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こ
の
戯ざ
れ
ぶ
み文

を
草
す
る
に
当
っ
て
、
題
名
を
い
か
に
付
く
べ

き
か
、
実
は
、
今
も
大
い
に
迷
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
も

と
よ
り
『
も
の
が
た
り
』
で
あ
り
ま
し
て
、
必
ず
し
も
史
料

に
基
づ
い
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
私
の
当
て
推
量
が

殆
ど
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
取
り
敢
へ
ず
仮
題
を
上
記
の
よ

う
に
定
め
、
思
い
つ
く
ま
ま
に
、
ぼ
つ
ぼ
つ
書
い
て
み
る
こ

と
に
致
し
ま
し
た
。

尚
、
こ
こ
で
云
う
鐘
と
は
、
所
謂
、
梵
鐘
一
般
で
は
な
く
、

当
長
泉
寺
の
鐘
を
さ
し
ま
す
。

当
長
泉
寺
の
梵
鐘
の
こ
と
に
就
き
ま
し
て
は
、さ
き
に
「
当

山
の
鐘
楼
並
び
に
梵
鐘
に
つ
い
て
」  

な
る
一
文
を
草
し
、
昭

和
五
十
五
年
七
月
十
六
日
の
定
例
役
員
会
の
際
、
出
席
の
役

員
各
位
に
配
布
申
し
上
げ
、
更
に
若
干
の
修
正
を
加
へ
て
、

そ
の
寫う
つ

し
を
昭
和
五
十
五
年
十
一
月
二
十
七
日
付
、
当
寺
々

報
に
掲
載
し
全
檀
信
徒
各
位
に
配
布
申
し
あ
げ
て
あ
り
ま
す

は
じ
め
に

の
で
、
こ
れ
を
御
覧
下
さ
れ
ば
、
ま
こ
と
に
幸
い
で
ご
ざ
い

ま
す
。

又
、
去
る
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
十
三
日
、
現
在
の
梵
鐘

が
台
山
よ
り
移
管
さ
れ
て
撞
初
式
を
行
っ
た
際
、
先
住
説
宗

方
丈
が
、
ガ
リ
版
刷
り
に
し
て
参
列
の
各
位
に
御
配
布
申
し

上
げ
た
「
梵
鐘
の
由
来
」
な
る
短
文
が
残
っ
て
居
り
ま
す
の

で
、と
も
に
収
録
い
た
し
ま
し
た
。ど
う
ぞ
御
参
照
下
さ
い
。

当
山
の
鐘
楼
並
び
に
梵
鐘
に
つ
い
て

当
長
泉
寺
に
は
、
藩
政
時
代
す
で
に
鑢
楼
が
あ
っ
た
こ
と

は
、
当
寺
が
所
蔵
し
て
居
り
ま
す
廷
亨
三
年
（
一
七
四
六
年
）

版
の
古
伽
藍
図
よ
り
し
て
も
容
易
に
想
像
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。
尤
も
こ
の
と
き
の
鐘
楼
は
現
在
地
の
反
対
側
、

即
ち
山
門
を
這は

い入
っ
て
右
測
に
在
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
が
、

ご
承
知
の
通
り
、
そ
の
後
、
当
寺
は
文
政
十
年
（
一
八
二
七

年
）、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
年
）
の
再
度
に
亘
り
失
火
の

為
全
焼
し
、
又
、
古
記
録
等
も
殆
ど
伝
わ
っ
て
居
り
ま
せ
ん

の
で
、
こ
の
時
代
の
鐘
楼
並
び
に
梵
鐘
の
様
式
・
規
模
等
は

窺
い
知
る
べ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
と
に
か
く
文
政
十
年
の

第
一
回
火
災
後
、
長
ら
く
鐘
楼
は
再
建
さ
れ
ず
に
居
っ
た
の
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で
あ
り
ま
す
。

当
山
の
先
先
住
是
祥
方
丈
は
明
治
二
十
七
年
に
岩
手
県
東

磐
井
郡
興
田
村
龍
門
寺
よ
り
普
住
さ
れ
た
方
で
あ
り
ま
す
が
、

か
か
る
名め

い
さ
つ刹

に
鐘
楼
の
な
い
こ
と
を
残
念
に
思
い
、
大
正
八

年  
（
一
九
一
九
年
）
畢ひ

っ
せ
い世

の
事
業
と
し
て
、
こ
れ
が
再
建
を

発
願
し
、
自
ら
京
都
に
出
向
い
て
重
さ
壱
百
貫
の
梵
鐘
を
購

入
、
か
た
わ
ら
浄
財
を
募
っ
て
現
在
見
る
が
如
き
鐘
楼
を
再

建
し
、
大
正
九
年
秋
、
盛
大
な
落
慶
式
並
び
に
撞う

ち
ぞ
め
し
き

初
式
を
行

い
、
爾じ

ご後
一
カ
年
を
出
で
ず
し
て
大
正
十
年
十
月
五
日
、
世

寿
六
十
五
才
を
以
て
卒
然
と
し
て
遷
化
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま

す
。
こ
の
鐘
は
、
そ
の
後
お
寺
の
鐘
と
し
て
地
区
民
の
方
々

に
親
し
ま
れ
、
除
夜
は
言
う
に
及
ば
ず
朝
な
夕
な
に
、
寺
か

ら
里
へ
と
法
音
を
伝
え
て
参
り
ま
し
た
が
、
戦
争
が
激
し
く

な
る
に
つ
れ
、
昭
和
十
八
年
、
金
属
供
出
の
憂
き
目
に
あ
っ

て
応
召
し
、
つ
い
に
帰
る
こ
と
な
く
、
終
戦
を
迎
へ
た
の
で

あ
り
ま
す
。

扨さ
て

、
当
長
泉
寺
の
開
基
石
川
家
の
角
田
第
四
代
（
通
算
は

二
十
七
代
）
の
舘
主
は
石
川
宗
弘
公
と
申
さ
れ
る
方
で
あ
り

ま
す
が
、
こ
の
方
が
梵
鐘
を
氏
神
八
幡
神
社
に
奉
納
し
て
郷

内
安
全
を
祈
願
さ
れ
た
こ
と
が
『
石
川
氏
一
千
年
史
』
に
記

録
さ
れ
て
居
り
ま
す
。
即
ち
同
史
下
巻
三
十
二
丁
に

「
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
年
）
八
月
六
日
鐘
を
鋳
る
地
金
二

百
七
十
八
貫
二
百
目
江
戸
ヨ
リ
鍋
屋
又
兵
衛
ヲ
招
キ
観
音
堂

山
下
ニ
於
テ
制
作
し
工
成
リ
之
ヲ
氏
神
八
幡
社
ニ
納
ム
」
と

あ
り
ま
す
。
こ
の
鐘
は
、
そ
の
後
明
治
維
新
の
変
革
に
際
し
、

官
軍
の
進
攻
を
恐
れ
た
家
中
の
方
々
の
手
に
よ
っ
て
、
一
時
、

八
幡
神
社
下
の
お
濠
深
く
沈
め
ら
れ
た
も
の
を
、
間
も
な
く

引
き
揚
げ
安
養
寺
の
跡
の
竹
藪
に
放
置
さ
れ
て
あ
っ
た
と
云
わ

れ
て
居
り
ま
す
が
、
町
政
施
行
前
後
、
台
山
に
鐘
楼
を
建
て

て
こ
こ
に
吊
し
、
爾じ

ら
い来

、
台
山
の
鐘
と
し
て
町
民
に
親
し
ま

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
併し

か

し
時
勢
の
推
移
に

伴
い
、
又
、
サ
イ
レ
ン
の
普
及
に
よ
っ
て
、
い
つ
し
か
時
鐘

と
し
て
の
役
目
も
終
り
、
其
筋
の
指
示
も
あ
っ
て
久
し
く
鐘

声
を
聞
く
こ
と
も
な
く
終
戦
を
迎
へ
る
こ
と
に
な
っ
た
訳
で

ご
ざ
い
ま
す
が
、
幸
い
、
万
一
サ
イ
レ
ン
故
障
の
際
の
非
常

用
と
い
う
こ
と
で
供
出
を
ま
ぬ
か
れ
た
こ
と
は
、
関
係
者
の

御
努
力
に
よ
る
も
の
と
存
ぜ
ら
れ
、
敬
服
に
堪
へ
ぬ
と
こ
ろ

で
ご
ざ
い
ま
す
.

台
山
の
鐘
楼
は
至
っ
て
小
規
模
の
も
の
で
、
破
損
の
度
合

も
は
げ
し
く
、
追
い
追
い
危
険
に
な
っ
た
為
、
昭
和
二
十
四

年
、
先
住
説
宗
方
丈
の
熱
願
と
有
志
並
び
に
篤
信
の
方
々
の

並
々
な
ら
ぬ
お
力
添
へ
に
よ
っ
て
当
寺
に
移
管
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
、
し
ば
ら
く
空
楼
だ
っ
た
当
寺
の
鐘
楼
に
移
さ
れ
て
、

こ
こ
に
台
山
の
鐘
は
お
寺
の
鐘
と
し
て
生
れ
替
り
、
今
日
に

至
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

俗
に
「
堂
を
見
て
鐘
を
吊
せ
」
と
申
す
諺

こ
と
わ
ざが

ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
は
鐘
の
大
き
さ
と
鐘
楼
の
大
き
さ
と
の
間
に
は
一
定
の

比
率
・
公
式
が
あ
る
と
い
う
意
味
だ
と
存
じ
ま
す
が
、
前
に
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も
申
し
上
げ
ま
し
た
通
り
先
先
住
是
祥
方
丈
が
新
鋳
し
た
二

代
目
梵
鐘
は
百
貫
足
ら
ず
の
も
の
で
あ
り
、
現
在
の
鐘
楼
も

当
然
そ
れ
に
釣
り
合
っ
た
寸
法
で
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り

ま
す
。
一
方
、
只
今
の
第
三
代
梵
鐘
は
用
い
ら
れ
た
地
金
の

総
量
か
ら
し
て
推
定
弐
百
二
・
三
十
貫
は
あ
ろ
う
か
と
存
ぜ

ら
れ
ま
す
。
専
門
家
の
話
で
は
現
在
の
鐘
楼
は
、
当
然
鐘
と

の
釣
合
は
不
均
衡
で
、
鐘
に
対
し
柱
間
で
約
一
尺
五
寸
せ
ま

い
と
の
こ
と
で
す
。
の
み
な
ら
ず
現
在
の
鐘
楼
は
柱
が
杉
材

の
為
、
一
部
は
既
に
根
継
ぎ
し
た
も
の
も
あ
り
、
只
今
、
柱

の
長
さ
十
八
尺
の
間
で
約
八
寸
東
へ
傾
い
て
居
り
、し
か
も
、

年
々
僅
か
乍
ら
こ
の
傾
き
が
ひ
ど
く
な
っ
て
来
て
居
り
ま
し

て
、
そ
れ
丈
け
危
険
の
度
も
増
し
て
来
て
い
る
訳
で
ご
ざ
い

ま
す
。

か
か
る
次
第
で
、
早
晩
ど
う
し
て
も
鐘
楼
を
改
築
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
時
期
が
参
り
ま
す
が
、
幸
い
、
今
春
の
僧
堂

