
記
事
は
あ
ま
り
み
ら
れ
ず
、
そ
の
書
跡
の
尊
重
が
ど
の
程
度
の
広
が
り
を
み
せ
て
い
た

か
は
不
明
で
あ
る
が
、
院
政
期
に
入
る
と
『
江
談
抄
』
第
二
の
二
十
一
話
や
『
本
朝
無
題
詩
』
巻
十
の
藤
原
敦
光
の
「
晩
秋
高
野
山
言
志
」

を
は
じ
め
、
諸
書
に
空
海
を
わ
が
国
の
能
書
の
筆
頭
で
あ
る
と
す
る
記
事
が
散
見
さ
れ
、
以
後
永
く
「
空
海
リ
能
書
」
と
い
う
考
え
は
定
着

し
て
い
く
の
で
あ
る
。

ま
た
、
単
に
そ
の
書
跡
を
尊
重
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
院
政
期
以
降
に
は
そ
れ
ら
に
特
別
な
霊
験
が
あ
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う

-2-

に
も
な
っ
た
。
元
永
元
年
（
一
一
一
八
）
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
高
野
大
師
御
広
伝
』
巻
下
に
み
ら
れ
る
、
空
海
が
「
天
地
合
」
の
三
字

を
書
い
た
柱
を
洗
っ
た
水
を
飲
む
と
疫
病
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
話
、
あ
る
い
は
空
海
の
書
い
た
皇
嘉
門
の
額
字
に
は
精
霊
が
宿
っ
て
い
る
と
い

っ
た
話
が
最
古
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
に
類
す
る
話
は
『
江
談
抄
』
第
一
の
二
十
七
話
や
『
本
朝
神
仙
伝
』
九
、
『
平
治
物
語
』

下
「
清
盛
出
家
の
事
井
瀧
詣
付
悪
源
太
雷
電
と
な
る
事
」
、
『
古
今
著
聞
集
」
巻
七
「
弘
法
大
師
等
大
内
十
二
門
の
額
を
書
す
こ
と
井
行
成
美

福
門
の
額
修
飾
の
事
」
、
さ
ら
に
室
町
時
代
の
『
看
間
日
記
」
応
永
二
十
三
年
（
一
四
二
ハ
）
九
月
二
十
二
日
条
な
ど
に
み
ら
れ
、
枚
挙
に

暇
が
な
い
。
な
お
空
海
は
大
内
裏
十
二
門
の
額
の
う
ち
南
面
の
美
福
門
・
朱
雀
門
・
皇
嘉
門
の
三
門
の
額
字
を
書
い
た
が
、
『
高
野
大
師
御

広
伝
』
で
は
皇
嘉
門
の
額
字
に
精
霊
が
宿
る
と
し
て
い
た
も
の
が
、
「
本
朝
神
仙
伝
』
で
は
朱
雀
門
の
額
字
に
、
さ
ら
に
『
古
今
著
聞
集
』

で
は
美
福
門
の
額
字
に
精
霊
が
宿
る
と
し
て
お
り
、
総
じ
て
空
海
の
書
い
た
い
ず
れ
の
額
字
に
も
精
霊
が
宿
っ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ



れ
ら
か
ら
、
空
海
の
書
跡
は
薬
に
な
る
、
あ
る
い
は
護
符
に
す
る
な
ど
の
信
仰
の
対
象
と
し
て
も
時
代
を
超
え
て
尊
重
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
に
書
跡
が
特
別
視
さ
れ
続
け
て
き
た
空
海
は
、
和
歌
に
お
け
る
柿
本
人
麿
や
蹴
鞠
に
お
け
る
藤
原
成
通
の
よ
う
に
そ
の

道
の
神
と
し
て
、
筆
道
に
お
け
る
神
と
捉
え
ら
れ
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
平
安
時
代
末
期
成
立
の
筆
道
書
で
あ
る
藤
原
伊
行
の
『
夜
鶴
庭
訓

抄
』
以
下
、
世
尊
寺
行
能
の
『
夜
鶴
書
札
抄
」
、
尊
円
親
王
の
『
入
木
抄
』
、
作
者
未
詳
の
『
持
明
院
殿
御
家
伝
』
、
森
予
祥
の
『
書
道
訓
』

な
ど
、
世
尊
寺
流
や
青
蓮
院
流
そ
し
て
持
明
院
流
と
い
っ
た
各
流
派
の
筆
道
書
を
概
観
す
る
と
、
例
え
ば
『
夜
鶴
庭
訓
抄
』
は
「
能
書
人
々
」

の
冒
頭
で
「
弘
法
大
師
護
国
人
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、い
ず
れ
も
空
海
を
能
書
の
筆
頭
と
し
て
尊
重
し
て
は
い
る
の
だ
が
、

い
わ
ゆ
る
守

護
神
と
も
い
う
べ
き
特
別
な
捉
え
方
を
し
て
い
る
記
事
は
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
、
八
条
宮
智
仁
親
王
が
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
に
受
け

た
持
明
院
流
筆
道
の
伝
授
誓
状
に
は
「
入
木
一
流
相
伝
之
事
／
一
切
不
可
他
言
者
也
／
右
旨
令
相
違
可
背
／
伊
勢
両
宮
冥
慮
の
誓
符
／
如

船
）
」
と
あ
り
、
こ
の
ほ
か
の
誓
状
を
み
て
も
筆
道
の
神
と
し
て
空
海
に
誓
う
と
い
っ
た
形
式
を
と
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
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そ
の
書
跡
が
信
仰
的
レ
ベ
ル
ま
で
の
高
ま
り
を
見
せ
て
い
る
空
海
は
、
筆
道
の
各
流
派
に
お
い
て
神
と
し
て
の
特
別
な
捉
え
方
は
な
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
も
の
の
、
能
書
の
筆
頭
ま
た
は
わ
が
国
の
筆
道
の
祖
と
し
て
の
高
い
位
置
づ
け
は
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

大
師
流
の
成
立

と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
に
は
大
師
流
と
い
う
筆
道
の
流
派
が
存
在
す
る
。
家
照
が
伝
授
を
受
け
た
と
い
う
、
前
章
で
確
認
し
た
よ
う
な
空
海

を
祖
と
す
る
大
師
流
の
発
生
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。
大
師
流
と
は
そ
の
名
の
如
く
空
海
の
筆
法
を
継
承
す
る
と
称
す
る
流
派
で
あ
り
、(266) 

春
名
好
重
編
『
書
道
基
本
用
語
詞
典
』
に
「
大
師
流
は
空
海
の
書
風
を
一
面
伝
え
て
い
る
だ
け
で
あ
る
（
中
略
）
し
か
し
大
師
流
で
は
執
筆



