
年
と
考
え
ら
れ
る
。
赤
膚
焼
で
は
従
来
は
釉
を
使

っ
て
い
な
か

っ
た
が
、
大
仏
殿
再
興

の
と
き
長
門
か
ら
用
材
を
入
手
し
た
関
係
で
寄

贈
さ
れ
た
萩
茶
碗
が
あ
り
、
木
白
は
そ
れ
を
研
究
し
て
春
日
祭
礼
に
使

っ
た
と
い
わ
れ
る
。

「釉
薬
調
合
法
」
に
、
春
日
祭
礼
に
使

っ

た
と
い
う
白
土
を
釉
薬
に
用
い
セ
キ
と
名
づ
け
て
い
る
。
木
白
は
、
大
坂
の
西
横
堀
の
天
満
屋
喜
兵
衛
と
淡
路
町

の
布
屋
利
兵
衛
の
二

軒
に
作
品
を
送

っ
て
い
る
。
さ
ら
に

「楽
焼
は
わ
れ
の
力
も
お
よ
ぶ
ま
じ
、
地
水
火
風
の
恵
み
な
り
け
り
、
木
白
造
」
と
い
う
言
葉
も

残
し
て
い
る
。

奥
田
木
白
は
、

こ
う
し
て
赤
膚
焼

の
名
を
あ
げ
名
工
と
し
て
幾
多
の
作
品
を
残
し
、
明
治
四
年

(穴
七
一)
二
月
十
三
日
、

七
二
歳
で

も

く
さ

没
し
た
。
そ
の
子
木
佐
も
器
用
で
父
に
ま
さ
る
技
術
を
も

っ
て
い
た
と
も

い
わ
れ
、
二
代
目
木
白
を
名
乗

っ
て
、
父
と
同

一
の
印
を
使

っ
た
の
で
、
そ
の
区
別
が

つ
け
に
く
い
。

ま
た
木
白
の
ロ
ク
ロ
を
ひ
い
た
人
と
し
て
、
五
条
山
の
山
口
甚
次
郎

の
長
子
山
口
縫
造

の
名
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
人
は
、
京

系
統
の
名
工
で
ロ
ク
ロ
の
名
人
で
あ

っ
た
と
い
わ
れ
、
明
治
三
十
五
～
六
年
(一仇
○○
}一一)に
八
四
歳
で
没
し
た
。

第四章 奈良の近世文化

寺
社
参
詣
の
旅
か

ら
遊
覧
の
旅

へ

第
三
節

名
所
と
し
て
の
奈
良

奈

良

の
名

所

奈
良
は
、

古
代
で
は
政
治

の
都
で
あ

っ
た
が
、

平
安
遷
都
以
後
は
南
都
と
い
わ
れ
て
寺
社

の
都
で

あ

っ
た
た
め

に
、
貴
族
や
僧
侶
ら
の
は
な
や

か
な
巡
礼
地
の
中
心
を
な
し
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
、
藤
原
氏
の
氏
神

・
氏
寺
で
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あ
る
春
日
社
や
興
福
寺
を
は
じ
め
と
し
、
東
大
寺
な
ど
南
都
の
諸
寺
が
そ
の
目
的
地
で
あ

っ
た
が
、
広
い
意
味
で
南
都
と
も
考
え
ら
れ

た
西
の
京
や
斑
鳩
地
方
の
寺
社
も
ま
た
こ
れ
に
含
ま
れ
、
さ
ら
に
初
瀬
や
多
武
峯
、
飛
鳥
か
ら
吉
野

・
金
峰
山

へ
の
巡
礼
に
も
、
奈
良

の
諸
寺
社
も
う
で
が
と
も
な

っ
て
い
た
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
旅
の
有
様
は
、
貴
族
た
ち
の
日
記
に
も
記
さ
れ
、
文
学
作
品
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
が
、
巡
礼
記
や
見
聞
記
な
ど

は
も

っ
と
も
端
的
に
こ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
寺
社
縁
起

の
類
も
ま
た
巡
礼

へ
の
案
内
記
を
兼
ね
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
う
ち
早

い
も

の
は
す
で
に
平
安
時
代
末
期
か
ら
残
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
大
江
親
通
が
嘉
承
元
年

(ゴ
〇六)
に
記
し
た

『
七
大
寺
日
記
』
と
、

か

れ

の
再
度
の
巡
礼
記
で
あ
る
保
延
六
年

(ご
四〇)
の

『
七
大
寺
巡
礼
私
記
』
が
ま
ず
知
ら
れ
て
い
る
。
つ
い
で
建
久

三
年

(
ご
九二)
の
女

院

の
巡
礼
に
つ
き
従

っ
た
実
叡
が
著
し
た

『南
都
御
巡
礼
記
』
が
残
さ
れ
て
お
り
、

建
保
四
年

(
一三
六)
の

『諸
寺
建
立
次
第
』

や
弘

安
二
年

(三
七九)
の

『諸
寺
略
記
』
が
こ
れ
に
続
く
。

室
町
時
代
に
入
る
と
、

『
南
都
七
大
寺
巡
礼
記
』
や

『諸
寺
縁
起
集
』
も
で
き

た
。
し
か
し
寺
社
参
詣
だ
け
が
奈
良

へ
の
旅

の
目
的
で
あ

っ
た
と
は
い
い
き
れ
な
い
。
す
で
に
清
少
納
言
も

『枕
草
子
』

の
な
か
で
、

「
野
は
」
と
し
て
飛
火
野
や
春
日
野
を
、

「池
は
」
と
し
て
猿
沢
池
を
、

「山
は
」
と
し
て
三
笠
山
を
あ
げ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
に
は

伝
説
に
富
む
自
然
が
、
寺
社
と
融
合
し
た
姿
で
巡
礼
者

の
心
を
と
ら
え
て
い
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

つ
ぎ
に
寺
社
も
う
で
を
す
る
人
の
側
か
ら
み
る
と
、
中
世
に
は
貴
族
や
僧
侶
の
ほ
か
に
武
士
や
富
裕
な
農
民
の
姿
も
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
が
、
こ
の
段
階
で
は
人
民
全
体
か
ら
み
て
ご
く
そ
の
一
部
に
過
ぎ
な
か

っ
た
。
と
こ
ろ
が
中
世
も
末
期
に
な
る
と
、
動
乱

の
な

か
と
は
い
え
民
衆
の
成
長
に
と
も
な

っ
て
旅
す
る
者
も
よ
う
や
く
増
加
し
て
い

っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
こ
ろ
か
ら
、

「
お
伊
勢
参
り
」
や

「
観
音
も
う
で
」
が
広
ま
り
つ
つ
あ

っ
た
た
め
に
、
奈
良
は
そ
の
道
筋
に
当
た
る
と
こ
ろ
か
ら
、
奈
良

へ
の
旅
人
も
増
加
し
て
き
た
よ

う
で
あ
る
。
伊
勢
参
り
は
、
京
都
な
ど
各
地
か
ら
来
る
人
た
ち
が
奈
良
を
格
好
の
中
間
遊
覧
地
と
し
た
し
、
西
国
三
十
三
か
所
観
音
巡

礼
に
つ
い
て
は
、
興
福
寺
南
円
堂
は
九
番

の
札
所
と
し
て
あ
り
、
六
番

の
壺
坂
寺
、
七
番
の
岡
寺
、
八
番
の
長
谷
寺
と
と
も
に
多
く
の
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南 都 勝 景 『大 日本名産図会』

巡
礼
者
を
集
め
る
よ
う
に
な

っ
た
。
な
お
奈
良

を
通
る
も
の
と
し
て

は
吉
野
方
面

へ
の
旅
が
あ

っ
た
。
吉
野

は

「
み
た
け
詣
で
」

の
入
口

と
し
て
信
仰

の
地
と
な

っ
て
い
た
が
、
平
安
時
代

の
末
期
以
後
に
は

さ
ら
に
花

の
吉
野
と
し
て
西
行
が
こ
れ
を
有
名

に
し
、
南
北
朝
以
後

は
歌
書
と
軍
書
も
、
人
々
の
心
を
動
か
す
と
こ
ろ
と
な

っ
て
き
た
。

し
か
し
、
中
世

の
末
期
か
ら
奈
良
を
訪
れ
る
旅
行
者
が
増
加
し
、

奈
良
が
よ
う
や
く
名
所
化
し
て
き
た
と
い

っ
て
も
、
近
世
と
は
や
は

り
比
較
に
は
な
ら
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
ま

げ
ん

な

え
ん

ぷ

ず
元
和
偃
武
以
来

の
平
和
の
到
来
が
あ

っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
幕
藩

制

の
確
立
に
よ

っ
て
貴
族
や
僧
侶
に
か
わ

っ
て
支
配
層
の
位
置
を
独

占
し
た
武
士
と
、
こ
の
政
治
権
力
に
癒
着
し
た
人
々
の
階
層
が
で
き

た
こ
と
、
城
下
町
や
交
通

・
産
業
の
要
衝
に
で
き
た
都
市

の
発
達
に

よ
る
町
人

の
富
裕
化
、
村
落
に
お
け
る
農
民
の
安
定
化
な
ど
も
、
旅

行
者

の
増
加
し
た
理
由
と
し
て
無
視
で
き
な
い
。
ま
た
、
江
戸
時
代

中
期
か
ら
の
農
業
技
術
の
進
歩
普
及
や
新
田
開
発
に
よ
る
生
産

の
上

昇
と
、
貨
幣
経
済
の
農
村

へ
の
浸
透
、
余
剰
生
産
物
資

の
流
通
と
交

通
の
発
達
、
こ
れ
ら
が
ま
た
民
衆

の
消
費
生
活

を
向
上
さ
せ
、
各
地

へ
の
旅
を
可
能
に
さ
せ
る
条
件
で
も
あ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
体
制
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下
で
は
、
身
分
を
度
外
視
し
た
よ
う
な
無
制
限
な
消
費
生
活
は
許
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
分
限
を
超
え
た
浪
費

は
欠
所
追
放
に
処
せ

ら
れ
る
危
険
を
ま
ね
く
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
、
民
衆

の
旅
も
自
然
許
さ
れ
る
範
囲
で
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
旅

の
間

に
わ
ず
か
に
身
分
差
を
忘
れ
、
富
を
自
由
に
使
い
う
る
世
界
を
求
め
た
の
も
事
実
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。

「
お
か
げ
ま
い
り
」
に
み
ら

れ
た
よ
う
な
、
開
放
さ
れ
た
雰
囲
気
は
そ

の
極
端
な
も
の
で
あ

っ
た
し
、
都
市
に
遊
楽
的
な
場
所
が
増
大
し
た
の
も
そ
の
あ
ら
わ
れ
で

あ

っ
た
。

名
所
化
し
た
奈
良
と
い
っ
て
も
、
元
禄

の
こ
ろ
ま
で
は
な
お
寺
社
と
年
中
行
事
が
大
き
な
比
重
を
占
め
、
奈
良
晒
を
主
と
す
る
産
業

の
町
の
性
格
が
強
く
、
し
た
が

っ
て
奈
良

へ
の
旅
は
、
参
詣
や
巡
拝
で
あ
り
、
行
事

の
見
物
で
あ
り
、
産
業

の
た
め
の
来
訪
に
と
も
な

う
副
次
的
名
所
め
ぐ
り
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
元
禄
の
こ
ろ
以
後
に
は
、
奈
良

へ
の
旅
で
は
信
仰
面
が
後
退
し
て
、
遊
楽
的
な
気
分
が

濃
厚
に
な
る
と
い
う
傾
向
が
あ

っ
た
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
近
世
に
お
け
る
宗
教

の
指
導
性

の
衰
退
と
い
う
現
象

や
、
社
会

の
固
定
化
に
よ
る
圧
迫
感
と
い
う
日
本
全
体
の
条
件
に
も
よ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
要
す
る
に
奈
良
は
、
寺
社
と
年

中
行
事
と
産
業
と
自
然
と
が

一
体
と
な

っ
て
人

々
を
招
き
、
歴
史
と
伝
統
を
思
わ
せ
つ
つ
、
名
所
と
し
て
の
実
態

を
整
え
て
き
た
と
と

も
に
、
さ
ら
に
遊
楽
の
地
と
し
て
の
性
格
も
加
え
て
き
た
の
で
あ

っ
て
、
他
の
大
都
市
と
同
様

に
芝
居
や
遊
里
の
繁
盛
が
み
ら
れ
た
の

で
あ
る
。

中
世
末
期
に
は
、
よ
う
や
く
奈
良
が
旅
人
を
迎
え
る
名
所
と
な

っ
て
く
る
が
、

こ
れ
に
応
じ

て
世
に
知
ら
れ
て
き

南

都

八

景

た
の
は
南
都

八
景
で
あ

っ
た
。

す
な
わ
ち
、

寛
正
六
年

(
一空
ハ五
)
に
、
春
日
社
参
詣

の
将
軍
足
利
義
政
に
従

っ
た

し
ん
ず

い

お
ん
り
よ
う
り
ん
に
ち
ろ
く

禅
僧
真
蘂

は
、

そ
の
日
記

『蔭
涼
軒
日
録
』

に

「南
都
有
二
八
景
「
東
大
寺
鐘
、
春
日
埜
鹿
、
南
円
堂
藤
、
猿
沢
池
月
、

佐
保
河
螢
、

し
よ
う
し
よ
う

雲
居
坂
雨
、
轟
橋
旅
人
、
三
笠
山
雪
」
と
記
し
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
中
国
の
瀟
湘
八
景

に
ち
な
ん
だ
も

の
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
明
ら
か
に
自
然
と
寺
社
が

一
体
化
し
、
旅
人
も
ま
た
登
場
す
る
奈
良
の
名
所
が
み
ら
れ
る
。
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つ
ぎ
に
南
都
八
景
が
中
世
末
期
に
と
り
あ
げ
ら
れ
、
近
世
を
通
じ
て
人
々
に
親
し
ま
れ
た
し
る
し
と
し
て
詩
歌