落
慶
に
際
し
、
近
近
の
鐘
楼
改
築
を
見
越
し
て
、
余
剰
金

六
百
三
十
余
万
を
以
て
主
要
欅
材
の
一
部
を
購
入
し
て
、
将
来

に
お
備
え
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
は
、
返
す
返
す
も
有
難
い

こ
と
に
存
ぜ
ら
れ
御
礼
の
申
し
上
げ
よ
う
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

転
勤
等
で
初
め
て
当
市
に
居
住
さ
れ
た
方
々
の
多
く
は
、
鐘

の
聞
こ
え
る
町
と
し
て
当
地
を
慕
い
、
や
が
て
深
い
愛
着
を

持
っ
て
下
さ
る
と
聞
い
て
居
り
ま
す
。

檀
信
徒
皆
々
様
の
信
仰
心
と
愛
郷
心
と
に
よ
り
、
適
当
の

機
会
に
鐘
楼
を
改
築
し
て
、
三
百
十
数
年
前
に
名
君
宗
広
公

に
よ
っ
て
此
の
地
で
鋳
造
さ
れ
、
又
、
年
輩
の
方
々
に
は
台

山
の
鐘
と
し
て
親
し
ま
れ
、
戦
後
は
長
泉
寺
の
鐘
と
し
て
生

ま
れ
替
わ
っ
た
こ
の
名
鐘
を
安
全
に
奉
安
し
て
、
よ
ろ
こ
び
と
感

謝
の
う
ち
に
、
朝
な
夕
な
に
い
つ
ま
で
も
鳴
ら
し
続
け
て

参
り
た
い
も
の
と
念
願
し
て
居
り
ま
す
。

（
昭
・
55
・
11
・
27
長
泉
寺
護
持
会
発
行
諸
報
告
よ
り
抜
粋
）

以
下
は
先
住
説
宗
方
丈
時
代
、
昭
和
二
十
四
年
に
、
所い
わ
ゆ
る謂

「
台
山
の
鐘
」
が
当
寺
に
移
管
さ
れ
、
仝
年
十
二
月
十
三
日

例
歳
御
開
山
忌
に
併
せ
て
撞
初
式
を
行
っ
た
際
、
ガ
リ
版
刷

り
に
し
て
参
列
の
総
代
・
世
話
人
及
び
来
賓
各
位
に
配
布
し

た
も
の
ゝ
寫う
つ

し
で
あ
る
。
後
世
の
為
再
録
し
て
お
く
次
第
で

あ
り
ま
す
。

尚
、
文
中
、
松
岡
丈
右
衛
門
と
あ
る
の
は
鍋
屋
又
兵
衛
と

同
一
人
物
で
あ
り
、
元
禄
年
間
云
々
は
先
住
の
記
憶
違
い
と

思
は
れ
ま
す
。（
昭
・
58
・
6
・
13 
泰
弘
記
）

梵

鐘

の

由

来

本
日
撞
初
め
の
式
典
を
挙
げ
、
改
め
て
長
泉
寺
の
鐘
と
し

て
、
平
和
招
来
の
為
に
再
出
発
し
た
こ
の
梵
鐘
に
は
、
由
来

因
縁
の
深
い
も
の
が
あ
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
が
、
御
覧
の
通
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り
一
字
一
句
の
鐘
銘
も
彫
込
ま
れ
て
居
ら
ず
、
ま
た
之
に
関

す
る
文
献
と
て
も
見
当
ら
ず
、
誠
に
遺
憾
な
こ
と
乍
ら
、
そ

の
詳
細
を
知
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
が
、
地
方
の
伝
説
や

又
、
あ
る
信
ず
べ
き
筋
の
聞
き
伝
へ
を
綜
合
致
し
ま
す
と
、

今
か
ら
約
二
百
五
十
年
前
、
即
ち
元
禄
年
間
に
、
當
町
の
鋳

物
師
松
岡
丈
右
衛
門
が
、
舘
主
石
川
家
の
命
を
承
け
、
郊
外

野
田
の
観
音
堂
山
に
於
て
、
精
魂
を
傾
け
名
鐘
の
製
作
に
専

念
し
、
奥
方
ま
た
之
を
扶た
す

け
て
、
手
づ
か
ら
金
銀
等
を
炉た
た
ら鞴

に
投
じ
、
遂
に
、
口
径
二
尺
八
寸
、
高
さ
五
尺
三
寸
、
重
量

二
百
八
十
貫
と
云
ふ
巨
鐘
の
鋳
造
に
成
功
し
た
結
果
、
石
川

家
に
於
て
は
、
深
く
そ
の
労
を
犒
ひ
、
こ
の
巨
鐘
を
ば
八
幡

神
社
に
奉
納
し
て
、
領
内
の
安
全
、
五
穀
の
豊
穣
を
祈
顧
し

た
と
云
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

然
る
に
明
治
維
新
の
際
、
官
軍
の
角
田
に
進
撃
す
る
と
聞

く
や
、
當
時
の
人
々
が
こ
の
巨
鐘
の
奪
取
せ
ら
る
ゝ
の
を
恐

れ
て
か
、
社
前
の
大
濠
に
放
り
込
み
、
水
中
深
く
隠
匿
し
た

も
の
を
、
更
に
明
治
某
年
、
之
を
引
き
揚
げ
て
台
山
に
移
し
、

爾
来
、
時
を
報
ず
る
の
鐘
と
し
て
、
角
田
町
民
は
云
ふ
に
及

ば
ず
、
近
郷
近
在
の
人
々
に
も
親
し
ま
れ
、
私
共
の
日
常
生

活
と
堅
く
結
び
つ
き
、
角
田
と
鐘
の
音
は
離
れ
難
き
も
の
と

な
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
戦
争
の
酣
た
け
な
わな
る
に
及
ん
で
、

鐘
の
音
も
響
か
ず
、
終
戦
後
の
今
日
、
尚
且
つ
そ
の
名
音
を

聴
く
こ
と
を
得
ず
、
深
く
も
印
象
づ
け
ら
れ
て
ゐ
た
「
台
山

の
鐘
」
の
名
も
漸
く
忘
れ
ら
れ
ん
と
し
て
、
心
あ
る
も
の
は

一
沫
の
寂
し
み
を
感
じ
て
ゐ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

當
寺
に
も
梵
鐘
は
あ
っ
た
の
で
す
が
、
戦
時
中
金
属
回
収

の
命
を
受
け
て
供
出
し
、
以
来
、
空
楼
の
ま
ま
に
成
っ
て
居

り
ま
し
た
の
で
、
一
は
皆
様
の
要
望
に
應
へ
、
一
は
幾
分
で

も
国
家
再
建
に
役
立
ち
た
い
と
云
ふ
念
願
か
ら
、
再
度
、
町

に
御
願
ひ
申
上
げ
た
結
果
、
角
田
町
の
御
好
意
を
得
て
、
そ

の
移
管
を
認
め
ら
れ
、
茲こ

こ

に
改
め
て
「
長
泉
寺
の
鐘
」
と
し

て
、
平
和
招
来
の
第
一
線
を
承
は
り
、
威
容
堂
々
と
再
出
発

致
し
た
次
第
で
御
座
い
ま
す
。

願
は
く
は
、
鐘
の
音
高
ら
か
に
打
鳴
ら
し
て
、
相
共
に
情

操
を
涵
養
し
感
謝
報
恩
の
行
持
に
い
そ
し
み
、
国
運
復
興
の

警
鐘
と
も
し
て
、
歓
喜
和
楽
の
国
土
建
設
に
御
精
進
せ
ら
る

る
や
う
、
特
に
こ
の
機
會
に
お
願
い
申
上
げ
ま
す
。

昭
和
二
十
四
年
十
二
月
十
三
日

長
泉
寺
住
職      

奥
野
説
宗

扨
、『
石
川
氏
一
千
年
史
』
に
記
載
さ
れ
て
居
り
ま
す
梵
鐘

鑄
造
に
関
す
る
記
述
を
改
め
て
引
用
す
れ
ば
、

「
寛
文
元
年
八
月
六
日
鐘
ヲ
鑄
ル
地
金
二
百

七
十
八
貫
二
百
目
江
戸
ヨ
リ
鍋
屋
又
兵
衛

ヲ
招
キ
観
音
堂
山
下
ニ
於
テ
製
作
シ
工
成

リ
之
ヲ
氏
神
八
幡
社
ニ
納
ム
」（
石
川
氏

一
千
年
史
下
巻
三
十
二
丁
）

の
通
り
、
極
め
て
簡
単
な
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
右
の
記
述
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以
外
に
二
三
の
言
い
傳
へ
が
残
っ
て
居
り
ま
す
。

梵
鐘
鑄
造
の
発
願
主
は
、
申
す
ま
で
も
な
く
角
田
第
四
代

の
舘
主
石
川
宗
弘
公
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
か
げ
に
は
奥
方

様
の
厚
い
手
助
け
が
あ
っ
た
と
い
は
れ
て
居
り
ま
す
。
奥
方

は
京
都
水
無
瀬
中
納
言
の
御
息
女
梁
姫
と
申
さ
れ
る
方
で
、

明
暦
三
年
（
一
六
五
七
年
）
入
輿
さ
れ
ま
し
た
が
、
生
来
信

心
ふ
か
く
尊
い
御
身
で
あ
り
乍
ら
鑄
造
に
あ
た
っ
て
は
、
た

び
た
び
観
音
堂
山
下
の
鑄
造
場
に
お
成
り
に
な
り
自
ら
炉
鞴

に
金
銀
を
投
じ
て
工
事
の
安
全
を
祈
念
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
因
み
に
、
こ
の
梵
鐘
に
は
文
字
は
一
字
も
刻
ま
れ
て

な
く
、
わ
ず
か
に
直
径
一
尺
八
分
の
法
輪
が
四
ヶ
、
草
の
間

（
梵
鐘
各
部
の
名
称
図
参
照
）
に
鑄
出
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ

ま
せ
ん
。
こ
の
小
さ
な
四
個
の
法
輪
に
、
私
は
、
む
し
ろ
奥

方
様
の
つ
つ
ま
し
や
か
な
お
心
と
、
気
高
い
お
姿
を
見
る
思

ひ
が
す
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

又
、
こ
の
鐘
を
鑄い

づ
く
り造
す
る
為
に
、
わ
ざ
わ
ざ
江
戸
か
ら
招

聘
さ
れ
た
葺ふ

き
し師

鍋
屋
又
兵
衛
は
、
そ
の
後
江
戸
に
帰
る
こ

と
な
く
当
地
に
と
ど
ま
り
、
松
岡
姓
を
名
乗
り
、
子
孫
は
そ

の
後
、
本
町
（
現
在
の
角
田
市
農
協
あ
た
り
）
に
居
住
し
て
、
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代
々
鑄
造
業
に
従
事
し
、
最
盛
期
に
は
夜
分
な
ど
タ
タ
ラ
（
足