法
と
使
筆
法
と
が
一
定
し
て
い
て
、
だ
れ
が
い
つ
書
い
て
も
同
じ
よ
う
な
書
を
書
く
。
型
に
は
ま
っ
た
書
を
書
い
て
い
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、

(265) 

形
式
を
重
ん
じ
た
筆
道
で
あ
っ
た
。
大
師
流
は
基
本
と
な
る
十
二
の
点
画
（
十
二
点
）
を
伝
え
、
学
ぶ
者
は
そ
の
習
熟
に
努
め
た
の
で
あ
る
。

も
り
な
お

大
師
流
の
成
立
や
流
れ
に
関
し
て
は
、
大
師
流
の
能
書
で
こ
の
流
派
の
当
時
の
家
元
的
存
在
で
あ
っ
た
上
賀
茂
社
の
洞
官
藤
木
司
直
（
一

が
享
保
五
年
（
一
七
二
O
）
に
著
し
た
『
入
木
道
注
進
書
』
の
中
で
詳
述
し
て
い
る
。
こ
の
内
容
を
簡
略
に
ま
と

六
八
四
l

一
七
三
八
）

め
る
と
、
大
師
流
の
遠
祖
を
後
漢
の
茶
色
と
し
、
そ
の
十
七
代
の
ち
の
韓
方
明
か
ら
空
海
へ
筆
法
が
授
け
ら
れ
、
空
海
か
ら
嵯
峨
天
皇
↓
小

の
ち
数
代
の
公
卿
を
経
て
藤
原
佐
理
に
相
伝
さ
れ
、
佐
理
↓
具
平
親
王
↓
昭
平
親
王
↓
藤
原
道
長
↓
藤
原
公
任
↓
藤
原
定
頼
へ
と

ほ
ん
ご

続
き
、
三
代
の
の
ち
源
俊
房
へ
、
ま
た
さ
ら
に
十
八
代
の
相
伝
の
の
ち
朝
倉
家
に
属
し
て
い
た
曽
我
孝
成
へ
と
系
図
は
続
き
、
孝
成
↓
飯
河

野
筆
、

秋
共
↓
藤
木
成
定
、
そ
し
て
成
定
か
ら
著
者
司
直
の
曾
祖
父
に
あ
た
る
藤
木
敦
直
へ
相
伝
さ
れ
る
と
い
う
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。
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し
か
し
、
こ
の
『
入
木
道
注
進
書
』
で
は
察
官
巳
か
ら
韓
方
明
ま
で
の
十
七
代
、
藤
原
定
頼
か
ら
源
俊
房
へ
の
三
代
、
そ
し
て
俊
房
か
ら
曽

我
孝
成
ま
で
十
八
代
の
過
程
が
全
て
省
略
さ
れ
て
い
る
点
が
系
図
と
し
て
は
極
め
て
不
審
で
あ
お

o

ま
た
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
に
成
立

し
た
『
書
道
訓
』
の
中
で
著
者
森
手
祥
は
「
賀
茂
家
数
代
の
理
運
を
い
へ
ば
、
敦
直
己
前
書
跡
に
片
言
も
見
え
ず
」
、
あ
る
い
は
「
司
直
注

進
ト
云
書
物
ハ
行
成
卿
ヲ
ク
ハ
ヘ
タ
リ
、
賀
茂
家
混
乱
無
極
」
と
厳
し
く
批
判
し
て
お
り
、
成
立
や
藤
木
敦
直
以
前
、
す
な
わ
ち
江
戸
時
代

前
期
よ
り
遡
る
大
師
流
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
不
明
な
点
が
非
常
に
多
い
。
大
師
流
の
実
際
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
『
入
木
道
注
進
書
』
に

み
え
る
越
前
の
朝
倉
家
に
関
わ
り
の
あ
る
と
さ
れ
る
曽
我
孝
成
が
生
き
た
中
世
末
期
に
、
弘
法
大
師
空
海
に
対
す
る
信
仰
の
広
ま
り
と
と
も

に
そ
の
書
風
を
慕
う
多
く
の
者
が
空
海
の
書
風
を
も
と
に
形
成
し
、
の
ち
に
敦
直
が
流
派
と
し
て
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
、
家
照
の
時
代

か
ら
見
れ
ば
い
く
つ
か
存
在
す
る
書
の
流
派
の
中
で
は
し
か
る
べ
き
由
緒
を
持
た
な
い
新
興
の
流
派
で
あ
る
と
い
え
る
。

な
お
、
上
賀
茂
社
の
神
主
賀
茂
能
久
が
建
保
五
年
（
二
二
七
）
に
真
言
密
教
の
道
場
で
あ
る
神
光
院
を
建
立
し
て
お
り
、
上
賀
茂
社
社



家
の
人
々
の
聞
に
は
早
く
か
ら
空
海
と
の
関
わ
り
が
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。
藤
木
家
や
岡
本
家
と
い
っ
た
社
家
の
人
々
が
中
心

と
な
っ
て
大
師
流
を
学
び
、
の
ち
に
朝
廷
か
ら
書
博
士
に
任
ぜ
ら
れ
る
の
も
、
こ
う
し
た
歴
史
的
背
景
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

ち
な
み
に
大
師
流
に
お
け
る
空
海
の
位
置
は
現
存
す
る
伝
授
誓
状
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
に
は
空
海
を
筆
道
の
神
と
し

て
い
る
も
の
も
存
在
す
が
）
が
、
『
入
木
道
注
進
書
』
や
誓
状
の
中
に
は
空
海
を
神
と
し
て
は
捉
え
て
い
な
い
も
の
も
あ
り
、
空
海
の
筆
法
を

基
礎
と
す
る
流
派
に
お
い
て
、
空
海
の
位
置
づ
け
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
点
は
大
変
に
興
味
深
川
）

O

四

近
衛
家
照
の
空
海
憧
僚
と
大
師
流
伝
授

そ
れ
で
は
近
衛
家
照
が
大
師
流
を
学
ぶ
ま
で
の
過
程
を
お
っ
て
み
た
い
。
前
章
に
お
い
て
大
師
流
の
発
生
を
中
世
末
期
で
あ
る
と
想
定
し

- 5 -

た
。
こ
の
よ
う
な
新
興
の
、
し
か
も
地
下
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
た
流
派
か
ら
廷
臣
筆
頭
の
家
照
は
伝
授
を
受
け
て
い
る
の
だ
が
、
家
照
は

な
ぜ
権
威
あ
る
伝
授
ば
か
り
で
は
な
く
、
無
名
に
近
い
流
派
の
伝
授
を
も
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
余
人
と
は
異
な
っ

た
空
海
に
対
す
る
特
別
な
憧
僚
の
念
が
家
照
の
中
に
存
在
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