に
詠
み
こ
ま
れ
売
も

の
を
引
用
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
さ
き
に
も
記
し
た

『
鯨
ふ
く
ろ
亀
』

に
み
え
る
俳
諧
で
あ
る
。

南
円
堂
藤

し
ら
藤
や
近
九
二
一
の
朝
ぼ
ら
け

芦

鶴

佐
保
川
螢

ほ
た
る
火
に
若
衆
も
見
ハ
や
さ
ほ
の
川

、

湛

水

猿
沢
池
月

浅
く
と
も
浪
の
安
積
や
月
の
母

顧

水

春
日
野
鹿

秋
の
鹿
芝
生
に
角
や
お
も
ひ
す
り

鼓

山

三
笠
山
雪

山
餘
力
あ
り
八
百
八
禰
宜
や
ね
の
雪

言

水

雲
井
坂
雨

傘
張
の
涼
ミ
と
こ
ろ
よ
雲
ゐ
坂

随

志

東
大
寺
鐘

鐘
に
香
ハ
や
え
さ
く
ら
か
も
方
七
里

芦

月

轟
橋
行
人

と
瓦
ろ
く
か
橋
を
跛
足
の
思
案
鹿

龍

淵

つ
ぎ
に
は
、
幕
末
で
あ
る
が
伴
林
光
平

の
和
歌
が
あ
る
。

春
日
野
鹿

春
日
野
は
時
雨
ふ
る
ら
し
小
男
鹿
の

こ
は
毛
の
星
の
か
け
そ
曇
れ
る
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三
笠
山
雪

大
君

の
み
か
さ
の
山

の
は
つ
み
ゆ
き

は
や

ふ
り

つ
み
ぬ
と

し
の
御
調

に

佐
保
川
螢

佐
保
川
や
井
手

こ
す
水

の
お
と
な
ひ
も

ほ

の
か
に
見

え
て
螢
と
ひ

か
ふ

雲
井
坂
雨

秋
さ
む
き
雨

の
な
ご
り

の
雲
井
坂

い
ま
か
落
葉

も
降

り
は
し
む
ら

ん

轟
橋
行
人

旅
人
も

い
ま

か
む
ま
や
を
い
て
つ
ら
ん

月

に
声
あ
る
と

瓦
ろ
き

の
は
し

南
円
堂
藤

円

か
な

る
法

の
日
か
け
に
と
き

め
き

て

南

に
糜
く
藤
浪

の
は
な

猿
沢
池
月

猿

さ
は
の
池

の
玉
藻

の
か
す
こ
と

に

ひ
か
り
や
わ

か
つ
秋

の
夜

の
月

東
大
寺
鐘

月
か
け
も
今

か
東

の
大
寺

に

ほ
の
み
え
初
め
て
鐘

ひ
Σ
く

な
り

そ

の
他

、
奈

良

八

景

と

は

い
わ

な

い
が

、

奈

良

を
名

所

と

み

る
も

の

の

一
例

と

し

て
、

寛

永

九

年

(
一
六三
ゴ
)

の

斎

藤

徳

元

の

『
独

吟

千

句

』

の
な

か

の

「
名

所

之
俳

諧

」

を

あ
げ

る

こ
と
が

で
き

る
。

武
蔵
野
や
も
ゆ
る
若
草
ち

父
み
ゐ
て

武

蔵

奈 良 八 景r奈 良名所記』
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春
日
の
里
に
そ
む
る
紺
布

岱

大

和

も
が
り
竹
奈
良
の
都
に
ゆ
ひ
ま
は
し

・大

和

し
の
ぶ
の
み
だ
れ
用
心
め
せ
り

、

陸

奥

こ
の
句

の
な
か
に
紺
布
が
み
え
る
よ
う
に
、
近
世
初
頭
の
名
所
奈
良
の
よ
び
物
は
寺
社
と
自
然
と
だ
け
で
は
な
く
産
業
が
加
わ
り
、

や
が
て
佐
保
川
に
布
を
さ
ら
す
景
観
も
奈
良
名
所
の
姿
と
な

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

奈
良
名
所
と
し
て
は
奈
良
八
景
が
知
ら
れ
て
は
い
た
が
、
名
所
め
ぐ
り
の
中
心
は
や
は
り
春

日
社
と
東
大
寺
と
興

名

所

の

数

々

福
寺
と
で
あ

っ
た
。
.し
か
し
、、
南
都
の
町
の
な
か
に
は
、
な
お
ほ
か
に
名
所
や
旧
跡
と
し
て
、
人

々
が
訪
れ
、
ま

た
旅
人
に
感
懐
を
も
よ
お
塔
せ
る
と
こ
ろ
は
あ

っ
た
。
元
禄
の
こ
ろ
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る

「奈
良

の
時
雨
」

に
は
、
春
日

.
興
福

・
東
大
の
三
社
寺
を
除

い
た
町

の
な
か
め
名
所
を
め
ぐ
り
な
が
ら
、
そ
の
由
緒
を
詳
し
く
記
し
て
い
る
。

『
奈
良
曝
』
に
は
町
中
の
名
所
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
個
所
と
そ
の
伝
承
を
記
し
て
い
る
の
で
、

こ
れ
を
つ
ぎ
に
簡
略
に
し
て
列
挙
し
、

近
世
に
名
所
と
し
て
い
た
と
ご
ろ
を
み
る
こ
と
と
す
る
。

頭

塔

清
水
町
、
藤
原
広
嗣
の
怨
霊
が
玄
肪
の
首
を
捨
て
た
所
と
い
う
伝
説
の
地

眉

目

塚

ま
め
山
町
崇
徳
寺
内
、
玄
肪
の
眉
と
目
を
落
と
し
た
と
伝
え
る
所
に
で
き
た
塚

肘

塚

こ
の
町
の
会
所
の
中
、
こ
れ
も
玄
肪
の
か
い
な
を
す
て
た
所
と
い
う

吉

備

塚

紀
寺
町
の
南
の
森
の
中
、
御
霊
社
の
神
で
あ
る
吉
備
大
臣
を
葬
っ
た
所
と
い
う

覚
明
が
石
塔

'池
の
町
北
側
東
角
、
木
曽
太
夫
坊
覚
明
の
は
て
た
所
と
伝
え
る

百
万
石
塔

鳴
川
町
徳
融
寺
内
、
も
と
高
林
寺
内
に
あ
り
、
謡
曲
百
万
の
塔

観
音
堂
井

西
新
在
家
町
慈
眼
寺
前
の
井
戸
、
弘
法
大
師
が
掘
っ
た
名
水
と
さ
れ
、
酒
に
使
う

黄
鳥
が
谷

慈
眼
寺
観
音
堂
前
の
川
で
、
う
ぐ
い
す
が
谷
と
い
う

大

井

本

北
市
町
南
側
東
角
、
弘
法
四
十
八
井
の
一
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大

井

芝
辻
町
、
弘
法
井

の

一
ハ
漢
国

・
氷
室
祭

の
と
き
神
人
が
め
ぐ
る

深

井

下
御
門
町
東
側
、
弘
法
井

の

一

か
す
り
井

橋
本
町
南
側
、
弘
法
井

の

一
で
水
は
少
な

い
が
決
し
て
枯
れ
な

い

た

る

井

た
る
井
町
南
側
、
弘
法
井

の

一
で
水
し
た
た

る
井

の
意

い

と

こ

従

弟

井

押
上
町
中
程
、
弘
法
井

の

一
で
、

こ
の
名
を
と

っ
て
い
と
く

い
橋

の
名
が
あ

る

手

分

森

下
三
条
町
南
側

率

川

子
守
伝
香
寺
前

の
川
、
開
化

天
皇
皇
居

の
跡

松

浦

谷

大
乗
院

の
所
、
昔
ま

つ
ら
長
者
が
住

ん
だ
あ
と
と
い
う

き

お

ん

鬼

隠

山

大
乗
院

の
後
山
、
元
興
寺

の
道
場
法
師
に
く
み

つ
か
れ

て
鬼
が

か
く
れ
た
と

い
う

浅

香

山

菩
提
谷
成
身
院

の
後
山
、
き

お
ん
山

の
続
き

の
山
で
古
歌
あ
り

山

井

荒
池

へ
下

る
道

の
西
傍
、
興
福
寺

の
大
事

の
書

を
う

つ
す
と
き
用
い
る
水

魚

養

塚

十
輪
院

の
中
、
弘
法
大
師

の
手

の
師
匠
魚
養
法
師

の
塚

猿

沢

池

天

竺
獪
猴
池
を
表

す
、
南
都
八
景

の
内

衣

掛

柳

猿
沢
池

の
東
、

う
ね
女
が
身
を
投
げ

た
と
き
衣
を

か
け
た
と
伝

え
る

菩

提

川

猿
沢
池
東
の
川
、
菩
提
僧
正
が

こ
の
辺
に
住

ん
だ
と

い
う

菩

提

谷

菩
提
川

の
東
、

こ
の
辺
興
福
寺
僧

の
居
所

五
十
二
段

猿
沢
池

の
東
、
右

に
左
府

の
森
、
東

に
馬
谷
道
あ
り

楊
貴
妃
桜

五
十
二
段

の
上
左
手
、
興
福
寺
僧
玄
宗

の
愛
し
た
桜

を
唐

の
故
事

に
託
す

猿

塚

う
ね
め
の
宮

の
前
、
今

は
く
ず

し
て
石

を
ふ
せ
る

雲

井

坂

押
上
町
の
南

一
里
塚

の
辺
、

こ
の
所

の
夜
雨
は
八
景

の

一
、

昔

こ
こ
の
東
大
寺

の
門
に
金
光
明
四
天
王
護

国
之
寺

の
額
が
あ

り
、
夜

々
龍
が

こ
れ
を
ね
ぶ

っ
た
が
、
そ

の
時
此
辺
に
雲
う
ず
ま
く
に
よ

っ
て
こ
の
名
が
あ
る

轟

橋

雲
井

坂
の
南

の
橋
、
車
三
輌
な
ら
ぶ
故

に
こ
の
名
あ
り
と

い
う
、
八
景

の
内

み
ど
り
が
池

雲
井
坂

の
南
、

こ
れ
よ
り
四
町
離
れ
て

い
る
大
鳥
居
が
う

つ
る
と
い
う
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菖

蒲

池

菖
蒲
池
町
、
頼
政
の
後
室
あ
や
め
の
前
の
住
所
と
伝
う
、
池
あ
り

尼

が

池

中
筋
町
の
西
側
、
昔
は
大
池
で
、
平
忠
盛
の
後
室
尼
御
前
の
住
所

佐

保

川

こ
の
川
の
螢
は
八
景
の
内

佐

保

山

今
の
眉
間
寺
山

千

坊

坂

今
在
家
町
石
橋
よ
り
北
の
坂
、
昔
寺
あ
り
坊
数
が
千
あ
っ
た
と
い
う

北

山

十
八
軒
、
昔
癩
人
が
住
ん
だ
と
い
う
、
こ
の
癩
人
の
も
と
に
恵
心
僧
都
の
描
い
た
阿
弥
陀
仏
が
あ
っ
た

蔵
俊
石
塔

興
善
院
町
の
坂
の
上
り
た
て
、
興
福
寺
の
名
僧
蔵
俊
の
石
塔
で
、
お
こ
り
を
わ
ず
ら
う
人
に
験
あ
り

多

門

山

松
永
久
秀
の
城
址

笠
卒
都
婆

興
善
院
町
よ
り
北
、
弘
法
大
師
ま
た
は
実
範
上
人
の
作
と
伝
え
る

豊
成
卿
石
塔

鳴
川
の
大
念
仏
の
寺
の
内
、
な
お
豊
成
と
そ
の
娘
中
将
姫
の
肖
像
が
あ
る

奈
良
町
中
の
名
所
の
ほ
か
に
、
郊
外
に
も
寺
社
に
も
う
で
詩
藻
を
や
し
な
い
遊
子
を
楽
し
ま
せ
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
。
奈
良
を
中
心

と
す
る
奈
良
文
化
圏
内
に
は
、
事
実
名
所
旧
蹟
や
寺
社
が
多
く
、
こ
れ
ら
も
広
い
意
味
で
の
奈
良
の
名
所
と
考
、兄
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
東
北
方
に
は
中
ノ
川
か
ら
忍
辱
山
円
成
寺

・
浄
瑠
璃
寺

・
岩
船
寺
な
ど
の
諸
寺
が
あ
り
、
さ
ら
に
笠
置

の
史
跡
や
近
世
後
期
に

文
人
墨
客
に
よ

っ
て
喧
伝
さ
れ
た
月
ヶ
瀬
梅
林

の
名
勝
が
あ
る
。
北
方
に
は

一
休
で
名
高
い
薪
の
酬
恩
庵
が
あ

っ
て
、
さ
ら
に
宇
治
に

つ
づ
く
。
西
に
向
か
え
ぽ

い
わ
ゆ
る
佐
保
路
の
興
福
院

・
不
退
寺

・
海
竜
王
寺

・
法
華
寺
か
ら
、
西
大
寺

・
秋
篠
寺

.
喜
光
寺
な
ど
が

あ
り
、
平
城
宮
跡
や
菅
原
の
旧
跡
も
指
呼

の
間
に
あ
る
。
唐
招
提
寺

・
薬
師
寺
の
い
わ
ゆ
る
西
の
京

は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
法
隆
寺
辺

つ

や
竜
田
も
奈
良
め
ぐ
り
の
な
か
に
入
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
南
方
か
ら
東
方
に
か
け
て
は
、
帯
解
寺
か
ら
高
樋

の
弘
仁
寺
や
菩
提

山
正
暦
寺
、
あ
る
い
は
山
村

の
円
照
寺
や
白
毫
寺
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
名
刹
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。

岡
村
正
辰
の

『
大
和
巡
礼
集
』
と

『続
大
和
巡
礼
集
』
ぽ
、
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
俳
諧
を
名
所
別
に
集
め
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
書
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
名
所
の
う
ち
、
現
奈
良
市
域
内

の
も

の
を
参
考
と
し
て
あ
げ
る
と
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
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鹿
野
園

般
若
寺

二
月
堂

忍
辱
山

丹
生

西
之
京

菩
提
山

法
花
寺

飛
火

(富
雄
川
)

冨
緒
河

東
大
寺

若
草
山

春
日

辰
市

高
天

手
向
山

高
円

奈
良

鶯
滝

野
守

不
退
寺

興
福
寺

秋
篠

赤
膚
山

佐
保

猿
沢
池

西
大
寺

雪
消
沢

三
笠
山

招
提
寺

白
毫
寺

菅
原

菅
原
伏
見
里

(い
ろ
は
順
に
な
っ
て
い
る
)

