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は
じ
め
に

　
一
六
世
紀
末
︑
豊
臣
秀
吉
は
世
界
帝
国
を
構
想
し
て
朝
鮮
へ
の
侵
略
戦
争
を

実
行
し
︑
多
大
な
犠
牲
の
果
て
に
撤
退
し
た
が（

1
）

︑
そ
の
と
き
被
虜
人
と
し
て
日

本
へ
の
移
動
を
強
制
さ
れ
た
朝
鮮
の
人
々
は
膨
大
な
数
に
上
り（

2
）

︑
そ
こ
に
は
多

く
の
女
性
が
含
ま
れ
て
い
た
︒
被
虜
人
た
ち
の
多
く
は
隷
属
的
立
場
あ
る
い
は

難
民
と
し
て
苦
難
の
人
生
を
た
ど
っ
た
が
︑
中
に
は
朝
鮮
の
技
術
を
以
て
生
き

ぬ
い
た
人
々
が
あ
っ
た
︒
日
本
に
お
け
る
磁
器
生
産
が
︑
そ
の
よ
う
な
人
々
に

よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
︒
と
り
わ
け
︑
金
个
江
三
兵

衛
（
李
参
平

（
3
）

）
は
︑
肥
前
有
田
の
泉
山
で
磁じ

石せ
き

を
発
見
し
︑
日
本
初
の
磁
器
を

焼
い
た
人
物
と
し
て
教
科
書
に
も
登
場
す
る
︒
そ
の
功
績
は
言
う
ま
で
も
な
い

が
︑
有
田
焼
の
創
始
者
は
他
に
も
存
在
し
た
︒

　
こ
こ
に
︑
百
婆
仙
と
呼
ば
れ
た
女
性
が
い
る
︒
有
田
焼
の
草
創
期
に
陶
工
集

団
を
率
い
た
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
︒
文
禄
の
役
（
壬
辰
倭
乱
）
の
と
き
︑
夫
の
宗そ
う

傳で
ん

（
法
名
︒
日
本
名
深
海
新
太
郎
）
と
と
も
に
︑
肥
前
武
雄
の
領
主
後
藤
家
信
の

被
虜
人
と
し
て
連
行
さ
れ
︑
や
が
て
武
雄
の
内
田
で
陶
器
を
焼
き
始
め
た
が
︑

夫
の
死
後
︑
陶
工
集
団
を
統
率
し
︑
磁
石
を
求
め
て
有
田
に
移
住
し
て
磁
器
生

産
に
取
り
組
ん
だ
︒
彼
女
の
死
後
程
な
く
︑
有
田
焼
は
明
清
交
代
期
の
中
国
に

代
わ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
輸
出
さ
れ
︑
マ
イ
セ
ン
焼
な
ど
に
多
大
な
影
響
を
与

え
て
い
く
︒
彼
女
の
生
涯
は
世
界
史
に
つ
な
が
っ
て
お
り
︑﹁
世
界
の
一
体

化
﹂
の
時
代
に
お
け
る
人
の
移
動
︑
文
化
伝
播
︑
記
憶
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
等
に
つ

有
田
焼
の
創
始
者 

百
婆
仙
に
つ
い
て
の
基
礎
的
研
究

野
村
育
世
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い
て
︑
示
唆
に
富
ん
で
い
る
︒

　
だ
が
︑
こ
れ
ま
で
彼
女
は
︑
奇
妙
な
ほ
ど
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
被
虜
人

研
究
で
も
女
性
史
で
も
︑
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
そ

れ
で
も
︑
二
一
世
紀
に
入
る
頃
か
ら
︑
日
韓
の
市
民
の
間
で
急
速
に
関
心
が
高

ま
っ
て
き
た
︒
そ
の
背
景
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
︑
今
で
も
な
お
︑
虚
実
入

り
乱
れ
た
情
報
が
錯
綜
し
て
い
る
︒
歴
史
学
の
立
場
か
ら
虚
実
を
分
け
︑
百
婆

仙
に
関
す
る
基
本
的
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
は
︑
現
在
︑
急
務
で
あ
る
と
思

う
︒

　
そ
も
そ
も
︑
百
婆
仙
に
関
す
る
史
料
は
極
め
て
少
な
い
︒
有
田
の
稗ひ
え

古こ

場ば

に

あ
る
報
恩
寺
に
遺
さ
れ
て
い
る
百
婆
仙
の
法
塔
と
呼
ば
れ
る
墓
石
に
刻
ま
れ
た

碑
文
が
︑
そ
の
全
て
で
あ
る
︒
法
塔
は
︑
一
七
〇
五
年
（
宝
永
二
）
三
月
一
〇

日
︑
彼
女
の
没
後
五
〇
年
を
期
し
て
曾
孫
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
︑
碑

文
に
は
彼
女
の
生
涯
と
事
績
が
書
か
れ
て
い
る
︒
そ
れ
す
ら
︑
現
在
で
は
判
読

が
極
め
て
困
難
な
の
で
あ
る
︒
幸
い
に
し
て
︑
近
世
末
か
ら
近
代
初
期
に
か
け

て
の
写
し
が
数
通
︑
存
在
し
て
い
る
の
で
︑
そ
れ
ら
か
ら
︑
百
婆
仙
の
生
涯
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ま
で
こ
れ
ら
の
史
料
は
極
め
て
閲
覧
し

に
く
か
っ
た
︒
活
字
化
さ
れ
た
も
の
も
少
な
く
︑
考
察
が
不
十
分
で
あ
っ
た
︒

評
伝
を
書
く
に
は
︑
史
料
が
あ
ま
り
に
も
少
な
く
︑
大
き
な
制
約
が
あ
る
︒
し

か
し
そ
れ
で
も
︑
一
つ
の
石
碑
が
語
る
彼
女
の
生
涯
に
つ
い
て
︑
現
時
点
で
出

来
う
る
限
り
︑
情
報
を
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
︒

　
本
稿
は
ま
ず
︑
百
婆
仙
が
こ
れ
ま
で
如
何
に
語
ら
れ
て
き
た
か
︑
あ
る
い
は

な
ぜ
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
か
︑
乏
し
い
研
究
史
を
振
り
返
る
︒
次
に
︑
百

婆
仙
の
碑
文
に
つ
い
て
︑
現
存
す
る
写
し
の
出
典
を
明
ら
か
に
し
︑
校
訂
を
試

み
る
︒
最
後
に
︑
百
婆
仙
の
伝
記
に
つ
い
て
︑
史
料
か
ら
読
み
取
れ
る
範
囲
で

考
察
を
し
︑
い
く
つ
か
の
論
点
を
示
す
︒

一
　
百
婆
仙
は
如
何
に
語
ら
れ
て
き
た
か

1
　
久
米
邦
武
の
研
究

　
近
代
初
期
︑
百
婆
仙
の
碑
文
を
校
訂
し
︑
紹
介
し
た
の
は
久
米
邦
武
で
あ
る
︒

久
米
は
も
と
佐
賀
藩
士
で
︑
父
が
皿
山
代
官
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
陶
磁
器
に

深
い
関
心
を
持
ち（

4
）

︑
有
田
に
お
け
る
殖
産
興
業
に
努
め
た
︒
一
八
八
〇
年
の
東

京
日
日
新
聞
に
︑
有
田
焼
の
祖
を
祥
し
ょ
ん

瑞ず
い

と
す
る
記
事
が
載
せ
ら
れ
る
と
︑
こ
れ

に
疑
問
を
持
っ
て
佐
賀
の
鍋
島
家
事
務
所
に
問
い
合
わ
せ
︑
古
老
の
協
力
を
得

て
関
連
史
料
を
集
め
て
編
ん
だ（

5
）

︒
そ
れ
が
︑
後
述
す
る
﹃
有
田
皿
山
創そ
う

業
ぎ
ょ
う

調し
ら
べ﹄
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
︑
百
婆
仙
の
碑
文
の
写
し
が
二
種
類
︑
載
せ
ら
れ
て

い
る
︒
久
米
は
さ
ら
に
︑
修
史
館
の
重
野
安
繹
ら
と
編
ん
だ
﹃
星
岡
史
話
﹄
第

三
冊
（
修
史
館
編
）
に
︑﹁
肥
前
瓷し

器
﹂
と
い
う
文
章
を
載
せ
︑
肥
前
陶
磁
器

の
沿
革
に
つ
い
て
︑
土
地
の
古
老
と
見
ら
れ
る
相
良
宗
蔵
の
言
葉
を
引
き
︑
有

田
焼
は
︑
鍋
島
直
茂
が
朝
鮮
か
ら
帰
る
際
に
﹁
日
本
の
宝
﹂
に
な
る
だ
ろ
う
と

焼
物
師
の
頭
を
五
︑ 

六
人
召
し
連
れ
て
来
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
と
し
て
い
る

（﹃
星
岡
史
話
﹄）︒
そ
こ
に
は
︑﹁
金
个
江
氏
（
李
参
平
の
家
系
）
家
記
﹂
と
﹁
百
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婆
仙
の
碑
文
﹂
の
二
つ
の
史
料
が
並
べ
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
久
米
は
︑
有
田

焼
の
創
業
は
朝
鮮
人
陶
工
ら
に
よ
る
と
断
定
し
︑
金
个
江
三
兵
衛
と
百
婆
仙
を

二
大
陶
祖
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
︒

　
こ
の
久
米
の
一
連
の
仕
事
が
︑
百
婆
仙
に
つ
い
て
の
研
究
の
嚆
矢
で
あ
り
︑

現
在
に
至
る
ま
で
の
数
少
な
い
本
格
的
な
研
究
で
あ
っ
た
︒

2
　
一
九
三
〇
～
四
〇
年
代
に
お
け
る
包
摂
と
、
戦
後
に
お
け
る
外
部
化

　
し
か
し
︑
久
米
の
後
︑
約
半
世
紀
の
間
︑
百
婆
仙
に
つ
い
て
の
研
究
は
な
さ

れ
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
︑
有
田
焼
の
陶
祖
は
李
参
平
一
人
に
収
斂
さ
れ
て
い
っ

た
の
で
あ
る（

6
）

︒

　
百
婆
仙
が
再
び
文
献
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
一
九
三
〇

年
代
後
半
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
︒
一
九
三
六
年
に
出
さ
れ
た
中
島
浩
氣
﹃
肥

前
陶
磁
史
考（

7
）

﹄
は
︑
百
婆
仙
の
碑
文
の
釈
文
を
掲
載
し
（
出
典
不
明
）︑
百
婆

仙
夫
妻
の
事
績
に
つ
い
て
詳
細
に
記
し
た
︒
こ
れ
は
︑
今
な
お
﹁
肥
前
陶
磁
器

の
バ
イ
ブ
ル
﹂
と
称
さ
れ
て
い
る
非
常
に
大
部
な
書
物
で
あ
る
が
︑
研
究
の
典

拠
が
一
切
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
が
惜
し
ま
れ
る
︒

　
ま
た
こ
の
頃
か
ら
︑
歴
史
人
名
辞
典
が
作
成
さ
れ
て
︑
そ
こ
に
百
婆
仙
の
項

目
が
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
最
初
に
百
婆
仙
が
登
場
し
た
の
は
︑

一
九
三
八
年
の
鹽
田
力
﹃
新
撰
大
人
名
辞
典（

8
）

﹄
で
あ
る
︒

a
　
鹽
田
力
﹃
新
撰
大
人
名
辞
典
﹄（
一
九
三
八
年
）　

ヒ
ャ
ク
バ
セ
ン
　
百
ひ
ゃ
く

婆ば

仙せ
ん

　（
一
五
六
一
︱
一
六
五
六
）　
肥
前
有
田
窯
の

長
老
︒
渡
来
韓
人
深
海
宗
傳
の
未
亡
人
で
︑
宗
傳
が
内
田
山
に
歿
後
︑
そ

の
一
派
と
共
に
有
田
に
移
っ
た
︒
明
暦
二
年
三
月
歿
︑
年
九
十
六
︒（
鹽

田
力
）

　
こ
れ
を
受
け
て
高
群
逸
枝
は
︑
一
九
四
二
年
の
﹃
増
補
大
日
本
女
性
人
名
辞

書
﹄
第
三
版（

9
）

に
︑
百
婆
仙
の
項
目
を
立
て
た
︒
本
書
は
個
別
の
項
目
執
筆
者
名

は
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
と
︑
言
う
よ
り
も
︑
高
群
逸
枝
の
夫
で
あ
る
橋
本
憲
三

が
︑
堀
場
清
子
︑
鹿
野
政
直
に
対
し
︑﹁
あ
の
本
の
大
半
は
僕
が
書
い
た
の
で

す
︒
彼
女
は
︑
要
約
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
ひ
と
な
ん
で
す
よ（

10
）

﹂
と
語
っ
た

と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
︑
本
書
の
ほ
と
ん
ど
の
項
目
は
︑
橋
本
憲
三
と
高
群
逸

枝
自
身
の
手
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

b
　
高
群
逸
枝
﹃
増
補
大
日
本
女
性
人
名
辞
書
﹄（
一
九
四
二
年
）
補
遺
二
　

百
婆
仙
　
ひ
ゃ
く
ば
せ
ん
﹇
二⎝

マ

マ

⎠

二
二
一
︱
二⎝

マ

マ

⎠

三
一
六
﹈　
陶
工
︒
肥
前
有

田
窯
の
長
老
︒
帰
化
韓
人
深
海
宗
傳
の
妻
︒
夫
が
内
田
山
に
歿
後
︑
そ
の

一
派
と
と
も
に
有
田
に
移
り
︑
明
暦
二
年
三
月
九
十
六
歳
で
歿
し
た
︒

（
鹽
田
︱
大
人
名
辞
典
）

　
実
は
︑
こ
の
項
目
は
高
群
の
﹃
大
日
本
女
性
人
名
辞
書
﹄
の
初
版
に
は
な
く
︑

増
補
版
で
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
初
版
が
出
さ
れ
た
の
は
一
九
三
六
年
で
︑
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一
八
五
二
項
目
も
の
女
性
人
名
が
立
て
ら
れ
て
い
た
が
︑
以
後
も
増
補
が
続
け

ら
れ
︑
一
九
三
九
年
の
第
二
版
で
六
五
項
目
︑
一
九
四
二
年
の
第
三
版
で
は

一
六
八
項
目
が
新
た
に
加
え
ら
れ
た
︒
百
婆
仙
が
加
え
ら
れ
た
の
は
第
三
版
で

あ
る
︒
こ
こ
で
︑
増
補
さ
れ
て
い
っ
た
人
名
を
見
る
と
︑
一
つ
の
方
針
を
看
る

こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
は
︑
韓
国
史
上
の
女
性
が
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
で

あ
る
︒
第
二
版
で
は
高
麗
媼
︑
眞
聖
女
王
︑
眞
徳
女
王
︑
申
夫
人
︑
善
徳
女
王
︑

閔
妃
︑
第
三
版
で
は
許
氏
︑
ジ
ュ
リ
ヤ
︑
百
婆
仙
︑
李
氏
の
︑
合
わ
せ
て
一
〇

名
が
追
加
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
︑
百
婆
仙
や
三
川
内
焼
の
祖
で
あ
る

高こ
う

麗ら
い

媼ば
ば

の
よ
う
に
日
本
の
地
に
生
き
た
人
や
︑
閔
妃
（
明
ミ
ョ
ン

成ソ
ン

皇
后
）
の
よ
う
に

日
本
史
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
人
物
も
い
る
も
の
の
︑
申
夫
人
（
師サ

任イ
ン

堂ダ
ン

）
や

善
徳
女
王
が
﹁
大
日
本
女
性
﹂
に
名
を
連
ね
て
い
る
の
は
驚
き
と
言
う
他
な
く
︑

そ
こ
に
は
皇
民
化
政
策
が
推
進
さ
れ
た
時
代
の
影
響
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

増
補
さ
れ
た
人
名
の
中
に
は
︑
ベ
ト
ナ
ム
出
身
の
ア
ニ
オ
ー
や
︑
琉
球
の
音お
と

智ち

殿と
の

茂も
い

金か
ね

︑
鍵
谷
か
な
︑
恩
納
な
べ
︑
恩し

鶴か
く

と
い
っ
た
人
物
も
採
ら
れ
て
い
る
︒

ま
た
︑
ほ
ぼ
同
時
期
に
出
さ
れ
た
a
の
辞
典
に
も
金
春
秋
︑
李
成
桂
︑
世
宗
な

ど
の
王
た
ち
が
並
ん
で
お
り
︑
そ
こ
に
百
婆
仙
︑
宗
伝
︑
李
参
平
︑
金
海
ら
の

陶
祖
た
ち
も
入
っ
て
い
た
︒

　
そ
し
て
︑
戦
後
に
な
る
と
︑
こ
れ
ら
韓
国
史
上
の
人
々
は
日
本
史
辞
典
類
か

ら
そ
っ
く
り
除
か
れ
た
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
時
︑
百
婆
仙
ま
で
も
が
︑
と
も
に

削
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
戦
前
の
﹁
国
史
﹂
が
﹁
大
東
亜
﹂
の
人
物

を
包
摂
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
︑
戦
後
の
﹁
日
本
史
﹂
は
旧
植
民
地
・
占
領

地
の
人
々
を
除
い
た
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
際
に
︑
日
本
の
伝
統
工
芸
の
祖
ま
で

を
も
削
除
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
（
但
し
︑
李
参
平
は
残
っ
た
）︒
一
国
史
と

い
う
も
の
が
抱
え
る
矛
盾
が
見
え
る
よ
う
に
思
う
︒

　
こ
う
し
て
︑
戦
後
長
ら
く
百
婆
仙
は
忘
れ
ら
れ
︑﹃
国
史
大
辞
典
﹄（
一
九
七
九

～
九
七
年

（
11
）

）
に
も
︑﹃
日
本
女
性
史
大
辞
典
﹄（
二
〇
〇
八
年

（
12
）

）
に
も
立
項
さ
れ

な
か
っ
た
︒

3
　﹃
肥
前
お
ん
な
風
土
記
﹄
の
影
響
力

　
一
九
七
〇
年
代
以
降
︑
多
く
の
被
虜
人
た
ち
の
足
跡
が
掘
り
起
こ
さ
れ
て

行
っ
た
︒
し
か
し
︑
な
ぜ
か
百
婆
仙
に
は
言
及
さ
れ
な
か
っ
た（

13
）

︒
不
思
議
と
言

う
他
な
い
が
︑
例
え
ば
内
藤
雋
輔
が
そ
の
大
著（

14
）

に
て
︑
百
婆
仙
の
碑
文
を
引
用

し
な
が
ら
百
婆
仙
に
言
及
せ
ず
︑
専
ら
夫
宗
傳
の
事
跡
ば
か
り
を
紹
介
し
て
い

る
の
を
見
れ
ば
︑
そ
こ
に
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
イ
ア
ス
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
︒