踏
み
式
の
大
型
の
鞴ふ

い
ご

）
を
ふ
む
火
色
が
、
夜
空
に
映
え
て
遠

く
横
倉
あ
た
り
か
ら
も
望
見
さ
れ
た
と
い
は
れ
て
居
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
後
い
つ
し
か
稼
業
も
や
め
、
大
正
五
年
四
月

八
日
の
昼
火
事
で
屋
敷
も
類
焼
し
、
現
在
、
御
子
孫
は
岩
沼

に
住
ん
で
居
ら
れ
ま
す
。

尚
、
こ
れ
は
全
く
の
余
談
に
な
り
ま
す
が
、
当
時
鍋
屋
松

岡
家
の
庭
に
は
、
見
事
な
帆
か
け
舟
松
が
あ
っ
た
そ
う
で
す

が
、
出
入
の
植
木
屋
さ
ん
が
庭
の
手
入
れ
を
し
た
時
、
入
り

船
と
す
べ
き
と
こ
ろ
を
、
う
っ
か
り
出
船
に
し
て
し
ま
い
、

こ
れ
を
見
た
ご
近
所
の
方
々
が
、
何
ご
と
も
な
け
れ
ば
よ
い

が
と
噂
し
合
っ
て
い
た
矢
先
の
災
難
だ
っ
た
と
も
言
わ
れ
て

居
り
ま
す
。

度
々
、
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
現
在
の
長
泉
寺
の
梵
鐘
は

寛
文
元
年
（
一
六
六
一
年
）
角
田
第
四
代
の
舘
主
石
川
宗
弘

公
の
発
願
に
よ
っ
て
鑄
造
さ
れ
、
氏
神
八
幡
社
に
奉
納
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
八
幡
社
時
代
の
鐘
楼
が
ど
の
あ
た

り
に
在
っ
た
か
、
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
り
ま
す
。

山
頂
の
拝
殿
・
本
殿
の
あ
り
ま
す
平
坦
地
と
も
思
は
れ
ま

す
が
、
こ
こ
は
狭き

ょ
う
あ
い隘
と
は
言
へ
な
い
ま
で
も
、
と
て
も
鐘
楼

を
建
て
る
よ
う
な
余
裕
は
な
さ
そ
う
で
あ
り
ま
す
。

結
論
か
ら
申
し
ま
す
と
、
楼
門
（
随
身
門
）
の
向
っ
て
右

手
前
（
現
在
の
社
務
所
の
あ
る
と
こ
ろ
）
に
鐘
楼
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

現
在
の
社
務
所
は
、
終
戦
後
、
八
幡
神
社
代
々
の
宮
司
吉

田
家
の
当
主
充
義
氏
が
東
京
に
移
住
さ
れ
た
後
、
氏
子
の
方
々

が
協
議
の
結
果
、
急
ぎ
建
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、

同
社
の
兼
務
宮
司
佐
藤
清
茂
先
生
、
氏
子
総
代
長
菅
野
敏
夫
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氏
、
同
社
と
ゆ
か
り
の
深
い
地
元
の
長
老
石
川
好
光
氏
ら
の

言
に
よ
れ
ば
、
問
題
の
場
所
は
社
務
所
建
設
（
社
務
所
建
設

は
昭
和
四
十
年
）
以
前
す
で
に
平
坦
地
で
、
又
、
広
さ
も
鐘

楼
を
建
て
る
ぐ
ら
い
は
十
分
で
あ
り
、「
官
軍
の
進
攻
を
お

そ
れ
た
家
中
の
方
々
の
手
に
よ
っ
て
、
一
時
お
濠
の
水
中
深

く
沈
め
ら
れ
た
云
々
」
の
言
い
傅
へ
に
も
暗
号
す
る
場
所
で

は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

こ
の
鐘
が
町
の
時
鐘
と
し
て
台
山
に
移
さ
れ
た
正
確
な

年
代
は
、
遺
憾
乍
ら
大
正
四
年
の
大
火
の
際
町
役
場
も
全
焼

し
、
記
録
が
残
っ
て
居
ら
ず
、
今
の
と
こ
ろ
は
っ
き
り
し
て

居
り
ま
せ
ん
。

併
し
乍
ら
、
は
じ
め
、
町
役
場
の
依
頼
を
う
け
て
、
当
時

北
町
で
う
ど
ん
屋
を
し
て
い
た
有
馬
屋
さ
ん
（
三
由
氏
・
御

子
孫
は
北
海
道
札
幌
市
住
）
か
ら
鐘
つ
き
を
引
き
継
い
で
以

後
、
長
年
月
に
亘
り
こ
の
こ
と
を
勤
め
て
こ
ら
れ
た
、
台
山

下
の
中
村
家
の
当
時
の
夫
人
ま
つ
よ
様
は
、
昭
和
九
年
五
月

四
日
、
行
年
七
十
八
才
を
以
て
死
歿
さ
れ
ま
し
た
が
、
病
い

が
重
く
な
っ
て
来
た
と
き
、
あ
る
日
「
あ
ヽ
、
わ
し
も
五
十
年

鐘
を
撞
い
た
」
と
家
人
に
申
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
相
で
す
。

従
っ
て
、
も
し
、
ま
つ
よ
様
の
言
う
通
り
で
あ
れ
ば
昭
和
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九
年
の
五
十
年
前
は
算
え
で
明
治
十
八
年
に
相
当
す
る
こ
と

と
な
り
、
更
に
、
そ
の
前
に
有
馬
屋
で
撞
い
た
若
干
の
年
月

が
あ
れ
と
す
れ
ば
、
矢
張
り
現
在
の
結
論
と
し
て
は
、
明
治

十
七
年
の
連
合
戸
長
制
度
施
行
前
後
、
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

日
頃
、
親
し
く
御ご

こ
う
ぎ

交
誼
を
い
た
だ
い
て
い
る
、
あ
る
神
社

の
宮
司
さ
ん
と
世
間
話
を
し
て
い
た
時
、
た
ま
た
ま
、
寛
文

元
年
鑄
造
の
梵
鐘
の
こ
と
に
話
が
及
び
ま
し
た
。
そ
の
時
、

宮
司
さ
ん
の
仰
有
る
に
は
「
梵
鐘
を
奉
納
し
よ
う
と
す
る
場

合
、
神
社
と
寺
院
の
ど
ち
ら
に
、
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、

二
対
八
ぐ
ら
い
の
割
合
で
寺
院
に
奉
納
す
る
こ
と
が
多
い
の

で
は
な
い
か
。
神
社
に
法
輪
は
一
寸
似
合
は
な
い
よ
う
な
気

が
す
る
」
と
の
こ
と
で
し
た
。

さ
き
に
も
申
し
ま
し
た
通
り
当
山
は
文
政
十
年（
一
八
二
七

年
）
の
第
一
回
大
火
で
全
焼
し
て
居
り
、
古
記
録
も
残
っ

て
居
り
ま
せ
ん
の
で
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
年
）
当
時
、

既
に
当
山
に
鐘
楼
が
あ
っ
た
か
、
な
か
っ
た
か
は
記
録
の
上

で
は
確
め
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
が
、
幸
い
当
寺
に
は
、

曽か
つ

て
あ
る
時
期
さ
る
町
家
に
保
管
さ
れ
、
先
住
説
宗
方
丈
の

代
に
寺
に
奉
納
さ
れ
た
延
亨
三
年
（
一
七
四
六
年
）
版
の
古

伽
藍
図
が
所
蔵
さ
れ
て
居
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
禅
宗
寺

院
建
築
の
作
法
上
、
鐘
楼
の
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
小
屋
ら
し

き
も
の
が
描
か
れ
て
居
り
、
延
亨
年
代
か
そ
れ
以
前
に
既
に

当
山
に
は
鐘
楼
が
あ
っ
た
と
推
測
・
結
論
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

更
に
、
こ
の
こ
と
は
、
現
在
、
寺
に
残
っ
て
居
り
ま
す
大

正
九
年
新
鑄
の
梵
鐘
（
後
で
述
べ
ま
す
が
、
こ
の
鐘
は
昭
和

十
八
年
金
属
回
収
令
に
よ
り
供
出
し
、
今
は
あ
り
ま
せ
ん
）

の
銘
文
の
寫う
つ

し
か
ら
も
、
容
易
に
想
像
さ
れ
ま
す
。

こ
の
鐘
銘
の
案
文
は
左
の
通
り
で
あ
り
ま
し
た
。

梵

鐘

銘

當
寺
石
川
家
香
華
院   

故
殿
堂
伽
藍
完
備

某
年
有
火
帰
烏
有　
　

梵
鐘
亦
燒
失

以
無
法
器
為
憾     

余
化
檀
徒
範
鑄
之
以
簴
棲
上

因
為
銘
曰

開
張
炉
黼       

現
出
梵
鐘

口
包
法
界       

身
掛
虚
空

響
徹
十
方

直
證
圓
通

日
施
號
令

立
不
宰
功

大
正
九
年
初
秋

長
泉
三
十
九
世
是
祥
老
䄲

（
傍
線
筆
者
）
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つ
ま
り
、
本
来
な
れ
ば
、
菩
提
寺
長
泉
寺
に
納
む
べ
き
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
長
泉
寺
に
は
既
に
梵
鐘
が
あ
る
の
で
氏
神

八
幡
社
へ
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
―
そ
う
と

も
思
へ
る
の
で
す
。

い
か
に
神し
ん
ぶ
つ佛
混こ
ん
こ
う淆
の
時
代
と
は
申
せ
、
こ
の
梵
鐘
に
鑄
出
さ

れ
て
い
る
四
ケ
の
法
輪
も
、
そ
う
思
っ
て
み
れ
ば
何
や
ら
も
の

言
い
た
げ
に
見
え
て
参
り
ま
す
。

戦
前　
　
　
　

昭
和
十
八
年
に
当
寺
の
さ
き
の
梵
鐘
が
金
属
供

出
の
憂
き
目
に
逢
う
ま
で
は
、
角
田
の
町
に
は
朝
夕
、
台
山

と
長
泉
寺
と
二
つ
の
鐘
の
音
が
響
い
て
い
た
わ
け
で
す
。
尤

も
、
台
山
の
鐘
は
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
一
時
間
ご

と
に
、
長
泉
寺
の
鐘
は
所
謂
、
暁
鐘
・
昏
鐘
で
朝
夕
各
々
九
こ
こ
の

つ
づ
つ
、
嗚
ら
す
仕
来
り
で
し
た
が
、
二
ケ
所
の
鐘
の
音
を

今
も
覚
え
て
い
る
年
輩
の
方
々
の
中
に
は
、「
ど
う
も
長
泉

寺
の
鐘
の
方
が
、
音
が
良
か
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
」
と
云