俳
人
に
喜
ぽ
れ
た
と
こ
ろ
が
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
か
が

こ
れ
か
ら
察
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

ほ
ら

ま
た
紅
葉
の
名
所
に
つ
い
て
は
竜
田
が
知
ら
れ
る
が
、
洞

の
紅
葉

に

つ

い

て

『
南
都
年
中
行
事
』

に
つ
ぎ

の
記
事
が
あ
る
。

季
秋
紅
葉
所

々
に
有
と
雖
、
洞

の
紅
葉
を
言
て
奈
良

の
名
産
と
す
。
然
し
往
昔
よ

り
手
向

山
の
紅
葉
は
世
に
其
名
高
け
れ
ど
も
、
中
世
以
来

は
絶
え
て
所
在
を
う
し
な

ひ
し
也
、
又
洞

の
紅
葉

と
稱

せ
し
物
、
寛
文
年
比

ま
で
は
八
幡
山
の
南
若
艸
山

の
北

谷

間
に
在
り
し
と
か
や
、
近
年

は
三
笠
山
本
宮
嶽

の
北
面
水
屋
川
の
水
上
邊
楓
樹
多

く

し
て
、
暮
秋

の
紅
葉
錦
繍

を
引
は
え
た
る
如
く

に
し

て
景

色
た

父
な
ら
ぬ
ゆ

へ
、

遊

山
逍
遙

の
輩
多
し

そ
の
ほ
か
幕
天
に
な
れ
ば
、
皇
陵
も
巡
拝
の
場
所
と
し
て
注
目
さ
れ
て
く
る
の

で
あ

る
。

近
世
に
お
い
て
、
奈
良
の
名
所
を
た
ず
ね
年
中
行
事
に
感
慨
を
も
よ
お
し
た
人
は
多

い
。
こ
こ
で
は
そ
の
中
で
も

奈
良
と
文
人
の
旅

著
名
な
人

々
に
つ
い
て
、
そ
の
紀
行
文
な
ど
を
た
ど

っ
て
記
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
そ
の
先
駆
を
な
す
も

の
と
し
て
は
、
連
歌
師
宗
祇
の
高
弟
宗
長
の

『宗
長
日
記
』
が
あ
る
。
宗
長
は
郷
里
駿
河
と
京
都
の
問
を
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何

度

か
往

復

し

た
が

、

大

永

二
年

(
一互
三
)
駿

河

か

ら
伊

勢

を
経

て
奈

良

に
入

っ
た
。

そ

の
連

歌

の
旅

の

一
節

は

つ
ぎ

の
よ

う

で
あ

る
。

白
土
法
眼
澄
英

の
坊

に

一
宿
、
又
明
る
日
南
都
千
手
院
、
澄
英

同
道
、
連
歌
あ
り
、
発
句

冬
や

い
つ
わ
か
草

や
ま
の
は
る
日
か
な

一
日
あ
り
て
慈
尊
院
、
十

日
あ
ま
り
宿
坊
、
連
歌
発
句

今
朝
ち
る
や
あ
ら
し

の
花

の
ゆ
き

の
庭

蓮
花
院

に
し

て

ま
じ
れ
ち
れ
あ

ら
し
の
雪

の
は
な
も
み
ち

大
仏

に
ま

い
り
、
そ
れ

よ
り
山
城
薪

へ
ま
か
り

の
ぼ
る
、
門
送

か
れ

こ
れ
さ
き
に
た
ち
て
、
般
若
寺
坂
に
ま
た

る

ま

さ

に
奈

良

見

物

の
連

歌

の
旅

で
あ

っ
た
。

な

お
宗

長

は
南

都

か

ら
所

望

さ
れ

て

つ
ぎ

の
句

を

も

の
し

た
。

そ

め
か
く
る
さ
ほ
か
ぜ

い
く

か
春

の
い
ろ

う
ぐ

ひ
す

の
い
と
に
よ
ら

る
鼠
柳

か
な

い
つ
く
よ
り
わ
か
草
山

の
春
日
哉

き
ん
え
だ

つ
ぎ
に
三
条
西
公
條
が
あ
る
。
公
條
は
連
歌
師
紹
巴
と
と
も

に
歌

の
修
行
と
し
て
高
野

・
吉
野

へ
の
途
次
、
奈
良
名
所
を
訪
ね
饅
頭

屋
宗
二
を
案
内
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
紀
行
文

『吉
野
詣
記
』
に
よ
る
と
、

天
文
二
十
二
年

(一甍
三)
二
月
下
旬
奈
良
坂
越
え
で

奈
良
に
入
り
、
般
若
寺
の
文
殊
堂
に
立
ち
よ
り
旅
宿

に
入

っ
た
と
あ
る
か
ら
、
転
害
辺

の
宿
で
あ

っ
た
ろ
う
か
。
翌
日
春
日
社
に
も
う

で
、

つ
い
で
地
蔵
菩
薩
の
縁
日
に
十
輪
院

に
参

っ
て

「石
に
き
り
つ
け
ら
れ
た
る
仏
菩
薩
歴

々
と
し
て
殊
勝
の
霊
地
な
り
」
と
い
っ
て

い
る
。

つ
づ
い
て
興
福
寺
の
諸
堂
に
結
縁
し
、
東
大
寺

に
行

っ
て
大
仏
殿
を
は
じ
め
八
幡
宮
に
参
り
、
念
仏
堂
の
舎
利
を
頂
戴
し
二
月

堂
に
参
詣
し
た
。
そ
の
あ
と

「
雨
す
こ
し
ふ
り
て
笠
な
ど
取
寄
て
知
足
院
な
ど
見
て
や
ど
り
に
帰
」

っ
た
。
そ
の
翌
日
は
、
眉
間
寺

・

(昇
)

不
退
寺

・
法
華
寺

・
海
竜
王
寺

・
超
勝
寺

・
西
大
寺

・
招
提
寺

・
薬
師
寺

・
大
安
寺

・
元
興
寺
な
ど
に
結
縁
し
、
そ
の
つ
ぎ

の
日
に
在
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原
寺
を
さ
し
て
南
都
を
出
て
い
る
。
こ
の
間
紹
巴
と
連
歌
を
詠
み
交
わ
し
て
い
る
が
、
こ
の
行
は
寺
社
巡
拝
と
連
歌
の
修
行
に
つ
き
る

と
い
っ
て
よ
い
。

関
ケ
原
の
戦
の
あ
と
、
世
の
動
揺
も
お
さ
ま

っ
て
く
る
と
、

京
都
貴
族

の
春
日
も
う
で
も
復
活
し
た
。

慶
長
六
年

(
ニハ9
)
六
月
に

は
、
後
陽
成
天
皇
の
女
御
(近
衛
前
子
)
が
多
数

の
公
家
衆
を
つ
れ
て
春
日
社
に
参
詣
し
た

(鑓
纛
)。

ま
た
大
徳
寺

の
沢
庵
は
、

漢
国
神

社
の
芳
林
庵
に
寓
居
の
間
大
和
の
名
所
旧
跡
め
ぐ
り
を
し
た
が
、
そ
の
巡
拝

の
寺
に
は
菩
提
山

・
忍
辱
山
や
法
華
寺

・
西
大
寺

・
唐
招

提
寺

・
眉
間
寺
な
ど
が
あ

っ
た
。
つ
い
で
浄
土
宗

の
僧
袋
中
良
定
も
南
都

の
各
社
寺
を
広
く
巡
拝
し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
前
関
白
近
衛
信

尋
は
、
寛
永
十
六
年

(ニ
ハ三九)
九
月
に
連
歌
師
里
村
玄
的
ら
と
奈
良
に
来
た
。
か
れ
は

一
乗
院

の
坊
官
中
沼
左
京
亮
元
知
宅
に
泊
ま
り
、

春
日
社

・
興
福
寺

・
東
大
寺
な
ど
を
め
ぐ
り
、
能
楽
や
槍
術
を
見
て
い
る
。
信
尋
は
そ
の
翌
年
二
月
に
も
薪
能
見
物

の
た
め
に
ふ
た
た

び
南
都
に
遊
び
、
寛
永

二
十

一
年
(謹
褓
翫
墜

に
は
吉
野

・
初
瀬

へ
の
下
向
の
途
に
奈
良
を
過
ぎ
て
、

つ
ぎ

の
発
句
を
も
の
し
て
い
る
。

藤
浪
や
又
立
か
へ
り
三
笠
山

(『本
源
自
性
院
記
』)

詩
歌
を
た
し
な
む
文
人
は
、
奈
良
の
名
所
や
行
事
を
句
想
を
養
う
好
個
の
と
こ
ろ
と
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
何

と
い
っ
て
も
著
名
な

の
は
元
禄
期
の
芭
蕉
で
あ
ろ
う
。

の
ざ
ら

し

芭
蕉
は
貞
享
元
年

(宍
八四)
に
江
戸
の
草
庵
を
立

っ
て
帰
郷
を
兼
ね
た
関
西
旅
行
に
出
か
け
た
が
、
こ
の
と
き
の
紀
行
が

『
野

晒

紀

行
』
で
あ

っ
た
。
そ
の
翌
年
奈
良
を
訪
ね
二
月
堂
に
お
籠
り
し
た
感
動
を

「水
取
や
」
の

一
句
と
し
て
、
そ
の
印
象
を
聴
覚
に
凝
集
し

た
の
で
あ

っ
た
。
貞
享
五
年
ふ
た
た
び
近
畿

の
地
を
た
ず
ね
た
が
、
唐
招
提
寺
の
鑑
真
和
上
像
を
拝
し
て
詠
ん
だ

若
葉
し
て
御
目
の
し
つ
く
拭
は
ば
や

は
、
こ
の
旅
の
所
産
で
あ

っ
た
。

そ
の
の
ち
芭
蕉
は
奥

の
細
道

の
大
旅
行
の
疲
れ
を
郷
里
上
野
に
休
め
る
間
、

元
禄

二
年

(宍
発
)
に

ま
た
奈
良
を
訪
れ
、
春
日
若
宮
祭
礼
を
拝
観
し
た
が
、
そ
の
と
き
は
大
仏
殿
再
興
工
事

の
最
中
で
あ

っ
た
の
で
、
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初
雪
や
い
つ
大
仏
の
柱
立

初
雪
や
聖
小
僧
の
笈
の
い
ろ

の
二
句
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
の
ち
も
か
れ
は
奈
良
に
遊
ん
だ
が
、
元
禄
七
年

(ご
ハ九四)
猿
沢
池
畔
に

一
泊
し
て

ひ
い
と
啼
く
し
り
声
か
な
し
夜
の
鹿

と
吟
じ
、
大
坂

へ
赴
く
道
す
が
ら

菊
の
香
や
奈
良
に
は
古
き
仏
達

き
く
の
香
や
奈
良
は
幾
代
の
男
ぶ
り

と
詠
ん
で
い
る
(翻
鑷
宛
)。
ま
た

『泊
船
集
』
に
は

菊
の
香
に
く
ら
が
り
登
る
節
句
か
な

の
句
も
あ
る
。
貞
享
元
年

の
作
で
あ
る
有
名
な

奈
良
七
重
七
堂
伽
藍
八
重
桜

の
句
は
、
何
処
で
の
作
で
あ
る
か
は
伝
え
て
い
な
い
が
、
芭
蕉

に
奈
良

に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
多
く

の
名
句
を
残
さ
せ
た
の
は
何
で

あ

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
故
郷
上
野
に
近
い
と
い

っ
て
も
、
奈
良

に
は
彼
を
誘
う
俳
友

の
住
家
は
な
か

っ
た
。
と
す
れ
ぽ
や
は
り
芭
蕉
と

大
和
と
の
つ
な
が
り
は
、
西
行
法
師
の
足
跡
と
し
て
の
魅
力
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
と
に
奈
良

の
年
中
行
事
と
な

っ
て
い
た
お
水
取

り
な
ど
で
あ
り
、
ま
た
古
い
仏
達

の
い
ま
す
名
所
旧
跡
で
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

貝
原
益
軒
は
元
禄
五
年

(エ
ハ空
)
六
三
歳
の
と
き
、

京
都
か
ら
吉
野

へ
の
往
復
に
奈
良
見
物
を
し
、

同
九
年
に

『
和
州
巡
覧
記
』
を

刊
行
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
歌
姫
越
え
で
奈
良

に
入
り
、
神
功
皇
后
陵
な
ど

の
陵
墓

・
超
昇
寺
跡

・
秋
篠
寺

・
西
大
寺
を
み
て
菅
原

・
伏
見

・
蓬
莢
村
を
経
、
西
の
京

に
招
提
寺

・
薬
師
寺
を
拝
し
て
南
方
柏
木
杜

・
辰
市

・
大
安
寺
を
ま
わ

っ
た
。

つ
い
で
奈
良
の
北
部
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で
あ
る
法
華
寺

・
海
竜
王
寺

・
不
退
寺

・
眉
間
寺

・
佐
保
川

・
雲
井
坂

・
轟

の
橋
を
見
め
ぐ
り
、
さ
ら
に
興
福
寺

・
元
興
寺

・
率
川

・

春
日
野

・
野
守

・
雪
消

の
沢
を
め
で
、
春
日
大
明
神

・
春
日
山

・
若
宮
八
幡

・
手
向
山

・
若
草
山

・
三
月
堂

・
二
月
堂

・
東
大
寺

・
飛

火
野
を
見
物
し
て

一
た
ん
郡
山

へ
出
た
。
帰
途
に
は
石
上
神
宮
を
経
て
菩
提
山
に
寄
り
、
般
若
寺

・
奈
良
坂
を
通

っ
て
帰

京

し

て

い

る
。
こ
の
な
か
で
雲
井
坂

・
轟
の
橋
の
項
に
は

「
南
都
八
景
の

一
な
り
」
、
若
草
山

・
飛
火
野
に
は

「名
所
な
り
」
と
注

記

し

て

い

る
。
ま
た
太
宰
春
台
は

「寧
楽
懐
古
」
と
題
し
て
つ
ぎ
の
詩
を
賦
し
て
い
る
。

南
都
茫
々
古
帝
城

藉
田
麦
秀
農
人
渡

細
柳
低
垂
常
惹
恨

千
年
陳
迹
唯
蘭
若

三
條
九
陌
自
縦
横

馳
道
蓬
生
賈
客
行

開
花
歴
乱
竟
無
情

日
暮
拗
々
野
鹿
鳴

古
都
を
思
う
情
緒
に
み
ち
た
詩
で
あ
る
。

江
戸

の
俳
諧
師
高
橋
蓑
笠
庵
利

一
は
、

明
和
二
年

(一七六五)
五
二
歳
の
と
き

大
和
に
旅
し

て

『
大
和
め
ぐ
り
』
を
書
き
残
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
春
日
野
に
つ
い
て