　
一
方
︑
一
九
七
〇
年
代
に
は
︑﹁
女
性
史
﹂
の
名
で
︑
小
説
家
な
ど
に
よ
る

女
性
人
物
伝
が
多
く
書
か
れ
た
︒
ま
た
︑
地
域
史
︑
地
域
女
性
史
の
編
纂
が
盛

ん
に
な
っ
て
来
た
︒
そ
う
し
た
中
で
︑
佐
賀
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
豊
増
幸
子

﹃
肥
前
お
ん
な
風
土
記
﹄（
一
九
七
六
年

（
15
）

）
は
︑
創
作
を
交
え
た
短
編
歴
史
小
説

集
と
呼
ぶ
べ
き
作
品
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
中
の
﹁
女
陶
祖
百
婆
仙
﹂
と
い
う
短

い
文
章
は
︑
後
の
百
婆
仙
研
究
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
︒

　﹃
肥
前
お
ん
な
風
土
記
﹄
が
出
さ
れ
て
か
ら
︑
再
び
辞
典
類
に
百
婆
仙
が
立
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項
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
し
か
し
︑﹃
肥
前
お
ん
な
風
土
記
﹄
は
あ
く
ま
で

も
歴
史
小
説
で
あ
る
の
で
︑
そ
の
内
容
を
辞
典
が
コ
ピ
ー
し
て
は
な
ら
な
い
も

の
で
あ
っ
た
︒
が
︑
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
内
容
を
精
査
す
る
こ
と
な
く
︑

引
用
す
る
辞
典
が
現
れ
た
︒
芳
賀
登
・
一
番
ケ
瀬
康
子
・
中
嶌
邦
・
祖
田
浩
一

監
修
﹃
日
本
女
性
人
名
辞
典
﹄（
一
九
九
三
年

（
16
）

）
は
︑
久
々
に
百
婆
仙
の
項
目
を

立
て
た
が
︑
そ
の
内
容
に
は
﹃
肥
前
お
ん
な
風
土
記
﹄
を
引
き
写
し
た
不
正
確

な
記
述
が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
︒
な
お
︑
こ
の
辞
典
に
も
︑
個
別
の
項
目
執
筆

者
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
︒

c
　﹃
日
本
女
性
人
名
辞
典
﹄　
一
九
九
三
年

百
婆
仙
　
ひ
ゃ
く
ば
せ
ん
　
永
禄
三
年
（
一⎝

マ

マ

⎠

五
六
〇
）
～
明
暦
二
年

（
一
六
五
六
）
三
月

江
戸
前
期
︑
朝
鮮
か
ら
の
渡
来
陶
工
深
海
宗
伝
の
妻
︒
タ
イ
と
も
い
う
︒

タ
イ
は
戒
名
か
ら
と
っ
た
仮
の
名
で
あ
る
︒
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）

一
二
月
︑
慶
長
の
役
で
肥
前
国
武
雄
城
主
後
藤
家
信
に
伴
わ
れ
︑
夫
の
宗

伝
と
幼
子
︑
そ
れ
に
陶
工
の
一
族
三
〇
名
と
と
も
に
日
本
の
引
揚
げ
船
に

同
乗
し
た
︒
こ
の
一
団
の
頭
領
が
宗
伝
で
あ
っ
た
︒
宗
伝
は
は
じ
め
皿
屋

の
谷
に
窯
場
を
造
る
︒
次
に
武
内
町
（
武
雄
市
）
に
移
住
し
︑
内
田
と
黒

牟
田
に
窯
を
築
き
︑
二
〇
年
が
経
ち
︑
渡
来
陶
工
も
九
〇
〇
名
を
超
す
ほ

ど
に
な
っ
た
が
︑
宗
伝
は
五
六
歳
で
死
没
し
た
︒
当
時
有
田
の
李
参
平
が

有
田
焼
の
焼
成
に
成
功
す
る
︒
百
婆
仙
も
陶
工
た
ち
を
励
ま
し
て
磁
器
制

作
を
志
し
た
が
︑
土
が
軟
質
で
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
知
り
︑
城
主
茂
綱

（
家
信
の
子
）
の
許
可
を
得
て
︑
有
田
稗
古
場
に
九
〇
〇
余
人
の
一
族
を

率
い
て
窯
を
築
く
︒
念
願
の
磁
器
焼
成
に
も
成
功
し
︑
こ
の
窯
は
昭
和
の

は
じ
め
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る
︒
百
婆
仙
は
一
族
か
ら
敬
慕
さ
れ
な
が
ら

九
六
歳
で
没
し
た
︒
戒
名
は
万
了
妙
泰
道
婆
︒
墓
は
佐
賀
県
武
雄
市
武
内

町
の
円
楽
寺
と
同
県
有
田
町
の
慈
雲
山
報
恩
寺
に
あ
る
︒
報
恩
寺
に
は
百

婆
仙
没
後
五
〇
年
に
曾
孫
の
実
仙
が
建
た
碑
が
あ
る
︒（﹃
大
日
本
女
性
﹄

﹃
日
本
人
名
﹄﹃
肥
前
お
ん
な
風
土
記
﹄）　（
傍
線
引
用
者
）　

　
傍
線
の
部
分
は
﹃
肥
前
お
ん
な
風
土
記
﹄
の
引
き
写
し
で
あ
り
︑
豊
増
の
創

作
で
あ
っ
て
︑
史
料
的
根
拠
は
な
い
︒
特
に
百
婆
仙
の
名
に
つ
い
て
︑
小
説
で

あ
る
﹃
肥
前
お
ん
な
風
土
記
﹄
が
﹁
タ
イ
と
い
う
名
は
戒
名
か
ら
と
っ
た
仮
の

名
で
あ
る
﹂
と
誠
実
に
断
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
辞
典
が
そ
れ
を
そ
の

ま
ま
コ
ピ
ー
し
た
の
は
杜
撰
で
あ
る
︒
ま
た
︑
九
百
余
人
を
率
い
て
有
田
に
移

住
し
た
と
す
る
の
は
︑
中
島
浩
氣
﹃
肥
前
陶
磁
史
考
﹄
の
説（

18
）

で
︑
史
料
的
裏
付

け
は
な
い
︒
さ
ら
に
︑
百
婆
仙
の
墓
が
あ
る
の
は
︑
報
恩
寺
の
ほ
か
は
有
田
泉

山
上
幸
平
共
同
墓
地
の
深
海
家
墓
所
で
あ
り
︑
円
楽
寺
に
は
な
い
︒

　
一
方
︑
一
九
八
〇
年
代
に
は
﹃
有
田
町
史
﹄
が
編
纂
さ
れ
︑
史
料
に
基
づ
く

基
礎
的
で
総
合
的
な
情
報
が
ま
と
め
ら
れ
た（

19
）

︒﹃
肥
前
陶
磁
史
考
﹄
に
次
ぐ
︑

地
域
発
の
堅
実
な
学
術
的
な
成
果
で
あ
る
︒

　（
17
）
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4
　
二
一
世
紀
に
お
け
る
市
民
の
関
心

　
二
一
世
紀
に
入
る
頃
か
ら
︑
日
本
の
市
民
の
間
で
韓
国
の
歴
史
や
文
化
へ
の

関
心
が
急
速
に
高
ま
っ
て
き
た
︒
そ
う
し
た
中
︑
百
婆
仙
は
歴
史
家
よ
り
も
市

民
の
間
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
行
く
︒

　
そ
の
嚆
矢
と
な
っ
た
の
は
︑
一
九
九
八
年
に
発
表
さ
れ
た
村
田
喜
代
子
の
小

説
﹃
龍
秘
御
天
歌（

20
）

﹄
で
あ
る
︒
夫
の
葬
式
を
朝
鮮
式
で
出
そ
う
と
す
る
百
婆
仙

と
︑
周
囲
の
人
々
と
の
軋
轢
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
︒
こ
の
小
説
を
も
と
に
︑

わ
ら
び
座
に
よ
る
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
﹁
百
婆
﹂（
二
〇
〇
五
年
）
が
上
演
さ
れ
た
︒

こ
の
小
説
の
影
響
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
︒

　
有
田
に
は
︑
百
婆
仙
を
学
習
す
る
市
民
グ
ル
ー
プ
が
作
ら
れ
た（

21
）

︒
ま
た
︑
東

京
大
久
保
の
高
麗
博
物
館
で
︑
展
覧
会
﹁
有
田
焼
四
〇
〇
年
　
望
郷
と
同
化
の

は
ざ
ま
で
　
朝
鮮
被
虜
人
の
生
活
と
文
化
﹂（
二
〇
一
七
年
）
が
開
か
れ
た
際
に

は
︑
百
婆
仙
も
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た（

22
）

︒

　
一
方
︑
韓
国
で
は
︑
若
き
日
の
百
婆
仙
を
主
人
公
と
す
る
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ

﹃
불
의 

여
신 

정
이
（
火
の
女
神
ジ
ョ
ン
イ
）﹄（
二
〇
一
三
年
︒
日
本
放
映

二
〇
一
六
年

（
23
）

）
が
制
作
さ
れ
︑﹁
朝
鮮
初
の
女
性
沙サ

器ギ

匠ジ
ャ
ン﹂
と
い
う
新
た
な
物

語
が
作
ら
れ
た（

24
）

︒

　
こ
う
し
て
︑
百
婆
仙
の
生
涯
は
︑
日
韓
の
市
民
に
感
銘
を
与
え
︑
様
々
な
文

化
を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
︑
史
料
か
ら
読
み
取
れ
る

範
囲
が
示
さ
れ
な
い
ま
ま
に
︑
イ
メ
ー
ジ
だ
け
が
膨
ら
ん
で
行
く
状
況
が
生
じ

た
︒
歴
史
学
研
究
は
後
れ
を
取
っ
た
観
が
あ
る
︒

　
辞
典
類
で
は
︑
女
性
や
日
本
を
舞
台
に
活
動
し
た
外
国
人
に
も
注
目
す
る
と

い
う
コ
ン
セ
プ
ト
を
明
確
に
示
し
た
上
田
正
昭
等
監
修
﹃
日
本
人
名
大
辞
典
﹄

（
二
〇
〇
一
年

（
25
）

）
が
百
婆
仙
を
立
項
し
︑
史
実
を
簡
潔
に
記
し
た
︒
し
か
し
︑
柴

桂
子
監
修
︑
桂
文
庫
編
著
﹃
江
戸
期
お
ん
な
表
現
者
事
典
﹄（
二
〇
一
五
年

（
26
）

）
に

は
︑
今
な
お
﹃
肥
前
お
ん
な
風
土
記
﹄
に
基
づ
く
誤
っ
た
記
述
が
受
け
継
が
れ

て
い
る
︒
こ
の
事
典
も
項
目
執
筆
者
は
不
明
だ
が
︑
宗
傳
の
没
年
を
五
六
歳
と

す
る
こ
と
（
宗
傳
の
年
齢
は
不
詳
）︑
百
婆
仙
渡
来
の
年
を
慶
長
三
年
と
す
る
こ

と
︑
有
田
へ
の
移
住
時
に
九
〇
〇
人
を
率
い
た
と
す
る
こ
と
︑
墓
の
所
在
地
を

円
楽
寺
と
す
る
こ
と
が
︑﹃
肥
前
お
ん
な
風
土
記
﹄
を
典
拠
と
し
た
謬
説
で
あ

る
︒

　
個
別
論
考
で
は
︑
李
素
玲（

27
）

が
︑
百
婆
仙
と
︑
三
川
内
焼
の
祖
で
あ
る
高こ
う

麗ら
い

媼ば
ば

の
生
涯
を
紹
介
し
て
い
る
︒
野
村
育
世（

28
）

は
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
︑
女
性

で
あ
る
百
婆
仙
が
陶
工
集
団
の
リ
ー
ダ
ー
た
り
得
た
社
会
的
条
件
を
考
察
し
た
︒

す
な
わ
ち
︑
当
該
期
の
日
本
と
朝
鮮
に
共
通
す
る
後
家
・
母
の
地
位
の
高
さ
と
︑

土
器
造
り
は
日
本
に
お
い
て
は
古
代
以
来
の
女
性
労
働
で
あ
り
︑
近
世
初
頭
に

お
い
て
窯
元
の
リ
ー
ダ
ー
が
女
性
で
あ
る
こ
と
に
違
和
感
が
な
か
っ
た
可
能
性

を
指
摘
し
︑
朝
鮮
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
︑
と
問
題
提
起
を
し
た
︒
井
上
和

枝（
29
）

は
︑
日
本
各
地
の
陶
磁
器
生
産
に
お
け
る
女
性
労
働
の
在
り
方
を
比
較
分
析

す
る
中
で
︑
百
婆
仙
に
触
れ
て
い
る
︒

　
韓
国
で
は
︑
百
婆
仙
夫
妻
は
︑
被
虜
人
沙
器
匠
研
究
に
お
い
て
外
せ
な
い
存

在
と
な
っ
て
お
り
︑
管
見
で
は
︑
魯
成
煥（

30
）

︑
金
文
吉（

31
）

ら
の
論
考
が
あ
る
︒
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二
　
百
婆
仙
に
関
す
る
史
料

1
　
百
婆
仙
の
碑
文
と
そ
の
写
し

　
本
章
で
は
︑
百
婆
仙
に
関
す
る
唯
一
の
史
料
で
あ
る
百
婆
仙
の
法
塔
碑
文
に

つ
い
て
考
察
す
る
︒
法
塔
（
墓
石
）
は
︑
佐
賀
県
西
松
浦
郡
有
田
町
稗
古
場
の

曹
洞
宗
報
恩
寺
の
墓
地
に
あ
り
︑
一
七
〇
五
年
（
宝
永
二
）
三
月
一
〇
日
︑
百

婆
仙
の
没
後
五
〇
年
に
曾
孫
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
︑
被
虜
人
陶
工
に

関
す
る
記
録
と
し
て
は
古
い
も
の
で
あ
る
︒

　
法
塔
は
︑
正
面
に
大
き
く
﹁
萬
了
妙
泰
道
婆
之
墖
（
塔
）﹂
と
彫
ら
れ
︑
向

か
っ
て
左
の
側
面
か
ら
碑
文
が
書
き
始
め
ら
れ
︑
次
に
裏
面
︑
最
後
に
右
側
面

へ
と
続
く
︒
だ
が
そ
の
碑
文
は
今
で
は
す
っ
か
り
磨
滅
し
て
お
り
︑
肉
眼
で
判

読
で
き
る
文
字
は
少
な
い
︒
何
し
ろ
︑
既
に
久
米
邦
武
の
頃
か
ら
︑﹁
磨
滅
読

む
べ
か
ら
ず
﹂
と
言
う
程
だ
っ
た
の
で
あ
る（

32
）

︒
こ
の
碑
文
の
写
し
が
数
点
︑
幕

末
か
ら
明
治
に
か
け
て
作
ら
れ
︑
現
存
し
て
い
る
︒
本
章
で
は
︑
や
や
煩
雑
に

な
る
が
︑
こ
れ
ら
の
写
し
の
釈
文
を
作
成
し
︑
研
究
の
進
展
に
資
す
る
こ
と
と

し
た
い
︒

　
現
存
す
る
碑
文
の
写
し
は
︑
ま
ず
︑
久
米
が
編
纂
し
た
﹃
有
田
皿
山
創
業

調
﹄
に
二
種
類
が
収
め
ら
れ
て
い
る
（
A
︑
B
と
す
る
）︒
さ
ら
に
︑
こ
の
本
の

写
本
が
二
冊
存
在
す
る
︒
続
い
て
︑
久
米
が
﹃
星
岡
史
話
﹄
に
掲
載
︑
紹
介
し

た
も
の
が
一
通
あ
る
（
C
と
す
る
）︒
さ
ら
に
︑﹃
後
藤
家
御
戦
功
記
﹄
の
写
本

に
掲
載
さ
れ
た
も
の
が
一
通
あ
る
（
D
と
す
る
）︒
諸
本
の
系
統
を
ま
と
め
る

と
次
の
よ
う
に
な
る
︒

　
○
原
本
﹁
百
婆
仙
法
塔
碑
文
﹂（
報
恩
寺
蔵
）
一
七
〇
五
年
（
宝
永
二
）

　
　
　

　
　
○
﹃
有
田
皿
山
創
業
調
﹄（
佐
賀
県
立
図
書
館
寄
託
鍋
島
文
庫

（
33
）

）

　
　
　
　
　

A
　
一
八
一
七
年
（
文
化
一
四
）

　
　
　
　
　

B
　
一
八
八
五
年
（
明
治
一
八
）

　
　
　
　
　
　
○ 

写
本
﹃
有
田
皿
山
創
業
調
子
﹄
A
B
（
佐
賀
県
立
図
書
館
蔵
）

成
立
年
次
未
詳（

34
）

　
　
　
　
　
　
○ 

写
本
﹃
有
田
皿
山
創
業
調
子
﹄
A
B
（
九
州
大
学
蔵
）

一
九
三
五
年（

35
）

　
　
○ 

﹃
星
岡
史
話
﹄
C
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
）　
一
八
八
五
年
（
明
治

一
八

（
36
）

）

　
　
○ 

﹃
後
藤
家
御
戦
功
記
﹄
新
写
本
　

D
（
武
雄
市
図
書
館
・
歴
史
資
料
館
蔵
）

安
政
年
間
（
一
八
五
四
～
六
〇
）
以
降

　
ま
た
︑
A
～
D
の
文
書
ご
と
に
記
す
と
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
︒

　
原
本
一
七
〇
五
年
（
宝
永
二
）﹁
百
婆
仙
法
塔
碑
文
﹂（
報
恩
寺
蔵
）
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A
　 

一
八
一
七
年
（
文
化
一
四
）﹃
有
田
皿
山
創
業
調
﹄（
佐
賀
県
立
図
書
館
寄

託
鍋
島
文
庫
）
所
収

　
B
　
一
八
八
五
年
（
明
治
一
八
）　
同
右
　
所
収

　
　
　
↓
A
B
の
写
本
二
冊
　

　
　
　
　
　 

成
立
年
次
未
詳
﹃
有
田
皿
山
創
業
調
子
﹄（
佐
賀
県
立
図
書
館
蔵
）

所
収

　
　
　
　
　
一
九
三
五
年
﹃
有
田
皿
山
創
業
調
子
﹄（
九
州
大
学
蔵
）
所
収

　
C
　 

一
八
八
五
年
（
明
治
一
八
）﹃
星
岡
史
話
﹄（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
）