う
方
も
居
ら
れ
ま
す
。

現
在
の
長
泉
寺
の
梵
鐘
（
旧
台
山
の
梵
鐘
）
は
、
重
量
に

比
し
余
韻
が
少
な
い
の
は
事
実
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
梵

鐘
の
音
色
が
果
た
し
て
本
当
に
良
く
な
い
の
か
、
若
干
で
も
ヒ

ビ
が
這
人
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
、
勿
論
、
専
門
家
の
鑑

定
を
俟
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
若
し
い
く
ら
か
で
も

ヒ
ビ
が
這
入
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
次
の
二
つ
の
言
い
傅
ヘ

が
想
起
さ
れ
ま
す
。

一
、
あ
る
と
き
角
田
に
大
火
が
あ
り
（
文
政
の
大
火
か
、

と
に
か
く
不
明
で
す
が
）、
何
時
間
も
早
鐘
を
鳴
ら
し
つ
づ

け
、
ふ
と
気
か
付
い
て
み
た
ら
、
鐘
が
大
分
熱
を
も
っ
て
い

た
の
で
、
あ
は
て
て
水
を
か
け
た
と
こ
ろ
、
そ
の
ト
タ
ン
に

ヒ
ピ
が
這
入
っ
た
と
い
う
説
。

二
、
明
治
初
年
、
官
軍
の
角
田
進
攻
の
際
、
梵
鐘
の
破
壊

さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
御
家
中
の
方
々
が
、
急
ぎ
鐘
楼
よ
り

鐘
を
お
ろ
し
、
八
幡
社
の
急
坂
を
ゴ
ロ
ゴ
ロ
と
転
が
し
お
ろ

し
て
、
真
下
の
お
濠
に
鐘
を
沈
め
か
く
し
た
。
そ
の
と
き
ヒ

ピ
が
這
入
っ
た
と
す
る
説
。

以
上
、
勿
論
真
偽
の
ほ
ど
は
解
り
ま
せ
ん
が
、
話
と
し
て

御
紹
介
申
し
上
げ
た
次
第
で
す
。

扨さ
て

、
又
々
、
話
の
よ
う
な
話
に
な
り
ま
す
が
、
寛
文
元
年

こ
の
鐘
が
鑄
ら
れ
た
と
き
、
実
は
鑄
造
さ
れ
た
鐘
は
一
つ
で

は
な
く
、
三
つ
だ
っ
た
と
い
う
話
が
伝
は
っ
て
居
り
ま
す
。
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尤
も
こ
の
こ
と
は
勿
論
『
石
川
氏
一
千
年
史
」
に
も
記
載

さ
れ
て
居
ら
ず
、
又
、
信
ず
べ
き
資
料
も
な
く
、
単
な
る
言

い
伝
へ
―
―
そ
れ
も
極
く
一
部
の
―
―
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

そ
の
言
い
伝
へ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
一
度
に
大
中
小
三
個

の
鐘
を
葺
き
、
大
を
八
幡
社
に
中
を
刈
田
嶺
神
社
に
、
又
、

小
を
愛
宕
神
社
に
奉
納
し
た
と
い
う
の
で
す
。

『
石
川
氏
一
千
年
史
』
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
梵
鐘
鑄
造
の

際
、
用
い
ら
れ
た
地
金
の
総
量
は
二
百
七
十
八
貫
二
百
匁
と

あ
り
ま
す
し
一
方
、
現
在
の
梵
鐘
は
推
定
二
百
四
・
五
十
貫

ぐ
ら
い
と
思
は
れ
ま
す
の
で
、
こ
の
一
事
か
ら
見
て
も
、
同

時
に
三
つ
の
鐘
を
葺
い
た
と
は
と
て
も
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
が
、

世
の
中
な
ん
で
も
勉
強
と
思
い
、
一
日
（
昭
・
58
・
6
・
28
）

ま
ず
刈
田
嶺
神
社
に
参
拝
し
て
み
ま
し
た
。

刈
田
嶺
神
社
は
別
名
白
鳥
神
社
と
も
い
は
れ
、
蔵
王
町
宮

の
郊
外
の
、
樹
齢
数
百
年
と
思
は
れ
る
老
杉
・
巨
木
に
囲
ま

れ
た
小
高
い
丘
の
上
に
あ
り
、
長
い
石
段
を
登
り
つ
め
た
広

い
境
内
に
は
、
江
戸
中
期
ご
ろ
の
建
造
に
か
か
る
拝
殿
、
本

殿
、
随
身
門
、
鐘
楼
、
そ
れ
に
社
務
所
、
水
屋
等
が
整
然
と

立
ち
並
ぶ
、
地
方
で
は
珍
し
い
、
素
晴
ら
し
い
お
宮
様
で
、

主
要
な
建
物
は
す
べ
て
見
事
な
彫
刻
で
飾
ら
れ
、
又
、「
白

烏
の
碑
」
の
あ
る
こ
と
で
も
有
名
で
あ
り
ま
す
。

参
拝
を
す
ま
せ
た
あ
と
、
佐
藤
宮
司
さ
ん
に
御
目
に
か

か
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
お
話
を
承
は
り
、
神
鐘
も
拝
ん
で
参
り

ま
し
た
。
現
在
の
鐘
は
昭
和
二
十
七
年
十
月
の
再
鑄
で
、
龍
頭

下
高
さ
三
尺
七
寸
、
口
径
二
尺
三
寸
、
へ
り
厚
約
二
寸
一
分

の
仲
々
立
派
な
も
の
で
し
た
。

初
代
梵
鐘
は
貞
亨
二
年
（
一
六
八
五
年
）
領
主
片
倉
小
十

郎
村
休
公
の
奥
方
が
寄
進
さ
れ
た
も
の
の
由
で
あ
り
ま
す
が
、

惜
し
い
こ
と
に
昭
和
十
八
年
八
月
、
大
東
亜
戦
争
の
軍
事
資

材
と
し
て
供
出
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

寛
文
元
年
（
一
六
六
一
年
）
は
貞
亨
二
年
（
一
六
八
五
年
）

の
二
十
四
年
前
で
あ
り
ま
す
が
、
前
後
の
事
情
か
ら
し
て
、

石
川
公
が
刈
田
嶺
神
社
に
梵
鐘
を
奉
納
し
た
と
は
一
寸
信
じ

難
く
、
後
日
の
参
拝
を
お
約
束
し
て
お
い
と
ま
し
て
来
た
次

第
で
し
た
。

愛
宕
神
社
は
当
市
横
倉
前
沖
に
鎮
座
の
お
宮
様
で
、
渡
辺

宮
司
さ
ん
に
は
、
日
頃
、
何
か
と
御
指
導
い
た
ゞ
い
て
い
る

間
柄
で
あ
り
、
何
度
も
お
伺
い
し
て
お
話
を
承
っ
て
居
り
ま

す
。
神
社
の
拝
殿
・
本
殿
敷
地
の
東
方
に
広
場
が
あ
り
、
更

に
広
場
の
一
番
東
の
一
段
高
い
と
こ
ろ
に
、
俗
に
、
鐘
楼
あ
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と
と
云
は
れ
て
い
る
一い
っ
か
く劃
が
ご
ざ
い
ま
す
。

只
今
も
礎
石
あ
と
が
歴
然
と
し
て
残
っ
て
居
り
ま
す
が
、

渡
辺
宮
司
さ
ん
の
お
話
で
は
、
い
つ
ご
ろ
鐘
楼
が
建
っ
た
も

の
か
、
又
、
い
つ
ご
ろ
鐘
楼
が
な
く
な
っ
た
も
の
か
、
今
の

と
こ
ろ
は
不
明
で
あ
り
、
勿
論
、
石
川
公
が
梵
鐘
奉
納
云
々

の
話
も
聞
い
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
し
た
。

以
上
の
二
点
を
綜
合
的
に
判
断
し
ま
す
と
、
寛
文
元
年
に
三

個
の
鐘
を
一
度
に
葺
い
た
と
い
う
話
は
、
現
在
と
し
て
は
、

矢
張
り
話
の
よ
う
な
話
と
い
う
こ
と
り
な
り
そ
う
で
ご
ざ
い

ま
す
。

一
体
、
お
寺
の
鐘
は
い
く
つ
撞つ

く
の
か
、
九
つ
に
聞
こ
へ

る
こ
と
も
あ
る
し
、
又
、
八
つ
に
聞
こ
え
る
こ
と
も
あ
る
が
、

と
云
う
御
質
問
を
よ
く
受
け
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
こ
で
最
初
に
先
ず
御
説
明
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
お
寺
で
撞
く
鐘
は
所
謂
、
時と

き
が
ね鐘

（
と
き
の
鐘
）
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

で
は
、
時
鐘
と
は
ど
う
云
ふ
も
の
か
と
云
へ
ば
、
戦
前
、

台
山
の
鐘
が
毎
日
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
、
一
時
間

ご
と
に
六
時
に
は
六
つ
、
十
時
に
は
十
声
と
中
村
の
お
婆
ち
ゃ

ん
に
よ
っ
て
鳴
ら
さ
れ
て
い
た
、
あ
の
鐘
は
ま
さ
し
く
時

鐘
で
し
た
。
な
つ
か
し
い
限
り
で
す
。

台
山
の
鐘
は
、
は
じ
め
、
有
馬
屋
さ
ん
が
し
ば
ら
く
撞
き
、

の
ち
、
台
山
下
の
中
村
家
に
引
き
継
が
れ
、
中
村
さ
ん
宅
で
は

爾
後
、
三
代
に
亘
っ
て(

故
中
村
ま
つ
よ
・
昭
・
9
・
5
・
４

歿
78
才
故
中
村
さ
わ
・
昭
・
14
・
１
・
28
歿
59
才
、
現
た

け
よ
夫
人)

各
夫
人
方
が
、
昭
和
十
九
年
に
警
察
か
ら
中
止

命
令
が
出
さ
れ
る
ま
で
、
鳴
ら
し
つ
づ
け
ら
れ
た
の
だ
そ
う

で
す
。

そ
れ
に
し
て
も
、
一
年
三
百
六
十
五
日
、
雨
の
日
も
風
の

日
も
、休
む
こ
と
な
く
早
朝
か
ら
深
夜
ま
で
一
時
間
ご
と
に
、

時
を
報
じ
て
下
さ
っ
た
そ
の
御
労
苦
は
、
な
み
大
抵
で
は
な

か
っ
た
と
思
は
れ
ま
す
し
、
最
終
的
に (

昭
和
十
九
年
代)