コ

の
鳥
居
よ

り
本
社

へ
十
八
町
と
云
り
、
此
間
の
風
景
は
、
草
に
あ
そ
ふ
鹿
樹
に
や
と
る
猿
、
左
右
は
松

柏
ま
れ
に
し
て
あ

せ
ほ
の
木

の
み
多
し
L
と
記
し
、
二
の
鳥
居
か
ら
内

の
灯
籠

の
多
い
の
に

感
心
し
、
そ
れ
か
ら
東
大
寺

の
諸
堂
を
め
ぐ
り
、
興
福
寺
に
つ
い
て
は

「
い
に
し
年

の
回
禄

に
七
堂
伽
藍

の
結
構
す

へ
て
鳥
有
と
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
本
居
宣
長
は
明
和
九
年

(咳
櫞
境
葺
)
耳
梨
か
ら
三
輪
に
向
か
う
道
で

「思

い
や
る
空

は
霞

の
八
重
ざ
く
ら

な
ら
の
み

や
こ
も
今
や
咲
ら
ん
」
と
思
い
を
馳
せ
た
こ
と
を

『菅
笠
日
記
』
に
記
し
て
い
る
。
そ
の
ほ

旧 追 分 本 陣(富 雄中町)
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か
奈
良
を
訪
れ
た
人
々
の
筆

の
跡
は
多

い
。

～

こ
れ
ら
旅

の
人
た
ち
の
道
筋
に
つ
い
て
つ
ぎ
に
簡
単
に
記
し
て
お
こ
う
。
北
の
方
宇
治

・
京

都
に
通
じ
る
街
道
に

は
奈
良
坂
越
と
歌
姫
越
が
あ

っ
た
が
、
こ
の
時
代
に
は
奈
良
坂
道
が
主
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ

る
。
『奈

良

曝
』

に

よ
る
と
、
す
べ
て
奈
良
坂
口
か
ら
と
し
て
木
津

へ
一
里
半
、
賀
茂

へ
二
里
、
伊
賀
上
野

へ
九
里
、
宇
治

へ
六
里
な
ど
と
記
し
て
い
る
。

西
の
方
大
坂

へ
は
八
里
で
、
下
三
条

口
か
ら
尼
辻
を
経
る
の
で
あ
る
が
、
暗
峠
越
と
河
内
中
垣

へ
出
る
中
垣
越
と
清
滝
越
が
あ
り
、
西

南
に
向
か

っ
て
は
、
や
は
り
下
三
条
口
か
ら
出
る
道
で
十
三
峠
越
え
と
信
貴
越
と
亀
瀬
越
と
が
あ

っ
て
、
河
内
の
高
安

・
国
府
や
摂
津

の
堺

・
住
吉
に
出
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
南

に
は
長
谷
街
道
に
な
る
上
街
道
と
、
京
終

口
か
ら
出
て
横
田
を
経

て
南
方
吉
野
方
面
に

連
な
る
中
街
道
と
、
郡
山

へ
通
じ
る
下
街
道
が
あ
り
、
北
方
か
ら
の
歌
姫
越
は
尼
辻
に
出
て
郡
山
に
通
じ
て
い
た
。
東
に
は
笠
置
を
通

る
伊
勢
街
道
と
柳
生
に
つ
づ
く
柳
生
街
道
が
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
街
道
は
、
京
都

・
郡
山

.
柳
生

.
紀
州
な
ど

と
の
連
絡
の
道
で
あ

　

り
、

大
坂

・
堺

・
大

和

平

野

・
山

中

・
南

山

城

な

ど

と

の
経

済

交

流

の
道

で

も

あ

っ
た
が

、

参

詣
巡

拝

の
道

と

し

て
盛

ん

に
利

用

さ

れ

た

も

の
で

あ

る

。

そ

の
う

ち

と

く

に
伊

勢

ま

い
り

の
道

に

つ

い
て

い

え
ぽ

、

『
奈

良

曝

』

も

最

初

に

こ
れ

を

あ

げ

て

つ
ぎ

の
よ

う

に
記

し

て

い
る

。

(街
)

一

奈
良
∂
長
谷
海
道

に
か
二
り
て
伊
勢

へ
行

に

ハ
、

な
ら
か
い
な
つ
か

口
汐

い
て
玉
長
井
、
柴

や
、
く
ら

の
庄

、

い
ち
の
も
と
、

い
そ
の
上
、

旅

の

道

筋

と

旅
籠
屋

・
土
産
物

道 標

(緑ケ丘浄水場)

(河
)

田
部
、
江
原
城
、
丹
波
市
、
柳
本

(後
略
)

一

な
ら
∂
伊
賀
海
道

を

へ
て
伊
せ

へ
行

に

ハ
、
賀
茂
諏
ら
動
、
か
さ
ぎ

へ
二
里
、大

川
原
迄

一
里
半
、
嶋

が
は
ら

一
里
半
、
上
野

へ
二
里

(後
略
)

と
あ

っ
て
、

長

谷

街

道

と

伊

賀

街

道

の

二
街

道

が

主

で
あ

っ
た

こ
と
が

知

ら

れ

る

。
奈

良

坂

に
は

「
い
が

・
い

せ
」

を

示

し

た
道

標

が

あ

り

、

緑

ケ
丘
浄

水

場
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前

に

は
、

つ
ぎ

の
刻

銘

の
あ

る
高

さ

三

層

、

安

永

二
年

(
一耄
三
)

の
大

道

標

が

現
存

し

て

い
る

。

(西
面
)

太
神
宮

左

い
が

い
せ
道

(北
面
)

い
せ
迄

凡

二
十
七
里

(南
面
)

案

二
謎

三
月
吉
日

な

お
、

奈

良

町

か

ら
上

街

道

へ
出

る
椚

口
と

称

す

る
中

辻

・
肘

塚

・
椚

木

・
竹

花

の

各

町

の

う

ち
、

中

辻

町

の
交

差

点

に

は

か

つ
て

つ
ぎ

の
よ

う

な
道

標

が

あ

っ
た
と

い
う

。

右

か
う
や

よ
し

の
道

(北
面
)

す
ぐ

は
せ
越

伊
勢

み
ち

左

な
ぽ
り
越

伊
勢

み
ち

(南
面
)

す
ぐ

春

日

大
仏

(東
面
)

右

春
日

大
仏

二
月
堂

文
政
三
年
辰
四
月

右

は
せ
越

い
せ
み
ち

(
西
面
)

す
ぐ

な
ぽ
り
越

い
せ
み
ち

左

春
日

大
仏

二
月
堂

伊

勢

参

宮

の
道

は
、

右

に

の
べ

た

ほ

か

に
、

鉢

伏

峠

か
ら

田

原

・

一
台
峠

・
上

杣

ノ
川

・
馬

場

・

旅 籠 風 景 『大和名所図会』

宿 引 札(天 理図書館蔵)
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針

ケ
別
所

・
小
倉

・
小
原
と
大
和
高
原
を
西
北
か
ら
東
南

へ
斜
断
し
て
笠
間
峠
を
越
え
、
急
坂
を
下
り
名
張
に
出

て
主
街
道
に
合
す
る

名
張
越
伊
勢
道
や
、
石
切
峠
を
越
え
、
忍
辱
山

.
大
柳
生
を
経
て
上
野
方
面

へ
達
す
る
道
、
鉢
伏
峠
を
越
え
田
原

か
ら
水
間
峠

・
大
橋

を
経
て
月
ヶ
瀬
に
向
か
う
街
道
な
ど
が
あ

っ
た
。
つ
ま
り
東
山
中
や
肘
塚
町
は
伊
勢
参
宮

の
沿
線

に
あ
た

っ
て
い
た
の
で
、
さ
き
に
あ

げ
た
よ
う
に
お
か
げ
灯
籠

の
建
立
と
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

奈
良
に
く
る
旅
行
者
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
、
旅
宿
も
整

っ
て
き
た
。
奈
良

の
旅
籠
屋

に
つ
い
て
は
、
室
町
時
代

の
中
期
に
東
大
寺

関
係
者
が
東
大
寺
郷
中

の
手
貝

.
今
小
路

.
押
上
辺
で
こ
れ
を
経
営
し
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
転
害
郷
が
旅

宿
郷
と
も
呼
ぼ
れ
る
よ
う
に
発
達
し
た
。
ま
た
猿
沢
池
に
近
い
今
御
門

・
樽
井
あ
た
り
も
奈
良

の
旅
宿
町
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い

て
は
す
で
に
職
業

の
項
で
述
べ
た
か
ら
、
こ
こ
で
は
遊
覧
客
と
の
関
係

に
つ
い
て
記
す
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
伊
勢
講
な
ど
は
そ
れ
ぞ
れ

宿 引 札(天 理図書館蔵)

定

宿

を

も

ち

、
宿

に

は
講

の
看
板

を

か

か
げ

て

い
た
。

ま

た
旅

籠

屋

で

は
客

引

き

札

を

出

し

て
遊

覧

客

を
さ

そ

っ
て

い

る
が

、

そ

の
な

か

の

一
例

と

し

て
、

樽

井

町

の
宿

引

き

札

の

一
部

を
引

い
て

お

こ

う
。

(名
前
)

な
ら
入

口
汐
さ
る
沢

の
い
け
ま
で
八
丁
あ
り
、
此
間
に
御

た
つ
ね

の
宿

の
な
ま
い
を

か

た
り
、

み
ち
を
ま
よ
わ
せ
候
宿
引
お

x
く
候
あ

い
だ
、
と
ち
う

の
こ
と

は
御
と
り
あ

へ
な

く
、

お
ぼ
し
め
し
の
御
く

に
元
汐
お
ん
た
つ

ね
の
宿

へ
御
入
来
被
成
下
候

こ

の
よ

う

な
状

態

で
旅

宿

の
数

も

ふ

え
客

引

き

も

さ

か
ん

に
な

る
と

、

宿

屋

の
待

遇

に
も

問

題
が

生

じ
、

風
紀

の
乱

れ
も

あ

っ
た

か

ら
、

こ

こ

に
安

心

し

て
と

ま

れ

る

宿

が

求

め

ら

れ

、
や

が

て
旅

館

業

組

合

と

も

い
う

べ

き

も

の
が

で
き

た

。
文

化

元
年

(
天
〇四
)

に
大

坂

玉
造

の
弓

弦

屋

の
手

代

源

助

が

始

め

た
浪

花

講

が

そ

れ

で
、

奈

良

の
代

表

的

な
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旅
館
も
こ
う
い
う
組
織

に
入

っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
他
面
で
は
、
與
六
と
い
う
旅
人
の
案
内
者
が
あ
り
、

「
油
墨
や
さ
ら

し
屋
旅
籠
屋

へ
旅
人
を
同
道
し
来
れ
ぽ
、
う
は
ま
へ
の
銭
を
取
事
と
か
や
、
與
六
札
な
と
云
る
事
あ
る
の
よ
し
」

(贋
鰹
鞴
縫
騨
曜
紅
+
)

と
の
う
わ
さ
も
あ

っ
た
。
な
お
幕
末

に
な

っ
て
旅
宿
仲
間

の
問
に
客
争
い
が
お
こ

っ
て
い
る
。

奈
良
が
名
所
と
し
て
も

の
詣
で
よ
り
は
む
し
ろ
遊
覧

の
町
と
な

っ
て
く
る
に
つ
れ
て
、
上
産
物
の
需
要
も
増
し

て
く
る
。
こ
れ
に
応

じ
て
奈
良
産
業
が
衰
退

へ
の
過
程
で
土
産
物
化
し
た
も

の
も
多

い
。
奈
良
土
産

の
記
録

の
占
い
も

の
に

『
日
葡
辞
書
』
に
あ
ら
れ
酒
が

春 日 担 茶 屋r大 和名所図会』

み
え
る
が
、

さ
ら
に
寛
永
十
五
年

(
ニハ三八
)
に
著
さ
れ
た
俳
書

『
毛
吹
草
』
に
諸

国
の
名
物
が
収
載
さ
れ
て
い
る
(錦
駝
」
。

さ
て
土
産
物
は

一
般
に
店
で
売
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、

「
さ
ら
し

二
て
も
油
煙

墨
に
て
も
御
も
と
め
候

ハ
ん

ニ
ハ
、
宿
の
て
い
し
ゅ
御
頼

ミ
有
て
御
か
い
候

ヘ
ハ

や
す
し
」
(騾
良
)
と
い
う
様
子
で
も
あ

っ
た
ら
し
い
。
名
所
記
や
案
内
図

の
挿
絵

も
ろ

は

く

な
ど
を
み
る
と
、
諸
白
酒
屋

・
饅
頭
屋

・
餅
だ
ん
ご
売
屋

な
ど

の
土
産
物
屋
が

あ
り
、
茶
屋

・
鹿

せ
ん
べ
い
売
り

・
若
草
山
登
り
籠
屋
な
ど
、
遊
覧
客
相
手

の
商

売
も
盛
ん
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
な
奈
良

の
名
所
は
、
い
か
に
守
ら
れ
て
き
た

植

桜

楓

之

碑

で
あ
ろ
う
か
。
奈
良
で
は
、
元
禄

の
東
大
寺
復
興
の
盛
時
の

の
ち
間
も
な
く
興
福
寺
が
炎
上
し
て
大
半

の
堂
舎
を
失

っ
た
。
こ
こ
に
名
所
奈
良

の
大
半
を
占
め
る
興
福
寺
境
内
に
は
荒
廃
が
目
立

っ
て
き
た

の
で
あ
る
。
奈
良
の

経
済
力

の
衰
退
を
物
語

っ
て
い
る
。

さ
ら
に
安
政
六
年

(天
発
)
に
は
奈
良
の
見
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も
の
の

一
つ
で
あ

っ
た
元
興
寺

の
五
重
塔
も
焼
け
落
ち
た
。
こ
の
よ
う
な
悲
運

の
な
か
で
奈
良
を
名
所
と
し
て
復
興
し
よ
う
と
し
た
人

と
し
あ
き
ら

と
し
て
、
奈
良
奉
行
川
路
聖
謨
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
現
在