所
収

　
D
　 

安
政
年
間
（
一
八
五
四
～
六
〇
）
以
降
　﹃
後
藤
家
御
戦
功
記
﹄
新
写
本

（
武
雄
市
図
書
館
・
歴
史
資
料
館
蔵
）
所
収

　
前
述
の
よ
う
に
︑
久
米
は
一
八
八
〇
年
の
東
京
日
日
新
聞
の
記
事
に
疑
問
を

持
ち
︑
有
田
焼
の
沿
革
を
調
べ
始
め
︑
土
地
の
古
老
の
協
力
を
得
て
﹃
有
田
皿

山
創
業
調
﹄
を
編
ん
だ（

37
）

︒
現
在
︑
佐
賀
県
立
図
書
館
寄
託
鍋
島
文
庫
に
あ
る

﹃
有
田
皿
山
創
業
調
﹄
は
︑
史
料
群
ご
と
に
異
筆
で
あ
る
た
め
︑
原
本
か
そ
れ

に
近
い
本
と
推
定
さ
れ
る
︒
そ
の
写
本
で
あ
る
﹃
有
田
皿
山
創
業
調
子
﹄
が
︑

佐
賀
県
立
図
書
館
（
書
写
年
次
不
明
）
と
九
州
大
学
図
書
館
（
一
九
三
五
年
書
写
︒

最
近
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
写
真
が
公
開
さ
れ
た
）
に
二
冊
存
在
す
る
が
︑
こ
れ
ら

は
そ
れ
ぞ
れ
全
編
を
通
し
て
同
筆
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
写
本
が
︑
ど
の
よ
う
な

事
情
で
︑
誰
の
手
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
の
か
は
未
詳
で
あ
る
︒

　
そ
れ
で
は
ま
ず
︑﹃
有
田
皿
山
創
業
調
﹄
の
中
に
﹁
百
婆
仙
碑
銘
寫
﹂
と
し

て
収
め
ら
れ
て
い
る
碑
文
の
写
し
二
種
類
（
A
B
）
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
︒

A
は
﹁
文
化
十
四
年
七
月
八
日
写
於
報
恩
寺
﹂
と
あ
り
︑
一
八
一
七
年
に
報
恩

寺
で
筆
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
B
に
つ
い
て
は
︑﹃
有
田
皿
山
創
業
調
﹄
が

﹁
本
書
深
海
所
蔵
基
碑
在
稗
古
塲
報
恩
寺
門
前
　
明
治
十
八
年
酉
三
月
八
日
再

調
正
誤
﹂（
原
本
は
深
海
家
が
所
蔵
す
る
墓
碑
で
稗
古
場
報
恩
寺
の
門
前
に
あ
る
︒

一
八
八
五
年
三
月
八
日
に
再
度
︑
正
誤
を
調
べ
た
）
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑

一
八
八
五
年
に
︑
A
を
元
に
現
物
を
見
て
︑
校
訂
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る（

38
）（

な
お
︑
こ
の
注
記
は
︑
二
冊
の
写
本
に
は
見
ら
れ
な
い
）︒

　
次
に
︑
A
B
を
掲
載
す
る
︒
原
文
は
白
文
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
釈
文
を
作

成
し
て
記
載
す
る
こ
と
に
す
る
︒
A
～
D
の
各
史
料
間
に
は
︑
そ
れ
程
大
き
な

違
い
は
な
い
が
︑
細
か
い
違
い
が
い
く
つ
か
あ
る
の
で
︑
史
料
に
よ
っ
て
違
い

の
あ
る
文
字
を
太
字
で
示
し
た
︒
ま
た
︑
私
が
碑
文
を
実
際
に
見
て
判
読
で
き

た
文
字
を
□
で
囲
ん
だ
︒
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
で
は
︑
こ
の
碑
文
は
﹁
磨
滅
し

て
い
て
読
め
な
い
﹂
の
一
言
で
過
ぎ
て
き
て
︑
読
も
う
と
い
う
試
み
す
ら
な
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
今
回
︑
私
が
肉
眼
で
拾
う
こ
と
が
で
き
た
文
字
は
ご
く
わ

ず
か
だ
が
︑
そ
れ
で
も
今
な
お
読
め
る
文
字
が
あ
っ
て
︑
写
し
と
合
致
し
て
い

る
こ
と
は
︑
こ
れ
ら
の
写
し
が
全
く
の
創
作
で
な
い
こ
と
の
証
と
な
る
点
で
重

要
で
あ
る
︒

　
左
記
の
史
料
で
は
︑
実
の
字
を
﹁
宲
﹂
と
記
す
な
ど
特
徴
あ
る
異
体
字
を
用

い
て
い
る
ほ
か
︑
自
在
に
正
字
︑
異
体
字
︑
略
字
を
混
在
さ
せ
て
い
る
︒
釈
文
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で
は
︑
そ
れ
ら
を
出
来
る
限
り
忠
実
に
活
字
化
し
た
が
︑
不
可
能
な
も
の
は
正

字
と
し
た
︒
ま
た
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
行
間
に
記
さ
れ
た
注
記
も
︑
出
来
る
限
り
忠

実
に
示
し
た
︒

Ａ
　
一
八
一
七
年
　﹃
有
田
皿
山
創
業
調
﹄　

　
　
　
　
萬
了
妙
泰
道
婆
之
塔墖

○
○
○
○
姓
名
︑
髙
麗
深
海
人
︑
文
禄
中
︑
本
朝
攻
髙
麗
而
歸
旹
︑
○
○

○
○
○
命
曾
太
考
妣
︑
○
廣
福
別
宗
従
来
︑
仍
在
門
前
︑
葢
有
年
矣
︑
○

○
○
以
○
○
○
幸
能
○
○
︑
○
○
初
○
○
陶
器
地
︑
自
作
茗
盌
香
爐
︑
乃

捧
○
○
并
別
宗
和
上
︑
至
今
寺
僧
謂
之
新
太
郎
焼
︑
元
和
四
年
十
月
廿
九

日
寂
︑
法
号
天
室
宗
傳
︑
曾
妣
訓
子
女
得
母
道
︑
而
後
○
内
田
︑
来
稗

古
塲
︑
黒
髪
山
○
白
土
○
○
︑
以
為
天
賜
陶
地
︑
由
是
家
居
髙
麗
人
等

悉
頼
爾
︑
以
明
暦
二
年
三
月
十
日
卒
︑
壽
九
十
六
︑
吁
聞
淑
容
嶷
状
揚
︑

且
顔
眉
垂
耳
︑
有
充
璫
迹
︑
慈
孫
尊
德
︑
常
稱
百
婆
仙
︑
惟
曽
公
婆
宲

是
○
○
始
祖
者
也
︑
祖
父
平
左
衛
門
法
名
宗
海
︑
以
業
大
振
家
聲
︑
生

二
男
七
女
︑
伯
父
宗
光
生
男
︑
投
廣
福
薙
落
︑
先
考
湛
丘
生
三
男
︑

許
仙
與
季
皈
佛
︑
中
子
力
家
㕝
外
︑
曾
孫
三
人
為
僧
︑
不
是
先
祖
善
因

所
到
乎
︑
仙
卒
緇
素
来
裔
︑
立
石
浮
屠
一
基
之
次
︑
迺
紀
二
三
口
宲
︑
伏

願
︑
障
雲
忽
盡
︑
心
月
圓
明
︑
遠
○
○
○
︑
孫
葉
繁
榮
︑

寶
永
二
年
歳
在
乙
酉
三
月
十
日
茲
丁
五
十
年

　
祐
徳
嗣
法
比
丘
絶
玄
宲
仙
敬
識

　
　
文
化
十
四
年
七
月
八
日
　
冩
於
報
恩
寺

Ｂ
　
一
八
八
五
年
　﹃
有
田
皿
山
創
業
調
﹄

　
　
　
　
萬
了
妙
泰
道
婆
塔

曾
妣
不
知
姓
名
︑
髙
麗
深
海
人
︑
文
禄
初
︑
本
朝
攻
髙
麗
歸

︑
後武
雄
領
主藤

家

信
頗
命
曾
大
考
妣
︑
諗
廣
福
別
宗
従
来
︑
仍
在
門
前
︑
葢
有
年
矣
︑
信後
藤
家
信
公公

命此
所

原

書

字

不

分

明

々
已
能
之
幸
得
蒙
恩
︑
賜
内村
名
内
田
村
皿
屋
ト
云
町
ニ
高
麗
人
陶
器
ヲ
焼
シ
所
也

︱

田
︑
剏
開
陶
器
地
︑
自
作
茗
盌
香
鑪
︑

乃
捧
信
公
并
別
宗
和
尚
︑
到
今
寺
僧
謂
之
新我
邦
ニ
来
タ
リ
テ
新
太
郎
ト
名
乗
ル
カ

太
郎
焼
︑
元
和
四
年
十
月
廿

九
日
歿
︑
法深
海
氏
元
祖
ナ
リ

号
天
室
宗
傳
︑
曾
妣
訓
子
女
得
母
道
︑
而
後
捨
内
田
︑
来

稗有田
村
ノ
内
塲
︑
黒
髪
山
秀
白
土
玉
堆
︑
以
為
天
賜
陶
地
︑
由
是
家
居
髙
麗
人
等

悉
頼
尒
⎝
爾
⎠

︑
以
明
暦
二
年
三
月
十
日
卒
︑
壽
九
十
六
︑
呵
淑
容
嶷
状
揚
︑

且
顔
耳
垂
眉
︑
有
充
璫
迹
︑
慈
孫
尊
德
常
稱
百
婆
仙
︑
惟
曾
公
婆
宲
是

皿
山
始
者
也
︑
祖二
代
目父

平
左
衛
門
法
名
宗
海
︑
以
業
大
振
家
聲
︑
生
二
男

七
女
︒
伯
父
宗
光
生
男
︑
投
廣
福
薙
落
︑
先
考
湛
丘
生
三
男
︑
許
仙

與
季
皈
佛
︑
中
子
力
家
事
外
︑
曾
孫
三
人
為
僧
︑
不
是
先
祖
善
因
所
致

乎
︑
仙

緇
索
来
裔
︑
立
石
浮
屠
一
基
之
次
︑
迺
紀
二
三
口
宲實

︑
伏
願
障

雲
忽
盡
︑
心
月
圓
明
遠
垂
慈
蔭
孫
葉
繁
榮
︑

　
　
寶
永
二
乙
酉
天
三
月
十
日
茲
丁
五
十
年

　
　
　
祐
德
嗣
法
比
丘
絶
玄
宲
仙
敬
白

※ 

（
元
祖
）　
天
室
宗
傳
居
士
　
元
和
四
年
戊
午
十
月
廿
九
日
　
文
化
丑
迄
二
百
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
萬
了
妙
泰
大
姉
　
明
暦
二
丙
申
三
月
十
日
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（
二
代
）　
深
庵
宗
海
居
士
　
天
和
三
癸
亥

　
　
　
　
　

　
︵
三
代
）　
黄
梅
軒
澤
安
宗
光
居
士
　
元
禄
八
乙
亥
　
　
　

有
田
深
海
和
十
先
祖

　
A
を
見
る
と
︑
こ
の
時
点
で
既
に
多
く
の
文
字
が
判
読
困
難
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
が
︑
今
で
も
読
め
る
﹁
稗
場
﹂
を
﹁
稗
古
場
﹂
と
記
し
て
い
る
の
は
︑

実
際
の
地
名
が
稗
古
場
で
あ
る
こ
と
か
ら
そ
う
読
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
が
︑
読
解

能
力
に
問
題
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
︒
そ
う
す
る
と
︑
B
～
D
が
﹁
歿
﹂
と
し

て
い
る
字
を
﹁
寂
﹂︑﹁
始
者
﹂
を
﹁
始
祖
者
﹂
と
し
て
い
る
の
も
︑
意
味
か
ら

推
測
し
て
読
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

　
久
米
に
よ
る
再
調
査
・
校
訂
を
経
た
B
で
は
︑
ほ
と
ん
ど
の
文
字
が
読
ま
れ

て
い
る
︒
文
末
に
付
せ
ら
れ
た
※
の
部
分
は
碑
文
に
は
な
く
︑
別
の
史
料
か
ら

引
用
し
た
も
の
で
あ
り
︑
戒
名
が
﹁
大
姉
﹂
に
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る（

39
）

︒

　
続
い
て
久
米
は
︑
B
を
作
成
し
た
の
と
同
年
に
︑
修
史
館
の
重
野
安
繹
ら
と

編
ん
だ
﹃
星
岡
史
話
﹄
第
三
冊
（
修
史
館
編
）
に
︑﹁
肥
前
瓷し

器
﹂
と
い
う
文

章
を
載
せ
︑
肥
前
陶
磁
器
の
沿
革
に
つ
い
て
︑
土
地
の
古
老
相
良
宗
蔵
に
聞
い

た
答
書
と
︑
金
个
江
氏
（
李
参
平
）
家
記
︑
百
婆
仙
の
碑
文
な
ど
を
紹
介
し
た
︒

そ
こ
に
載
せ
ら
れ
た
碑
文
の
写
し
が
︑
次
の
C
で
あ
る（

40
）

︒
久
米
自
身
に
よ
っ
て

句
読
点
︑
詳
細
な
注
記
︑
返
り
点
が
付
け
ら
れ
︑
校
訂
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
︑

こ
こ
で
は
そ
の
ま
ま
掲
載
す
る
が
︑
一
部
の
不
明
瞭
な
部
分
は
補
っ
た
︒
C
は
︑

B
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
︑
後
述
す
る
よ
う
に
わ
ず
か
な
違
い
が
あ
る
︒

Ｃ
　
一
八
八
五
年
　﹃
星
岡
史
話
﹄　

　
　
　
萬
了
妙
泰
道
婆
塔

曽
妣
不
レ

知
レ

姓
︱

名
︒
高
麗
深
海
人
︒
文
禄
初
︒
本
朝
攻
二

髙
麗
一

歸

︒

後武

雄

領

主

藤
家
信
頗
命
二

曽
大
考
妣
一

︒
諗
二

廣廣
福
寺
和
尚
ナ
リ

福
別
宗
一

從
來
︒
仍
在
二

門
前
一

︒
盖

有
レ

年
矣後
藤
家
信
公
ナ
リ

︒
信
公
命
此
所
原
書

。字
〃
不
分
明

已
能
之
︒
幸
得
レ

蒙
レ

恩
︒
賜
二

内村

名田
一

︒
剏内
田
村
皿

二
︱ 

開屋
ト
云
所
ニ
高
麗
人
陶
器
ヲ
焼
シ
所
ア
リ

陶
器
地
一

︒
自
作
二

茗
盌
香
鑪
一

︒
乃
捧
二

信
公
并
別
宗
和
尚
一

︒
到
レ

今
寺

僧
謂
二

之
新我
邦
ニ
来
リ
テ
新
太
郎
ト
名
乗
ル
カ

太
良
焼
一

︒
元
和
四
年
十
月
廿
九
日
歿
︒
法深
海
氏
元
祖
ナ
リ

号
天
室
宗
傳
︒
曽

妣
訓
二

子
女
一

得
二

母
道
一

︒
而
後
捨
二

内
田
一

︒
來
二

稗ヒ
エ
コ
バ塲

一

︒
黒⃝

髪⃝

山⃝

秀⃝

二

白⃝

土⃝

玉⃝

堆⃝

一

︒
以
爲
二

天⃝

賜⃝

陶⃝

地⃝

一

︑
由
レ

是
家
居
高
麗
人
等
悉
頼
尒
︒
以
二

明

曆
二
年
三
月
十
日
一

卒
︒
壽
九
十
六
︒
呵
淑
容
嶷
状
揚
︒
且
顔
耳
垂
レ

肩
︒

有
二

充
璫
迹
一

︒
慈
孫
尊
レ

德
︒
常
称
二

百
婆
仙
一

︒
惟
曾⃝

公⃝

婆⃝

宲
⃝
實
ト
同
ジ

是⃝

皿⃝

山⃝

始⃝

者⃝

也
︒
祖二
代
目父
平
左
エ
門
法
名
宗
海
以
レ

業
大
振
二

家
聲
一

︒
生
二

二
男

七
女
一

︒
伯
父
宗
光
生
レ

男
︒
投
二

廣
福寺
一

薙
落
︒
先
考
湛
丘
生
二

三
男
一

︒

許
二

仙
與
レ

季
皈
一レ

佛
︒
中
子
力
二

家
㕝
一

︒
外
曾
孫
三
人
為
レ

僧
︒
不
二

是

先
祖
善
因
所
一レ

致
乎
︒
仙
攣
レ

緇
索
二

来
裔
一

︒
立
二

石
浮
屠
一
基
一

之
次
︒

迺
紀
二

二
三
口
宲
一

︒
伏
願
障
雲
忽忽

盡
︒
心
月
圓
明
︒
遠
垂垂

慈
蔭
︒
孫
葉

繁
榮

　
　
宝
永
二
乙
酉
天
三
月
十
日
茲
丁
五
十
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
祐
徳
嗣
法
比
丘
絶
玄
宲實

仙
敬
白
　
　

　
こ
こ
で
久
米
は
︑﹁
黒
髪
山
秀
白
土
玉
堆
﹂
と
﹁
曾
公
婆
宲
是
皿
山
始
者
﹂
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の
右
に
○
を
つ
け
て
強
調
し
て
い
る
︒
有
田
焼
の
起
源
を
探
す
と
い
う
彼
の
研

究
テ
ー
マ
に
資
す
る
部
分
で
あ
る
︒

　
以
上
の
久
米
に
よ
る
写
し
と
は
別
に
︑
も
う
一
つ
︑
百
婆
仙
の
碑
文
を
写
し

た
も
の
が
存
在
し
て
い
る
︒
そ
れ
が
︑
D
の
﹃
後
藤
家
御
戦
功
記
﹄
写
本
（
武

雄
市
図
書
館
・
歴
史
資
料
館
蔵
）
で
あ
る
︒﹃
後
藤
家
御
戦
功
記
﹄（
以
後
﹃
御
戦

功
記
﹄
と
略
す
）
と
は
︑
武
雄
後
藤
家
の
歴
史
や
戦
功
を
記
す
た
め
︑
多
く
の

文
書
を
引
用
し
な
が
ら
編
纂
さ
れ
た
史
料
で
あ
る（

41
）

︒

　﹃
後
藤
家
御
戦
功
記
﹄
原
本
の
成
立
年
次
は
不
明
だ
が
︑
武
雄
市
歴
史
資
料

館
の
御
教
示
に
よ
れ
ば
︑
武
雄
後
藤
家
の
正
史
﹃
藤
山
考
略
﹄（
一
六
五
四
年

（
承
応
三
）
成
立
・
一
七
二
八
年
（
享
保
一
三
）
増
補

（
42
）

）
よ
り
も
後
の
成
立
で
︑
安

政
年
間
（
一
八
五
四
～
一
八
六
〇
）
に
写
本
が
作
ら
れ
る
よ
り
は
前
と
い
う
こ

と
に
な
る
︒
ま
た
︑﹃
御
戦
功
記
﹄
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
の
よ
う
な
﹃
後
藤
家