町
役
場
か
ら
、
鐘
撞
き
の
お
手
当
と
し
て
頂
戴
し
て
い
た
の

が
、
月
々
金
七
円
だ
っ
た
と
聞
い
て
は
、
こ
こ
で
も
隔
世
の

感
を
深
く
せ
ず
に
は
居
ら
れ
ま
せ
ん
。

扨
、
之
に
対
し
私
共
曹
洞
宗
の
場
合
、
鳴
鐘
に
就
て
は
飽

く
ま
で
も
佛
道
修
行
の
一
環
と
し
て
定
め
ら
れ
た
方
式
が
あ

り
、
こ
れ
に
依
頼
し
て
い
る
訳
で
す
が
、
ま
ず
禅
門
の
鳴
鐘
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の
種
類
と
し
て
日
分
に
於
て
は
暁
鐘
・
日
中
鐘(

午
ご
ろ

の
鐘)

昏
鐘
・
開か
い
ち
ん枕
鐘(

夜
ね
る
と
き
の
鐘)

の
四
つ
に

大
別
さ
れ
ま
す
。
又
、
年
分
と
し
て
は
除
夜
鐘
。
そ
れ
に
住

職
の
晋し

ん
さ
ん山
式
・
荼だ

び毘
式 (

本
葬)

等
、
寺
の
重
大
儀
式
の
際

の
臨
時
鳴
鐘
、
更
に
は
、
早
鐘
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
寺
の
内

外
・
近
隣
の
火
災
等
、
非
常
の
際
の
鳴
鐘
等
に
分
け
ら
れ
ま

す
が
、
毎
日
恒
規
に
撞
く
鐘
で
も
、
日
中
鐘
・
開
枕
鐘
は
現

在
で
は
大
本
山
等
の
大
寺
院
以
外
は
殆
ど
撞
か
れ
て
居
ら
ず
、

当
山
の
よ
う
な
地
方
の
小
寺
院
で
は
、
暁
鐘(

あ
け
の
鐘)

昏
鐘(

く
れ
の
鐘)

だ
け
が
撞
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
宜
し
い

と
存
じ
ま
す
。

暁
鐘
・
昏
鐘
は
も
と
よ
り
、
時
の
鐘
で
は
な
く
、
暁
鐘
は

朝
課
諷ふ

ぎ
ん経(

あ
け
方
の
お
経)

の
前
、
昏
鐘
は
晩
課
諷ふ
ぎ
ん経
（
夕

が
た
の
お
経)

の
終
っ
た
と
き
鳴
ら
す
の
が
作
法
で
、
大
体
、

日
の
出
・
日
の
入
ご
ろ
に
も
当
る
訳
で
す
が
、
当
山
で
は
便

宜
上
、
暁
鐘
は
一
年
を
通
じ
て
午
前
五
時
、
昏
鐘
は
夏
期
間

は
午
後
五
時
、
冬
期
間
は
四
時
半
と
定
め
て
居
り
ま
す
。

そ
こ
で
一
回
に
撞
く
鐘
の
数
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
佛

教
で
は
百
八
煩
悩
と
申
し
ま
し
て
、
我
々
凡
夫
の
悪
い
考
へ

に
は
百
八
の
種
類
が
あ
る
と
教
へ
て
居
り
ま
す
。
こ
の
百
八

の
悪
い
考
へ
を
、
鐘
の
一
聲
一
聲
で
撞
き
潰
す
と
い
う
願
い

か
ら
、
一
回
百
八
聲
が
正
規
と
な
っ
て
居
り
ま
す
。
併
し
実

際
問
題
と
し
て
朝
夕
ご
と
に
百
八
聲
の
鐘
を
鳴
ら
す
の
も
大

変
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
こ
の
百
八
が
割
り
切
れ
る
数
で
も

宜
し
い
と
さ
れ
て
居
り
ま
す
。
つ
ま
り
半
分
な
れ
ば
五
十
四

聲
、三
分
の
一
な
れ
ば
三
十
六
聲
、六
分
の
一
な
れ
ば
十
八
聲
、

十
二
分
の
一
な
れ
ば
九
聲
、
い
ず
れ
も
正
し
い
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

当
山
で
は
、
除
夜
に
丈
け
百
八
聲
を
打
ち
、
平
素
は
十
二

分
の
一
の
九
聲
を
鳴
ら
す
こ
と
に
し
て
居
り
ま
す
が
、
何
聲

の
場
合
で
も
打
ち
切
り
前
の
一
聲
を
擬
聲
（
所
謂
、
捨
て
鐘
）

と
申
し
ま
し
て
、
少
し
ひ
く
く
鳴
ら
す
の
が
作
法
で
す
。
つ

ま
り
、
最
後
の
と
こ
ろ
は
ゴ
~
ン
、
ゴ
ォ
~
ン
と
な
る
訳
で
す
。

遠
方
の
方
や
又
は
風
の
向
き
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
少
し
小

さ
目
の
捨
て
鐘
が
、
聞
こ
え
た
り
聞
こ
え
な
か
っ
た
り
し
て
、

八
つ
だ
、
い
や
、
九
つ
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。

百
八
と
云
へ
ば
、
梵
鐘
に
は
上
部
に
乳
の
間ま

と
称
さ
れ
る

と
こ
ろ
が
あ
り
、
こ
こ
に
乳
（
俗
に
云
う
イ
ボ
）
が
付
い
て
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居
り
ま
す
が
、
近
世
鑄
造
さ
れ
る
梵
鐘
の
乳
の
数
は
殆
ど

百
八
個
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
も
百
八
煩
悩
を
表
は
し
て
い

る
も
の
と
思
は
れ
ま
す
。

鐘
乳
の
数
が
百
八
つ
と
云
う
の
は
、
江
戸
期
の
頃
、
大
阪

の
我
孫
子
鑄
物
師
が
工
夫
創
案
し
て
以
来
定
着
し
た
も
の
で
、

古
鐘
の
場
合
に
は
、
全
く
乳
の
な
い
も
の
も
あ
り
、
又
、
乳

の
数
も
必
ず
し
も
定
ま
っ
て
居
り
ま
せ
ん
。

因
み
に
当
山
の
梵
鐘
は
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
年
）
の
鑄

ま
造
で
、
乳
の
数
は
五
段
五
列
四
間ま

で
合
計
百
個
で
ご
ざ
い

ま
す
。

鐘
の
乳
は
、
音
響
上
の
効
果
が
果
し
て
あ
る
の
か
、
又
は

単
な
る
鐘
全
体
の
美
観
の
為
に
付
け
ら
れ
た
も
の
か
、
遺
憾

乍
ら
素
人
の
私
に
は
判
り
ま
せ
ん
が
、
矢
張
り
音
署
上
の
効

果
も
若
干
は
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

鐘
の
公
休
日
な
ど
と
云
う
馬
鹿
な
こ
と
が
あ
ろ
う
筈
も
あ

り
ま
せ
ん
が
、
当
山
で
は
年
中
行
事
の
一
つ
と
し
て
三
朝
祈

禱
大
般
若
会
が
毎
年
、
元
日
よ
り
三
日
間
、
毎
早
朝
に
厳
修

さ
れ
て
居
り
ま
す
。

元
朝
に
は
除
夜
鐘
も
含
め
て
百
八
聲
、
二
日
目
と
三
日
目

に
は
午
前
三
時
半
よ
り
七
十
二
聲
を
夫
々
二
度
に
分
け
て
打

つ
な
ら
は
し
と
な
っ
て
居
り
ま
す
。
そ
こ
で
当
山
で
は
三
日

間
、
鐘
に
御
苦
労
を
お
か
け
し
た
と
云
う
意
味
で
、
毎
年
、

一
月
四
日
の
暁
鐘
（
明
け
の
鐘
）
丈
け
は
撞
か
ぬ
こ
と
に
し

て
居
り
ま
す
。
云
う
な
れ
ば
、
こ
れ
が
当
山
の
年
一
回
の
鐘

の
公
休
日
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。

ほ
か
の
お
寺
様
で
は
、
ど
ん
な
具
合
に
さ
れ
て
い
る
か
興

味
あ
る
こ
と
で
す
の
で
、
追
い
追
い
に
お
聞
き
し
て
み
た
い

も
の
と
思
っ
て
居
り
ま
す
。

数
多
い
お
寺
様
の
中
に
は
、
鐘
に
も
寿
命
が
あ
る
の
だ
か

ら
、
矢
鱈
に
撞
く
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
と
云
っ
て
朝
晩
一

聲こ
え

づ
ヽ
し
か
撞
か
な
い
方
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
一
理
あ

る
面
白
い
話
で
す
。

扨
、
別
項
で
申
し
上
げ
た
通
り
、
現
在
の
長
泉
寺
の
鐘
は

も
と
台
山
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
鐘
が
当
寺

に
移
管
さ
れ
る
に
至
っ
た
事
情
は
、
大
凡
左
の
如
き
も
の
で

あ
り
ま
し
た
。

終
戦
後
、
台
山
の
鐘
は
そ
の
妙
音
を
響
か
す
こ
と
も
な
く
、

い
た
づ
ら
に
時
月
の
み
経
過
し
、
鐘
楼
も
次
第
に
破
損
し
て
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追
い
追
い
に
は
危
険
に
す
ら
な
っ
て
参
り
ま
し
た
。
そ
の
頃
、

鐘
楼
の
す
ぐ
そ
ば
の
民
家
に
仮
住
ま
い
さ
れ
て
い
た
の
が
、

今
は
故
人
と
な
ら
れ
た
中
村
勝
彦
画
伯
で
あ
り
ま
し
た
。
こ

の
中
村
先
生
や
地
区
の
代
表
の
方
々
が
、
再
三
、
町
役
場
に

出
向
い
て
、
台
山
の
鐘
楼
の
実
態
を
申
し
述
べ
、
然
る
べ
き

善
処
か
た
を
要
望
さ
れ
た
の
が
、
抑

そ
も
そ
もの
キ
ッ
カ
ケ
で
あ
り
ま

す
。町

の
方
で
も
、
こ
の
処
置
に
就
て
は
い
ろ
い
ろ
の
話
が
あ
っ

た
と
思
は
れ
ま
す
が
、
追
い
追
い
こ
の
話
を
伝
へ
聞
い
た
斗

蔵
寺
（
角
田
市
小
田
）
と
当
長
泉
寺
が
、
図
ら
ず
も
競
願
の

よ
う
な
形
に
な
り
、
殆
ど
同
時
ぐ
ら
い
に
、
梵
鐘
の
払
い
下

げ
を
申
請
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
尤
も
、
後
で
聞
い
た
話
で

す
が
、
も
と
も
と
こ
の
鐘
は
町
の
財
産
台
帳
に
は
記
載
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
が
・
・
・
・
・
。