の
奈
良
公
園

の
緑
化

の
も
と
を

つ
く
り
出
し
た
人
で
あ

っ

た
か
ら
で
あ
る
。

聖
謨
が
奉
行
と
し
て
在
任
し
た
こ
ろ
か
ら
約

一
〇
〇
年
前

の
宝
暦
年
間
に
こ
の
境
内
地
に
植
樹
が
行
な
わ
れ
た
が
、
嘉
永
の
こ
ろ
に

は
多
く
は
枯
れ
て
風
致
も
損
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
聖
謨
は
も
と
も
と
緑

の
保
護
に
は
熱
心
で
、
就
任
早
々
に
春

日
山
の
官
林
に
み
ず

か
ら
の
寄
付
を
含
め
て
五
〇
万
本

の
苗
木
を
植
え
さ
せ
た
こ
と
も
あ
り
、
荒
れ
た
興
福
寺

・
東
大
寺
の
両
境
内
に
植
樹
を
計
画
し
た
。

嘉
永

二
年
秋
、
ま
ず
率
先
し
て
両
寺
に
桜
と
楓
を
奉
納
し
、
寺
社
や
町
民
に
も
協
力
を
呼
び
か
け
た
。
こ
れ
に
こ
た
え
て

一
乗
院

・
大

乗
院

の
両
門
跡
を
は
じ
め
多
く

の
町
民
が
協
力
し
、
わ
ず
か
二
か
月
で
数
千
株
の
桜
や
楓
が
両
境
内
に
植
え
ら
れ
、
さ
ら
に
高
円

・
佐

保

地
域

に
ま
で
植
樹
し
た
と
い
う
。
こ
の
と
き
聖
謨
が
詠
ん
だ
歌
が
残

っ
て
い
る
。

植
わ
た
す
数
も
千
も
と
の
花
も
み
ち

こ
れ
や
大
和
の
錦
な
る
ら
む

花
も
み
ち
こ
こ
に
う
つ
し
て
諸
人
と

倶
に
た
の
し
む
こ
こ
ろ
う
れ
し
き

ま
た
翌
嘉
永
三
年
三
月
、

こ
の
事
業
完
成

の
次
第
を
書
き
記
念

の
碑
を
建
て
た
。
い
ま
五
十
二
段
わ
き
に
あ
る

「植
桜
楓
之
碑
」

が

そ
れ
で
あ

っ
て
、
碑
に
は
つ
ぎ

の
文
章
が
刻
ま
れ
て
お
り
、
台

石

に
は
つ
ぎ

の
よ
う
に
こ
れ
に
協
力
し
た
当
時

の
奈
良
町

の
著
名

な
人
た
ち
の
名
が
刻
さ
れ
て
い
る
。

植櫻楓之碑
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植
櫻
楓
之
碑

寧
樂
之
爲
都
、
自
古
少
火
突
、
是
以
閲
千
餘
年
之
久
、
而
鵬
然
獪
存
者
、
不
達
枚
擧
、
豈
大
麻
國

天
孫
始
闢
之
地
故
有
神
或
佑
護
之
歟
、
且
土
沃
民
饒
、
風
俗
淳
古
、
毎
至
良
辰
美
景
、
則
都
人
挈
檻

遊
于
興
頑
東
大
二
大
刹
、
敷
筵
設
席
、
遨
嬉
歡
娯
洵
撃
壌
之
餘
鳳
、
太
夲
之
樂
事
也
、
當
是
時
、
遠
遊

探
勝
者
、
亦
自
千
里
而
至
、
故
二
刹
多
嘉
奇
花
、
而
寳
暦
中
有
植
櫻
千
株
者
、
宀侵
就
枯
槁
、
今
則
僅

存
耳
、
今
季
都
人
相
議
、
欲
復
舊
觀
、
乃
植
櫻
楓
數
千
株
、
於
二
刹
中
、
以
及
于
高
圓
佐
保
之
境
、
一
乗

大
乗
兩
門
跡
、
嘉
之
賜
以
櫻
楓
數
株
、
於
是
靡
然
仰
風
、
而
欣
之
者
相
繼
、
途
蔚
然
成
林
矣
、
花
時
玉

雪
之
艶
、
霜
後
酣
紅
之
美
、
皆
足
以
娯
遊
人
而
怡
心
目
也
、
衆
人
喜
甚
、
將
建
碑
勒
其
事
、
請
記
於
余

余
謬
承
、
寵
命
、
尹
此
地
既
五
季
矣
、
幸
由
僚
屬
之
恪
勤
、
蔵
俗
之
醇
厚
、
而
職
事
多
暇
、
優
游
臥
治

累
歳
無
滞
獄
囹
圄
時
空
、
而
國
中
竊
盗
亦
減
過
牛
矣
、
由
是
、
官
賞
賜
屬
吏
、
而
都
人
亦
得
以
樂

其
樂
、
况
今
有
此
擧
、
不
唯
都
人
得
其
楽
、
而
四
方
來
遊
者
亦
相
與
享
其
樂
、
此
余
所
欣
懌
而
不
能

已
也
、
然
歳
月
之
久
、
櫻
也
、
楓
也
、
不
能
無
枯
槁
之
憂
、
後
人
若
能
補
之
、
則
今
日
遊
觀
之
樂
、
可
以
閲

百
世
而
不
替
、
此
又
余
之
所
望
于
後
人
也
、
故
不
辭
而
記
之
、
以
勒
諸
碑
、

一
乗
法
王
、
爲
題
其
額
、
余

文
謗
陋
、
不
足
觀
、
然
法
王
親
翰
、
則
足
使
櫻
楓
増
光
華
矣

嘉
永
三
年
歳
次
庚
戌
三
月

寧
樂
尹

從
五
位
下
左
衞
門
尉
源
朝
臣
聖
謨
撰
拜
書

台
石
上
段

(南

面
)

[

一

口

衵

軒

正

秀

発

起

人

[

一

亭

有

跡

一

【益
五
郎

}

丙

右
衛
門
夏
権
兵
衛

一

一

古

梅

園

元

誼

口

思

樓

陶

々

一

一

重

光

通
称

古
川

弥

三

郎

[

=型
内

(
こ
の
間
六
名
分
欠
)

亭

々

亭

姑

膽

一

[

亭

南

北

一

一

通
称

半

田

理

兵

衛
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養

和

堂

碩

苗

通
称

森
島

嘉

兵

衛

屋

漏

舎

卜

水

(西

面
)

圃
一称

瀬
川

吉

兵

衛

慶

雲

亭

斧

三

通
称

瀬
川

茂
左
衛
門

両

虹

舎

楓

橋

通
称

小
坂

圃
左
衛
門

金

英

舎

壽

久

通
称

白
井

平

九

郎

福

壽

亭

重

次

通
称

吉

村

庄

八

海

上

軒

菟

走

口
称

増
田

半

兵

衛

明

月

庵

星

稀

[
凵

□
[圈

林

助

臨

海

軒

波

静

[
凵

松

森

長

六

観

古

堂

孝

美

通
称
扇服
部

惣

次

郎

知

足

軒

随

賀

通
称

日
垣

己嬉
右
衛
門

和

合

軒

同

徳

通
称

三
谷

喜

太

郎

梅

花

庵

如

蝶

(北

面
)

圃
称

中

村

庄

囮

望

旅

軒

春

貫

通
称

中
川

甚

兵

衛

嶺

松

軒

寄

道

通
称

松
島

新
囿
衛
門

二

葉

軒

花

好

通
称

大
村

画

兵

衛

中

和

軒

吾

口

通
称

森
川

弥

兵

衛

杜

園

通
称

半
田

弥

兵

衛

橘

宿

南

玉

】

通
称

増
井

】

[

亀

雨[
こ

通
称

山
田

弥
}U

[

観

】

】

通
称

練
川

遜
n

「

樹

「

一

通
称

藤
木

久

兵

口

長

壽

一

一

通
称

久
保
井
善
次
郎

萬

客

圍
【

一U

一

通
跏
=
困

野

善

助

隣

陽

軒

冖H

一

通
称

「困
[【肘
[彦

丘
ハ
丗倒

橘

壽

亭

其

口

通
称

河

合

嘉

七

換

鵞

亭

玉

洞

通
称

宮

司

信

濃

花

山

亭

芳

洲

通
称

奈
良

定
弥
口
衛
門

雀

巣

亭

湖

秋

通
称

後

藤

淡

路

性

徳

堂

直

彦

通
称

加
藤

兵

五

郎

(東

面
)

卜

深

庵

松

齋
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通
称

因

津

宗

詮

多

福

庵

安

茂

圖
称

金
春

八
左
衛
門

多

福

庵

安

信

魎
称

金

春

八

郎

青

雲

舎

井

鏡

瘋
称

林

條
左
衛

門

日

新

舎

又

也

}圓
称

岩
成

権

八

郎

三

徑

舎

塞

馬

圃
称

山
口
兵

治

郎

竹

林

舎

清

庭

[鬮
一称

鳥
居

藤

四

郎

致

思

樓

汝

舟

圃
称

橋

本

謙

藏

好

真

齋

一

水

圃
称

星

野

喜

市

随

雲

亭

如

龍

圃
称

笠

松

又

助

青

雲

舘

小

山

圃
称

小
山
田

主

鈴

追

加

台
石
下
段

(南

面
)

櫻
楓
請
負
人

南
都
靈
福
院
町

植
木
屋

佐
兵
衛

同
摂
州

池

田

植
木
屋

捨

吉

同
河
州

中

振

植
木
屋

榮

助

櫻
楓
山
方

摂
州

池

田

植
木
屋
六
左
衛
門

南
都
東
向
北
町

石

工

嗽

樂
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名

所

記

類

の
刊

行

近
世
に
入
る
と
、
奈
良
を
訪
問
す
る
人
を
対
象
と
す
る
案
内
記

・
道
中
絵
図
な
ど
の
出
版
が

、
年
を
追

っ
て
多
く

初
期
の
名
所
記

な
り
、
旅
行
者
の
も
の
し
た
紀
行
文
も
、
ま
た
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
の
内
容
も

一
方
で
は
寺
社
旧
跡

の
由
来
に
考
証
を
ほ
ど
こ
し
た
も
の
か
ら
、
体
系
づ
け
ら
れ
た
本
格
的
な
地
誌
の
類
ま
で
刊
行
さ
れ
、
当
時
の
利
用
者
に
便
宜
を
与
え

る
と
と
も
に
、
後
日
の
歴
史
的
史
料
と
し
て
も
推
賞
に
値
す
る
も

の
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
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江
戸
時
代
初
期
に
ま
ず
あ
ら
わ
れ
た
の
は
、
万
治
二
年

(宍
堯
)
刊
行
の

『南
北
二
京
霊
地
集
』
二
巻
で
あ
る
。
著
者
は
袋
中

良

定

で
、

稿
本
は
そ
れ
よ
り
早
く
寛
永
元
年

(一六二四)
に
完
成
し
て
い
た
ら
し
い
。

山
城

・
大
和
両
国
の
神
社
仏
閣
三
三
社
寺

の
由
緒
を
説

き
、
な
お
、
高
野
山

・
熊
野
に
も
お
よ
ん
で
い
る
。
記
述
に
あ
た

っ
て
は
引
用
文
献

・
参
考
文
献
を
掲
げ
、
著
者

の
私
見

は
明
確

に
傍

註

と
す
る
な
ど
、
良
心
的
な
態
度
で

一
貫
し
て
い
る
。

つ
ぎ

に
寛
文
六
年

(宍
六六)
に
筆
写
さ
れ
た

『
和
州
寺
社
記
』
上

・
下
二
冊
が
あ
る
。
そ
の
著
者
は
未
だ

つ
ま
び
ら
か
で
は
な
い
が
、

内
容
は
奈
良
市
内
を
主
と
し
て
全
大
和
を
ふ
く
め
て
五
九
寺
社
を
収
め
、
寺
社
の
朱
印
石
高

・
縁
起

・
霊
験

・
沿
革

・
祭
祀

・
堂
塔

の

結

構
を
は
じ
め
、
付
近

の
名
所
旧
跡

・
方
位
里
程
ま
で
も
、
詳
細
か
つ
平
易
に
叙
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
者
よ
り
は
は
る
か
に
と
り

上
げ
ら
れ
た
件
数
も
多
く
、
大
和

一
円

の
主
要
寺
社
は
ほ
と
ん
ど
こ
れ
に
網
羅
さ
れ
て
い
る
。

他
方

い
わ
ゆ
る
名
所
記
で
は
な
い
が
、
俳
諧
集

の
な
か
に
名
所
を
よ
み
こ
ん
だ
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
そ

の

一
つ
は
さ
き

に
句

を
引
用
し
た
斎
藤
徳
元
の
『独
吟
千
句
』
で
あ
る
。
徳
元
は
貞
徳

の
門
人
で
寛
永
九
年

(
萎
三
)
に
こ
れ
を
集
め
た
が
、
奥
書

に

「此
俳

諧

は
、
伊
豆
国
熱
海
在
湯
中
に
、

つ
れ
づ
れ
に
異
な
る
興
に
も
や
と
、
百
韻
ご
と
の
名
を
か
へ
品
を
か
へ
て
、
此
浦

の
も
し
ほ
草

に
よ

そ

へ
て
か
き
あ
つ
め
侍
り
ぬ
」
と
あ

っ
て
、
名
所
之
俳
諧

・
草
木
之
俳
諧

・
茶
湯
之
俳
諧
な
ど

一
〇
に
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。
名
所

が

こ
こ
に
意
識
さ
れ
、
奈
良
も
ま
た
そ
の
な
か
に
詠
み
こ
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

つ
い
で
郡
山
の
俳
人
岡
村
正
辰
は
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
俳
諧
集
と
し
て
寛
文
十
年

(一六七〇)
に
『
大
和
順
礼
集
』
を
撰
し
た
。
正

辰

に
つ
い
て
は
、
現
在
ま
だ
経
歴
な
ど
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
書
は
京
都
の
荒
川
宗
長
の
板