家
照
は
幼
少
の
頃
か
ら
書
法
の
学
習
に
極
め
て
熱
心
で
あ
っ
た
。
陽
明
文
庫
に
は
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
、
家
照
が
十
歳
の
時
に
書
い

た
『
新
楽
府
』
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
『
新
楽
府
』
の
家
照
自
筆
識
語
に
は
「
道
風
之
手
本
／
一
巻
初
学
十
歳
／
而
書
之
」
と
あ
る
。

ま
た
同
じ
く
陽
明
文
庫
蔵
で
延
宝
四
年
に
家
照
が
書
い
た
和
歌
の
末
尾
に
近
衛
家
の
侍
臣
寺
田
無
禅
（
一
五
七
四
？
！
一
六
九
一
）
の
識
語

が
あ
り
、
そ
こ
に
は
家
照
の
書
風
に
つ
い
て
「
殆
親
近
子
野
佐
之
両
跡
」
と
あ
る
。
「
野
佐
之
両
跡
」
と
は
小
野
道
風
と
藤
原
佐
理
の
書
跡

を
指
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
か
ら
家
照
は
幼
少
の
頃
は
三
跡
の
書
風
を
中
心
に
学
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
ろ
空
海
の
書
跡
を
学
ん

で
い
た
と
い
う
こ
と
は
記
録
や
遺
墨
な
ど
か
ら
は
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

(264) 



こ
の
の
ち
も
書
の
研
鑓
を
積
ん
だ
家
照
は
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
、
十
九
歳
の
時
に
父
で
あ
る
基
照
か
ら
筆
道
伝
授
を
受
け
た
。
こ(263) 

の
時
の
筆
道
と
は
ど
の
流
派
な
の
か
は
具
体
的
に
不
明
で
あ
る
が
、
基
照
の
日
記
『
基
照
公
記
』
四
月
二
十
五
日
条
に
は
、
「
左
幕
下
（
家

胤
…
）
勅
額
書
方
令
相
伝
。
此
序
少
々
入
木
之
事
等
令
伝
授
了
（
中
略
）
抑
入
木
之
事
、
従
後
西
院
被
伝
下
予
」
と
あ
り
、
家
照
が
受
け
た
筆

道
伝
授
は
後
西
天
皇
か
ら
基
照
を
経
て
相
伝
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
大
師
流
の
伝
授
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で

家
照
が
筆
道
伝
授
を
受
け
た
理
由
は
、
額
字
の
揮
乏
を
可
能
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
夜
鶴
庭
訓
抄
』
に
は
「
額
は
第
一

大
事
也
」
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、
古
来
よ
り
最
重
要
視
さ
れ
た
額
字
の
揮
事
に
は
伝
授
を
受
け
た
者
で
な
け
れ
ば
「
天
罰
を
か

う
ぶ
る
」
（
『
書
道
訓
』
）
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
規
制
は
廷
臣
だ
け
に
限
ら
ず
、
天
皇
も
ま
た
伝
授
を
必
要
と
し
た
。
そ
し
て
伝

授
を
受
け
た
同
じ
年
に
、
家
照
は
初
め
て
額
字
を
揮
官
宅
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

貞
享
二
年
に
筆
道
伝
授
を
受
け
た
四
年
後
の
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
、
家
照
は
三
跡
と
さ
れ
る
書
跡
を
入
手
す
る
。
そ
の
顛
末
に
つ
い
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て
『
基
照
公
記
』
元
禄
二
年
八
月
十
二
日
条
に
は
「
内
府
（
家
同
県
）
年
来
入
木
道
殊
執
心
、
今
度
感
得
子
細
、
非
只
事
。
弘
法
大
師
之
加
護

也
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
初
め
て
家
照
と
空
海
と
の
接
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
以
後
、
書
を
通
じ
た
家
照
と
空
海
と
の
関
わ
り
は

急
速
に
増
加
し
て
い
く
。
翌
年
に
は
家
照
は
空
海
の
書
跡
を
多
く
蔵
す
る
東
寺
へ
行
き
臨
模
に
励
む
よ
う
に
な
る
。
次
に
挙
げ
る
記
事
は
、

後
水
尾
天
皇
皇
女
に
し
て
家
照
の
母
で
あ
る
常
子
内
親
王
の
日
記
の
一
節
（
『
元
上
法
院
殿
御
日
記
』
元
禄
三
年
三
月
二
十
七
日
条
）
で
あ

る

内
府
（
家
腿
…
）
東
寺
ま
い
ら
る
、
。
な
ぐ
さ
み
に
も
な
く
、
御
筆
は
い
け
ん
し
て
、
つ
つ
し
た
き
と
の
の
ぞ
み
也
。
わ
か
き
人
の
し
ゅ
し

や
う
な
る
お
も
ひ
た
ち
と
、
め
で
た
き
よ
ろ
こ
ぶ
。
今
朝
早
々
よ
り
出
ら
れ
、
日
く
れ
て
や
が
て
か
へ
ら
る
、
。
う
つ
し
ど
も
み
せ
ら



る
二
こ
と
の
外
の
ま
ん
ぞ
く
が
り
也
。
め
で
た
し
j
（
1
1
0

こ
の
年
に
東
寺
へ
通
い
始
め
た
家
照
は
、

の
ち
も
数
回
足
を
運
ん
だ
こ
と
が
『
元
上
法
院
殿
御
日
記
」
な
ど
か
ら
確
認
で
き
る
。
家
照
が
直

接
出
向
い
て
書
を
学
ん
だ
場
所
は
東
寺
と
宇
治
の
平
等
院
以
外
に
は
見
当
た
ら
ず
、
家
照
が
空
海
の
書
跡
に
い
か
に
深
く
私
淑
し
て
い
た
か

が
理
解
さ
れ
よ
う
。

ま
た
、
左
の
表
は
近
衛
家
の
陽
明
文
庫
に
伝
来
し
て
い
る
家
照
が
臨
模
し
た
空
海
の
書
跡
の
一
覧
で
あ
る
。
な
お
家
照
が
臨
写
し
た
も
の

は全て原す大で、字形・点画・筆意を原本通りに書いている点も特筆に値しよう。
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※
名
称
は
春
名
好
重
『
古
筆
大
辞
典
』
に
よ
る
。

こ
の
ほ
か
、
『
高
野
大
師
片
仮
名
名
号
』
（
模
写
、
二
通
）
の
よ
う
に
空
海
筆
と
さ
れ
る
も
原
本
不
明
の
も
の
、
あ
る
い
は
家
照
の
模
本
と

い
わ
れ
て
い
る
『
十
輪
詩
』
（
双
鈎
填
墨
）
は
識
語
に
「
寛
文
元
年
初
秋
日
小
義
氏
吉
之
」
と
あ
る
よ
う
に
家
照
筆
と
は
現
段
階
で
断
定
で