町
当
局
も
両
者
の
請
願
を
う
け
て
大
い
に
困
惑
さ
れ
た
と

思
は
れ
ま
す
が
、
幸
い
に
も
当
時
の
佐
藤
貞
治
町
長
さ
ん
や
、

そ
の
他
大
勢
の
関
係
各
位
の
並
々
な
ら
ぬ
御ご

じ
ん
り
ょ
く

盡
力
に
よ
っ
て
、

と
に
か
く
、
近
く
の
方
へ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
当
寺
に
払

い
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
時
に
昭
和

二
十
四
年
秋
の
頃
で
あ
り
ま
し
た
。

寺
で
は
勿
論
先
住
説
宗
方
丈
が
元
気
な
頃
で
早
速
受
入
れ

態
勢
を
整
へ
、
今
も
御
健
在
の
菅
野
敏
夫
総
代
さ
ん
の
立
会

い
の
も
と
、
当
時
名
題
の
テ
コ
師
角
田
東
田
町
佐
藤
善
太
郎
さ

ん
（
故
人
）
を
招
い
て
「
鐘
の
引
越
し
は
大
仕
事
と
思
う
が
、

寺
の
為
、
一
世
一
代
の
つ
も
り
で
や
っ
て
く
れ
ぬ
か
」
と
頼

み
こ
ん
だ
と
こ
ろ
、
即
座
に
御
快
諾
、
殆
ど
実
費
同
然
で
こ

の
難
作
業
を
無
事
す
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
し
た
。
当

時
は
、
あ
ま
り
機
械
力
も
な
く
殆
ど
人
力
で
、
道
具
も
ロ
ー

プ
、
滑
車
、
道
板
、
ジ
ャ
ッ
キ
、
ぐ
ら
い
の
も
の
で
、
さ
ぞ

大
変
だ
っ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
と
に
か
く
、
こ
う
し
て

台
山
の
鐘
は
無
事
、
長
泉
寺
の
鐘
楼
に
移
さ
れ
、
同
年
十
二

月
十
三
日
、
例
歳
御
開
山
忌
に
併
せ
、
撞
初
式
が
盛
大
に

行
は
れ
た
の
で
し
た
。
尚
、
台
山
の
鏡
楼
は
鐘
を
運
び
出
す

と
同
時
に
取
り
こ
は
さ
れ
ま
し
た
。

少
々
余
談
に
な
り
ま
す
が
、
斗
蔵
寺
の
鐘
も
御
同
様
戦
時

中
、
供
出
の
憂
目
に
あ
い
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
丈
け
に
、
当

時
町
会
議
員
だ
っ
た
斎
藤
佐
蔵
翁
や
小
島
善
雄
氏
、
岸
浪
今

朝
一
氏
等
を
代
表
と
す
る
、
斗
蔵
寺
関
係
の
方
々
の
、
台
山

の
鐘
払
い
下
げ
運
動
も
全
く
真
剣
且
つ
熱
心
な
も
の
で
し
た
。

ま
あ
、
結
果
と
し
て
二
者
の
う
ち
、
当
寺
が
払
い
下
げ
を
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受
け
た
わ
け
で
、
斗
蔵
寺
様
に
は
申
し
訳
な
い
よ
う
な
気
が

い
た
し
ま
す
が
、
斗
蔵
寺
で
は
、
こ
の
あ
と
す
ぐ
、
前
記
斎

藤
・
小
島
・
岸
浪
氏
等
が
発
起
人
と
な
り
、
小
田
・
豊
室
・

老
ヶ
崎
は
申
す
に
及
ば
ず
、
町
内
外
そ
の
他
ひ
ろ
く
一
円
か

ら
浄
財
を
募
り
、
昭
和
二
十
七
年
四
月
、
現
在
見
る
ご
と
き

立
派
な
梵
鐘
を
再
鑄
、
奉
納
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
信

仰
の
力
の
偉
大
さ
、
ま
た
そ
の
御
信
心
の
深
さ
に
は
今
も
敬

服
申
し
上
げ
て
い
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
こ
で
鐘
楼
の
撞し
ゅ
も
く木

の
向
い
て
い
る
方
向
に
就
い
て
一
言

い
た
し
ま
す
と
、
古
規
に
則
れ
ば
、
梵
鐘
は
あ
く
ま
で
法
器

で
あ
り
、
本
堂(

本
殿)

の
方
に
向
っ
て
撞
く
の
が
正
し
い

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

併
し
、
い
つ
と
は
な
し
に
、
古
規
も
乱
れ
、
現
在
で
は
、

本
堂
若
し
く
は
本
殿
に
撞
木
の
向
い
て
い
る
鐘
楼
は
全
国
で

半
数
以
下
で
は
な
い
か
と
存
じ
ま
す
。

当
山
の
鐘
楼
の
場
合
も
古
規
の
反
対
側
す
な
は
ち
、
東
を

向
い
て
撞
木
が
吊
さ
れ
て
居
り
ま
す
。
こ
こ
で
考
へ
ら
れ
る

こ
と
は
、
佛
語
に
「
上じ
ょ
う
ぐ求

菩ぼ
だ
い提

・
下げ

け化
衆し
ゅ
じ
ょ
う

生
」
と
あ
り
、
若

し
本
堂
に
向
か
っ
て
鐘
を
撞
く
の
が
上
求
菩
提
道
で
あ
り
、

そ
の
裏
は
下
化
衆
生
道
で
あ
る
と
解
す
れ
ば
、
こ
れ
も
亦
許

さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

い
づ
れ
に
せ
よ
、
若
し
今
度
鐘
楼
を
改
築
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
場
合
に
、
撞
木
の
向
き
を
如
何
に
定
め
る
か
は
、
私
の

決
断
を
求
め
ら
れ
る
事
柄
の
一
つ
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

更
に
、
御
本
堂
に
対
し
て
の
鐘
楼
の
向
き
に
就
い
て
で
あ

り
ま
す
が
、
当
山
の
現
在
の
鐘
楼
は
御
本
堂
に
対
し
て
平
行
、

つ
ま
り
、
御
本
堂
も
鐘
楼
も
と
も
に
東
を
向
い
て
居
り
ま
す
。

一
方
、
延
亨
三
年
版
の
当
山
古
伽
藍
図
を
仔
細
に
点
検
い

た
し
ま
す
と
、
ど
う
も
文
政
十
年
の
第
一
回
火
災
で
焼
失
し

た
最
初
の
鐘
楼
の
向
き
は
、
御
本
堂
と
直
角
を
為
し
て
い
た

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。(

古
伽
藍
図
参
照)

各
地
の
神
社
寺
院
の
鐘
楼
を
拝
観
し
て
も
、
ど
う
も
、
こ

れ
に
は
一
定
の
定
め
は
な
い
よ
う
で
、
各
社
寺
に
よ
っ
て
マ

チ
マ
チ
で
あ
り
、
そ
の
割
合
も
殆
ど
半
々
ぐ
ら
い
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

今
後
も
し
鐘
楼
を
改
築
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
、
そ
の
向

き
を
ど
う
決
め
る
か
、
こ
れ
も
亦
決
断
を
要
す
る
事
柄
の
一

つ
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
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当
山
の
鐘
楼
に
、
一
枚
の
扁
額
が
か
か
っ
て
居
り
ま
す
。

ヨ
コ
四
尺
九
寸
八
分
・
タ
テ
九
寸
六
分
厚
さ
約
一
寸
の
欅

板
で
、
文
字
は
彫
り
文
字
で
緑
青
が
入
っ
て
い
る
仲
々
立
派

な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
中
央
に
は
横
書
き
で
、「
無
為
化
堂
」

大
書
し
て
あ
り
、
末
尾
に
「
大
正
九
年
十
月
十
七
日
当
山

三
十
九
世
是
祥
浄
書
」
と
タ
テ
に
割
り
書
き
さ
れ
て
居
り

ま
す
。

こ
れ
に
依
っ
て
、
現
鐘
楼
は
大
正
九
年
に
建
て
ら
れ
、
同

年
十
月
十
七
日
落
慶
・
撞
き
初
め
式
が
行
は
れ
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

当
山
の
先
先
住
三
十
九
世
是
祥
方
丈
は
、
姓
を
鳥
海
と
い

い
、
明
治
二
十
七
年
、
三
十
八
世
中
興
黙
庵
道
悟
方
丈
急
逝

の
あ
と
を
う
け
て
、
岩
手
県
東
磐
井
郡
興
田
村
竜
門
寺
よ
り

当
山
に
晋
住
さ
れ
た
方
で
あ
り
ま
す
が
、
元
来
が
学
究
肌
の

人
で
、
漢
学
・
詩
文
に
長
じ
、
多
数
の
子
弟
を
養
育
さ
れ
ま

し
た
が
、
時
代
が
時
代
と
て
伽
藍
の
営
繕
等
は
あ
ま
り
意
に

介
せ
ぬ
方
の
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

併
し
、
晩
年
に
い
た
り
、
長
泉
寺
ほ
ど
の
名
刹
に
鐘
楼
の

な
い
こ
と
を
残
念
に
思
い
、
畢ひ
っ
せ
い生
の
事
業
と
し
て
、
こ
れ
が

建
立
を
発
願
し
、
檀
信
徒
の
御
協
力
を
得
て
、
大
正
九
年
つ
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い
に
念
願
の
鐘
楼
を
完
成
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

当
山
四
十
世
説
宗
方
丈
は
、
私
の
先
師
で
あ
り
父
親
で
も

あ
り
ま
す
が
、
先
師
は
幼
少
の
頃
佛
門
に
入
り
、
長
じ
て
大

正
二
年
に
当
時
の
曹
洞
宗
大
学
林 (

現
駒
沢
大
学)

を
卒
業

す
る
と
す
ぐ
神
奈
川
県
高
座
郡
田
名
村(

現
在
の
相
模
原
市

田
名)

の
宗
祐
寺
と
い
う
寺
の
住
職
と
な
り
、
大
正
四
年
、

縁
あ
っ
て
妻(

是
祥
方
丈
の
娘
き
み
の)

を
迎
へ
、
爾
来
、
大
正

十
一
年
に
当
長
泉
寺
に
転
住
す
る
ま
で
、
か
の
地
で
す
ご
し
た
の

で
あ
り
ま
す
が
、
是
祥
方
丈
は
、
鐘
楼
建
設
の
議
起
る
や
自
ら
京

都
に
出
向
い
て
、
重
さ
百
貫
目
の
梵
鐘
を
注
文
し
、
帰
途
、
宗

祐
寺
に
娘
夫
婦
を
訪
ね
て
一
泊
し
、「
喜
ん
で
く
れ
、
長
泉

寺
に
も
や
っ
と
鐘
楼
が
建
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
儂

の
一
生
の
大
仕
事
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
、
し
み
じ
み
と
申
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
扨
、
現
在
の
鐘
楼
は
、
地
方
で
は
珍