戦
功
其
外
覚
書
﹄
が
一
七
八
七
年
（
天
明
七
）
九
月
に
作
成
さ
れ
て
い
る
の
で
︑

同
じ
頃
の
成
立
で
は
な
い
か
と
も
推
測
さ
れ
て
い
る
︒

　
原
本
の
存
在
は
不
明
で
︑
武
雄
市
歴
史
資
料
館
に
は
新
旧
二
種
類
の
写
本
が

存
在
す
る
︒
古
い
方
の
写
本
（
以
後
︑
旧
写
本
と
称
す
）
は
安
政
年
間
の
成
立
で
︑

新
写
本
は
そ
れ
以
降
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
う
ち
︑
百
婆
仙
の
碑
文

は
新
写
本
に
の
み
あ
っ
て
︑
旧
写
本
に
は
見
ら
れ
な
い
︒
お
そ
ら
く
︑
原
本
に

も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

　
新
写
本
を
見
る
と
︑
碑
文
を
引
用
し
た
部
分
に
△
印
が
付
け
ら
れ
て
お
り
︑

凡
例
に
﹁
△
一
︑
諸
御
書
物
本
書
無
之
者
△
印
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
︑
百

婆
仙
の
碑
文
は
﹃
御
戦
功
記
﹄
原
本
に
は
な
く
︑
新
写
本
が
独
自
に
付
け
足
し

た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
新
写
本
が
安
政
年
間
（
一
八
五
四
～
一
八
六
〇
）
以

後
の
成
立
な
ら
ば
︑
A
が
写
さ
れ
た
一
八
一
七
年
よ
り
も
後
で
あ
り
︑
B
C
が

発
表
さ
れ
た
一
八
八
五
年
か
ら
︑
長
く
て
三
一
年
前
の
成
立
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑

文
体
か
ら
し
て
近
世
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
B
C
よ
り
は
古
い
と
考
え
ら

れ
る
︒﹃
後
藤
家
御
戦
功
記
﹄
新
写
本
が
︑
原
本
に
な
い
百
婆
仙
の
碑
文
を
わ

ざ
わ
ざ
付
け
足
し
た
の
は
何
故
か
︑
ま
た
︑
久
米
の
一
連
の
仕
事
と
の
関
係
は

あ
る
の
か
な
ど
︑
今
な
お
謎
で
あ
り
︑
今
後
解
明
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
︒

　
以
下
に
﹃
御
戦
功
記
﹄
新
写
本
に
収
録
さ
れ
た
史
料
を
釈
文
の
形
に
し
て
引

用
す
る
︒
碑
文
の
写
し
の
前
後
に
解
説
が
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
︑
便
宜
上
︑

段
落
ご
と
に
ナ
ン
バ
ー
を
ふ
っ
た
︒
こ
の
う
ち
︑
旧
写
本
に
も
見
ら
れ
る
の
は

①
の
み
で
あ
り
︑
②
の
﹁
附
﹂
以
下
は
全
て
新
写
本
の
み
に
見
ら
れ
る
︒

Ｄ
　
成
立
年
次
未
詳
　﹃
後
藤
家
御
戦
功
記
﹄
新
写
本

①
　
一
　
文
禄
三
年
︑
日
本
朝
鮮
和
平
有
之
處
︑
朝
鮮
在
陣
之
諸
将
︑
釜

山
浦
在
番
之
外
ハ
帰
朝
可
有
之
旨
ニ
付
︑
諸
将
帰
朝
家
信
ニ
も
直⎝

朱

線

⎠

茂
公
御

同
然
帰
朝
仕
候
事
︑

②
　
附

　
　 
家
信
渡
海
之
節
︑
廣
福
寺
別
宗
和
尚
連
越
居
候
處
︑
此
節
帰
朝
之
砌
︑

右
別
宗
ニ
申
付
︑
高
麗
深
海
之
者
焼
物
師
夫
婦
連
帰
り
廣
福
寺
門
前

ニ
為
被
住
居
︑
其
後
内
田
村
ニ
焼
物
仕
立
候
様
︑
土
地
を
与
江
申
候
︑
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元
和
四
年
十
月
廿
九
日
︑
右
焼
物
師
相
果
候
ニ
付
︑
其
婦
人
子
共
引

連
稗
古
塲
ニ
引
移
︑
焼
物
仕
立
候
處
︑
高
麗
人
共
段
々
相
集
リ
︑
此

レ
有
田
皿
山
之
始
祖
之
由
ニ
而
︑
實
ハ
武
雄
内
田
村
よ
り
相
始
候

（
干
今
内
田
村
皿
屋
と
申
邊
焼
物
之
左
品
刷
出
シ
候
事
段
々
有
之
候
︑

其
邊
ニ
右
焼
物
師
相
住
居
候
と
相
見
へ
申
候
）︑

　 

右
高
麗
よ
り
連
帰
り
候
焼
物
師
曽
孫
實
仙
と
申
候
僧
︑
其
曽
祖
母
塔
ニ

書
銘
い
た
し
候
文
左
ニ
記
之
︑

③
　
　
△
⎝
朱
書
⎠

 

萬
了
妙
泰
道
婆
塔

曽
妣
不
知
姓
︑
為
髙
麗
深
海
人
︑
文
禄
初
︑
本
朝
攻
髙
麗
帰

︑
後
藤
家

信
頗
命
曽
大
考
妣
︑
諗
廣
福
別
宗
從
来
︑
仍
在
門
前
︑
盖
有
年
矣
︑
信
公

命
□
已
能
之
幸
得
蒙
恩
︑
賜
内
田
︑
剏
開
陶
器
地
︑
自
作
茗
盌
香
鑪
︑
乃

捧
信
公
并
別
宗
和
尚
︑
到
今
寺
僧
謂
之
新
太
郎
焼
︑
元
和
四
年
十
月
廿
九

日
歿
︑
㳒
号
天
室
宗
傳
︑
曽
妣
訓
子
女
得
母
道
︑
而
後
捨
内
田
︑
来
稗

古
塲
︑
黒
髪
山
秀
白
玉
堆
︑
以
為
天
賜
陶
地
︑
由
是
家
居
髙
麗
人
等
悉

頼
尒
︑
以
明
暦
二
年
三
月
十
日
卒
︑
壽
九
十
六
︑
呵
淑
容
嶷
状
揚
︑
且

顔
耳
垂
︱

肩
︑
有
充
璫
迹
︑
慈
孫
尊
徳
︑
常
称
百
婆
仙
︑
惟
曽
公
婆
宲
是

皿
山
始
者
也
︑
祖
父
平
左
エ
門
㳒
名
宗
海
︑
以
業
︱

大
振
家
聲
︑
生
二
男

七
女
︑
伯
父
宗
光
生
男
︑
投
廣
福
薙
落
︑
先
考
湛
丘
生
三
男
︑
許
仙

与
季
皈
佛
︑
中
子
力
家
㕝
外
︑
曽
孫
三
人
為
僧
︑
不
是
先
祖
善
因
所
致

乎
︑
仙

緇
索
来
裔
︑
立
石
浮
屠
一
基
之
次
︑
迺
紀
二
三
口
宲
︑
伏
願
︑

障
雲
忽
盡
︑
心
月
圓
明
︑
遠
垂
慈
蔭
︑
孫
葉
繁
榮
︑

　
　
宝
永
二
乙
酉
天
三
月
十
日
茲
丁
五
十
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
祐
徳
嗣
㳒
比
丘
絶
玄
宲
仙
敬
白
　
　

④
　
右
高
麗
人
其
孫
苗
字
深
海
と
称
候
事

2
　
百
婆
仙
碑
文
の
校
訂

　
以
上
に
見
て
き
た
A
～
D
の
︑
異
な
っ
て
い
る
部
分
を
抜
き
出
し
て
表
に
示

す
と
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒
な
お
︑
正
字
︑
異
体
字
の
違
い
に
つ
い
て
は
省
略

す
る
︒

　
比
較
し
て
み
る
と
︑
A
だ
け
が
他
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

久
米
に
よ
る
校
訂
を
経
た
B
C
と
︑
D
と
の
関
係
は
未
解
明
で
あ
る
が
︑
B
C 

D
は
違
い
が
非
常
に
少
な
い
︒
主
な
相
違
点
と
し
て
は
︑﹁
稗
塲
﹂
を
D
が

﹁
稗
古
塲
﹂
と
誤
記
し
て
い
る
こ
と
︑
B
が
﹁
顔
耳
垂
眉
﹂︑
C
D
が
﹁
顔
耳
垂

肩
﹂
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
A
は
︑﹁
顔
眉
垂
耳
﹂
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ

い
て
は
︑
漢
文
学
の
世
界
で
は
貴
人
の
相
と
し
て
﹁
耳
が
肩
ま
で
垂
れ
て
い

る
﹂
と
い
う
常
套
句
が
あ
る
の
で（

43
）

︑
C
D
の
﹁
顔
耳
垂
肩
﹂
を
採
る
べ
き
で
あ

る
︒
実
際
に
耳
が
肩
ま
で
垂
れ
て
い
た
と
考
え
る
必
要
は
な
い
︒
こ
の
部
分
に

つ
い
て
も
︑
久
米
は
︑
B
か
ら
C
へ
と
さ
ら
に
校
訂
を
進
め
た
の
で
あ
ろ
う
︒

　
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
こ
こ
で
は
C
を
底
本
と
し
て
︑
次
の
よ
う
な
釈
文
と
現

代
語
訳
を
作
成
し
た
︒

︻
凡
例
︼
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表1

A　『創業調』
1817

B　『創業調』
1885

C　『星岡史話』
1885

D　『後藤家御
戦功記』新写本
安政年間（1854
～60）以後

碑文
（原本）

1705
備考

萬了妙泰道婆之

塔
墖 萬了妙泰道婆塔 萬了妙泰道婆塔 萬了妙泰道婆塔 萬了妙泰道婆之

墖

姓名 姓名 姓名 姓、為

文禄中 文禄初 文禄初 文禄初

髙麗而歸旹
⎝時⎠

髙麗歸 髙麗歸 髙麗歸

曾太考妣 曾大考妣 曾大考妣 曾大考妣

○○○以○○○
幸能○○

信公命々已能之
幸得蒙恩

信公命〃已能之
幸得蒙恩

信公命□已能之
幸得蒙恩 判読不可の部分

初 剏 剏 剏

爐 鑪 鑪 鑪

和上 和尚 和尚 和尚

至今 到今 到今 到今

新太郎 新太郎 新太良 新太郎

寂 歿 歿 歿

稗古塲 稗塲 稗塲 稗古塲 稗塲

吁聞 呵 呵 呵

顔眉垂耳 顔耳垂眉 顔耳垂肩 顔耳垂肩

○○始祖者 皿山始者 皿山始者 皿山始者

平左衛門 平左衛門 平左エ門 平左エ門

卒 攣

緇素 緇索 緇索 緇索

二年歳在乙酉 二乙酉天 二乙酉天 二乙酉天 二乙酉天

敬識 敬白 敬白 敬白
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・ 
底
本
は
︑﹃
星
岡
史
話
﹄
に
収
録
さ
れ
た
﹁
百
婆
仙
法
塔
碑
文
﹂
写
し
と
す

る
︒
注
で
は
﹃
星
岡
史
話
﹄
C
本
と
略
す
︒

・ 

必
要
な
限
度
に
お
い
て
校
合
を
行
な
い
︑
左
記
の
諸
本
を
用
い
た
︒（
　
）

内
は
注
に
用
い
た
略
称
を
指
す
︒

　
　 ﹁
百
婆
仙
法
塔
碑
文
﹂
原
本
（
原
本
）︑﹃
有
田
皿
山
創
業
調
﹄
一
八
一
七

年
（﹃
創
業
調
﹄
A
）︑﹃
有
田
皿
山
創
業
調
﹄
一
八
八
五
年
（﹃
創
業
調
﹄
B
）︑

﹃
後
藤
家
御
戦
功
記
﹄（﹃
御
戦
功
記
﹄
D
）

・ 

原
本
﹁
百
婆
仙
法
塔
碑
文
﹂
に
て
確
認
可
能
な
文
字
を
□
で
囲
ん
だ
︒

・ 

適
宜
︑
読
点
を
加
え
た
︒

・ 

異
体
字
は
正
字
に
改
め
た
︒ 

︻
タ
イ
ト
ル
︼﹁
百
婆
仙
法
塔
碑
文
﹂

︻
本
文
︼

　
　
　
萬
了
妙
泰
道
婆
之
塔

曾
妣
不
レ

知
姓
︱
レ

名
︑
高
麗
深
海
人
︑
文
禄
初
︑
本
朝
攻
二

髙
麗
一

歸

︑
後
藤
家

信
頗
命
二

曽
大
考
妣
一

︑
諗
二

廣
福
別
宗
一

從
來
︑
仍
在
二

門
前
一

︑
盖
有
レ

年
矣
︑

信
公
命
〃
已
能
之
幸
得
レ

蒙
レ

恩
︑
賜
二

内
田
一

︑
剏
二
︱

開
陶
器
地
一

︑
自
作
二

茗
盌
香

鑪
一

︑
乃
捧
二

信
公
并
別
宗
和
尚
一

︑
到 

レ

今
寺
僧
謂
二

之
新
太
良
⎝
郎
⎠

焼
一

︑
元⎝
一
六
一
八
⎠

和
四
年

十
月
廿
九
日
歿
︑
法
号
天
室
宗
傳
︑
曾
妣
訓
二

子
女
一

得
二

母
道
一

︑
而
後
捨
二

内

田
一

︑來
二

稗
場
一

︑
黒
髪
山
秀
二

白
土
玉
堆
一

︑
以
為
二

天
賜
陶
地
一

︑
由
是
家
居

高
麗
人
等
悉
頼
尒
︑
以
二

明⎝
一
六曆
二五
六
⎠年
三
月
十
日
一

卒
︑
壽
九
十
六
︑
呵
淑
容
嶷

状
揚
︑
且
顔
耳
垂
レ

肩
︑
有
二

充
璫
迹
一

︑
慈
孫
尊
レ

德
︑
常
称
二

百
婆
仙
一

︑
惟
曾
公

婆
實
是
皿
山
始
者
也
︑
祖
父
平
左
エ
門
法
名
宗
海
︑
以
レ

業
大
振
二

家
聲
一

︑
生
二 

二
男
七
女
一

︑
伯
父
宗
光
生
レ

男
︑
投
二

廣
福
一

薙
落
︑
先
考
湛
丘
生
二

三
男
一

︑

許
二

仙
與
レ

季
歸
佛
一

︑
中
子
力
二

家
事
一

外
︑
曾
孫
三
人
為
レ

僧
︑
不
二

是
先
祖
善

因
所
一レ

致
乎
︑
仙
攣
二

緇
素
来
裔
一

︑
立
二

石
浮
屠
一
基
一

之
次
︑
迺
紀
二

二
三
口

實
一

︑
伏
願
︑
障
雲
忽
盡
︑
心
月
圓
明
︑
遠
垂
慈
蔭
︑
孫
葉
繁
榮
︑

　
　
宝⎝
一
七
〇
五
⎠

永
二
乙
酉
天
三
月
十
日
茲
丁
五
十
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
祐
徳
嗣
法
比
丘
絶
玄
實
仙
敬
白
　
　

　
校
訂
者
註

（
＊
1
） 

底
本
﹃
星
岡
史
話
﹄
C
本
に
﹁
之
﹂
な
し
︒
原
本
に
﹁
萬
了
妙
泰
道
婆
之
墖
﹂

と
あ
る
の
で
﹁
之
﹂
を
補
っ
た
︒﹃
創
業
調
﹄
A
に
あ
り
︒﹃
創
業
調
﹄
B
と
﹃
御

戦
功
記
﹄
D
に
は
な
し
︒

（
＊
2
） 

﹃
御
戦
功
記
﹄
D
は
﹁
不
知
姓
︑
為
高
麗
深
海
人
﹂
と
す
る
︒

（
＊
3
） 

朝
鮮
︒

（
＊
4
） 

未
詳
︒

（
＊
5
） 

﹃
創
業
調
﹄
A
︑﹁
文
禄
中
﹂
と
す
︒

（
＊
6
） 

﹃
創
業
調
﹄
A
︑﹁
旹
（
時
）﹂
と
す
︒﹁

﹂
に
つ
い
て
︑﹃
大
漢
和
辞
典
﹄
に

は
﹁
船
が
沙
に
乗
っ
て
動
か
ぬ
こ
と
︒
艐
に
同
じ
﹂
と
あ
り
（
七
巻
︑
一
三
六
頁
）︑

﹁
艐
﹂
に
つ
い
て
は
﹁
い
た
る
﹂
の
意
味
を
記
す
（
九
巻
︑
四
九
四
頁
）︒

（
＊
7
） 

肥
前
武
雄
領
主
︒

（
＊
8
） 

武
雄
の
廣
福
寺
の
住
持
別
宗
和
尚
︒﹁
諗
﹂
は
﹁
深
く
諌
め
る
︒
つ
げ
る
﹂

（﹃
大
漢
和
辞
典
﹄
一
〇
巻
︑
五
二
二
頁
）
の
意
︒
こ
の
部
分
の
解
釈
は
難
し
い
が
︑

後
藤
家
信
が
廣
福
別
宗
に
告
げ
て
︑（
曾
祖
父
母
が
）
従
っ
て
来
た
︑
あ
る
い
は

（
＊
1
）

（
＊
2
）

（
＊
3
）
（
＊
4
）

（
＊
5
）

（
＊
6
）

（
＊
7
）

（
＊
8
）

（
＊
9
）

（
＊
10
）
（
＊
11
）

（
＊
12
）

（
＊
13
）
（
＊
14
）

（
＊
15
）

（
＊
16
）

（
＊
17
）

（
＊
18
）
（
＊
19
）

（
＊
20
）

（
＊
21
）

（
＊
22
）

（
＊
23
）

（
＊
24
）

（
＊
25
）

（
＊
26
）
（
＊
27
）

（
＊
28
）

（
＊
29
）

（
＊
30
）
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（
曾
祖
父
母
を
）
従
っ
て
来
さ
せ
た
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