き
な
い
も
の
な
ど
、
陽
明
文
庫
に
は
数
多
く
の
空
海
の
書
跡
の
臨
写
や
双
鈎
填
墨
が
あ
り
、
書
写
年
代
も
元
禄
三
年
を
遡
る
可
能
性
も
あ
る

が
、
管
見
の
限
り
元
禄
三
年
、
家
照
が
二
十
四
歳
の
時
に
学
ん
だ
『
与
本
国
使
請
共
帰
啓
』
が
最
古
の
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
元
禄



加
×

削
（
佃
）

三
年
と
は
、
『
元
上
法
院
殿
御
日
記
」
で
家
照
が
東
寺
に
通
い
始
め

た
年
と
ま
さ
に
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
早
け
れ
ば
元
禄
二
年
の
こ
ろ
に
空
海
に
対
す
る
憧

慢
の
念
が
芽
生
え
た
こ
と
は
、
右
表
で
挙
げ
た
空
海
の
書
跡
の
臨

近衛家照筆 『家！黒公筆道誓状』

写
な
ど
の
多
さ
の
ほ
か
に
、
家
照
と
空
海
と
の
関
わ
り
を
示
す
エ

ピ
ソ
l

ド
が
元
禄
二
年
以
降
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
伺

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

例
え
ば
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
に
家

照
は
霊
夢
を
見
て
、
当
時
は
家
原
自
仙
と
い
う
町
人
が
所
持
し
て

い
た
『
与
本
国
使
請
共
帰
啓
』
を
入
手
す
る
逸
話
や
、
自
分
の
好
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み
で
独
鈷
の
代
わ
り
に
筆
を
持
た
せ
た
空
海
の
画
像
を
描
か
せ
る

と
い
っ
た
逸
話
、
ま
た
晩
年
に
は
揮

去
の
依
頼
を
断
っ
て
い
た
家

陽明文庫蔵

照
が
、
享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
に
空
海
の
九
百
回
忌
が
行
わ

れ
た
際
に
は
祭
文
を
書
く
な
ど
、
生
涯
空
海
に
対
す
る
憧
慢
の
念

は
強
力
な
ま
ま
衰
え
る
こ
と
が
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
空
海
に
対
す
る
憧
憶
の
念
は
何
を
契
機

と
し
て
芽
生
え
た
か
。

そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
寺

(260) 

田
無
禅
の
存
在
で
あ
る
。

無
禅
は
遅
く
と
も
慶
安
二
年
（
一
六
四



九
）
ま
で
に
は
藤
木
敦
直
か
ら
大
師
流
を
学
ん
で
お
り
、

の
ち
家
照
の
幼
少
期
に
書
の
指
導
を
し
た
人
は
ほ
か
な
ら
ぬ
無
禅
で
あ
る
の
時
、

(259) 

あ
る
段
階
に
い
た
っ
て
大
師
流
に
関
す
る
何
ら
か
の
影
響
を
家
照
に
与
え
た
可
能
性
が
高
い
。
さ
ら
に
貞
享
二
年
の
伝
授
も
見
逃
せ
な
い
。

こ
の
伝
授
は
大
師
流
の
伝
授
で
は
な
か
っ
た
が
、
二
章
に
お
い
て
筆
道
の
各
流
派
は
空
海
を
わ
が
国
に
お
け
る
能
書
の
筆
頭
と
し
て
特
別
視

あ
る
い
は
神
聖
視
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

つ
ま
り
、
家
照
は
こ
の
伝
授
を
境
に
空
海
の
存
在
を
急
速
に
意
識
し
始
め
た
と
も
考
え
ら

れ
る
。
筆
道
伝
授
を
受
け
る
貞
享
二
年
以
前
に
書
を
通
じ
た
家
照
と
空
海
と
の
関
わ
り
が
見
出
せ
な
か
っ
た
の
も
、
ま
だ
そ
の
こ
ろ
に
は
空

海
を
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
空
海
に
対
す
る
憧
僚
の
念
の
昂
ま
り
か
ら
、
新
興
で
あ
り
地
下
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
も
空
海
の
筆
法
を

な
り
な
お

伝
え
る
と
称
す
る
大
師
流
を
学
び
、
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
に
藤
木
敦
直
の
孫
で
あ
る
生
直
か
ら
大
師
流
の
伝
授
を
受
け
る
に
至
つ
が
）
の

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
過
程
を
経
て
、
家
照
は
大
師
流
の
正
式
な
継
承
者
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
の
ち
に
家
照
は
使

-10-

筆
法
と
点
画
と
の
書
き
方
が
二
疋
し
て
い
る
大
師
流
の
書
を
専
ら
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
起
筆
な
ど
に
大
師
流
の
影
響
を
み
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。五

近
衛
家
照
が
与
え
た
後
世
大
師
流
へ
の
影
響

前
章
で
近
衛
家
照
は
大
師
流
を
専
ら
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
指
摘
し
た
。
確
か
に
家
照
は
、
『
伊
都
内
親
王
願
文
』
を
霊
元
天
皇
に

献
上
し
「
近
代
之
能
書
」
と
褒
賞
さ
れ
た
り
、
中
御
門
天
皇
が
家
照
筆
の
扉
風
を
愛
で
て
展
翰
の
勅
書
を
下
賜
す
る
な
ど
、
そ
の
書
跡
が
称

揚
さ
れ
る
こ
と
は
た
び
た
び
あ
っ
た
が
、
書
風
は
い
ず
れ
も
大
師
流
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
家
照
は
一
見
大
師
流
の
能
書
で
は
な

か
っ
た
か
に
み
え
る
が
、
実
は
大
師
流
を
他
人
に
伝
え
る
と
い
う
指
導
者
的
な
立
場
に
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
家
照
が
大
師
流



を
継
承
し
た
意
義
及
び
後
世
へ
の
影
響
を
、
家
照
か
ら
大
師
流
を
学
ん
だ
三
人
、
す
な
わ
ち
藤
木
生
直
の
子
司
直
、
岡
本
邦
氏
そ
し
て
佐
竹

重
威
の
そ
れ
ぞ
れ
の
事
蹟
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
藤
木
司
直
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
『
入
木
道
注
進
書
』
に
は
「
生
直
は
こ
れ
を
前
摂
政
関
白
対
）
政
大
臣
近
衛
殿
に
授
け
、
近
衛
殿
の

御
手
よ
り
私
（
司
直
）
相
続
仕
り
候
」
と
あ
り
、
ま
た
京
都
・
西
賀
茂
鎮
守
庵
町
の
小
谷
墓
地
内
に
現
存
す
る
司
直
の
墓
誌
に
は
「
同
六
年