ら
し
い
ハ
カ
マ
ゴ
シ
方
式
の
鐘
楼
で
、
四
本
の
柱
に
は
杉
の

丸
太
を
用
い
て
あ
り
、
あ
ま
り
立
派
な
鐘
楼
と
は
申
せ
ま

せ
ん
が
、
垂
木
は
扇
垂
木
と
す
る
等
、
各
部
に
吟
味
を
凝
ら
し

た
、
苦
心
の
あ
と
が
見
ら
れ
ま
す
。

棟
梁
は
町
内
東
仲
町
に
居
住
し
て
い
た
坂
元
隆
左
衛
門
と

い
う
人
で
、
石
工
さ
ん
の
名
は
遺
憾
乍
ら
解
っ
て
居
り
ま
せ

ん
。こ

の
鐘
楼
に
つ
い
て
特
筆
す
べ
き
は
屋
根
瓦
で
あ
り
ま
す
。

棟
に
鯱
を
あ
げ
、
四
方
の
下
り
棟
に
竜
を
配
し
た
瓦
細
工
は
、

実
に
見
事
な
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
当
時
イ
キ
モ
ノ

作
り(

瓦
職
人
の
仲
間
で
は
、
細
工
し
た
瓦
類
を
イ
キ
モ
ノ

と
称
し
、
こ
れ
を
作
る
職
人
を
特
に
イ
キ
モ
ノ
師
と
い
う
そ

う
で
す)

の
名
人
だ
っ
た
、
小
田
暮
坪
の
清
水
四
方
太
郎
氏

の
作
で
、
清
水
さ
ん
は
こ
の
瓦
を
作
る
の
に
、
小
田
長
瀞
世

ケ
崎
あ
た
り
の
粘
土
質
の
土
を
用
い
、
こ
れ
を
寒
晒
し
に
し

更
に
、
臼
で
こ
づ
き
精
魂
こ
め
て
練
り
上
げ
た
生
地
を
丹
念

に
焼
き
上
げ
た
、
一
枚
す
ぐ
り
の
素
晴
ら
し
い
も
の
で
、
し

か
も
一
坪
あ
た
り
百
二
・
三
十
枚
葺
き
か
と
思
は
れ
る
細
か

い
瓦
で
す
。

近
々
、
鐘
楼
を
改
築
し
よ
う
と
す
る
時
、
こ
の
瓦
を
ど
う

す
る
か
が
、
大
き
な
問
題
に
な
ろ
う
か
と
存
じ
ま
す
。

も
と
の
鐘
と
現
在
の
鐘
を
比
較
し
た
場
合
、
鐘
楼
改
築
と

い
う
こ
と
に
な
れ
ば
屋
根
面
積
は
現
在
の
三
倍
ぐ
ら
い
に

は
な
り
そ
う
な
の
に
、
そ
の
反
面
、
瓦
の
ス
ペ
ア
は
全
然
な

い
の
で
あ
る
か
ら
一
体
、
こ
の
瓦
を
保
存
し
よ
う
と
す
れ
ば

ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
又
、
再
使
用
出
来
る
か
ど
う
か
、
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思
案
に
く
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

と
も
あ
れ
、
こ
う
し
て
念
願
の
鐘
楼
も
見
事
に
出
来
上
り
、

大
正
九
年
十
月
十
七
日
、
観
音
様
の
御
縁
日
を
ト
し
て
、
落

慶
・
撞
初
め
式
が
盛
大
に
挙
行
さ
れ
ま
し
た
。

当
時
の
頃
を
よ
く
覚
え
て
居
ら
れ
る
古
老
に
よ
れ
ば
、
当

日
は
晴
天
の
も
と
、
是
祥
方
丈
様
を
は
じ
め
多
数
の
御
寺
院

様
、
そ
れ
に
関
係
の
各
位
、
多
数
の
参
詣
人
で
山
内
は
終
日

賑
は
っ
た
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。

特
に
、
町
内
の
総
代
さ
ん
方
の
妙
齢
の
お
嬢
さ
ん
三
名
に

よ
る
撞
初
め
は
、
こ
の
日
の
圧
巻
の
よ
う
で
あ
り
ま
し
た
。

西
仲
町
の
松
本
先
生
、
天
神
町
の
笹
森
総
代
さ
ん
、
そ
れ

に
東
仲
町
湯
村
総
代
さ
ん
の
各
令
嬢
、
即
ち
、
松
本
た
み
子

様(

当
時
十
五
歳)

、
笹
森
た
か
子
様 (

当
時
十
五
歳)

湯
村
文
子
様(

当
時
十
二
歳)

の
御
三
方
が
そ
れ
で
、
当
日

の
い
で
た
ち
は
、揃
い
の
白
無
垢
の
着
物
に
緋
の
袴
を
は
き
、

白
い
ハ
チ
マ
キ
姿
の
タ
ス
キ
掛
け
で
、
夫
々
、
男
衆
の
介
添

を
う
け
て
、
た
み
子
様
は
七
聲
、
た
か
子
様
は
五
聲
、
文
子

様
は
三
聲
を
撞
か
れ
た
そ
う
で
、
そ
の
凛
々
し
く
も
あ
で
や

か
な
御
姿
は
、
今
も
は
っ
き
り
と
覚
え
て
お
い
で
の
古
老
も

あ
り
、
当
時
、
町
内
外
の
語
り
草
と
な
っ
た
そ
う
で
ご
ざ
い

ま
す
。

尚
、
御
三
方
の
う
ち
、
松
本
た
み
様
は
そ
の
後
、
不
幸
に

病
歿
さ
れ
ま
し
た
が
、
笹
森
た
か
様
は
目
黒
に
、
湯
村
文

子
様
は
佐
々
木
に
、
そ
れ
ぞ
れ
姓
が
か
は
り
、
今
も
至
極
お

元
気
で
仙
台
市
台
ノ
原
と
古
川
市
に
お
住
ま
い
で
ご
ざ
い
ま

す
。か

く
し
て
、
是
祥
方
丈
の
悲
願
の
も
と
、
大
正
九
年
十
月

十
七
日
、
当
山
鐘
楼
の
落
成
・
梵
鐘
の
撞
き
初
め
式
も
無
事

終
り
、
爾
来
、
約
二
十
五
年
の
長
き
に
亘
っ
て
数
多
く
の
修

行
僧
に
よ
っ
て
鳴
ら
し
つ
が
れ
、
除
夜
は
申
す
に
及
ば
ず
、

朝
な
夕
な
に
、
佛
の
妙
音
を
寺
か
ら
里
へ
と
伝
へ
て
参
り
ま

し
た
二
代
目
梵
鐘
も
、
つ
い
に
そ
の
姿
を
消
す
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
太
平
洋
戦
争
の
激
化
に
伴
う
金

属
回
収
令
に
よ
る
も
の
で
す
。

あ
の
頃
、
一
般
の
御
家
庭
で
も
、
火
鉢
、
貴
金
属
の
る
い
、

果
て
は
蚊
帳
の
釣
り
手
ま
で
も
供
出
さ
せ
ら
れ
た
イ
ヤ
な
思

い
出
を
お
持
ち
の
方
も
沢
山
お
い
で
に
な
り
ま
す
が
、
当
長

泉
寺
に
対
し
て
も
昭
和
十
七
年
晩
秋
の
頃
、
梵
鐘
・
金
灯
籠

等
の
供
出
命
令
が
下
り
ま
し
た
。
当
時
の
至
上
命
令
と
て
逆
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ら
う
す
べ
も
な
く
、
寺
で
は
昭
和
十
七
年
十
二
月
十
三
日
、

例
歳
御
開
山
忌
に
併
せ
梵
鐘
撞
納
め
法
要
を
厳
修
し(

当
日

は
総
代
世
話
人
さ
ん
を
は
じ
め
各
区
長
さ
ん
方
、
地
元
の

有
志
な
ど
約
百
五
十
名
の
方
々
が
参
列
、
鐘
と
の
別
れ
を
惜

し
み
ま
し
た)
、
こ
え
て
昭
和
十
八
年
一
月
十
二
日
、
是
祥

方
丈
が
心
血
を
そ
そ
い
で
再
鑄
し
た
当
寺
二
代
目
梵
鐘
は
、

昭
和
八
年
本
堂
屋
根
銅
葺
替
大
改
修
を
祝
っ
て
献
灯
婦
人
会

の
方
々
が
奉
納
し
て
下
さ
っ
た
本
堂
前
の
八
尺
余
の
唐
金
大

灯
籠
一
対
と
も
ど
も
、
つ
い
に
還
る
こ
と
の
な
い
壮
途
に
旅

立
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

先
住
説
宗
方
丈
は
そ
の
日
の
感
慨
を
別
掲
の
如
き
偶
感
詩

に
託
し
述
べ
て
居
り
ま
す
。

私
は
そ
の
頃
、
ま
だ
年
も
若
く
、
し
か
も
学
生
の
身
で
あ

り
、
深
い
考
へ
も
な
く
、
た
だ
漫
然
と
「
あ
ゝ
鐘
も
も
っ
て

行
か
れ
て
し
ま
っ
た
か
」
と
思
っ
た
く
ら
い
の
も
の
で
し
た
。

併
し
、
昭
和
十
八
年
十
二
月
思
い
も
か
け
ず
、
海
軍
に
入

り
、
在
隊
一
年
九
ヶ
月
、
や
が
て
戦
も
終
り
、
復
員
し
て
そ

の
後
次
第
に
気
持
も
落
着
い
て
来
た
頃
に
は
、
夕
方
な
ど
鐘

の
な
い
鐘
楼
を
見
上
げ
る
と
何
と
も
言
は
れ
ぬ
寂
し
さ
を
覚

え
た
も
の
で
し
た
。

そ
れ
丈
け
に
当
時
の
最
高
責
任
者
と
し
て
の
、
先
住
説
宗

方
丈
の
感
慨
は
察
す
る
に
余
り
あ
る
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
し
、

そ
れ
丈
け
に
、
昭
和
二
十
四
年
の
秋
に
、
台
山
の
梵
鐘
の

移
管
が
実
現
し
、
や
が
て
撞
初
め
式
を
行
っ
た
と
き
の
喜
び

も
一ひ

と
し
お入
だ
っ
た
ろ
う
と
存
じ
ま
す
。

説
宗
方
丈
は
、
そ
の
日
の
こ
と
を
左
の
如
く
日
記
に
誌
し

て
居
り
ま
す
。

「
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
十
三
日

例
歳
開
山
忌
因
ミ
梵
鐘
撞
初
式
・
結け

っ

制せ
い

法
座
修
行
、
随
喜
寺
院
二
十
五
、

来
会
者
二
百
余
名 (

招
待
数
三
百
二
十)

晴
天
に
恵
ま
れ
盛
況
を
極
む
、
当
日

の
経
費
約
十
万
円
を
要
せ
り
」

因
み
に
当
日
の
結
制
法
座
の
首し

ゅ
そ座(

俗
に
言
う
お
長
老
さ

ん)