に
か
か
り
、
発
句
数
は

一
〇
九
九
で
、

作
者
四
六

一
人
の
作
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
当
時

の
俳
書
が

い
ず
れ
も
四
季
分
類
に
し
た
が

っ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
本
書
は

大
和
に
限
り
巻
頭
に
大
和
全
図
を
か
か
げ
、
し
か
も
い
ろ
は
順

の
名
所
別
分
類
で
あ
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
名
所
記

類

の
性
格
を
も
あ
わ
せ
も
つ
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
書
が
好
評
を
博
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
正
辰
は
寛
文
十
二
年
に

『
続
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大
和
巡
礼
集
』
を
出
版
し
た
。

寛
文

・
延
宝
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
地
誌

・
紀
行
類
の
刊
行
は
全
国
的
に
激
増
し
て
く
る
。
た
と
え
ぽ
、
京
都
に
お
い
て
は

『
京
童
』

あ
と
お

い

(
万
治
元
年
刊
)
・
『洛
陽
名
所
集
』
(万
治
三
年
刊
)
を
は
じ
め
と
し
て
、
『
京
雀
』
(寛
文
五
年
刊
)と
、
『京
童
跡
追
』

(寛
文
七
年
刊
)、
さ
ら

に

『出
来
斎
京
土
産
』

(延
宝
五
年
刊
)
・
『横
本
京
雀
』

(延
宝
六
年
刊
)
な
ど
が

続

々
と
あ
ら
わ
れ
た
。

こ
の
こ
と
は
全
国
的
な
傾
向

で
あ

っ
た
が
、
大
和
に
も
直
ち
に
こ
れ
が
波
及
し
、
多
く
の
関
係
書
籍
が
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
の
先
駆
的

な

も

の
が
、

『南
都
名
所
集
』
と

『奈
良
名
所
八
重
桜
』
の
二
名
著
で
あ
る
。

『
南
都
名
所
集
』
は

一
〇
巻
。
「延
宝
三
年
卯
花
月
」
(=
ハ藍
)
の
村
井
道
弘
の
序
文
に
よ
る
と
、
太
田
敍
親
が
そ

の
大
略
を
撰
作
し
、

さ
ら
に
村
井
が

こ
れ
を
再
撰
し
て
奈
良
名
所

の
各
項
に
古
歌
や
自
作
の
句
を
付
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書

は
南
都
と
い
っ
て
も
、
と

く

に
寺
院

の
伝
説
が
そ
の
大
部
分
を
占
め
て
お
り
、
神
桐

の
歴
史
に
は
古
書
を
引
用
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
全
般

に
僧
侶

の
立
場
か

ら

の
説
明
が
多
く
、
本
地
垂
迹
説
が
至
る
と
こ
ろ
に
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
七
巻
以
後
の
四
冊
は
南
都
を
離
れ
、
広

く
大
和

一
円

の
寺
社

を
叙
述
し
た
も

の
で
あ
る
。
本
書

の
特
色
は
挿
絵
が
豊
富
で
構
図
に
は
や
や
誇
大
さ
れ
た
人
物
を
配
し
、
図
柄
も
必
ず
し
も
正
確
で
は

な
い
が
、
第

一
巻
に
は
墨
屋

・
白
金
細
工

・
諸
白
酒
屋

・
饅
頭
屋

・
つ
か
ま
き
屋

・
刀
屋

・
御
菓
子
所

・
文
殊
四
郎
小
刀

・
か
み
そ
り

や
が
描
か
れ
、
第
二
巻
に
は
元
禄
再
建
以
前

の
露
坐

の
大
仏

・
手
向
山
八
幡
宮
の
焼
跡
の
絵
が
あ
り
、
以
下
興
福
寺
の
伽
藍
が
全
部
整

っ
て
い
る
よ
う
す
、
元
興
寺
五
重
塔

・
遊
女
町

・
頭
塔
森
拝
所

・
餅
だ
ん
ご
売
屋

・
遍
照
院
門
高
塀
造
り
家
並
な
ど
が
あ

っ
て
、
当
時

の
奈
良
町
内

の
様
相
を
目
の
前
に
う
か
が
わ
せ
る
も

の
が
非
常
に
多
い
。

前
者

に
遅
れ
る
こ
と
三
年
、
延
宝
六
年

(宍
七八)
二
月
に

『
奈
良
名
所
八
重
桜
』
が
刊
行
さ
れ
た
。

そ
の
序
文

に
よ
る
と
、

江
戸
の

人
大
久
保
秀
興
が
奈
良

の
知
人
本
林
伊
祐
を
た
よ

っ
て
来
寧
し
、
あ

い
と
も
に
奈
良

の
古
跡
を
丹
念
に
尋
ね
歩
く
と
い
う
趣
向
を
と

っ

て
お
り
、
内
容
は
奈
良
町
内
だ
け
に
限

っ
て
詳
細
に
書
か
れ
て
い
る
。
本
書

の
装
訂
は
て
い
ね
い
で
、
印
刷
も
鮮
明
、
と
く
に
挿
絵
は

430



第四章 奈良の近世文化

当
代

一
流
の
浮
世
絵
師
菱
川
師
宣
の
筆
と
い
わ
れ
、
こ
れ
ま
た
当
時

の
奈
良
町
の
様
子
を
示
す
図
版
が
少
な
く
な

い
。
こ
の
な
か
に
は

大
仏
殿
元
禄
再
建
以
前

の
露
坐
仏

(第
三
巻
)
・
若
草
山
登
り
籠
屋

(第
四
巻
)
・
春
日
祭
礼
行
列

(第
六
巻
)
・
鳴
川
町
傾
城
屋

(第
七
巻
)

・
大
乗
院
旧
姿
と
鹿
せ
ん
べ
い
売
り

(第
八
巻
)
・
興
福
寺
七
堂
伽
藍

・
南
大
門
前
薪
能

(第
九
巻
)
・
窪
弁
才
天

(
第
十
一
巻
)
な
ど
、
興

味
深

い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
他
花

の
下
に
た
た
ず
み
群
飲
す
る
図
な
ど
が
編
中
の
諸
所
に
み
ら
れ
、

『
八
重
桜
』

と
い
う
書
名

へ
の
思

い
入
れ
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

師
宣
の
挿
絵
と
い
え
ぽ

い
ま

一
つ
著
名
な
も
の
に

『
大
和
名
所
鑑
』
が
あ
る
。

元
禄
九
年

(ニ
ハ九六)
正
月
発
刊

の

三
巻

の
も

の
で
、

若 草 山 遊 覧 『奈良名所八重桜』

序
文
に
よ
る
と
本
邦

の
名
所
旧
跡
を
書
画
で
あ
ら
わ
し
て
、

こ
れ
に
簡
略
な
説

明

を

つ

け
、
居
な
が
ら
に
そ
の
地
を
見
聞
さ
せ
る
と
い
う
趣
向
で
あ
る
。
そ

の
う
ち
の
多
く

の
部

分
を
占

め
る
の
が
畿
内

の
風
物

・
名
跡
で
あ

っ
て
、
奈
良
町
寺
社

の
挿
絵
も
少
な
く
な
い

が

『
奈
良
名
所
八
重
桜
』
と
同
様

の
題
材

に
な
る
も

の
が
多

い
。

奈
良
見
物
に
訪
れ
る
諸
国
の
旅
行
者
た
ち
は
、
大
阪

・
京
都
方
面

か
ら
、
ま
た
伊
勢

・

く

ん
な
か

伊
賀
方
面
か
ら
、
さ
ら
に
西
国
巡
礼

は
札
所
順
を
追

っ
て
紀
州
路
か
ら
大
和
国
中

へ
入
り

こ
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向

へ
と
去

っ
て
行
く
。
し
た
が

っ
て
奈
良
町
に
出
入
り
す
る
人

々

は
、
当
然
大
和
国
中
の
か
な
り
の
地
域
を
通
過
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
傾
向
に
応
じ

て
大
和
各
地
の
寺
社

・
名
所
地
を
記
述
し
た
書
物

に

『和
州
旧
蹟
幽
考
』
が
あ
る
。
本
書

の
題
簽
に
は
別
名
の

"
大
和
名
所
記
"
と
い
う
名
を
か
か
げ
て
い
る
が
、
他
書
と
ま
ぎ
ら

わ
し
い
の
で
内
題
を
用
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
本
書
に
は
延
宝
九
年

(天
和
元
年

一六
八
一)
の
序
文

が
あ
り
、
翌
天
和
二
年

に
刊
行
さ
れ
た

一
五
巻

二
〇
冊

の
本
で
、
著
者
は
林

宗

甫

で
あ
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る
。
宗
甫

は
か
の
饅
頭
屋
で
文
化
人
と
し
て
知
ら
れ
た
林
宗
二
の
子
息
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
郡
山
の
俳

ろ
う

そ
く

人
と
し
て
知
ら
れ
、
屋
号
を
蝋
燭
屋
と
称
し
た
町
人
で
あ

っ
た
。
内
容
は
、
大
和
国

一
五
郡
に
わ
た
り
大
小
の
旧
跡
寺
社
に
つ
い
て
記

し
た
も

の
で
、
約
二
〇
〇
種
に
お
よ
ぶ
参
考
文
献
か
ら
援
用
考
証
し
、
み
ず
か
ら
も
遠
近
を
踏
査
し
て
郡
山
の
草
庵
で
こ
の
書
を
成
し

た
。
収
載
し
た
項
目
は
非
常
に
多
く
、
記
述
も
ま
た
詳
細
で
あ
る
。
し
か
も
諸
書
に
あ
ら
わ
れ
な
が
ら
所
在
の
明
ら
か
で
な
い
も

の
に

つ
い
て
は
、
と
く
に

一
括
し
て

「
郡
未
勘
」
と
し
て
お
く
慎
重
さ
を
と

っ
て
い
る
。
後
世
地
誌
研
究
家
が
広
く
こ

の
書
か
ら
引
用
す
る

の
も
、
こ
の
よ
う
な
本
書
に
対
す
る
信
頼
度
の
高
さ
に
よ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
う
ち
現
奈
良
市
域
に
関
す
る
も

の
は
、
第
四
巻
ま

で
で
、
全
量
の
約
四
分
の

一
に
お
よ
ん
で
い
る
。
製
板

・
摺
刷
と
も
に
す
ぐ
れ
、
さ
き

の

『奈
良
名
所
八
重
桜
』

に
比
肩
で
き
る
ほ
ど

真
摯
で
美
麗
な
著
作
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
古
影
を
伝
え
る
挿
絵
を
欠

い
て
い
る
の
は
惜
し
ま
れ
る
。

貞
享
四
年

(宍
八七)
、
奈
良
町
に
つ
い
て
簡
潔
な
が
ら

要
領
の
よ
い
小
冊
が
あ
ら
わ
れ
た
。

洛
南
嘯
月
堂
か
ら
板

行
さ
れ
た

『
奈
良
曝
』
で
、

こ
の
書
物
は
こ
れ
に
先
だ

つ
二
年
前
に
京
都
で
刊
行
さ
れ
た

『
京
羽
二
重
』
に
な
ら

っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
書
名
や
形
態
や
編
集
様
式

の
う
え
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
き
の
諸
名
所
記

は
、
も

っ
ぱ
ら
奈
良

町
内
外

の
寺
社
名
所
地
を
紹
介
す
る
こ
と
に
ば
か
り
意
を
注
い
で
、

一
般
町
の
事
情
や
民
生
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
全
く
配
慮
す

る
と
こ
ろ
が
な
か

っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
小
冊
で
は
あ
る
が
五
巻
か
ら
な
る
本
書
の
特
色
は
こ
の
方
面
に
詳
し
く
、
そ
れ
に
よ

っ
て

よ
う
や
く
奈
良
町
坊
間

の
よ
う
す
を
簡
略
な
が
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。
本
書
で
は
奈
良
市
内
を
三
地
区
に
分
け
、
町

名

の
下
に
町
役
軒
数
を
記
し
、
町
名
の
由
来
や
沿
革
を
記
し
て
い
る
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町
の
桐
堂

・
特
色
の
あ
る
職
種
な
ど
を
あ
げ

て
い
る
。
江
戸
中
期
ご
ろ
の
巷
間
の
史
料
に
乏
し
い
奈
良
と
し
て
は
、
ま
こ
と
に
格
好
な
地
誌
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
こ
の
ほ
か
に
、
板
行
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
成
立
年
代
が
元
禄
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
る

『奈
良
地
誌
』
が
あ
る
。
こ
れ
は
筆
者

も
不
明
で
、
写
本
と
し
て
現
在
中
野
友
山
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
書
名
も
仮
に

「奈
良
地
誌
」
と
さ
れ
て
い
る
横
綴
本
で

奈

良

町

の

地

誌

と

図

会
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r奈 良 坊 目 拙 解』(天 理図書館蔵)

あ
る
。
内
容
の
三
分
の
二
は

「
奈
良
惣
町
中
並
興
福
寺
領
」
と
題
さ
れ
た
部
分
で
、

そ
れ
が
奈
良
の
全
町
の
詳
し
い
説
明
と
な

っ
て
お
り
、
各
町
に
つ
き
家
数
竈
数
や
、

主
な
寺
社
や
町
名
の
由
来
も
書
か
れ
、
終
わ
り
に
は
各
合
計
、

た
と
え
ば
惣
町
数

二

〇
五
町
と
あ
り
、
総
括
し
て
分
類
や
変
遷
な
ど
詳
細
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
つ
ぎ
に

「大
和
国
寺
社
御
朱
印
」
と
し
て
寺
社
の
石
高
や
簡
単
な
縁
起
を
記
し
て
い
る
。
当

時

の
奈
良
町
を
知
る
う
え
に
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

こ
れ
よ
り
時
代
は
少
し
降
る
が
、
奈
良
町
坊
間
の
事
情
を

一
層
く
わ
し
く
調
査
編

集
し
た
の
が
、
享
保
二
十
年

(一七三五)
に
で
き
た

『
奈
良
坊
目
拙
解
』
で
あ
る
。
本
書

の
著
者
無
名
園
古
道
に
つ
い
て
は
、
後
年
の

『
大
和
人
物
志
』
(糊
齲
期
丗
二
年
)
が
平
松

古
道

(倍
千
)
と
混
同
記
述
し
て
以
来
、

久
し
く
誤
り
を
重
ね
て
き
た
が
、

最
近
の

研
究
に
よ

っ
て
、
前
記

『
南
都
名
所
集
』
の
著
者
村
井
道
弘
の
子
、
村

井

勝

九

郎

(古
道

・升
哲
)
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
書
に
よ

っ
て
古
道

が
医
家
と
し
て
よ
り
も
、
当
代
き

っ
て
の
郷
土
研
究
家
と
し
て
の
地
位
を
占
め
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
本
書
は
全