（
正
徳
六
年
）
重
受
入
木
道
於
前
摂
政
関
白
太
政
大
臣
家
照
公
一
」
と
あ
る
よ
う
に
、
家
照
と
の
関
係
を
随
所
で
強
調
し
て
い
る
こ
と
が
注
目

さ
れ
る
。
司
直
は
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
に
霊
元
天
皇
か
ら
「
筆
道
本
原
」
の
号
を
、
さ
ら
に
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
に
は
江
戸
時

代
で
は
最
初
に
書
博
士
に
任
ぜ
ら
れ
て
お
り
、

一
流
派
に
過
ぎ
な
か
っ
た
大
師
流
は
こ
の
こ
ろ
正
式
に
朝
廷
内
に
入
り
込
む
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
一
連
の
背
景
に
は
、
廷
臣
筆
頭
た
る
家
照
の
力
が
大
い
に
発
揮
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
司
直
が
家
照
と
の
関
係
を
随
所
で

い
て
は
近
衛
家
歴
代
当
主
の
日
記
や
『
雑
事
日
記
』
な
ど
を
播
い
て
も
現
段
階
で
は
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
な
い
。
し
か
し
『
塊
記
』
享
保
十

述
べ
て
い
る
の
は
、
そ
の
結
び
つ
き
を
殊
更
に
強
調
す
る
意
図
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
が
、
近
衛
家
と
藤
木
家
と
の
親
疎
に
つ

六
年
正
月
十
二
日
条
に
「
賀
茂
ノ
敦
直
ハ
。
近
代
ノ
上
筆
ニ
シ
テ
。
並
ブ
人
ナ
シ
」
と
あ
り
、
家
照
が
藤
木
敦
直
を
非
常
に
高
く
評
価
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
子
孫
で
あ
る
生
直
や
司
直
を
側
近
く
に
召
し
出
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
司
直
が
大
師
流
を
学
び
、

ま
た
書
博
士
に
任
ぜ
ら
れ
る
に
当
た
り
、
家
照
の
影
響
が
相
当
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

家
照
か
ら
大
師
流
を
学
ん
だ
人
々
と
し
て
、
司
直
の
ほ
か
に
家
照
の
実
子
で
あ
る
大
覚
寺
門
跡
寛
深
と
近
衛
家
諸
大
夫
の
佐
竹
重
威
と
が
、

小
笹
喜
三
の
「
新
修
大
師
流
系
譜
」
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
司
直
に
は
子
が
な
く
、
藤
木
家
の
子
孫
が
大
師
流
を
継
承
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
が
、
司
直
に
は
花
山
院
常
雅
や
上
賀
茂
社
桐
宮
の
岡
本
邦
氏
な
ど
の
門
弟
が
お
り
、
こ
の
う
ち
邦
氏
が
司
直
か
ら
大
師
流
の
伝
授
を
受
け

(258) 

た
こ
と
は
、
司
直
の
墓
誌
に
「
授
書
法
於
（
中
略
）
賀
茂
邦
氏
」
と
あ
る
の
を
は
じ
め
、
同
じ
く
小
谷
墓
地
内
に
現
存
す
る
邦
氏
の
墓
誌
に



「
受
書
法
七
笛
大
事
於
書
博
士
甲
斐
守
賀
茂
司
直
」
と
刻
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
事
実
と
し
て
確
認
で
き
、
正
式
な
大
師
流
継
承
者
の
ひ
と(257) 

り
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
の
邦
氏
に
は
、
家
照
と
の
密
接
な
関
係
が
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

岡
本
邦
氏
（
一
七
O
二
l

一
七
六
五
）
が
十
五
歳
の
時
に
近
衛
家
に
初
め
て
仕
え
た
こ
と
は
『
雑
事
日
記
』
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
八

月
九
日
条
に
「
岡
本
八
之
丞
（
邦
氏
）
儀
、
御
奉
公
人
に
被
仰
付
、
其
名
を
要
人
と
御
改
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
判
明
す
る
。
の
ち
『
台
草

葉
一
編
』
（
享
保
十
九
年
成
立
）
践
に
「
丹
波
頼
庸
朝
臣
・
賀
茂
邦
氏
、
皆
問
問
尺
台
階
」
と
あ
る
よ
う
に
家
照
の
か
な
り
側
近
く
に
仕
え
た
よ

う
で
、
時
に
は
写
生
画
家
と
し
て
名
高
い
渡
辺
始
興
と
と
も
に
家
照
か
ら
絵
画
論
を
学
ぶ
な
ど
、
か
な
り
の
芸
術
的
薫
陶
を
受
け
て
い
た

ょ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
近
衛
家
の
菩
提
寺
の
ひ
と
つ
で
あ
る
京
都
・
西
王
寺
蔵
の
『
看
聞
秘
紗
』
巻
二
に
記
さ
れ
て
い
る
岡
本
家
の
略
系
図

に
は
「
邦
氏
要
人
仕
家
照
公
御
側
勤
仕
」
と
あ
っ
て
、
こ
こ
に
も
家
照
と
邦
氏
と
の
密
接
な
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
享

保
十
一
年
に
至
る
と
、
柏
原
藩
主
織
田
氏
や
安
濃
津
藩
主
藤
堂
氏
へ
近
衛
｛
永
か
ら
の
書
状
を
執
筆
す
る
に
ま
で
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
ろ
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ま
で
に
は
能
書
と
し
て
の
力
量
が
か
な
り
認
め
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
常
的
に
近
侍
し
た
邦
氏
が
司
直
か
ら
ば
か
り

で
な
く
家
照
か
ら
も
筆
道
、
特
に
大
師
流
を
学
ん
で
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
。
邦
氏
が
書
博
士
に
任
ぜ
ら
れ
、
後
桜
町
天
皇

即
位
式
の
万
歳
旗
を
揮
官
宅
す
る
な
ど
の
大
師
流
の
能
書
と
し
て
数
々
の
活
躍
を
み
せ
か
）
の
も
、
家
照
の
影
響
が
大
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

し
げ
の
り

佐
竹
重
威
（
一
七
一
七
｜
一
七
九
九
）
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
小
笹
喜
三
の
系
譜
で
家
照
か
ら
大
師
流
を
学
ん
だ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
が
、
改
め
て
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。
京
都
・
田
中
下
柳
町
の
常
林
寺
内
に
現
存
す
る
重
威
の
墓
誌
に
「
姓
中
原
氏
（
中

略
）
事
准
三
宮

家
照
公
有
年
」
と
あ
る
ほ
か
、
文
化
三
年
（
一
八
O
六
）
刊
の
家
照
筆
『
仏
説
教
誠
経
』
（
墨
拓
本
）
に
重
威
に
関
し
て