（
＊
9
） 

こ
の
部
分
︑
判
読
困
難
と
す
る
︒

（
＊
10
） 
佐
賀
県
武
雄
市
︒

（
＊
11
） 

﹃
創
業
調
﹄
A
︑﹁
初
﹂
と
す
︒

（
＊
12
） 

後
藤
家
信
︒

（
＊
13
） 

﹃
創
業
調
﹄
A
︑﹁
和
上
﹂
と
す
︒

（
＊
14
） 

﹃
創
業
調
﹄
A
︑﹁
至
﹂
と
す
︒

（
＊
15
） 

日
本
名
︒﹃
創
業
調
﹄
A
B
︑﹃
御
戦
功
記
﹄
D
は
﹁
新
太
郎
﹂
と
す
︒

（
＊
16
） 

﹃
創
業
調
﹄
A
︑﹃
御
戦
功
記
﹄
D
︑﹁
稗
古
塲
﹂︒
原
本
は
稗
塲
︒
現
在
の
佐

賀
県
西
松
浦
郡
有
田
町
稗
古
場
︒

（
＊
17
） 

佐
賀
県
武
雄
市
と
有
田
町
の
間
に
あ
る
山
︒

（
＊
18
） 

﹁
呵
﹂
は
感
嘆
詞
（﹃
大
漢
和
辞
典
﹄
二
巻
︑
九
五
七
頁
）︒
他
に
﹁
き
び
し
く

し
か
る
﹂
と
い
う
意
味
や
︑﹁
呵
呵
大
笑
﹂
の
﹁
呵
﹂
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑﹁
よ
く

笑
う
﹂
な
ど
と
理
解
さ
れ
て
き
た
が
︑
そ
れ
で
は
文
の
つ
な
が
り
が
悪
い
︒
単
な

る
感
嘆
詞
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
︒

（
＊
19
） 

上
品
な
美
し
い
容
姿

（
＊
20
） 

﹁
嶷
﹂
は
︑﹁
山
の
さ
ま
︒
高
く
し
げ
る
さ
ま
﹂（﹃
大
漢
和
辞
典
﹄
四
巻
︑

三
一
一
頁
）︑﹁
高
く
ぬ
き
ん
で
る
さ
ま
﹂︑﹁
さ
と
い
︑
か
し
こ
い
﹂（﹃
新
字
源
﹄

角
川
書
店
︑
初
版
一
九
六
八
年
）︑﹁
姿
の
す
ぐ
れ
た
さ
ま
﹂（﹃
字
通
﹄
平
凡
社
︑

一
九
九
六
年
）︑﹁
揚
﹂
は
眉
（﹃
新
字
源
﹄）
で
あ
る
か
ら
︑
高
く
秀
で
た
眉
を
指
す
︒

（
＊
21
） 

﹃
創
業
調
﹄
A
で
は
﹁
顔
眉
垂
耳
﹂︒﹃
創
業
調
﹄
B
で
は
﹁
顔
耳
垂
眉
﹂︒﹁
耳

が
肩
ま
で
垂
れ
て
い
る
﹂
の
は
貴
人
の
相
の
常
套
句
が
あ
る
の
で
︑
底
本
﹁
顔
耳

垂
肩
﹂
を
取
る
︒

（
＊
22
） 

﹁
充
﹂
は
﹁
充
耳
﹂
で
耳
か
ざ
り
の
こ
と
（﹃
大
漢
和
辞
典
﹄
一
巻
︑

一
〇
〇
〇
頁
）︑﹁
璫
﹂
も
や
は
り
耳
玉
の
こ
と
（﹃
大
漢
和
辞
典
﹄
七
巻
︑
九
七
三

頁
）︑﹁
迹
﹂
は
跡
（﹃
大
漢
和
辞
典
﹄
一
一
巻
︑
二
七
頁
）︒

（
＊
23
） 

孝
心
の
あ
る
孫
（﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
小
学
館
︑
二
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
二
年
）︒

（
＊
24
） 

﹁
仙
﹂
は
實
仙
の
こ
と
︑﹁
季
﹂
は
末
子
の
こ
と
（﹃
大
漢
和
辞
典
﹄
三
巻
︑

八
四
四
頁
）
で
︑﹁
仙
と
季
と
仏
に
帰
す
る
を
許
し
﹂
と
読
む
︒

（
＊
25
） 

底
本
﹃
星
岡
史
話
﹄
C
本
は
︑﹁
中
子
力
家
事
︑
外
曾
孫
﹂
と
読
点
を
入
れ
て

読
む
が
︑﹁
外
曾
孫
﹂
は
不
可
解
︒﹁
中
子
家
事
に
力つ
と

む
る
外ほ

か

︑
曾
孫
三
人
僧
と
な

る
﹂
と
読
む
べ
き
で
あ
る
︒

（
＊
26
） 

﹃
創
業
調
﹄
A
は
﹁
卒
﹂︒﹃
創
業
調
﹄
B
︑﹃
御
戦
功
記
﹄
D
は
︑﹁
攣
﹂
字
に

な
べ
ぶ
た
を
付
す
︒﹁
攣
﹂（
レ
ン
）
は
﹁
か
け
る
︑
か
か
る
︑
つ
な
が
る
︑
か
か

は
る
︑
つ
る
︑
こ
ひ
し
た
ふ
﹂（﹃
大
漢
和
辞
典
﹄
五
巻
︑
四
五
一
頁
）︒
た
だ
し
︑

こ
れ
だ
と
意
味
が
つ
な
が
り
に
く
い
の
で
︑﹁
挙
﹂﹁
卛
（
率
）﹂
の
誤
写
の
可
能
性

も
あ
る
︒
い
ま
︑
現
代
語
訳
で
は
﹁
卛
（
率
）
い
て
﹂
と
読
ん
で
お
く
︒

（
＊
27
） 

底
本
は
﹁
緇
索
﹂
と
し
︑﹁
緇
を
攣
し
︑
来
裔
を
索
し
﹂
と
読
む
︒﹁
緇
﹂
は

墨
染
の
僧
衣
︑
転
じ
て
僧
を
指
す
の
で
︑
す
る
と
︑﹁
僧
衣
を
恋
い
慕
い
︑
子
孫
を

求
め
て
﹂
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
な
り
︑
理
解
し
に
く
い
︒
一
方
︑﹃
創
業
調
﹄
A

本
は
︑﹁
索
﹂
を
﹁
素
﹂
と
読
み
︑﹁
緇し

素そ

﹂
と
す
る
︒﹁
緇し

素そ

﹂
と
は
僧
と
俗
人
の

こ
と
で
あ
る
（﹃
大
漢
和
辞
典
﹄
八
巻
︑
一
一
一
一
頁
）︒
す
る
と
︑﹁
僧
俗
の
子
孫
﹂

と
な
り
︑
意
味
が
通
る
︒
こ
こ
で
は
こ
ち
ら
の
方
で
解
釈
し
た
︒

（
＊
28
） 

す
な
は
ち
︒
は
じ
め
て
（﹃
大
漢
和
辞
典
﹄
一
一
巻
︑
二
八
頁
）︒

（
＊
29
） 

五
障
の
雲
︒

（
＊
30
） 

小
宮
木
代
良
﹁「
陶
祖
」
言
説
の
成
立
と
展
開
﹂（﹃
九
州
史
学
﹄
一
五
三
︑ 

二
〇
〇
九
年
）
に
よ
れ
ば
︑
鹿
島
鍋
島
家
の
直
朝
の
妻
で
あ
る
祐
徳
院
万
子
姫
︒

︻
現
代
語
訳
︼

　
萬
了
妙
泰
道
婆
の
塔

曾
祖
母
︑
姓
名
は
不
詳
︑
高
麗
（
朝
鮮
）
深
海
の
人
で
あ
る
︒
文
禄
の
初
め
に

日
本
が
高
麗
を
攻
め
︑
帰
る
と
き
︑
後
藤
家
信
は
す
こ
ぶ
る
曽
祖
父
母
に
命
じ
︑
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廣
福
寺
の
別
宗
和
尚
に
命
じ
て
︑
曾
祖
父
母
を
従
っ
て
来
さ
せ
た
︒
そ
し
て
門

前
に
住
ん
で
数
年
が
経
っ
た
︒
家
信
公
の
命
で
︙
幸
い
に
恩
を
蒙
り
︑
内
田
を

賜
わ
り
︑
陶
器
の
地
を
初
め
て
開
き
︑
自
ら
茶
碗
や
香
炉
を
作
り
︑
家
信
公
と

別
宗
和
尚
に
捧
げ
た
︒
今
に
到
る
ま
で
︑
寺
僧
た
ち
は
こ
れ
を
新
太
郎
焼
と
言

う
︒
元⎝
一
六
一
八
⎠

和
四
年
一
〇
月
二
九
日
に
没
し
た
︒
法
名
（
戒
名
）
を
天
室
宗
傳
と
言

う
︒
曾
祖
母
は
子
女
を
教
え
諭
し
︑
母
の
道
を
実
践
し
た
︒
そ
の
後
︑
内
田
を

捨
て
︑
稗
古
場
に
来
た
︒
黒
髪
山
は
白
磁
の
磁
石
に
秀
で
︑
天
か
ら
賜
っ
た
陶

地
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
家
に
居
た
高
麗
人
た
ち
は
こ
と
ご
と
く
曾
祖
母
を

頼
っ
て
や
っ
て
き
た
︒
明⎝
一
六
五
六
⎠

暦
二
年
三
月
一
〇
日
を
も
っ
て
逝
去
し
た
︒
享
年

九
六
︒
あ
あ
︑
美
し
い
容
姿
に
︑
秀
で
た
眉
︑
か
つ
顔
は
貴
人
の
相
で
あ
る
福

耳
に
ピ
ア
ス
の
穴
の
跡
が
あ
っ
た
︒
孝
行
者
の
子
孫
た
ち
は
︑
徳
を
し
の
び
︑

常
に
百
婆
仙
と
称
し
て
い
た
︒
こ
の
曾
祖
父
母
こ
そ
︑
ま
さ
に
有
田
焼
の
始
祖

で
あ
る
︒
祖
父
平
左
エ
門
︑
法
名
宗
海
は
︑
家
業
を
盛
ん
に
し
て
大
い
に
家
の

名
を
挙
げ
︑
二
男
七
女
を
生
ん
だ
︒
伯
父
宗
光
は
男
子
を
生
ん
で
廣
福
寺
に
入

れ
て
剃
髪
さ
せ
︑
亡
父
湛
丘
は
三
人
男
子
を
生
ん
で
︑
実
仙
と
末
子
が
仏
門
に

帰
す
こ
と
を
許
し
︑
中
の
子
が
家
業
に
励
む
ほ
か
は
︑
百
婆
仙
の
曾
孫
三
人
が

僧
と
な
っ
た
︒
こ
れ
こ
そ
は
︑
先
祖
の
善
因
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
実
仙
は

僧
俗
の
子
孫
を
率
い
て
仏
塔
一
基
を
立
て
る
つ
い
で
に
︑
は
じ
め
て
二
︑ 

三
の

口
実
を
記
し
お
く
︒
伏
し
て
願
わ
く
は
五
障
の
雲
が
晴
れ
︑
心
月
圓
明
で
︑
遠

く
慈
悲
の
恩
を
垂
れ
て
子
孫
繁
栄
し
ま
す
よ
う
に
︒

　
　
宝⎝
一
七
〇
五
⎠

永
二
乙
酉
天
三
月
十
日
茲
丁
五
十
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
祐
徳
嗣
法
比
丘
絶
玄
実
仙
敬
白
　
　

三
　
百
婆
仙
碑
文
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と

1
　
眉
毛
と
ピ
ア
ス
︱
︱
百
婆
仙
の
容
貌
と
人
物
像

　
碑
文
か
ら
わ
か
る
百
婆
仙
の
人
物
像
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
あ
る
程
度
論
じ

ら
れ
て
い
る
が（

44
）

︑
こ
こ
で
︑
改
め
て
確
認
し
て
い
き
た
い
︒
碑
文
に
よ
れ
ば
︑

百
婆
仙
は
一
六
五
六
年
に
九
六
歳
で
逝
去
し
て
い
る
︒
従
来
︑
九
六
歳
を
満
年

齢
と
考
え
︑
一
五
六
〇
年
生
ま
れ
と
さ
れ
て
き
た
が
︑
九
六
歳
は
数
え
年
で
あ

る
か
ら
満
年
齢
な
ら
九
五
歳
で
︑
生
年
は
一
五
六
一
年
で
あ
ろ
う
︒
日
本
に

渡
っ
た
の
が
文
禄
三
年
す
な
わ
ち
一
五
九
四
年
な
ら
︑
数
え
で
三
四
歳
の
頃
で

あ
る
︒

　
朝
鮮
で
︑
百
婆
仙
は
当
時
の
慣
習（

45
）

に
従
い
︑
自
分
の
家
に
宗
傳
を
婿
に
迎
え

て
︑
家
族
を
営
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
︒
息
子
の
平
左
衛
門
（
法
名
宗
海
）
は
︑

一
六
六
四
年
（
寛
文
四
）
に
死
去
し
て
い
る
か
ら
︑
渡
海
時
は
幼
年
で
あ
っ
た

可
能
性
が
高
い
︒
他
に
連
れ
て
き
た
子
ど
も
︑
連
れ
て
来
ら
れ
な
か
っ
た
子
ど

も
︑
死
ん
だ
子
ど
も
︑
日
本
で
生
ま
れ
た
子
ど
も
が
い
た
可
能
性
も
あ
る
︒

﹁
訓
子
女
得
母
道
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
（
現
在
で
も
確
認
で
き
る
）︑
子
ど

も
は
複
数
で
娘
も
い
た
で
あ
ろ
う
︒

　﹁
百
婆
仙
﹂
は
人
々
が
彼
女
に
奉
っ
た
呼
び
名
で
︑
本
名
は
不
明
で
あ
る
︒

姓
は
︑
曾
孫
の
代
で
既
に
不
明
と
さ
れ
て
お
り
︑
最
初
か
ら
な
か
っ
た
可
能
性
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が
高
い
︒
当
時
の
朝
鮮
で
は
︑
両ヤ
ン

班バ
ン

と
一
部
の
常サ
ン

民ノ
ム

に
し
か
姓
は
な
か
っ
た
の

で（
46
）

︑
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
︒
両
班
で
は
な
く
︑
民
衆
の
出
身
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
高
麗
深
海
の
出
身
だ
か
ら
﹁
深
海
﹂
を
名
字
に
し
た
と
い
う
が
︑
朝
鮮
に
深シ

海メ

ま
た
は
フ
カ
ウ
ミ
と
い
う
地
名
は
な
く
︑﹃
肥
前
陶
磁
史
考（

47
）

﹄
以
来
︑
音
が

似
て
い
て
︑
沙サ

器ギ

匠ジ
ャ
ン（

官
窯
の
工
匠
の
統
括
者
）
が
多
く
い
た（

48
）

金キ

海メ

（
慶
尚
南
道

金
海
市
）
と
推
測
さ
れ
て
い
る
が
︑
史
料
的
根
拠
は
な
い
︒

　
法
名
（
戒
名
）
は
萬
了
妙
泰
道
婆
︒﹁
萬
了
﹂
は
道
号
で
﹁
妙
泰
﹂
は
法
号
︑

﹁
道
婆
﹂
は
位
号
で
あ
ろ
う
︒﹁
道
婆
﹂
は
珍
し
く
︑﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
な

ど
の
日
本
語
辞
典
に
も
︑﹃
大
漢
和
辞
典
﹄
に
も
︑
韓
国
語
辞
典
に
も
見
当
た

ら
な
い
︒﹁
道
婆
﹂
が
見
ら
れ
る
の
は
中
国
語
辞
典
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑﹃
中
国

語
大
辞
典（

49
）

﹄
に
は
︑﹁
①
尼
僧
＝̒
尼
姑

ʼ 

②
尼
寺
で
下
働
き
す
る
年
の
い
っ

た
女
性
﹂
と
あ
る
︒﹃
紅
楼
夢
﹄
に
は
馬
道
婆
が
登
場
し
︑﹃
優
婆
夷
志（

50
）

﹄
に
は

宋
代
の
禅
尼
と
し
て
︑
兪
道
婆
や
陳
道
婆
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
修
養
を

積
ん
だ
高
齢
女
性
に
対
す
る
尊
称
と
し
て
も
用
い
ら
れ
︑
宋
元
代
に
木
綿
栽
培

を
推
進
し
紡
績
機
具
を
改
良
し
た
黄
道
婆（

51
）

が
知
ら
れ
る
︒
百
婆
仙
は
生
前
か
ら

報
恩
寺
ま
た
は
廣
福
寺
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
な
お
︑
後

に
有
田
泉
山
上
幸
平
共
同
墓
地
の
深
海
家
代
々
の
墓
地
に
建
て
ら
れ
た
墓
石
で

は
︑
道
婆
は
大
姉
に
変
更
さ
れ
て
い
る
︒

　
宗
傳
は
一
六
一
八
年
（
元
和
四
）
に
死
去
し
た
︒
百
婆
仙
五
八
歳
の
頃
で
あ

る
︒
既
に
息
子
が
成
人
し
て
い
た
が
︑
百
婆
仙
は
後
家
・
母
と
し
て
家
業
を
継

承
し
︑
陶
工
集
団
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
り
︑
や
が
て
有
田
稗
古
場
に
移
り
︑
黒
髪

山
の
白
土
を
用
い
て
磁
器
生
産
を
開
始
し
た
と
こ
ろ
︑
朝
鮮
人
た
ち
が
み
な
彼

女
を
頼
っ
て
集
ま
っ
て
き
た
︒
有
田
移
住
の
年
は
不
明
だ
が
︑
宗
傳
死
去
と
前

後
す
る
時
期
に
有
田
泉
山
の
磁
石
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
た
で
あ

ろ
う（

52
）

︒﹃
肥
前
陶
磁
史
考（

53
）

﹄
は
︑
百
婆
仙
と
共
に
移
住
し
た
集
団
を
﹁
九
百
六
十

人
﹂
と
す
る
が
（
一
五
三
頁
）︑
根
拠
は
不
明
で
事
実
と
は
考
え
に
く
い
︒

　
百
婆
仙
の
容
貌
は
﹁
淑
容
︑
嶷
状
揚
︑
且
顔
耳
垂
肩
︑
有
充
璫
迹
﹂
と
書
か

れ
て
い
る
︒﹃
有
田
町
史
　
陶
業
編
﹄
は
﹁
顔
形
が
温
和
で
ゆ
っ
た
り
し
て
い

た
﹂
と
訳
す
が（

54
）

︑
温
和
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
︒﹁
淑
容
﹂
は
上
品
な
美
し
い