一
五
巻
か
ら
な
り
、
著
者
は
序

文

の
中
で
、
旧
来

の
地
誌
が
町
民

の
居
所
で
あ
る
町
々
の
事
歴

に
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
る

と
こ
ろ
の
な
い
の
を
遺
憾
と
し
、
若
年
の
こ
ろ
か
ら
諸
書
を
読
破
し
て
、
関
係
の
記

事
を
収
集
し
、
古
伝
俗
説
を
も
聴
問
し
て
そ
の
詳
細
を
記
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
し

か
も
そ
の
記
述
態
度
は
、
知
り
難
い
も

の
は
不
詳
と
し
て
こ
れ

に
私
意
を
加
え
る
こ
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と
な
く
、
自
分

の
考
え
に
は

「按
」
と
記
し
、
旧
来

の
説
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
も
の
は
証
拠

に
照
ら
し
て
改
め
、
全
般
に
出
典
を
明
示

す
る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
諸
書
に
そ
の
比
を
み
な
い
ほ
ど
学
問
的
な
態
度
を
も

っ
て
終
始
し
て
い
る
。
奈
良
町
は
本
書

の
出
現
に
よ

っ

て
本
格
的
な
純
地
誌
を
も

つ
こ
と
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
の
ち
寛
政
年
間
に
な

っ
て

『奈
良
坊

目
拙
解
』
を
簡
略
化

し
た
も
の
が
久
世
宵
瑞
(坤
井
堂
)
に
よ

っ
て

『
平
城
坊
目
考
』
三
巻
と
し
て
成
り
、さ
ら
に
金
沢
昇
平
に
よ

っ
て
明
治
二
十
三
年

(天
九〇)

に
活
版
刊
行
さ
れ
た
。
な
お
金
沢
昇
平
は
み
ず
か
ら

『
平
城
坊
目
遺
考
』
を
著
し
、
こ
れ
の
補
遺
と
し
て
い
る
。

古
道
に
は
本
書
と
な
ら
ん
で
参
考
と
な
る

『南
都
年
中
行
事
』

の
著
が
あ
る
。
自
序
に
よ
る
と

「我
四
十
と
せ
あ
ま
り
見
聞
に
し
た

　
マ

こ

か
ひ
、
俗
談
癖
言
を
拾

ひ
書
と
と
め
置
」
い
た
と
あ
り
、

元
文
五
年

(一茜
○)
に
成

っ
た
も
の
で
あ
る
。

前
記

『
奈
良
坊
目
拙
解
』
と

は
性
格
を
異
に
す
る
が
、
当
時
の
奈
良
を
知
る
う
え
で
貴
重
な
も

の
で
あ
る
。

奈
良
に
つ
い
て
は
延
宝

・
元
禄

の
こ
ろ
か
ら
享
保
期
に
か
け
て
多
く

の
地
誌
が
出
た
が
、
そ
の
の
ち
に
も
な
お
こ
の
種
の
著
述
が
出

版
さ
れ
て
い
る
。

享
保
十

一
年

(宅
二六)
刊
行
の

『
南
都
賦
』
二
巻
は
、
こ
の
な
か
で
も
特
異
な
存
在
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
著
者

は
小
笠
原
基
長
で
、
版
元
の
奎
文
堂
瀬
尾
源
兵
衛
は
伊
藤
仁
斎
門
下

の
詩
文
家
と
し
て
知
ら
れ
、
多
く
の
著
作
を
出
し
て
い
る
。
本
書

の
上
巻
に
は
大
和
の
神
桐
を
、
下
巻
に
は
寺
院
を
収
め
、
さ
ら
に
当
地

の
民
俗
の
美
し
さ
や
信
仰
心
の
深
さ
、
あ

る
い
は
山
河

の
奇
勝

や
桜
梅
の
美

・
猿
鶴
の
鳴
声
、
さ
ら
に
風
月
雨
雪

の
景
色
か
ら
生
産
物
資
ま
で
も
記
し
て
い
る
。
内
容
は
す
べ
て
漢
文
体
で
自
註
を
加

え
、
考
証
引
用
文
献

の
数
も

一
六
〇

の
多
く
を
か
ぞ
え
る
が
、
純
地
誌
と
よ
ぶ
に
は
多
少
文
学
的
な
修
飾
が
多
い
と
い
え
る
。

享
保
十

一
年

(董

六)
に
は
漢
文
の
純
地
誌

『
大
和
志
』

一
六
巻
が
み
ら
れ
る
。
関
祖
衡

・
並
河
誠
所
ら

の
共
編
と
な

っ
て
い
る
が
、

祖
衡

の
没
後
、
誠
所
が
主
と
し
て
こ
と
に
あ
た

っ
た
も

の
で
あ
る
。
並
河
誠
所
は
京
都
の
儒
者
で
伊
藤
仁
斎

の
門
人
で
あ
り
、
和
歌

・

文
武
の
諸
技
に
も
通
じ
た
学
者
で
あ
る
。
は
じ
め
に

『
河
内
志
』
を
出
し
て
以
来
、
幕
府
の
後
援

に
よ
り
日
本
全
土
の
国
ご
と
の
地
誌

を
編
集
す
る
意
向
で
あ

っ
た
が
、
結
局
は
畿
内
五
か
国
六

一
巻
で
終
わ

っ
て
い
る
。
編
集

の
方
式
は
ほ
ぼ
中
国

の

『大
明

一
統
志
』
に
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第四章 奈良の近世文化

『大和名所図会』

な
ら
い
、
総
覧
の
部
に
建
置
沿
革

・
府
治

・
彊
域

・
形
勝

・
風
俗

・
祥
風

・
租

税
の
項
を
お
き
、
以
下
各
部
の
項
に
は
郷
名

・
村
里

・
山
川

・
関
梁

・
土
産

.

藩
封

・
神
廟

・
陵
墓

・
仏
刹

・
古
蹟

・
民
俗

・
文
苑
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。

文
章
は
平
明
な
漢
文
で
、
名
辞
は
多
く
説
明
も
豊
富
で
、
人
物
や
物
産

に
く
わ

し
い
こ
と
も
す
ぐ
れ
た
特
色
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

『
大
和
名
所
図
會
』
は
寛
政
三
年

(一七空
)
に
上
梓
さ
れ
、
総
合
的
大
和
地
誌

と
し
て
完
成
し
た
も

の
で
あ
る
。
著
者
秋
里
籬
島
は
京
都

の
人
、
さ
き
に
浪
花

の
画
家
竹
原
春
朝
斎
と
と
も
に

『
都
名
所
図
會
』
を
著
し
て
絶
賛
を
う
け
、
書

林

の
す
す
め
に
よ

っ
て
引
続
い
て
本
書
を
成
し
た
の
で
あ
る
。
全
大
和

一
五
郡
を
六
巻
七
冊
に
収
め
、
序
言

.
凡
例

.
跋
文
を
備
え
、

さ
ら
に
各
巻
頭
に
目
次
を
お
く
な
ど
形
式
は
と
と
の
い
、
国
内
寺
社
名
所

・
名
産
物

・
伝
説

・
風
俗

・
習
慣

.
年
中
行
事
を
見
出
し
を

つ
け
て
編
成
し
て
い
る
。
解
説
は
お
お
む
ね
平
易
で
、
詳
細
に
わ
た

っ
て
い
き
い
き
と
描
写
さ
れ
、
出
典
も
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
。

本
書
の
特
色
で
あ
る
挿
絵
は
全
巻
の
約
四
〇
鮃
で
す
べ
て
竹
原
春
朝
斎
が
描

い
て
い
る
。
寺
社
境
内
や
名
所
地
の
景
観
を
写
す
の
が
お

も
で
あ
る
が
、
ほ
か
に
生
業
や
生
活

・
遊
楽
に
関
す
る
絵
画
を
ま
じ
え
て
い
て
、
引
用
傍
証
の
資
料
の
多
い
こ
と
絵
画
の
正
確
緻
密
な

点
は
、
の
ち
の
研
究
家
に
も
信
頼
さ
れ
て
い
る
。

奈
良

・
大
和
の
地
誌
は
時
代
が
く
だ
る
に
つ
れ
て
い
よ
い
よ
精
緻
な
も
の
と
な
り
、
家
庭
に
置
い
て
利
用
さ
れ
た

り
、
と
き
に
は
諸
侯

・
貴
紳

の
土
産
も

の
に
も
さ
れ
た
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
で
は
旅
の
携
行
用
と
し
て
は
不
便

で
、
簡
単
な
案
内
記
出
版
の
必
要
が
生
じ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、

こ
こ
に
小
型
で
単
冊

の
も

の
が
出
る
よ
う
に
な

っ
た
。

大
和

の
こ
の
種
の
名
所
案
内
記
は
、

延
宝
六
年

(
一六七八
)
刊
行
の

『
大
和
国
独
案
内
』
に
は
じ
ま
る
よ
う
で
あ

る
。

そ
の
筆
者
は
不

案

内

記

・

地

図

の

刊

行
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明
で
あ
る
が
、
巻

の
初
め
に

「
い
ざ
や
や
ま
と
を
み
や
こ
人
に
、
め
い
し
ょ
ゆ
ら
い
を
か
た
ら
む
と
」
と
あ
る
よ
う
に
、
出
発
点
を
京

都
に
と

っ
て
、
綴
喜
郡

・
相
楽
郡
を
経
て
奈
良
に
入
る
か
ら
、
京
都

の
人
の
作
か
と
お
も
わ
れ
る
。
順
路
は
奈
良
町
の
中
は
簡
単
に
す

ご
し
、
西
山
か
ら
南
下
し
、
中
和
地
方
を

へ
て
山
の
辺
を
北
上
す
る

コ
ー
ス
を
と
る
。
▲
印
を
つ
け
た
各
寺
社
や
史
跡

の
項
目
に
た
い

し
て
は

一
～
三
行
の
簡
単
な
説
明
を
付
し
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
と
く
に
法
隆
寺
と
当
麻
寺
が
く
わ
し
い
。

こ
れ

に
類
す
る
も

の
と
し

て
は
、

享
保
十
年

(一七二五)
刊
行
の

『
大
和
廻
り
記
』
、

さ
ら
に
約
三
〇
年
後
の

『
大
和
廻
り
手
引
案
内
』
な
ど
が
あ
る
が
、
各
多
少

繁
簡
の
差
は
あ

っ
て
も
本
質
的
な
差
異
は
な
い
。

『南都名所道筋記』版木(筒 井正夫氏蔵)

つ
ぎ
に
刊
記
は
な
い
が

元
禄
五
年

(ニ
ハ九二)
出
版
と
思
わ
れ
る

『
大
和
名
所
記
』
が
あ
る
。

型
は
半

紙
大
の
薄
冊
で
、
こ
れ
に
記
さ
れ
た
行
程
は
南
都
か
ら
始
ま
り
、
大
和
を
五
つ
の
地
域
に
分
け
て
案
内

す
る
形
に
な

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
最
初
に
奈
良
町

・
札
場

・
東
大
寺

・
興
福
寺

・
春
日
四
社
の
町

の
部
が
あ
り
、

つ
ぎ
に

「南
都
東
山
北
よ
り
南
山
迄
」

「奈
良
よ
り
西
山
北
よ
り
南
迄
」

「
奈
良
よ
り

南
平
地
」

「奈
良
よ
り
西
北
よ
り
南
迄
平
地
」
の
四
道
筋
に
わ
け
、
あ
と
に
七
大
寺
や
大
和
の
給
人
居

み

ち
の
り

城
や
五
畿
内
各
地

へ
の
道
法
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。
小
項
目
主
義
で
地
方
支
配
の
事
情
や
里
程
表
な
ど

を
つ
け
る
新
し
い
編
集
ぶ
り
と
い
え
る
。
こ
の
系
統
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
に
宝
永

・
正
徳
ご
ろ

の
作
か
と
み
ら
れ
る
小
型

の

『
大
和
名
所
独
旅
』
が
あ
る
。

つ
い
で
明
和
六
年

(
一七六九
)
に
上
梓
さ
れ

た

『大
和
名
所
記
』
が
あ
り
、
こ
れ
は
前
記
同
名
の
も
の
に
奈
良
町
内

の
部
分
が

大
増
補
さ
れ
た
も

の

で
あ
る
。
さ
ら
に
同
系
の
も
の
に

『
大
和
廻
り
名
所
記
』
が
あ
る
が
、
刊
行
年
次
は
わ
か
ら
な
い
。

つ
ぎ
に
奈
良
町
だ
け
を
扱

っ
た
も
の
と
し
て
は
、

や
や
さ
か
の
ぼ
る

貞
享
元
年

(一六八四)
の

『南
都

名
所
道
筋
記
』
が
非
常
に
す
ぐ
れ
た
も
の
で
、
通
常

の
見
学

コ
ー
ス
や
脇
道

コ
ー

ス
も
集
約
し
、
懇
切

436



第四章 奈良の近世文化

で
統

一
の
と
れ
た
案
内
記
と
な

っ
て
い
る
。

元
禄
十
五
年

(一七〇ゴ)
刊
行
の

『
南
都
名
所
記
』

は
、

さ
き
の
元
禄

五
年
刊

『
大
和
名
所

記
』
の
編
集
方
法
を
そ
の
ま
ま
南
都
だ
け
に
あ
て
は
め
た
も

の
で
、
装
訂
な
ど
に
も
共
通
点
が
多
い
。
た
だ
大
仏
殿
再
建
を
契
機
と
し

て
民
衆
の
奈
良
見
物
が
高
ま
り
を
み
せ
た
こ
ろ
の
も
の
と
し
て
は
、
大
仏
に
関
し
て
触
れ
て
い
な
い
点
に
疑
問
が
残
る
が
、
略
装
急
造