「
公
（
家
腿
…
）
親
授
以
書
法
、
亦
名
一
時
、
擢
書
博
士
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
家
照
の
側
近
く
に
仕
え
、
直
接
書
法
を
学
ん
だ
こ
と
は
疑
う

余
地
が
な
い
。
重
威
は
宝
暦
十
年
（
一
七
六
O
）
に
家
照
の
孫
の
内
前
の
命
に
よ
っ
て
近
衛
家
の
諸
大
夫
に
取
り
立
て
ら
れ
て
中
原
か
ら
佐



竹
に
改
姓
、
名
も
重
篤
か
ら
重
威
へ
と
改
め
て
お
り
、
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
に
は
上
賀
茂
社
と
は
関
わ
り
の
な
い
者
と
し
て
唯
一
書
博

士
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
佐
竹
｛
永
か
ら
は
の
ち
に
書
博
士
に
任
ぜ
ら
れ
る
者
こ
そ
い
な
か
っ
た
が
、
大
師
流
の
能
書
を
輩
出
し
、
近
衛
家
の

人
々
は
こ
の
佐
竹
｛
永
か
ら
大
師
流
の
書
を
学
ん
で
い
る
こ
と
が
多
い
。
重
威
が
大
師
流
を
学
び
、
上
賀
茂
社
と
は
所
縁
の
な
い
者
と
し
て
た

だ
ひ
と
り
書
博
士
に
任
ぜ
ら
れ
た
背
景
に
も
、
司
直
や
邦
氏
と
同
様
、
家
照
の
影
響
が
認
め
ら
れ
よ
切

o

と
こ
ろ
で
、
家
照
は
晩
年
に
な
る
と
朝
儀
典
礼
を
知
る
上
で
典
範
と
さ
れ
た
『
大
唐
六
典
』
の
校
訂
に
情
熱
を
傾
け
、
家
照
没
後
の
元
文

四
年
（
一
七
三
九
）
に
作
業
は
完
成
し
た
。
こ
の
作
業
に
ま
つ
わ
る
記
事
と
し
て
『
看
聞
秘
紗
』
巻
三
に
「
真
覚
公
（
家
照
の
法
名
）
御
念

願
六
典
、
昨
夕
迄
成
就
（
中
略
）
筆
者
岡
本
要
人
・
中
原
織
部
」
、
ま
た
同
書
に
「
六
典
御
成
就
に
付
為
御
祝
儀
（
中
略
）
紫
石
唐
硯
白
銀

五
枚
岡
本
要
人
江
、

一
金
五
両
中
原
織
部
へ
」
と
あ
る
。
筆
者
の
ひ
と
り
「
岡
本
要
人
」
は
邦
氏
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

「
中
原
織
部
」
な
る
者
は
、
『
御
用
部
屋
日
記
繰
出
』
宝
暦
七
年
八
月
九
日
条
に
「
中
原
織
部
、
東
市
佑
従
六
位
下
宣
下
之
事
」
、
そ
し
て
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宝
暦
十
年
正
月
二
十
二
日
条
に
「
中
原
東
市
佑
、
以
佐
竹
称
号
諸
大
夫
御
取
立
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
原
織
部
は
中
原
重
篤
す
な
わ
ち
佐

竹
重
威
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
邦
氏
と
重
威
と
の
二
人
が
『
大
唐
六
典
』
の
筆
者
と
な
り
得
た
の
は
、
家
照
の
筆
法
や
書
風
を
継
承
し
て

い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
特
に
『
大
唐
六
典
』
の
凡
例
に
は
「
殿
下
以
之
属
者
命
書
史
某
等
分
巻
謄
写
」
と
あ
り
、
二
人
が
家
照
に
近
侍
し
影

響
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
『
大
唐
六
典
』
は
謹
厳
な
棺
書
で
書
か
れ
て
お
り
直
接
大
師
流
と
は
関
わ
り
を
持
た
な
い
が
、

そ
の
側
近
で
あ
っ
た
二
人
が
揃
つ
て
の
ち
に
書
博
士
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
家
照
と
大
師
流
と
を
結
び
つ
け
る
象
徴
的
な

出
来
事
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
の
ち
江
戸
時
代
後
期
に
な
る
と
、
流
派
と
し
て
の
発
生
が
不
明
瞭
だ
っ
た
大
師
流
は
隆
盛
期
を
迎
え
る
。
光
格
天
皇
は
大
師
流
を
学

び
か
な
り
熟
達
し
て
い
た
と
さ
れ
む
ほ
か
、
現
存
す
る
多
く
の
懐
紙
や
短
冊
な
ど
が
そ
れ
を
証
明
す
る
。
そ
し
て
小
笹
喜
三
の
系
譜
に
よ
り
、

(256) 



特
に
邦
氏
の
系
統
か
ら
大
師
流
を
学
ぶ
者
が
権
門
貴
紳
を
は
じ
め
地
下
に
至
る
ま
で
非
常
に
多
く
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
れ
）

O

こ
の
よ
う
に

(255) 

家
照
か
ら
直
接
書
を
学
ん
だ
三
人
が
そ
れ
ぞ
れ
大
師
流
の
能
書
と
し
て
書
博
士
に
相
次
い
で
任
ぜ
ら
れ
、
そ
の
系
統
か
ら
大
師
流
を
学
ぶ
者

が
非
常
に
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
大
師
流
の
隆
盛
に
は
家
照
が
大
き
く
関
与
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
家
照
が
大
師
流
の
能
書
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、
や
は
り
大
師
流
の
能
書
で
あ
っ
た
妙
法
院
門

跡
の
真
仁
親
王
（
一
七
六
八
｜
一
八O
五
。
小
笹
喜
三
の
系
譜
で
は
邦
氏
の
孫
弟
子
に
当
た
る
）
の
言
と
し
て
、
村
田
春
海
の
『
仙
語
記
」
に

近
頃
の
堂
上
に
て
は
近
衛
の
予
楽
院
、
善
書
に
て
あ
り
し
な
り
。
其
道
を
あ
つ
く
好
め
る
人
に
て
、
東
寺
に
伝
は
り
た
る
古
代
の
文
書

を
も
み
づ
か
ら
数
日
か
よ
ひ
て
写
し
、
又
宇
治
の
平
等
院
の
扉
の
色
紙
か
た
に
具
平
親
王
の
詩
を
か
、
れ
た
る
が
あ
り
し
も
、
こ
と
さ

ら
に
足
代
を
作
り
て
九
日
か
よ
ひ
て
、
つ
つ
し
を
は
り
也
お
ほ
せ
ら
る
。
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と
あ
る
よ
う
に
、
亘
（
仁
親
王
が
家
照
の
実
名
を
挙
げ
て
称
揚
し
て
い
る
こ
と
や
、
あ
る
い
は
大
師
流
の
基
本
で
あ
る
十
二
点
を
学
ぶ
際
に
、