容
姿
で
あ
る
︒

　
そ
も
そ
も
︑
墓
石
に
生
前
の
顔
か
た
ち
が
記
さ
れ
る
こ
と
自
体
︑
極
め
て
珍

し
い
こ
と
で
あ
る
︒
百
婆
仙
は
︑
わ
ざ
わ
ざ
墓
石
に
記
さ
れ
る
ほ
ど
︑
個
性
的

な
容
姿
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒﹁
嶷
状
揚
︑
且
顔
耳
垂
肩
﹂
を
そ
の
ま
ま
解
釈

す
る
と
︑
か
な
り
個
性
的
な
風
貌
と
な
る
︒
こ
れ
を
ど
う
解
釈
し
た
ら
よ
い
だ

ろ
う
か
︒

　
ま
ず
︑﹁
嶷
状
揚
﹂
は
︑
秀
で
た
眉
で
あ
る
︒
当
時
の
日
本
で
は
︑
成
人
女

性
は
眉
を
抜
く
の
が
一
般
的
だ
っ
た
︒
例
え
ば
︑
一
五
世
紀
後
半
に
日
本
を
訪

れ
た
朝
鮮
の
知
識
人
申シ
ン

淑ス
ク

舟チ
ュ

は
︑﹁
婦
人
は
其
の
眉
を
抜
き
て
其
の
額
に
黛

す
﹂
と
述
べ
︑
一
六
世
紀
後
半
に
日
本
を
訪
れ
た
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
も
︑

﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
女
性
は
美
し
い
整
っ
た
眉
を
重
ん
ず
る
︒
日
本
の
女
性
は
一

本
の
毛
も
残
さ
な
い
よ
う
に
︑
全
部
毛
抜
き
で
抜
い
て
し
ま
う
﹂
と
述
べ
て
い

る（
55
）

︒
朝
鮮
に
は
そ
の
よ
う
な
習
慣
は
な
く
︑
百
婆
仙
は
生
涯
自
然
の
眉
の
ま
ま
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だ
っ
た
︒
百
婆
仙
の
眉
の
形
状
は
不
明
だ
が
︑
特
に
濃
い
眉
で
な
か
っ
た
と
し

て
も
︑
自
然
な
眉
は
当
時
の
日
本
社
会
の
中
で
は
目
立
つ
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ

う
︒

　
そ
の
次
の
﹁
顔
耳
垂
肩
﹂
の
部
分
は
︑
前
述
の
よ
う
に
貴
人
を
示
す
常
套
句

で
あ
り
︑
実
際
に
耳
が
肩
ま
で
垂
れ
て
い
た
と
考
え
る
必
要
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑

特
徴
的
な
の
は
﹁
有
充
璫
迹
﹂
で
︑
耳
に
ピ
ア
ス
の
穴
の
跡
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
︒
日
本
に
は
ピ
ア
ス
の
習
慣
は
な
か
っ
た
︒
朝
鮮
初
期
に
は
多
く
の
男
女
が

ピ
ア
ス
を
つ
け
て
い
た
が
︑
の
ち
に
身
体
を
傷
つ
け
る
の
は
儒
教
倫
理
に
反
す

る
と
し
て
︑
一
五
七
二
年
（
百
婆
仙
一
二
歳
）
に
禁
止
令
が
出
さ
れ
︑
以
後
は

急
速
に
廃
れ
た
と
い
う（

56
）

︒
百
婆
仙
の
頃
に
は
︑
ま
だ
皆
ピ
ア
ス
を
し
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
︒

　
以
上
の
考
察
か
ら
︑
百
婆
仙
の
容
貌
が
非
常
に
個
性
的
で
あ
っ
た
と
解
釈
す

る
必
要
は
な
い
︒
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
︑
む
し
ろ
︑
抜
か
な
い
眉
と
ピ

ア
ス
の
穴
と
い
う
朝
鮮
女
性
の
姿
の
ま
ま
で
︑
日
本
社
会
を
生
き
抜
い
た
人
生

で
あ
り
︑
子
孫
た
ち
に
記
憶
さ
れ
て
い
っ
た
の
も
そ
の
点
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

　
一
六
世
紀
末
の
激
動
を
経
て
︑
一
七
世
紀
に
は
︑
日
本
で
も
朝
鮮
で
も
社
会

秩
序
の
再
編
が
起
こ
っ
た
︒
身
分
制
と
と
も
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
再
編
さ
れ
︑
父

系
制
・
家
父
長
制
が
編
成
さ
れ
︑
儒
教
の
男
尊
女
卑
が
導
入
さ
れ
た
︒
た
だ
し
︑

日
本
と
朝
鮮
の
社
会
に
は
︑
共
通
性
と
同
時
に
差
異
も
あ
っ
た
︒
百
婆
仙
は
︑

朝
鮮
時
代
前
期
に
自
己
確
立
し
︑
日
本
で
近
世
化
を
体
験
し
た
︒
朝
鮮
で
姓
を

持
た
な
か
っ
た
百
婆
仙
夫
妻
は
︑
日
本
で
深
海
と
い
う
﹁
家
の
名
﹂
を
与
え
ら

れ
た
︒
父
子
代
々
の
戒
名
は
︑
宗
傳
︱
宗
海
︱
宗
光
と
﹁
宗
﹂
を
通
字
と
し
た

が
︑
同
じ
頃
︑
朝
鮮
で
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
父
系
制
で
は
︑
父
子
で
通
字
を

つ
け
る
習
慣
は
な
く
︑
こ
こ
に
日
本
的
な
父
系
意
識
︑
家
意
識
が
見
ら
れ
る
︒

た
だ
し
︑
実
仙
の
﹁
仙
﹂
字
は
︑
敬
愛
す
る
曾
祖
母
の
﹁
仙
﹂
字
を
つ
け
た
可

能
性
が
あ
る（

57
）

︒

　
一
方
︑
息
子
が
成
人
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
後
家
・
母
が
子
孫
と
配

下
の
集
団
を
率
い
て
家
を
公
式
に
代
表
す
る
の
は
︑
日
本
で
は
江
戸
時
代
よ
り

前
の
中
世
の
頃
に
一
般
的
で
あ
っ
た
在
り
方
で
あ
る
︒
百
婆
仙
が
後
家
・
母
と

し
て
陶
工
や
家
族
を
率
い
︑
皆
が
彼
女
に
従
っ
た
の
は
︑
彼
女
た
ち
が
自
己
確

立
し
た
朝
鮮
社
会
の
意
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　
朝
鮮
の
家
族
制
度
に
つ
い
て
は
︑
従
来
︑
同
姓
不
婚
に
象
徴
さ
れ
る
厳
格
な

父
系
制
の
宗
族
と
︑
朱
子
学
的
な
規
範
に
基
づ
く
家
父
長
制
︑
男
尊
女
卑
と

い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
強
か
っ
た
が
︑
そ
れ
は
朝
鮮
時
代
後
期
か
ら
近
代
に
お
け

る
両
班
家
族
の
規
範
を
普
遍
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
だ
が
︑
近
年
︑
そ
の
イ

メ
ー
ジ
は
大
き
く
塗
り
替
え
ら
れ
た
︒
豊
島
悠
果（

58
）

に
よ
れ
ば
︑
高
麗
時
代
に
は
︑

男
性
が
女
性
の
家
に
婿
取
ら
れ
︑
財
産
は
男
女
子
の
均
分
相
続
が
行
わ
れ
て
お

り
︑
朝
鮮
時
代
に
入
っ
て
も
︑
一
七
世
紀
半
ば
ま
で
は
そ
の
よ
う
な
方
式
が
続

い
て
い
た
︒
そ
れ
が
︑
豊
臣
秀
吉
の
侵
略
に
よ
っ
て
人
口
お
よ
び
農
地
が
激
減

し
︑
さ
ら
に
一
七
世
紀
前
半
の
女
真
人
の
侵
入
に
よ
っ
て
疲
弊
が
進
む
中
で
︑

両
班
層
は
嫁
入
婚
を
採
用
し
︑
女
性
の
相
続
権
を
減
少
さ
せ
︑
さ
ら
に
嫡
子
単

独
相
続
へ
と
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
︒
日
本
で
は
平
安
鎌
倉
時
代
か
ら
既
に
進
行
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し
た
婚
姻
・
相
続
の
変
化
の
流
れ
を
︑
朝
鮮
で
は
一
七
世
紀
に
な
っ
て
急
速
に

た
ど
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
百
婆
仙
た
ち
が
朝
鮮
で
暮
ら
し
て
い
た
の
は
︑
そ
の

よ
う
な
変
化
の
直
前
で
あ
っ
た
︒
百
婆
仙
は
︑
男
女
の
き
ょ
う
だ
い
た
ち
と
同

等
に
財
産
を
（
も
し
あ
っ
た
な
ら
ば
）
相
続
し
︑
宗
傳
を
婿
に
迎
え
て
暮
ら
し

て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
日
本
に
や
っ
て
来
た
百

婆
仙
の
目
に
は
︑
日
本
で
は
︑
女
性
の
立
場
が
朝
鮮
よ
り
も
弱
い
と
思
わ
れ
た

こ
と
だ
ろ
う
︒
そ
の
意
味
で
も
︑
生
き
に
く
さ
を
感
じ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
︒

　
ま
た
︑
百
婆
仙
の
よ
う
に
︑
夫
の
死
後
︑
後
家
と
し
て
︑
子
ど
も
た
ち
の
母

と
し
て
︑
妻
が
家
を
統
率
す
る
慣
習
は
︑
日
本
に
も
朝
鮮
に
も
あ
っ
た
︒
日
本

で
は
平
安
王
朝
時
代
の
国
母
の
権
限
以
来
︑
中
世
を
通
じ
て
見
ら
れ
︑
戦
国
時

代
に
は
今
川
氏
の
寿
桂
尼
（
中
御
門
氏
︑
？
～
一
五
六
八

（
59
）

）
が
︑
夫
の
氏
親
の
死

後
︑
家
中
を
束
ね
る
立
場
と
な
り
︑
子
の
氏
輝
が
一
四
歳
で
当
主
と
な
る
と
︑

母
と
し
て
後
見
し
︑
氏
輝
早
世
の
後
は
︑
花
蔵
の
乱
を
経
て
子
の
義
元
を
一
七

歳
で
当
主
に
立
て
︑
自
ら
印
判
状
を
発
行
し
︑
分
国
統
治
を
行
な
っ
た
︒
寿
桂

尼
と
同
時
代
の
朝
鮮
に
は
︑
文
定
王
后
（
一
五
〇
一
～
六
五
）
が
い
る（

60
）

︒
文
定

王
后
は
︑
息
子
の
明
宗
が
一
二
歳
で
即
位
す
る
と
摂
政
と
し
て
垂
簾
聴
政
を
行

な
い
︑
明
宗
成
人
後
︑
摂
政
を
退
い
た
後
も
政
治
に
関
与
し
続
け
た
︒
こ
の
二

人
は
百
婆
仙
（
一
五
六
〇
～
五
六
）
と
ほ
ぼ
入
れ
替
わ
り
に
世
を
去
っ
た
︑
二

世
代
ほ
ど
上
の
人
物
で
あ
る
︒
宗
傳
亡
き
後
に
百
婆
仙
が
発
揮
し
た
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
と
︑
彼
女
に
従
っ
た
陶
工
た
ち
の
意
識
に
は
︑
朝
鮮
と
日
本
双
方
の
社

会
に
お
け
る
︑
後
家
が
夫
の
権
限
を
継
承
す
る
こ
と
を
当
然
と
す
る
意
識
が

あ
っ
た
に
違
い
な
い（

61
）

︒
し
か
し
︑
日
本
で
は
︑
一
七
世
紀
の
近
世
化
の
中
で
︑

後
家
・
母
が
家
を
代
表
す
る
権
限
は
抑
え
ら
れ
て
い
っ
た
︒
一
方
︑
朝
鮮
で
は

王
が
幼
い
場
合
に
︑
王
后
が
摂
政
と
し
て
垂
簾
聴
政
を
行
な
う
制
度
は
︑
朝
鮮

王
朝
末
期
の
高
宗
の
代
に
至
る
ま
で
続
い
て
行
っ
た（

62
）

︒

2
　
宗
傳
の
名
前

　
百
婆
仙
の
夫
の
名
を
︑﹃
有
田
皿
山
創
業
調
﹄
は
﹁
宗
傳
と
云
ふ
︑
後
新
太

郎
と
称
す
﹂﹁
朝
鮮
人
宗
傳
な
る
者
﹂
と
記
し
て
い
る
︒
彼
は
古
く
か
ら
宗
傳

と
い
う
名
で
知
ら
れ
︑
本
稿
で
も
便
宜
︑
宗
傳
と
記
し
た
が
︑
こ
れ
は
彼
の
法

名
（
戒
名
）
で
あ
っ
て
朝
鮮
で
の
本
名
で
は
な
い
︒﹁
宗
﹂
字
は
︑
別
宗
和
尚

の
一
字
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
姓
は
妻
同
様
︑
な
か
っ
た
可
能
性
が
高

い
︒
彼
が
呼
ば
れ
て
い
た
名
は
︑
日
本
名
の
深
海
新
太
郎
以
外
は
︑
わ
か
ら
な

い
︒

　
最
近
︑
宗
傳
の
本
名
を
﹁
金キ
ム

泰テ

道ド

﹂
と
す
る
説
が
出
さ
れ
た
︒
こ
の
説
の
出

所
は
︑
魯
成
煥
の
指
摘
に
よ
れ
ば
︑
金キ
ム

文ム
ン

吉ギ
ル

﹃
일
본 

역
사
와 

조
선
（
日
本
歴

史
と
朝
鮮
）﹄（
二
〇
〇
九
年

（
63
）

）
の
中
に
︑﹁
비
문
을 

보
면 

‘만
료
묘
태
도
파
지
비

（
万
了
妙
泰
道
婆
之
碑
）’
로 

되
어 

있
으
니
︐
김
종
전
의 

이
름
은 

태
도
이
고 

태

도 
부
인
의 

묘
란 

말
이
다
﹂（
碑
文
を
見
る
と
﹁
万
了
妙
泰
道
婆
之
碑
﹂
に
な
っ
て

い
る
か
ら
︑
金キ

ム

宗
ジ
ョ
ン

傳ジ
ョ
ンの

名
前
は
泰テ

道ド

で
あ
っ
て
︑
泰テ

道ド

夫
人
の
墓
と
い
う
わ
け
で
す

ね
）
と
あ
る
の
が
始
ま
り
の
よ
う
で
あ
る（

64
）

︒
こ
の
説
は
存
外
に
流
布
し
︑
李
素

玲
も
﹁
泰
道
婆
は
「
泰
道
の
妻
」
と
い
う
意
味（

65
）

﹂
と
述
べ
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
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戒
名
﹁
萬
了
／
妙
泰
／
道
婆
﹂
の
誤
読
で
あ
る
︒
姓
を
金
氏
と
す
る
根
拠
も
不

明
で
︑﹁
金キ
ム

宗
ジ
ョ
ン

傳ジ
ョ
ン﹂
も
﹁
金キ
ム

泰テ

道ド

﹂
も
事
実
で
は
な
い
︒
な
お
︑
宗
傳
の
事
績

は
︑﹃
肥
前
陶
磁
史
考
﹄
に
詳
し
い（

66
）

︒

3
　 ﹃
後
藤
家
御
戦
功
記
﹄
新
写
本
が
提
起
す
る
百
婆
仙
夫
妻
の
渡
来
事
情
を

め
ぐ
る
問
題

　
と
こ
ろ
で
︑
前
章
で
見
た
D
﹃
後
藤
家
御
戦
功
記
﹄
新
写
本
に
は
︑
百
婆
仙

の
碑
文
に
︑
他
に
は
見
ら
れ
な
い
解
説
が
付
せ
ら
れ
て
い
た
︒
以
下
︑
解
説
部

分
の
現
代
語
訳
を
載
せ
る
︒

　 

①
　
文⎝
一
五
九
四
⎠

禄
三
年
︑
日
本
と
朝
鮮
の
和
平
が
な
っ
た
の
で
︑
朝
鮮
在
陣
の
諸
将

は
︑
釜
山
浦
在
番
の
外
は
帰
国
す
る
よ
う
に
と
の
こ
と
で
︑
諸
将
が
帰
国
し
︑

後
藤
家
信
も
鍋
島
直
茂
公
と
同
然
に
帰
国
さ
れ
た
︒

　 

②
　
附

　 

後
藤
家
信
が
渡
海
さ
れ
た
時
︑
廣
福
寺
（
臨
済
宗
）
の
別
宗
和
尚
を
連
れ
て

行
っ
た
の
だ
が
︑
こ
の
度
の
帰
国
の
時
︑
こ
の
別
宗
に
申
し
つ
け
︑
高
麗
深

海
の
焼
物
師
夫
婦
を
連
れ
帰
り
︑
廣
福
寺
門
前
に
住
ま
わ
せ
た
︒
そ
の
後
︑

内
田
村
に
︑
焼
物
を
制
作
す
る
よ
う
に
土
地
を
与
え
た
︒
元⎝
一
六
一
八
⎠

和
四
年
十
月
廿

九
日
︑
こ
の
焼
物
師
が
亡
く
な
っ
た
の
で
︑
そ
の
婦
人
が
子
ど
も
を
引
き
連

れ
て
稗
古
場
に
引
き
移
り
︑
焼
物
を
制
作
し
て
い
た
と
こ
ろ
︑
高
麗
人
た
ち

が
だ
ん
だ
ん
に
集
り
︑
こ
れ
が
有
田
皿
山
の
始
祖
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
が
︑

実
は
武
雄
内
田
村
よ
り
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
（
今
で
も
内
田
村
皿
屋
と
申
す
辺

に
は
粗
末
な
焼
物
を
刷
出
す
事
が
あ
る（

67
）

︒
そ
の
辺
に
こ
の
焼
物
師
た
ち
が
居
住
し

て
い
た
と
見
ら
れ
る
）︒
こ
の
高
麗
よ
り
連
れ
帰
っ
た
焼
物
師
の
曽
孫
で
實
仙

と
申
す
僧
が
︑
曽
祖
母
の
塔
に
書
い
た
銘
の
文
章
を
次
に
記
す
︒

　
③
　
△
　
碑
文
本
文

　
④
　
こ
の
高
麗
人
の
子
孫
は
苗
字
を
深
海
と
称
し
た
︒

　
こ
の
う
ち
︑
①
以
外
は
︑﹃
御
戦
功
記
﹄
新
写
本
が
作
成
さ
れ
た
一
九
世
紀

に
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
こ
に
は
︑
百
婆
仙
の
渡
来
事
情
が
︑

碑
文
よ
り
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
地
域
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
情
報
で
あ

る
︒

　
こ
の
②
の
解
説
部
分
と
碑
文
本
文
と
は
︑
微
妙
に
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
︒