の
よ
う
す
が
版
面
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
て
興
味

の
あ
る
も

の
で
あ
る
。

本
書
は
宝
暦
四
年

(
一蓋
四
)
お
よ
び

そ
れ
以
後

に
も
増
版
し
て

出
さ
れ
、
さ
ら
に

『
繖
証
南
都

名
所

記
』
と
い
う
も
の
も
、
安
永
三
年

(一七七四)

.
文
化
二
年

(天
〇五)

.
文
政
元
年

(
天
天
)

.
天
保

十
二
年

(穴
空
)

・
嘉
永
五
年

(
一八五二
)

・
万
延
二
年
(或
畝
就
畔
)
と
六
回
に
わ
た
り
出
さ
れ
て
い
る
。

絵
図
は
猿
沢
池
周
辺

・
興
福
寺
南

大
門
前
薪
能

・
若
宮
御
祭
礼

・
春
日
本
社
と
若
宮
社
頭

.
二
月
堂
法
華
堂
と
鈞
鐘

.
大
仏
殿
な
ど
の
六
種
を
収
め
、
終
わ
り
に

「
な
ら

め
い
ぶ

つ
」
と
し
て
具
足

・
晒

・
油
煙
墨

・
酒

・
刀
脇
差

・
饅
頭

.
菊

一
文
字
鑓
刀

.
団
扇

.
文
殊
四
郎
小
刀

.
西
大
寺
豊
心
丹
な
ど

の
紹
介
を
し
て
、
末
尾
に
は

「
南
都
大
仏
絵
図
屋
庄
八
版
」
と
あ
る
。
絵
図
屋
庄
八
は
元
禄
十
五
年
以
降
幕
末
ま
で
代
々
地
誌
類
を
出

r南 都 名 所 記 』(筒井正夫氏蔵)

版

・
販
売
し
て
い
た
店
舗
で
あ
る
。

宝
永
五
年

(一七〇八)
に
発
刊
さ
れ
た
『
御
手
の
糸
』
(
下
)
は
山

口
素

枝

の
作
で
、
町
内
の
案
内
に
終
始
し
、
解
説
は
大
体

に
簡
略
で
あ
る

が
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
顧
慮
さ
れ
な
か

っ
た
野
守
大
明
神
そ
の
他
数

か
所
に
筆
が
お
よ
ん
で
い
る
。
全
体

に
い
さ
さ

か
文
飾
が
多
く
、
祭

文

・
囃
子

の
風
韻
が
あ

っ
て
案
内
者
が
口
誦
す

る
体
を
な
し
て
い
る

が
、
こ
れ
は
奈
良
遊
覧
が

一
つ
の
社
会
習
俗
と
し
て
定
着
し
て
き
た

影
響
と
も
受
け
と
れ
る
も
の
で
あ
る
。
巻
末
の

「
奈
良
町
名
物
」
に

は
、
前
記
の
も
の
に
加
え
て
奈
良
草
子

・
飯
鮨

・
奈
良
茶

・
し
る
飴
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・
法
華
寺

つ
ち
犬
な
ど
が
み
え
る
。
中
和
地
方
の
田
居
叟
と
い
う
人
の
手

に
な
る

『
大
和
古
跡
道
の
枝
折
』

は
天
明
元
年

(一七益
)
刊

行
の
小
冊
で
、
奈
良
を
中
心
と
し
て
、

国
内

一
円

の
名
所
を
あ
げ
て
い
る
が
、

道
筋
を
線
書
き
に
し
、
○
●
□
▲
△
印
な
ど
を
寺
社

・

名
所

・
宿
駅

・
村
里
の
印
と
し
、
具
体
的
に
順
路

・
方
向

・
位
置

・
距
離
な
ど
を
示
し
て
実
用
に
か
な

っ
て
い
る
。
解
説
は

一
般
に
軽

く
、
旧
来
の
案
内
書
で
は
ほ
と
ん
ど
扱
わ
れ
て
い
な
か

っ
た
町
村
や
小
古
跡
に
も
ふ
れ
て
い
る
の
は
確
か
に

一
特
色
を
な
す
も
の
で
、

巡
礼
遊
覧
の
案
内
書
は
こ
こ
に
至

っ
て
現
代
風
な
も
の
の
萌
芽
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
奥
書
に
大
坂
八
尾
新
町

・
京
都
六
角
通
に
各

一
軒
、
大
坂
心
斎
橋
に
二
軒
の
書
店
を
あ
げ
て
い
る
の
は
、
本
書

の
需
要
が
広
範
囲

の
も

の
と
見
込
ん
で
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。

地
誌

・
案
内
記
と
あ
わ
せ
て
述
べ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
も

の
に
地
図
が
あ
る
。
江
戸
時
代

の
奈
良
絵
図

の
う
ち

で
も

っ
と
も
古
い
も

の
は
寛
文
六
年

(ニ
ハ六六)
版
行
の

『
和
州
南
都
之
図
』
で
あ

っ
て
、
「南
都
尾
崎
三
右
衛
門
開
板
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
ぐ
宝

永
六
年

(一七〇九)
二
月
上
梓

の
も

の
は

「南
都
山
村
重
三
郎
開
板
」
と
刷
ら
れ
て
い
る
。

両
図
と
も
山
の
あ
る
東
を
上
と
し
、

町
屋
は

黒
、
町
名
は
道
路
上
に
記
入
し
、
興
福
寺

・
東
大
寺
な
ど

の
子
院
は
仮
名
符
号
や
数
字
を
図
中
に
印
し
て
、
図
の
わ
き
に
書
か
れ
た
子

院
名
と
対
照
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
版
面

の
大
部
分
は
鳥
観
図
式
で
あ
る
が
、
主
要
建
築
物
や
山
な
ど
に
は
写
景
図
式
が
採
用

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
両
図
を
比
較
し
て
み
る
と
、
寛
文
図
に
は
大
仏
が
露
坐
と
な

っ
て
い
る
の
に
反
し
、
宝
永
図
で
は
大
仏
殿

が
描
か
れ
、
東
大

・
興
福
両
寺

の
子
院
数

に
も
多
少
異
動
が
あ
り
、
寛
文
図

の
ふ
く
ろ
町

の

「
五
味
藤
九
郎
殿
」
と
記
し

た
代

官

所

が
、
宝
永
図
に
は

「
御
代
官
ヤ
シ
キ
」
と
記
入
替
え
さ
れ
て
い
る
な
ど

の
ち
が
い
が
あ
る
。
要
す
る
に
宝
永
図
は
寛
文
図
を
襲
用
し
て

小

改
訂
を
加
え
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
宝
永
図

の
発
行
者
に
つ
い
て
は
、
さ
き

の
山
村
重
三
郎
の
ほ
か

「
南
都
山
村

左

門

開

板
」

「
南
都
山
村
和
泉
開
板
」
と
あ
る
も

の
二
種
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
同
年
三
月
に
お
こ
な
わ
れ
た
大
仏
殿
の
落
慶
を
機
会
に
大
々
的
に
販

売

さ
れ
た
こ
と
を
物
語
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

宝
永
図

に
お
く
れ
る
こ
と
約
七
〇
年
、
安
永
七
年

(
宅
七八)
に
大
坂
版

の

『櫛
南
都
絵
図
』

が
で
て
い
る
。

そ

の
表
現
法
は
前
者
と
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ず
さ
ん

ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
が
、
享
保
二
年
焼
亡
の
興
福
寺
堂
塔
が
旧
姿

の
ま
ま
描
か
れ
て
い
る
な
ど

の
杜
撰
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し

一
方
で
は
図
面
右
上
に
奈
良
八
景
な
ら
び
に
陵
墓
、
左
上
に
は
名
所
名
木
お
よ
び
土
産
物
や
各
地

へ
の
里
程
な
ど
が
掲
げ

ら

れ

て

い

る
。
紙
幅
も
前
者
の
約
半
分
で
携
帯

に
便
利
な
も

の
で
、
奈
良
遊
覧

の
人
た
ち
に
相
当
多
く
利
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
の
ち
天
保
十
五
年
(弘
化
元
年

一八
四
四
)と
元
治
元
年

(
天
六四)
に
出
さ
れ
た
横
長
図
系
統

の
も

の
が
あ
る
。

こ
れ
は
寛
文

・
宝
永

の
縦
長
図

よ
り
も
ひ
と
ま
わ
り
大
き
く
東
を
上
に
し
た
も

の
で
、
近
郊
名
所
地
を
パ
ノ
ラ
マ
風
に
周
辺

へ
め
ぐ
ら
し
、
里
程

・
方
向

を

示

す

ほ

か
、
奈
良
八
景

・
七
大
寺
そ
の
ほ
か
有
名
寺
社

・
祭
礼
に
つ
い
て
の
短
い
解
説
を

つ
け
て
い
る
。
市
内
の
記
入
も
正
確
で
く
わ
し
く
し

第四章 奈良の近世文化

『大和巡 りひ とり案内図』

か
も
鮮
明
と
な
り
、
よ
く
携
帯
さ
れ
た
も

の
で
あ

ろ
う
。
発
行
所
は
前
に
も
ふ
れ
た

「奈
良
大
仏
前

絵
図
屋
庄
八
」
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
簡
易
な

一
枚
刷

り
で
、
著
名
な
奈
良

名
所
だ
け
を
示
し
た
も

の
が

あ

る
。

そ

の
一
つ

『南
都
名
所
之
繪
図
』
と
称
す
る
も

の
は
元
禄
五

年

(一六九二)
の
木
版
で
、

い
か
に
も

古
雅
な
風
姿

に
東
大
寺

・
春
日
社

・
興
福
寺

の
界
隈
が
収
め
ら

れ
、
こ
れ
に
は
市
街
地
は
全
く
含
ま

れ

て

い
な

い
。
通
路
は
黄
、
少
数

の
殿
宇
は
退
紅
色
で
筆
塗

り
し
、
余
白
に
は
簡
略
に
半
記
号
化
さ
れ
た
芝
林

の
点
綴
が
あ
る
。
こ
の
彩
色
法
は
書
誌
学
に
い
う
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た
ん
ろ
く
ぼ
ん

丹

緑

本

の
系

統

に
近

い
も

の
で
あ

る
。

本

図

で
注

目

さ

れ

る

の

は
、

中

央

上

部

の
大

仏

殿

に
大

仏

の
坐

像

が

描

か

れ

て

い
て

、

そ

の
う

・兄
に
柱

と
屋

根

覆

い
だ

け

の
仮

堂

の
描

写

が

あ

る

こ
と

で
あ

る
。

そ

し

て
左

上

部

に

は

「
大

仏

尊

像

一
、
高

五

丈

三

尺

五

寸

、

一
、

(天

平

勝

お
も

て

:
・…
」

と
眉

・
口

・
耳

・
螺

髪

な

ど

の
寸

尺

が

示

さ

れ

、

コ

、

し

ゃ
う

む

て

ん
わ

う

の

こ
ん

り

ゅ
う

、

て

ん

び

ゃ
う

し

ゃ
う

宝
)

(開

眼

供

養
)

ほ
う
四
年
四
月
九
日
大
ふ
つ
か
い
け
ん
く
や
う
、
元
禄
五
年
迄
九
百
四
十
二
年

二
成
也
、
興
福
寺
、

一
、
和
銅
三
年
内
大
臣
淡
海
公
造

立
、
七
堂
が
ら
ん
四
丁
四
方
、
元
禄
五
年
迄
九
百
八
十
三
年
二
成
也
、
寺
領
二
万
千
百
十

一
石
五
斗
余
L
と
刻
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら

の
記
事
か
ら
す
れ
ぽ
、
大
仏
殿
造
立
工
事
中
の
奈
良
見
物
者
に
対
し
て
販
布
さ
れ
た
も
の
と
察
し
ら
れ
る
。
い
ま

一
つ
の
も

の
は

『み

ら
め
い
ゑ
よ
ゑ
づ
』
と
題
し
た
も
の
で
、
図
の
配
置
は
前
図
と
大
差
は
な
い
が
、
鹿

・
樹
林

・
灯
籠

・
小
祠

・
人
物
を
も
描
く
な
ど
、

お
お
か
ら

は

ふ

全
般
に
図
柄
が
賑
や
か
と
な

っ
て
お
り
、
大
仏
殿
は
復
興
し
た
姿
で
前
面
の
大
唐
破
風
か
ら
は
大
仏

の
顔
が
拝
さ
れ
る
図
柄
で
あ
る
。

左
下
枠
外
に

「み
ら
大
佛
ゑ
づ
屋
庄
八
は
ん
」
と
あ
り
、
お
そ
ら
く
大
仏
殿
完
成
後

の
宝
永

・
正
徳
ご
ろ
の
版
で
あ
ろ
う
。
最
後

の
も

の
は
右
図
を
少
し
簡
略
に
し
て
い
る
が
、
こ
の
前
の
版
と
大
き
く
変
わ
る
と
こ
ろ
は
、
興
福
寺

の
南
大
門
な
ど
が
焼
失
し
た
の
で
こ
の

図
で
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
う
ち
復
旧
し
た
金
堂
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
版
は
金
堂
や
南
円
堂
復
興

以
後

の
も

の
と
思
わ

れ
る
。

長
期
に
わ
た
る
江
戸
時
代
を
通
じ
て
は
、
こ
の
ほ
か
な
お
多
く
の
案
内
地
図
な
ど
が
刊
行
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ぽ
寛
政
八
年

(一七九六)
版

の

『大
和
巡
り
ひ
と
り
案
内
図
』
は
京
都
菊
屋
喜
兵
衛
板
で
、

一
面
が
単
純
化
さ
れ
た
奈
良
中
心
の
地
図
で
京
都

・
大
坂

.
伊
勢

.
和
歌
山
ま
で
を
含
み
、
他
面
に
各
名
所
を
列
挙
し
た
も

の
で
あ
る
。
い
ま
そ
の
す
べ
て
を
こ
こ
に
い
い

つ
く
す
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
た
だ
大
仏
前
の
絵
図
屋
庄
八
こ
と
筒
井
氏
の
刊
行
物
が
も

っ
と
も
多
数
に
販
売
流
布
さ
れ
た
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。
奈
良
に
関
し
た
こ
れ
ら
の
地
誌

・
案
内
記
や
各
種
の
地
図
は
、
奈
良

へ
の
旅
行
者
の
往
来
に
つ
れ
て
各
地
に
も

た

ら

さ

れ
、
奈
良
を
た
ず
ね
る
人
々
の
旅
情
を
そ
そ

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
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