家
照
の
四
代
の
ち
の
近
衛
家
の
当
主
基
前
な
ど
は
家
照
が
書
い
た
十
二
点
を
双
鈎
填
墨
し
て
学
ん
で
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
家
照
の
書

跡
は
後
世
に
至
る
ま
で
大
師
流
の
手
本
と
し
て
も
実
際
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
大
師
流
の
能
書
と
し
て
の
家
照
の
位
置
も
非
常
に
高
か
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

家
照
は
藤
原
時
代
の
書
跡
を
中
心
に
書
を
学
ぶ
こ
と
に
専
心
努
力
し
、
自
ら
の
書
風
を
確
立
し
た
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
勿
論
こ

れ
は
事
実
で
あ
り
、
上
代
様
に
基
づ
く
優
美
典
麗
な
遺
墨
類
に
我
々
は
驚
か
さ
れ
る
。
し
か
し
一
方
で
は
新
興
の
大
師
流
を
継
承
・
相
伝
す



る
こ
と
に
よ
り
、
結
果
と
し
て
先
に
述
べ
た
よ
う
な
大
師
流
隆
盛
の
一
翼
を
家
照
は
担
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
師
流
に
お
い
て
家
照
が
そ

の
継
承
に
関
与
し
た
意
義
は
極
め
て
大
き
く
、
無
視
で
き
な
い
重
要
な
存
在
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

本
稿
引
用
史
料
は
、
以
下
の
諸
本
に
拠
っ
た
。

陽
明
文
庫
蔵
『
基
照
公
記
』
同
『
元
上
法
院
殿
御
日
記
』
同
『
雑
事
日
記
」
同
『
御
用
部
屋
日
記
繰
出
』
更
衣
山
西
王
寺
蔵
『
看
間
秘

紗
』
日
以
上
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
写
真
及
び
謄
写
本
。
『
遍
照
発
揮
性
霊
集
」
リ
日
本
古
典
文
学
大
系
。
『
夜
鶴
庭
訓
抄
』
『
書
道

訓
』
H

「
日
本
書
画
苑
』
。
『
仙
語
記
」
日
続
日
本
随
筆
大
成
。
『
塊
記
』

H

東
坊
城
家
本
（
明
治
三
十
三
年
刊
）
。

、
王（1

）
小
笹
喜
一
一
一
（
燕
斎
）
『
書
道
大
師
流
綜
考
』
（
昭
和
十
六
年
刊
）
が
あ
る
。
こ
の
著
作
は
図
版
を
多
く
掲
載
し
、
大
師
流
に
つ
い
て
総
合
的
に
言

及
し
た
も
の
で
あ
る
。

（2
）
『
一
一
中
歴
』
「
嵯
峨
天
皇
弘
仁
九
年
戊
戊
懸
諸
門
額
」
に
は
、
「
南
面
井
談
天
門
弘
法
大
師
」
と
あ
り
、
空
海
は
「
南
面
」
す
な
わ
ち
美
福
門
・
朱

雀
門
・
皇
嘉
門
と
、
西
面
の
談
天
門
の
四
つ
の
門
の
額
字
を
書
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（3
）
大
道
寒
渓
「
持
明
院
流
入
木
道
」
（
『
美
術
・
工
事
己
通
巻
十
七
号
、
美
術
・
工
塞
編
輯
部
、
昭
和
十
八
年
）
所
収
。

（4
）
前
掲
『
書
道
大
師
流
綜
考
」
所
収
。

（5
）
『
日
本
書
画
苑
』
に
は
、
系
図
と
し
て
省
略
の
な
い
「
弘
法
大
師
書
流
系
図
」
が
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
春
名
好
重
は
『
能
書
百
話
』
の
中
で

こ
の
系
図
に
は
疑
問
が
多
く
、
ま
た
藤
木
敦
直
の
書
法
の
伝
流
も
詳
ら
か
で
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

（6
）
春
名
好
重
『
日
本
書
道
史
』
（
淡
交
社
、
昭
和
四
十
九
年
）
。

（7
）
「
野
山
大
師
御
流
之
書
法
今
正
所
受
口
授
也
（
中
略
）
入
木
高
祖
弘
法
大
師
宝
前
」
（
延
宝
七
年
鷹
司
房
輔
誓
状
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）
、
「
右
於
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致
違
犯
者
可
蒙
日
本
国
大
小
神
祇
殊
筆
祖
弘
法
大
師
御
罰
者
也
」
（
安
永
六
年
佐
竹
重
威
七
箇
条
誓
状
案
、
陽
明
文
庫
蔵
）
な
ど
。

（8
）
「
入
木
道
注
進
書
』
で
は
「
自
今
藤
孝
の
君
を
此
道
の
守
護
神
と
仰
申
べ
き
よ
し
御
契
約
あ
り
（
中
略
）
藤
孝
君
を
守
護
神
と
崇
申
事
に
御
座

候
」
と
あ
り
、
藤
木
司
直
は
大
師
流
に
お
け
る
神
に
細
川
藤
孝
を
想
定
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

（9
）
近
衛
基
照
は
「
基
照
公
記
』
の
中
で
大
師
流
を
学
ん
だ
花
山
院
定
誠
に
対
し
、
「
彼
内
府
（
定
誠
）
入
木
之
事
、
誰
人
相
伝
之
哉
、
不
審
」
（
貞

享
三
年
九
月
十
八
日
条
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
頃
の
宮
廷
で
の
大
師
流
の
認
知
度
は
低
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
で
『
書
道
大

師
流
綜
考
』
に
は
大
師
流
に
関
わ
る
内
容
を
記
し
た
有
栖
川
宮
幸
仁
親
王
の
花
山
院
定
誠
宛
書
状
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
小
笹
喜
三
は
こ
の

書
状
に
つ
い
て
元
禄
三
年
の
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
書
状
の
内
容
や
小
笹
説
に
従
え
ば
十
七
世
紀
後
半
の
宮
廷
の

一
部
で
は
大
師
流
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（ω
）
『
基
照
公
記
』
元
禄
十
一
年
七
月
十
六
日
条
に
は
霊
元
天
皇
か
ら
東
山
天
皇
へ
筆
道
伝
授
が
な
さ
れ
た
記
述
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
伝
授
が
行
わ

れ
た
理
由
と
し
て
「
為
今
度
勅
額
也
」
と
記
し
て
い
る
。

（
日
）
家
照
の
額
字
の
揮
去
に
関
す
る
記
事
と
し
て
は
「
肥
前
回
笛
崎
八
幡
宮
額
（
中
略
）
亜
相
（
家
朋
…
）
今
度
之
額
、
全
被
作
出
之
間
」
（
『
基
照
公