碑
文
そ
の
も
の
は
一
七
〇
五
年
の
も
の
で
︑
解
説
が
書
か
れ
た
安
政
年
間

（
一
八
五
四
～
一
八
六
〇
）
以
後
と
は
︑
百
五
十
年
以
上
の
時
間
差
が
あ
る
の
で
︑

異
な
っ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
︒

　
ま
ず
︑
百
婆
仙
ら
が
渡
海
し
た
時
期
に
つ
い
て
︑
碑
文
に
は
﹁
文
禄
初
﹂
と

あ
る
が
︑
②
に
は
﹁
文
禄
三
年
﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
後
藤
家
信
が
朝
鮮
か
ら

引
き
揚
げ
た
年
次
か
ら
︑
推
定
し
て
補
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
︑
内
容
か
ら
し
て

妥
当
で
あ
ろ
う
︒

　
次
に
︑
碑
文
に
は
︑
百
婆
仙
夫
妻
に
つ
い
て
﹁
高
麗
深
海
人
﹂
と
あ
る
の
み

で
︑
朝
鮮
で
も
陶
工
だ
っ
た
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い（

68
）

︒
一
方
︑
②
に
は
﹁
高
麗
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深
海
之
者
焼
物
師
夫
婦
﹂
を
連
れ
帰
っ
た
と
あ
り
︑
朝
鮮
に
お
い
て
も
二
人
は

陶
工
だ
っ
た
と
銘
記
さ
れ
て
い
る
︒

　
ま
た
︑
百
婆
仙
夫
妻
の
渡
航
事
情
に
つ
い
て
︑
碑
文
で
は
後
藤
家
信
や
別
宗

に
よ
る
﹁
頗
命
﹂﹁
諗
﹂
と
い
う
強
い
字
が
使
わ
れ
︑
強
制
性
が
読
み
取
れ
る

が
︑
②
で
は
た
だ
﹁
連
帰
り
﹂
と
あ
る
の
み
で
あ
る
︒

　
そ
し
て
︑
内
田
村
を
与
え
ら
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
も
︑
碑
文
に
は
二
人
が
内

田
村
を
与
え
ら
れ
た
理
由
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
内
田
移
住
の
後
に
初
め
て
陶

器
の
地
を
開
い
た
と
あ
る
が
︑
②
に
は
︑
は
じ
め
か
ら
焼
物
制
作
を
目
的
と
し

て
内
田
の
土
地
を
与
え
ら
れ
た
と
あ
る
︒

　
さ
ら
に
︑
内
田
に
移
住
す
る
前
の
廣
福
寺
門
前
に
住
ん
で
い
た
期
間
に
つ
い

て
︑
碑
文
に
は
﹁
門
前
に
住
ん
で
数
年
が
経
っ
た
﹂
と
あ
る
が
︑
②
に
は
年
数

の
記
載
が
な
い
︒
門
前
に
住
ん
で
い
た
数
年
の
間
︑
彼
ら
は
何
を
し
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
︒
彼
ら
が
作
陶
を
し
て
い
た
記
述
は
な
い
︒
寺
の
下
働
き
を
し
て
生

き
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
︒

　
以
上
の
事
を
考
え
る
と
︑
②
の
解
説
文
の
叙
述
は
︑
後
藤
家
の
﹁
御
戦
功
﹂

を
強
調
す
る
た
め
に
︑
言
葉
を
補
っ
て
書
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
②
に

よ
れ
ば
︑
二
人
は
朝
鮮
で
も
陶
工
で
あ
り
︑
後
藤
家
信
は
彼
ら
を
連
れ
帰
り
︑

焼
物
を
制
作
さ
せ
る
目
的
で
内
田
の
地
を
与
え
た
︒
一
方
︑
碑
文
か
ら
は
︑
二

人
の
朝
鮮
で
の
生
業
は
不
明
で
あ
り
︑
渡
海
は
強
く
命
じ
ら
れ
て
の
こ
と
で
あ

り
︑
内
田
の
地
を
賜
わ
る
ま
で
に
は
数
年
の
ブ
ラ
ン
ク
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

　
近
年
︑
小
宮
木
代
良
は
︑
従
来
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
︑
茶
器
を
愛
好
す
る

大
名
が
朝
鮮
侵
攻
時
に
朝
鮮
の
陶
工
を
連
れ
帰
り
︑
領
内
で
陶
磁
器
を
生
産
さ

せ
た
と
い
う
﹁
焼
物
戦
争
﹂
の
言
説
を
批
判
し
︑
実
際
に
は
無
差
別
な
拉
致
の

犠
牲
と
な
り
難
民
化
し
た
朝
鮮
の
人
々
が
︑
戦
前
か
ら
居
住
し
て
い
た
朝
鮮
人

陶
工
集
団
と
出
会
い
︑
生
き
る
た
め
に
陶
工
と
な
っ
た
の
だ
と
主
張
し
た
︒
百

婆
仙
夫
妻
に
つ
い
て
も
︑
こ
の
よ
う
に
理
解
し
︑
宗
傳
が
朝
鮮
で
陶
工
で
あ
っ

た
と
の
記
述
は
な
く
︑
内
田
を
賜
わ
っ
た
こ
と
も
︑﹁
知
行
と
し
て
も
ら
っ
た

の
で
は
な
く
︑
平
野
部
か
ら
追
わ
れ
て
こ
こ
に
入
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な

い
﹂
と
し
て
い
る（

69
）

︒

　
こ
の
読
み
方
の
利
点
は
︑
百
婆
仙
の
有
田
移
住
に
つ
い
て
の
説
明
が
つ
く
こ

と
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
︑
百
婆
仙
の
有
田
移
住
を
後
藤
家
が
許
可
し
た
こ
と
は

謎
と
さ
れ
て
き
た
︒
武
雄
領
と
有
田
（
本
藩
）
は
同
じ
佐
賀
藩
の
中
で
も
支
配

が
別
で
︑
移
住
は
他
領
へ
の
移
動
に
准
じ
る
こ
と
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
中
島

浩
氣
は
﹁
武
雄
領
主
よ
り
本
藩
へ
交
渉
あ
り
し
に
相
違
な
く
﹂︑
実
現
に
至
っ

た
と
推
測
し
て
い
る（

70
）

が
︑﹃
有
田
町
史
﹄
は
︑﹁
当
時
の
政
治
的
・
社
会
的
情
況

か
ら
は
︑
考
え
難
い
﹂
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る（

71
）

︒
も
し
も
︑
後
藤
家
が
最
初
か

ら
彼
ら
陶
工
を
﹁
国
の
宝
﹂
な
ど
と
思
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
れ
ば
︑
こ
の

謎
は
氷
解
す
る
の
で
あ
る
︒

　
し
か
し
︑
碑
文
に
は
︑
百
婆
仙
夫
妻
が
朝
鮮
で
陶
工
だ
っ
た
と
は
書
か
れ
て

い
な
い
が
︑
陶
工
で
な
か
っ
た
と
も
︑
ま
た
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
ゆ

え
に
︑
彼
ら
が
朝
鮮
で
陶
工
で
な
か
っ
た
と
断
言
す
る
の
も
難
し
い
こ
と
で
あ

る
︒
朝
鮮
陶
工
た
ち
の
中
に
は
︑
日
本
に
来
て
か
ら
陶
工
を
生
業
と
し
て
選
ん
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だ
人
た
ち
も
多
く
い
た
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
百
婆
仙
夫
妻
は
︑
陶
工
集
団
を
率

い
た
リ
ー
ダ
ー
た
ち
な
の
で
あ
り
︑
二
人
が
と
も
に
︑
朝
鮮
に
お
い
て
作
陶
の

経
験
が
全
く
無
か
っ
た
と
判
断
す
る
の
は
︑
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
で
あ
る
︒

　﹃
御
戦
功
記
﹄
新
写
本
の
解
説
は
︑﹁
御
戦
功
﹂
を
強
調
す
る
意
図
は
差
し
引

い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑
朝
鮮
に
お
け
る
百
婆
仙
夫
妻
の
生
業
を
記

す
唯
一
の
近
世
史
料
で
あ
る
︒
そ
の
内
容
が
事
実
と
異
な
る
と
断
定
す
る
に
は
︑

相
当
に
綿
密
な
傍
証
が
必
要
で
あ
ろ
う
︒
宗
傳
︑
そ
し
て
百
婆
仙
は
︑
朝
鮮
に

お
い
て
も
陶
工
で
あ
っ
た
の
か
︒
こ
の
問
題
は
︑
陶
工
の
日
本
へ
の
移
動
・
拉

致
に
関
す
る
議
論
の
進
展
や
︑
朝
鮮
に
お
け
る
女
性
陶
工
の
研
究
に
俟
ち
た
い

と
思
う
︒

お
わ
り
に
︱
︱
今
後
の
展
望

　
以
上
に
︑
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
百
婆
仙
と
い
う
人
物
に

つ
い
て
︑
現
時
点
に
お
い
て
出
来
る
限
り
の
︑
基
礎
的
な
情
報
を
提
供
し
て
き

た
︒
そ
し
て
︑
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
百
婆
仙
の
人
物
像
と
︑
い
く
つ
か
の

論
点
を
提
示
し
た
︒
今
後
の
百
婆
仙
研
究
進
展
の
た
め
に
は
︑
ど
の
よ
う
な
方

法
が
あ
る
だ
ろ
う
か
︒

　
ま
ず
は
︑
碑
文
の
解
読
を
最
新
の
技
術
を
用
い
て
進
め
る
こ
と
で
あ
る
︒
百

婆
仙
の
法
塔
は
今
も
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
以
上
劣
化
が
進
ま
な
い

う
ち
に
︑
で
き
る
だ
け
早
く
︑
デ
ジ
タ
ル
技
術
等
を
用
い
て
︑
拓
本
の
作
成
や

撮
影
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
︒

　
次
に
︑
国
際
的
な
研
究
交
流
を
よ
り
一
層
進
め
る
事
で
あ
ろ
う
︒
言
葉
の
壁

を
解
消
す
べ
く
︑
研
究
者
自
身
の
語
学
力
と
︑
文
献
検
索
の
ス
キ
ル
を
磨
く
こ

と
が
肝
要
で
あ
る
が
︑
さ
ら
に
検
索
・
閲
覧
・
利
用
し
や
す
い
環
境
作
り
を
互

い
に
進
め
る
必
要
が
あ
る
︒
韓
国
に
お
け
る
窯
址
の
発
掘
な
ど
の
研
究
成
果
を

受
け
︑
さ
ら
な
る
対
話
を
期
し
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
︒

　
さ
ら
に
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
に
よ
る
分
析
の
深
化
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
触

れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
︑
百
婆
仙
と
よ
く
似
た
生
涯
を
た
ど
っ
た
女
性
に
高こ
う

麗ら
い

媼ば
ば

が
い
る（

72
）

︒
朝
鮮
か
ら
連
行
さ
れ
︑
日
本
で
陶
工
と
結
婚
し
︑
夫
の
死
後
は

陶
工
集
団
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
︑
有
田
に
近
接
す
る
三
川
内
（
長
崎
県
佐
世
保

市
）
に
移
住
し
て
三
川
内
焼
を
創
始
し
た
︒
二
人
の
人
生
が
似
て
い
る
の
は
︑

前
述
し
た
よ
う
な
朝
鮮
出
身
陶
工
ら
の
家
族
意
識
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒﹃
有
田
皿
山
創
業
調
﹄
は
︑
金
立
村
熊
山
の
陶
工
朝
鮮
人
の
墓
に
﹁
朝

国
工
政
大
王
之
孫
金
公
之
墓
道
清
禅
定
門
　
妻
女
同
国
金
氏
妙
清
禅
定
尼
﹂
と
︑

夫
婦
の
名
が
彫
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
︒
こ
の
妻
女
の
金
氏
妙
清

禅
定
尼
も
︑
も
し
も
夫
が
早
世
し
て
い
た
な
ら
ば
︑
百
婆
仙
の
よ
う
な
人
生
を

た
ど
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒
金
氏
が
夫
と
同
様
に
﹁
陶
工
﹂
と
い
う
ジ
ェ
ン

ダ
ー
の
意
味
を
含
ま
な
い
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
の
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
︒

　
日
本
で
は
︑
古
代
か
ら
土
器
造
り
は
女
性
労
働
で
あ
り
︑
律
令
制
下
に
お
い

て
も
︑
土
師
器
造
り
は
女
性
が
行
な
い
︑
男
性
は
土
・
薪
・
藁
を
用
意
し
︑
ま

た
都
に
運
ぶ
補
助
労
働
を
し
た
史
料
が
あ
る（

73
）

︒
中
世
に
お
い
て
も
土
器
造
り
は
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女
性
労
働
で
あ
っ
た
が
︑
中
世
後
期
に
は
次
第
に
男
性
労
働
に
傾
斜
し
て
い
く

傾
向
が
あ
っ
た
も
の
の（

74
）

︑
近
世
初
頭
の
日
本
に
は
︑
百
婆
仙
や
高
麗
媼
や
金
氏

が
窯
の
主
と
な
る
こ
と
に
違
和
感
を
持
た
ぬ
風
土
が
ま
だ
あ
っ
た
と
も
の
と
思

わ
れ
る
︒

　
だ
が
︑
こ
れ
以
降
の
近
世
社
会
に
お
い
て
は
︑
陶
磁
器
生
産
は
男
性
中
心
の

労
働
と
な
り
︑
女
性
は
窯
に
近
づ
く
こ
と
も
禁
忌
さ
れ
︑
補
助
的
な
労
働
を
す

る
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
で
も
︑
有
田
焼
の
生
産
現
場
で
は
︑
絵
付
け
な
ど
を
中

心
に
女
性
職
人
が
消
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た（

75
）

︒
世
界
の
民
族
誌
に
お
い
て
は
︑

土
器
造
り
を
女
性
労
働
と
す
る
地
域
と
男
性
労
働
と
す
る
地
域
が
あ
る
と
い
う（

76
）

︒

高
麗
︑
朝
鮮
に
お
い
て
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
解
明
が
待
た
れ
る
︒

　
百
婆
仙
は
﹁
世
界
の
一
体
化
﹂
の
時
代
の
中
で
生
き
︑
彼
女
の
移
動
に
よ
っ

て
︑
陶
磁
器
の
文
化
が
伝
播
し
︑
世
界
を
回
っ
た
︒
し
か
し
︑
戦
争
を
し
て
人

を
連
れ
て
来
れ
ば
︑
自
然
に
文
化
が
伝
播
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
こ
に
は
︑

彼
女
た
ち
の
苦
闘
の
人
生
が
あ
っ
た
︒
む
し
ろ
︑
暴
力
に
抗
し
て
生
き
た
人
々

の
営
み
が
文
化
を
生
ん
だ
の
で
あ
り
︑
そ
の
作
品
が
周
囲
の
人
々
を
魅
了
し
︑

享
受
さ
せ
る
力
を
持
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
︑
文
化
は
伝
播
し
た
の
で
あ
る
︒

註（
1
）  

北
島
万
次
﹃
壬
辰
倭
乱
と
秀
吉
・
島
津
・
李
舜
臣
﹄
校
倉
書
房
︑
二
〇
〇
二
年
︑
同
﹃
秀

吉
の
朝
鮮
侵
略
﹄
山
川
出
版
社
︑
二
〇
〇
二
年
︑
中
野
等
﹃
文
禄
・
慶
長
の
役
﹄（
戦
争

の
日
本
史
一
六
）
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
八
年
︑
村
井
章
介
﹁
秀
吉
の
世
界
征
服
構
想

と
「
女
の
領
域
」﹂﹃
立
正
史
学
﹄
一
二
五
︑ 

二
〇
一
九
年
︑
な
ど
︒

（
2
）  

内
藤
雋
輔
﹃
文
禄
・
慶
長
役
に
お
け
る
被
虜
人
の
研
究
﹄
東
京
大
学
出
版
会
︑

一
九
七
六
年
︒
崔
官
﹃
文
禄
・
慶
長
の
役
︱
︱
文
学
に
刻
ま
れ
た
戦
争 

壬
辰
・
丁
酉
倭

乱
﹄
講
談
社
︑
一
九
九
四
年
︒
N
P
O
法
人
高
麗
博
物
館
﹃
有
田
焼
四
〇
〇
年
　
望
郷

と
同
化
の
は
ざ
ま
で
﹄（
展
覧
会
図
録
）︑
二
〇
一
七
年
な
ど
︒

（
3
）  

朝
鮮
名
は
﹁
李
参
平
﹂
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
江
戸
時
代
後
期
に
子
孫
が

書
い
た
文
書
に
︑﹁
我
々
名
字
︑
最
前
高
麗
ニ
而
相
名
乗
候
ハ
李
名
ニ
而
御
座
候
﹂
と
あ

る
こ
と
（﹁
金
个
江
家
文
書
﹂
三
）︑
ま
た
三
兵
衛
が
﹁
参
平
と
申
唐
人
﹂
と
表
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
（
同
四
）（
有
田
町
史
編
纂
委
員
会
編
﹃
有
田
町
史
﹄
陶
業
編
Ⅰ
︑
有
田
町
︑

一
九
八
五
年
︑
五
六
二
︱
五
六
四
頁
）
か
ら
推
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
確
実
と
は
言

え
な
い
︒

（
4
）  

高
田
誠
二
﹃
久
米
邦
武
︱
︱
史
学
の
眼
鏡
で
浮
世
の
景
を
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑

二
〇
〇
七
年
︒

（
5
）  

小
宮
木
代
良
﹁「
陶
祖
」
言
説
の
成
立
と
展
開
﹂﹃
九
州
史
学
﹄
一
五
三
︑ 

二
〇
〇
九
年
︒

但
し
︑
こ
の
論
文
で
︑
稗
古
場
を
﹁
稗
木
場
﹂︑
深
海
を
﹁
深
見
﹂︑﹃
有
田
皿
山
創
業
調
﹄

を
﹁
有
田
皿
山
創
業
調
子
﹂
と
記
し
て
い
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
︒