記
』
貞
享
二
年
十
月
一
日
条
）
、
「
摂
州
伊
丹
村
余
所
領
有
牛
頭
天
王
（
中
略
）
内
府
（
家
四
…
）
被
書
之
」
（
『
基
照
公
記
』
貞
享
三
年
八
月
十

三
日
条
）
な
ど
が
あ
る
。

（
口
）
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
柴
野
栗
山
・
住
吉
広
行
が
幕
命
に
よ
っ
て
京
都
及
び
山
城
国
・
大
和
国
の
寺
社
を
調
査
し
た
宝
物
の
目
録
で
あ
る

『
寺
社
宝
物
展
開
目
録
』
に
は
、
「
風
信
帖
」
の
名
称
は
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
「
尺
臆
三
種
一
巻
」
と
著
録
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
家
照
在
世

当
時
は
ま
だ
「
風
信
帖
」
と
命
名
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
日
）
陽
明
文
庫
蔵
［
家
照
公
御
筆
］
（
二
通
）
及
び
『
元
上
法
院
殿
御
日
記
』
元
禄
八
年
八
月
二
十
日
条
。

（
日
）
『
塊
記
』
享
保
十
六
年
正
月
十
二
日
条
。

（
日
）
『
椀
記
』
享
保
十
六
年
二
月
二
十
六
日
条
な
ら
び
に
陽
明
文
庫
蔵
「
弘
法
大
師
九
百
年
忌
祭
文
」
に
よ
る
。

（
凶
）
春
名
好
重
『
日
本
書
道
史
』
（
淡
交
社
、
昭
和
四
十
九
年
）
。
た
だ
し
、
寺
田
無
禅
は
大
師
流
を
能
く
し
た
だ
け
で
な
く
、
上
代
様
の
能
書
と
し

て
も
知
ら
れ
て
い
る
。

（
口
）
陽
明
文
庫
蔵
『
家
照
公
筆
道
誓
状
』
に
よ
る
。
図
版
参
照
。

（
同
）
今
回
の
調
査
で
は
岡
本
邦
氏
と
佐
竹
重
威
と
の
墓
は
現
存
な
ら
び
に
墓
誌
を
確
認
し
た
が
、
藤
木
司
直
の
墓
の
み
は
未
調
査
の
た
め
、
本
文
に
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引
用
し
た
司
直
の
墓
誌
の
み
寺
田
貞
次
「
京
都
名
家
墳
墓
録
』
に
拠
っ
た
。

（ω
）
「
今
日
御
掛
物
ド
モ
（
引
用
者
註
。
狩
野
探
幽
・
永
真
な
ど
）
ノ
虫
払
ニ
テ
。
数
十
幅
拝
見
ス
。
求
馬
（
渡
辺
始
興
）

名
筆
・
上
筆
ノ
味
ヲ
述
ラ
ル
」
（
『
塊
記
』
享
保
十
六
年
六
月
二
十
五
日
条
）
。

（
却
）
『
雑
事
日
記
』
享
保
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日
条
。

（
幻
）
岡
本
邦
氏
に
関
し
て
、
書
博
士
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
全
く
触
れ
て
い
な
い
記
述
も
あ
り
、
邦
氏
が
第
二
代
目
の
書
博
士
に
任
ぜ
ら
れ
た
か
否

か
に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
が
、
本
稿
で
は
先
行
研
究
に
従
っ
て
邦
氏
は
書
博
士
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
と
し
て
お
く
。

（
辺
）
岡
本
邦
氏
の
墓
誌
な
ら
び
に
「
賀
茂
社
家
系
図
』
第
一
に
よ
る
。

（
お
）
小
笹
喜
三
自
筆
の
「
近
衛
家
家
臣
譜
（
安
永
年
間
調
）
」
に
よ
る
。

（M
）
佐
竹
重
威
の
墓
誌
や
佐
竹
重
威
筆
道
誓
状
（
陽
明
文
庫
蔵
）
に
よ
り
、
重
威
は
初
め
藤
木
司
直
に
大
師
流
を
学
び
、
の
ち
に
大
炊
御
門
家
孝
か

ら
伝
授
を
受
け
て
い
る
。

（
お
）
「
震
翰
」
展
図
録
解
説
（
茶
道
美
術
館
、
平
成
二
年
）
に
よ
る
。

（
お
）
近
衛
内
前
が
岡
本
邦
氏
か
ら
大
師
流
の
伝
授
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
、
陽
明
文
庫
蔵
の
『
内
前
公
筆
道
誓
状
』
に
「
賀
茂
邦
氏
所
伝
五
筆
／
和

尚
心
筆
地
使
口
訣
謂
為
／
子
孫
護
然
不
可
出
口
外
偏
／
奉
任
／
祖
神
照
鑑
者
也
／
延
享
三
年
仲
冬
六
日
（
花
押
）
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
判
明
す

る
。
ま
た
幕
末
期
の
二
条
斉
敬
、
あ
る
い
は
三
条
実
万
や
三
条
実
美
ら
も
大
師
流
を
学
ん
で
お
り
、
そ
の
師
匠
を
「
新
修
大
師
流
系
譜
」
に

沿
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
辿
っ
て
い
く
と
邦
氏
に
行
き
着
く
。

「
右
使
筆
法
双
鈎
者
、
以
予
楽
院
台
翰
令
模
写
者
也
」

未
見
。

・
要
人
同
伴
ニ
テ
。
其
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（
幻
）

（
近
衛
基
前
筆
『
使
筆
法
双
鈎
』
、
陽
明
文
庫
蔵
）
な
ど
。
近
衛
家
照
自
筆
の
十
二
点
は

川
寸
記

本
稿
は
平
成
十
七
年
十
一
月
十
二
日
に
行
わ
れ
た
第
四

O
O
回
慶
慮
義
塾
大
学
国
文
学
研
究
会
で
の
口
頭
発
表
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
本
稿

を
成
す
に
あ
た
り
、
資
料
の
閲
覧
な
ら
び
に
掲
載
を
快
諾
し
て
く
だ
さ
っ
た
財
団
法
人
陽
明
文
庫
の
文
庫
長
・
名
和
修
先
生
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。

ま
た
慶
謄
義
塾
大
学
の
岩
松
研
吉
郎
先
生
、
佐
々
木
孝
浩
先
生
、
国
士
舘
大
学
の
細
貝
宗
弘
先
生
に
は
御
示
教
を
賜
り
、
多
く
の
思
恵
を
蒙
っ
た
。

こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
申
し
上
げ
る
。
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