（
6
）  

小
宮
前
掲
（
5
）
論
文
︒

（
7
）  

中
島
浩
氣
﹃
肥
前
陶
磁
史
考
﹄
肥
前
陶
磁
史
考
刊
行
会
︑
一
九
三
六
年
︒
一
九
八
五

年
再
刊
︑
青
潮
社
︒
な
お
中
島
浩
氣
に
つ
い
て
は
︑
有
田
町
歴
史
民
俗
資
料
館
﹃
お
ん

な
の
有
田
皿
山
さ
ん
ぽ
史
﹄（
一
九
九
八
年
）
に
伝
記
が
あ
る
︒http://w

w
w

47.tok2.com
 

/hom
e/yakim

ono/onna-sarayam
a/10.htm

　
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
四
日
︒

（
8
）  
﹃
新
撰
大
人
名
辞
典
﹄
平
凡
社
︑
一
九
三
八
年
︒
一
九
七
九
年
﹃
日
本
人
名
大
事
典
﹄

と
改
題
︑
復
刻
︒

（
9
）  

高
群
逸
枝
﹃
増
補
大
日
本
女
性
人
名
辞
書
﹄
厚
生
閣
︑
一
九
四
二
年
︒
一
九
八
〇
年

に
新
人
物
往
来
社
よ
り
再
刊
さ
れ
た
︒
解
説
堀
場
清
子
︒

（
10
）  

前
掲
（
9
）
書
の
堀
場
清
子
の
解
説
に
よ
る
︒
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（
11
）  

﹃
国
史
大
辞
典
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
九
～
九
七
年
︒

（
12
）  
﹃
日
本
女
性
史
大
辞
典
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
八
年
︒

（
13
）  
内
藤
前
掲
（
2
）
書
︑
崔
前
掲
（
2
）
書
︒

（
14
）  

内
藤
前
掲
（
2
）
書
︑
七
二
六
︱
七
三
三
頁
︒

（
15
）  

豊
増
幸
子
﹃
肥
前
お
ん
な
風
土
記
﹄︑
佐
賀
新
聞
社
︑
一
九
七
六
年
︑
六
七
︱
六
九
頁
︒

（
16
）  

芳
賀
登
・
一
番
ケ
瀬
康
子
・
中
嶌
邦
・
祖
田
浩
一
監
修
﹃
日
本
女
性
人
名
辞
典
﹄
日

本
図
書
セ
ン
タ
ー
︑
一
九
九
三
年
︒

（
17
）  

二
〇
一
八
年
︑
宗
傳
の
没
後
四
〇
〇
年
を
記
念
し
て
黒
牟
田
地
区
の
飛
龍
窯
に
﹁
深

海
宗
伝
顕
彰
之
碑
﹂
が
建
て
ら
れ
た
︒
黒
牟
田
と
内
田
は
遠
く
な
い
が
︑
碑
文
に
書
か

れ
て
い
る
の
は
内
田
の
み
で
あ
る
︒
中
島
浩
氣
﹃
肥
前
陶
磁
史
考
﹄
は
黒
牟
田
説
を
否

定
し
て
い
る
︒
中
島
前
掲
（
7
）
書
︑
一
三
九
頁
︒

（
18
）  

中
島
前
掲
（
7
）
書
︑
一
四
二
︑ 

一
五
三
頁
︒

（
19
）  

有
田
町
史
編
纂
委
員
会
﹃
有
田
町
史
﹄
陶
業
編
Ⅰ
︑
一
九
八
五
年
︑
二
五
︱
二
七
頁
︒

同
通
史
編
︑
一
九
八
六
年
︑
三
五
︱
三
七
頁
︒
同
陶
芸
編
︑
一
九
八
七
年
︑
八
〇
︱

八
一
頁
︒

（
20
）  

村
田
喜
代
子
﹃
龍
秘
御
天
歌
﹄
文
藝
春
秋
︑
一
九
九
八
年
︒
そ
の
続
編
と
も
言
え
る

作
品
と
し
て
﹃
百
年
佳
約
﹄
講
談
社
︑
二
〇
〇
四
年
︑
も
あ
る
︒

（
21
）  

久
保
田
均
（
有
田
町
議
会
議
員
）
の
主
催
す
る
日
韓
百
婆
仙
研
究
会
が
二
〇
一
五
年

に
発
足
し
た
︒

（
22
）  

高
麗
博
物
館
前
掲
（
2
）
図
録
お
よ
び
同
冊
子
﹃
마
당
（
ひ
ろ
ば
）
︱
︱
研
究
余
話
﹄︑

二
〇
一
七
年
︒

（
23
）  

M
B
C
制
作
︑
二
〇
一
三
年
︒
D
V
D
﹃
火
の
女
神
ジ
ョ
ン
イ
﹄
ポ
ニ
ー
キ
ャ
ニ
オ
ン
︒

（
24
）  

例
え
ば
韓
国
の
一
般
書
に
︑
이
경
민
・
김
지
원
・
김
용
석
・
지
음
﹃
조
선 

최
추
의 

여
성 

사
기
장
　
백
파
선
（
朝
鮮
最
初
の
女
性
沙
器
匠
　
百
婆
仙
）﹄
마
카
롱
︑

二
〇
一
三
年
︑
が
あ
る
︒

（
25
）  

上
田
正
昭
・
西
澤
潤
一
・
平
山
郁
夫
・
三
浦
朱
門
監
修
﹃
日
本
人
名
大
辞
典
﹄
講
談
社
︑

二
〇
〇
一
年
︒

（
26
）  

柴
桂
子
監
修
︑
桂
文
庫
編
著
﹃
江
戸
期
お
ん
な
表
現
者
事
典
﹄
現
代
書
館
︑

二
〇
一
五
年
︑
一
二
六
七
頁
︒
な
お
︑
本
項
目
に
は
﹁
朝
鮮
征
伐
﹂
と
い
っ
た
用
語
（
死

語
）
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
二
一
世
紀
の
現
代
に
あ
っ
て
驚
き
を
禁
じ
得
な
い
︒

用
語
の
吟
味
が
求
め
ら
れ
る
︒

（
27
）  

李
素
玲
﹁
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
と
二
人
の
女
性
陶
工
︱
︱
高
麗
媼
と
百
婆
仙
﹂﹃
歴
史
地

理
教
育
﹄
八
三
八
︑ 

二
〇
一
五
年
︒

（
28
）  

野
村
育
世
﹁Th

e C
ontext of K

orean W
om

an C
eram

ist BAEK
 Pa-sum

’s C
areer in 

Japan

﹂
韓
国
女
性
史
学
会
﹃
여
성
과 

역
사
（
女
性
と
歴
史
）﹄
二
七
︑ 

二
〇
一
七
年
︒

本
文
は
日
本
語
︒

（
29
）  

井
上
和
枝
﹁
陶
工
村
の
女
性
た
ち
の
労
働
﹂︑
総
合
女
性
史
学
会
編
﹃
女
性
労
働
の
日

本
史
︱
︱
古
代
か
ら
現
代
ま
で
﹄
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
九
年
︒
こ
の
論
文
で
︑
有
田
へ

の
移
住
時
に
九
〇
〇
人
を
率
い
た
と
し
て
い
る
こ
と
︑
稗
古
場
を
﹁
稗
木
場
﹂
と
表
記

し
て
い
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
︒

（
30
）  

노
성
환
（
魯
成
煥
）﹁
일
본 

사
가
현 

아
리
타
의 

조
선
도
공
에 

관
한 

일
고
찰
（
日
本

佐
賀
県
有
田
の
朝
鮮
陶
工
に
関
す
る
考
察
）﹂﹃
日
語
日
文
學
﹄
四
二
︑ 

二
〇
〇
九
年
︒

（
31
）  

김
문
길
（
金
文
吉
）﹃
일
본 

역
사
와 

조
선
（
日
本
歴
史
と
朝
鮮
）﹄
부
산
외
국
어
대

학
교
　
출
판
부
（
釜
山
外
国
語
大
学
校
出
版
部
）︑
二
〇
〇
九
年
︒

（
32
）  

﹃
有
田
皿
山
創
業
調
﹄
鍋
島
報
效
会
蔵
︒
佐
賀
県
立
図
書
館
寄
託
鍋
島
家
文
庫
︒
請
求

番
号
﹁
鍋
6
5
3
︱
1
﹂︒

（
33
）  

前
掲
（
32
）︒

（
34
）  

佐
賀
県
立
図
書
館
収
集
歴
史
資
料
︒
請
求
番
号
﹁
図
2
4
︱
1
1
4
2
2
﹂︒

（
35
）  

九
州
大
学
附
属
図
書
館
︒
所
在
記
号
﹁
B
︱
1
4
︱
2
2
／
佐
賀
藩
2
5
﹂︒https://

catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_brow
se/rare/

　
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
四
日
︒

（
36
）  
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
︒
歴
史
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
（SH

IPS

）　https://

clioim
g.hi.u-tokyo.ac.jp/view

er/view
/idata/400/4140.1/41/3/0790

　
二
〇
二
〇
年

一
〇
月
四
日
︒

（
37
）  

小
宮
前
掲
（
5
）
論
文
︒
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（
38
）  
小
宮
前
掲
（
5
）
論
文
︒

（
39
）  
百
婆
仙
の
位
号
を
﹁
大
姉
﹂
と
す
る
の
は
︑
有
田
泉
山
上
幸
平
共
同
墓
地
の
深
海
家

墓
所
の
墓
石
で
あ
る
︒

（
40
）  

前
掲
（
36
）︒

（
41
）  

武
雄
市
図
書
館
歴
史
資
料
館
﹃
戦
国
の
九
州
と
武
雄
︱
︱
後
藤
貴
明
・
家
信
の
時
代
﹄

二
〇
一
〇
年
︒

（
42
）  

石
井
良
一
﹃
武
雄
史
﹄︑
一
九
五
六
年
︒

（
43
）  

﹃
大
漢
和
辞
典
﹄（
大
修
館
書
店
︑
一
九
二
五
年
～
二
〇
〇
〇
年
）
に
は
﹁
耳
豎
垂
肩
﹂

と
し
て
﹁
長
寿
富
貴
の
相
﹂
と
あ
る
︒﹃
西
遊
記
﹄
で
も
三
蔵
法
師
は
﹁
両
耳
垂
肩
﹂
と

描
写
さ
れ
︑
訳
注
に
﹁
貴
人
の
相
を
描
写
す
る
と
き
の
常
套
句
﹂
と
あ
る
︒
中
野
美
代

子
訳
﹃
西
遊
記
﹄
三
︑
岩
波
文
庫
︑
二
〇
〇
五
年
︑
三
二
四
︑ 

四
四
〇
頁
︒

（
44
）  

野
村
前
掲
（
28
）
論
文
︒

（
45
）  

豊
島
悠
果
﹁
高
麗
・
朝
鮮
時
代
の
婚
姻
と
相
続
︱
朝
鮮
後
期
の
変
化
を
中
心
に
︱
﹂︑

早
川
紀
代
・
秋
山
洋
子
・
伊
集
院
葉
子
・
井
上
和
枝
・
金
子
幸
子
・
宋
連
玉
編
﹃
歴
史

を
ひ
ら
く
︱
︱
女
性
史
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
か
ら
み
る
東
ア
ジ
ア
世
界
﹄︑
御
茶
の
水
書
房
︑

二
〇
一
五
年
︒

（
46
）  

豊
島
前
掲
（
45
）
論
文
︒

（
47
）  

中
島
前
掲
（
7
）
書
︑
一
三
七
頁
に
﹁
深
海
と
は
彼
等
が
同
發
音
な
る
金
海
に
て
は

あ
ら
ざ
る
か
﹂
と
あ
る
︒

（
48
）  

朝
鮮
の
窯
業
と
沙
器
匠
の
配
置
に
つ
い
て
は
︑
北
島
万
次
﹁
李
朝
の
焼
き
も
の
と
薩

摩
の
焼
き
も
の
︱
︱
壬
辰
倭
乱
と
薩
摩
の
陶
工
を
め
ぐ
っ
て
﹂︑
北
島
前
掲
（
1
）
書
で

考
察
さ
れ
て
い
る
︒

（
49
）  

大
東
文
化
大
学
中
国
語
大
辞
典
編
纂
室
編
﹃
中
国
語
大
辞
典
﹄
角
川
書
店
︑

一
九
九
四
年
︒

（
50
）  

﹃
優
婆
夷
志
﹄
第
一
巻
︑
C
B
E
T
A
電
子
仏
典
集
成http://buddhism

.lib.ntu.edu.

tw
/FU

LLT
EX

T
/sutra/10thousand/X

87n1621.pdf

　
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
四
日
︒
な
お
︑

﹃
優
婆
夷
志
﹄（
郭
凝
之
編
）
は
︑
明
代
に
刊
行
さ
れ
た
︑
中
国
禅
宗
史
に
お
け
る
著
名

な
優
婆
夷
三
〇
人
に
つ
い
て
記
し
た
書
物
で
あ
る
（
花
園
大
学
国
際
全
学
研
究
所
﹁
禅

籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹂http://iriz.hanazono.ac.jp/fram

e/data_f00a.htm
l

　
二
〇
二
〇
年

一
〇
月
四
日
）︒

（
51
）  

竹
垣
惠
子
﹁
黄
道
婆
と
そ
の
時
代
の
染
色
﹂︑
大
阪
芸
術
大
学
﹃
藝
術
﹄
二
五
︑ 

二
〇
〇
二
年
︒

（
52
）  

李
参
平
が
泉
山
の
磁
石
を
発
見
し
︑
一
六
一
六
年
に
初
め
て
磁
器
を
焼
い
た
と
さ
れ

る
︒
小
宮
木
代
良
は
磁
石
発
見
を
一
六
二
八
年
（
寛
永
四
）
頃
と
す
る
︒
小
宮
﹁「
陶

祖
」
言
説
の
歴
史
的
前
提
﹂︑
北
島
万
次
・
孫
承
喆
・
橋
本
雄
・
村
井
章
介
編
﹃
日
韓
交

流
と
相
克
の
歴
史
﹄
校
倉
書
房
︑
二
〇
〇
九
年
︒

（
53
）  

中
島
前
掲
（
7
）
書
︒

（
54
）  

有
田
町
史
編
纂
委
員
会
編
﹃
有
田
町
史
﹄
陶
業
編
Ⅰ
︑
一
九
八
五
年
︑
二
七
頁
︒

（
55
）  

申
淑
舟
著
︑
田
中
健
夫
訳
注
﹃
海
東
諸
国
記
﹄
岩
波
文
庫
︑
一
九
九
一
年
︒
ル
イ
ス
・

フ
ロ
イ
ス
著
︑
岡
田
章
雄
訳
注
﹃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
と
日
本
文
化
﹄
岩
波
文
庫
︑

一
九
九
一
年
︒

（
56
）  

張
淑
煥
監
修
・
著
︑
原
田
美
佳
他
訳
﹃
朝
鮮
王
朝
の
衣
装
と
装
身
具
﹄
淡
交
社
︑

二
〇
〇
七
年
︒

（
57
）  

野
村
前
掲
（
28
）
論
文
︒

（
58
）  

豊
島
前
掲
（
45
）
論
文
︒

（
59
）  

久
保
田
昌
希
﹁
今
川
氏
親
後
室
寿
桂
尼
発
給
の
文
書
に
つ
い
て
﹂﹃
駒
沢
史
学
﹄

二
四
︑ 

一
九
七
七
年
︒
同
﹁
今
川
氏
親
後
室
中
御
門
氏
（
寿
桂
尼
）
の
生
涯
﹂﹃
駒
沢
史

学
﹄
五
〇
︑ 

一
九
九
七
年
︒

（
60
）  

尹
貞
蘭
著
・
金
容
権
訳
﹃
王
妃
た
ち
の
朝
鮮
王
朝
﹄
日
本
評
論
社
︑
二
〇
一
〇
年
︒

（
61
）  
野
村
前
掲
（
28
）
論
文
︒

（
62
）  
豊
島
悠
果
﹁
朝
鮮
に
お
け
る
垂
簾
聴
政
権
﹂﹃
歴
史
と
地
理
　
世
界
史
の
研
究
﹄

二
六
二
︑ 
二
〇
二
〇
年
︒
尹
前
掲
（
60
）
書
︒

（
63
）  

김
문
길
（
金
文
吉
）
前
掲
（
31
）
書
︑
一
九
八
頁
︒

（
64
）  

노
성
환
（
魯
成
煥
）
前
掲
（
30
）
論
文
︑
三
一
七
頁
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
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（
65
）  

李
前
掲
（
27
）
論
文
︒

（
66
）  
中
島
前
掲
（
7
）
書
︑
一
三
七
︱
一
五
三
頁
︑
四
二
三
頁
︒

（
67
）  
こ
の
地
域
の
古
い
焼
き
物
は
︑
現
在
︑﹁
古こ

武だ
け

雄お

﹂
ま
た
は
﹁
武
雄
唐
津
﹂
な
ど
と
呼

ば
れ
て
評
価
さ
れ
て
お
り
︑
特
徴
的
な
作
風
と
し
て
は
︑
褐
色
胎
土
に
刷
毛
目
で
白
化

粧
を
施
し
︑
さ
ら
に
大
胆
な
筆
さ
ば
き
で
絵
付
け
を
し
た
陶
器
な
ど
が
あ
る
︒
中
島
前

掲
（
7
）
書
︑
一
四
三
︱
一
四
四
頁
参
照
︒
②
に
﹁
左
品
（
粗
末
な
品
）﹂
と
あ
る
の
は
︑

鍋
島
焼
の
よ
う
な
大
名
家
御
用
達
の
磁
器
と
は
異
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

（
68
）  

小
宮
前
掲
（
52
）
論
文
︒

（
69
）  

小
宮
前
掲
（
52
）
論
文
︒

（
70
）  

中
島
前
掲
（
7
）
書
︑
一
五
二
頁
︒

（
71
）  

有
田
町
史
編
纂
委
員
会
﹃
有
田
町
史
﹄
陶
芸
編
︑
一
九
八
七
年
︑
八
一
頁
︒

（
72
）  

李
前
掲
（
27
）
論
文
︒
井
上
前
掲
（
29
）
論
文
︒

（
73
）  

服
藤
早
苗
﹁
古
代
の
女
性
労
働
﹂︑
女
性
史
総
合
研
究
会
編
﹃
日
本
女
性
の
歴
史
﹄
一

（
原
始
・
古
代
）︑
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
二
年
︒

（
74
）  

脇
田
晴
子
﹁
性
別
役
割
分
担
と
女
性
観
﹂﹃
日
本
中
世
女
性
史
の
研
究
﹄︑
東
京
大
学

出
版
会
︑
一
九
九
二
年
︒

（
75
）  

有
田
焼
に
関
し
て
は
︑
以
下
の
文
献
を
参
照
し
た
︒
尾
崎
葉
子
﹁
有
田
焼
4
0
0
年

を
支
え
て
き
た
お
ん
な
た
ち
﹂
有
田
町
歴
史
民
俗
資
料
館
館
報
﹃
季
刊
皿
山
﹄
一
〇
八
︑ 

二
〇
一
五
年
︒
有
田
町
歴
史
民
俗
資
料
館
﹃
お
ん
な
の
有
田
皿
山
さ
ん
ぽ
史
﹄
有
田
町

教
育
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