は
現
在
の
金
津
西
円
寺
住
職
石
山
俊
雄
師
で
あ
り
、
又
、

撞
初
め
式
は
、
大
正
十
二
年
以
来
、
毎
年
除
夜
の
鐘
並
び
に

三
朝
大
般
若
の
鐘
を
撞
き
つ
づ
け
て
来
た
、
当
寺
の
植
木
屋

渡
辺
勇
松
さ
ん(

故
人)

に
よ
っ
て
行
は
れ
ま
し
た
。
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祖
母
ま
つ
よ
が
、
昭
和
三
年
六
月
十
日
、
財
団
法
人
生
活

改
善
同
盟
会
よ
り
表
彰
を
受
け
た
時
、「
今
ま
で
五
十
年
間

も
鐘
つ
き
を
つ
づ
け
て
お
る
」
と
云
っ
た
の
を
聞
い
て
お
り

ま
す
が
、
そ
の
こ
と
か
ら
考
へ
て
逆
算
し
て
み
る
と
、
鐘
を

撞
き
始
め
た
の
は
、
明
治
十
三
・
四
年
頃
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

大
正
十
二
年
五
月
三
十
一
日
付
で
、
母
さ
わ
が
役
場
か
ら

い
た
だ
い
た
辞
令
は
、
今
も
あ
り
ま
す
が
、
祖
母
ま
つ
よ
の

時
代
に
は
、
役
場
の
辞
令
は
出
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
は

れ
ま
す
。

毎
日
、
朝
の
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
、
一
日
に
十
七

回
も
坂
道
を
往
復
し
て
、
雨
の
風
の
日
も
一
日
も
休
む

こ
と
な
く
、
六
十
年
余
の
間
、
戦
争
が
は
げ
し
く
な
っ
た

昭
和
十
九
年
頃
ま
で
、
撞
き
続
け
て
参
り
ま
し
た
。

一
時
間
毎
に
撞
く
の
で
、
そ
の
間
に
外
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
時
な
ど
、
大
変
に
不
便
を
来
た
す
こ
と
も
あ
り
、
誠

に
苦
労
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
し
た
。

今
に
し
て
考
へ
る
と
、
六
十
余
年
と
い
う
長
い
間
、
よ
く

も
鐘
を
撞
き
続
け
て
来
た
も
の
だ
と
、
祖
先
達
の
労
苦
に
感

謝
す
る
現
在
の
心
境
で
あ
り
ま
す
。

若
く
し
て
逝
っ
た
、
か
く
れ
た
る
郷
土
史
研
究
家
で
あ
っ

た
吾
妻
栄
行
氏
は
、
そ
の
著
「
角
田
町
史
稿
本
」
の
中
で
、

旧
跡
台
山
の
項
に
「
時
鐘
ハ
寛
文
元
年
石
川
宗
弘
鑄
造
シ
テ

氏
神
八
幡
社
寄
進
セ
ル
モ
ノ
毎
朝
六
時
ヨ
リ
夜
十
時
迄
ノ

時
ヲ
報
ジ
テ
良
ク
数
里
ノ
外
迄
達
ス
ル
田
園
ニ
耕
ス
ル
農
民

ノ
利
便
思
フ
テ
余
リ
ア
ル
」
と
述
べ
て
居
り
ま
す
が
、
い
ま

は
亡
き
祖
母
・
母
の
面
影
と
共
に
、
な
つ
か
し
い
あ
の
鐘
の

音
を
、
あ
ら
た
め
て
偲
ん
で
居
り
ま
す
。

(

昭
59
・
2
・
20
・
記)

祖
母

・
母
の
思
い
出

角
田
・
北
町　
　

中

村

正

士

特
別
寄
稿
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む
す
び

以
上
、
長
々
と
申
し
述
べ
て
参
り
ま
し
た
が
、
と
に
か
く

昭
和
二
十
四
年
の
暮
、
台
山
の
鐘
は
長
泉
寺
三
代
目
の
鐘

と
し
て
生
れ
替
り
、
爾
来
、
照
る
日
も
曇
る
日
も
休
む
こ
と

な
く
、
無
説
の
説
法
を
つ
づ
け
て
居
り
ま
す
が
、
再
三
申
し

上
げ
て
来
ま
し
た
通
り
、
供
出
し
た
二
代
目
梵
鐘
は
重
さ
が

百
貫
目
で
あ
っ
た
の
に
較
べ
、
現
在
の
三
代
目
梵
鐘
は
推
定

二
百
四
・
五
十
貫
と
い
う
巨
鐘
で
あ
り
ま
す
。

従
っ
て
、
鐘
に
比
し
て
お
堂
が
少
さ
く
、
か
て
て
加
へ
て
、

現
在
の
鐘
楼
は
主
要
木
材
、
と
く
に
柱
が
杉
材
の
為
、
一
部

は
既
に
根
継
ぎ
し
た
も
の
も
あ
り
、
建
造
後
六
十
五
年
を
経

た
今
日
、
老
朽
の
度
合
い
も
次
第
に
ひ
ど
く
、
お
堂
全
体
が
著

し
く
東
に
傾
い
て
き
た
為
、
去
る
昭
和
五
十
六
年
春
、
丸
森

町
窪
田
実
氏
の
御
芳
志
に
よ
る
廃
電
柱
六
本
を
以
て
、
應
お
う
き
ゅ
う急

の
補
強
工
事
を
行
い
、
現
在
に
立
ち
至
っ
て
い
る
の
で
あ
り

ま
す
。

先
住
説
宗
方
丈
は
生
前
、
口
ぐ
せ
の
よ
う
に
「
う
ち
の
鐘

楼
も
あ
と
四
・
五
尺
南
に
寄
っ
て
い
れ
ば
、
寺
の
景
観
も
一
層

引
き
立
つ
の
だ
が
な
ぁ
」
と
申
し
て
居
り
ま
し
た
。

生
涯
の
す
べ
て
を
子
弟
の
育
成
と
長
泉
寺
の
復
興
に
捧
げ
、

昭
和
二
十
九
年
四
月
、
卒
然
と
し
て
六
十
七
年
の
生
涯
を
閉
じ

た
説
宗
方
丈
の
三
十
三
回
忌
も
、
目
前
に
迫
っ
て
参
り
ま

し
た
。

そ
れ
や
こ
れ
や
考
へ
併
せ
、
役
員
各
位
と
も
し
ば
し
ば
御

協
議
申
し
上
げ
た
結
果
、
近
く
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
落
慶

を
目
途
に
、
鐘
楼
を
改
築
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
く
念
願
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ど
う
ぞ
、
檀
信
徒
の
皆
様
、

豊
か
な
心
の
風
土
と
、
長
い
歴
史
の
上
に
成
り
立
つ
我
が

長
泉
寺
を
し
て
、
層
一
層
、
荘
厳
な
ら
し
め
る
為
に
、
将
又
、

鐘
一
つ
に
ま
つ
は
る
数
多
く
の
方
方
の
善
意
と
遺
芳
に
報
い

る
為
に
も
、
何
卒
、
一
臂
の
お
力
を
お
貸
し
下
さ
い
ま
し
て
、

立
派
な
新
鐘
楼
を
お
建
て
下
さ
い
ま
す
よ
う
、
御
懇
願
申
し

上
げ
ま
し
て
、
つ
た
な
い
「
鐘
も
の
が
た
り
」
を
終
り
ま
す
。

想
い
お
こ
せ
ば
、
今
を
去
る
四
十
一
年
の
昔
、
昭
和
十
八

年
初
夏
、
義
兄
坂
内
泰
貞
が
広
東
方
面
で
戦
病
死
し
た
為
、
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図
ら
ず
も
当
時
二
十
二
歳
、
ま
だ
駒
沢
大
学
在
学
中
の
身
で

あ
っ
た
私
が
そ
の
寺
の
後
任
に
擬ぎ

ぜ
ら
れ
、
同
年
八
月
に
栃

木
県
佐
久
山
町
福
原
の
永
興
寺
の
住
職
に
任
ぜ
ら
れ
、
更
に

昭
和
二
十
九
年
、
先
住
説
宗
方
丈
遷
化
の
あ
と
を
承
け
て
当

長
泉
寺
に
転
住
し
て
か
ら
、
春
秋
こ
こ
に
幾い

く
せ
い
そ
う

星
霜
、
い
つ
し

か
還
暦
も
す
ぎ
、
宗
門
寺
院
の
住
職
歴
も
満
四
十
年
を
過
ぎ
、

又
、
長
泉
寺
住
山
も
間
も
な
く
三
十
周
年
を
迎
へ
よ
う
と
し

て
居
り
ま
す
。

時
の
流
れ
の
早
い
の
に
今
更
乍
ら
驚
く
と
共
に
、
顧
み
て
、

何
ら
為
す
べ
き
も
の
の
な
か
っ
た
こ
と
に
心
中
深
く
恥
入
っ

て
い
る
昨
今
で
ご
ざ
い
ま
す
。

と
も
あ
れ
、
私
の
人
生
に
於
け
る
一
つ
の
節
目
で
ご
ざ
い

ま
す
の
で
、
先
住
方
丈
の
遺
芳
に
倣
い
、「
住
山
三
十
年
記
」

で
も
と
も
思
っ
た
の
で
す
が
、
資
料
の
蒐
集
・
分
類
も
ま
だ

十
分
で
な
く
、
又
、
次
の
節
目
ま
で
、
未
だ
も
ち
そ
う
な
気

も
し
ま
す
の
で
、
こ
の
た
び
は
見
送
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。従

っ
て
、
こ
の
『
鐘
も
の
が
た
り
』
は
私
の
住
山
三
十
周

年
の
記
念
の
つ
も
り
で
も
ご
ざ
い
ま
す
。

尚
、
こ
の
戯
文
を
草
す
る
に
当
り
、
数
多
く
の
人
々
、
特

に
左
の
方
々
に
い
ろ
い
ろ
お
教
へ
い
た
だ
き
ま
し
た
。
記
し
厚

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

神
明
社
宮
司
佐
藤
清
茂
・
愛
宕
神
社
宮
司
渡
辺
英
雄
・
刈

田
嶺
神
社
佐
藤
定
保
の
諸
先
生
、
渓
水
寺
住
職
宍
戸
義
一
・

大
蔵
寺
住
職
小
畑
秀
伍
・
斗
蔵
寺
住
職
石
川
運
義
の
諸
師
、

角
田
市
東
南
町
菅
野
敏
夫
・
西
田
町
小
川
と
し
・
谷
地
町
石

川
好
光
・
寺
前
佐
藤
左
佳
利
・
北
町
中
村
正
士
御
夫
妻
・
本

町
中
原
春
吉
・
野
田
永
井
か
ほ
る
・
東
仲
町
松
岡
泰
二
・
東

田
町
佐
藤
弘
・
南
木
沼
中
村
太
彦
・
北
江
尻
米
山
俊
夫
・
栄

町
吾
妻
武
一
の
各
氏
。
そ
の
他
大
勢
の
方
々
。

以
上
。
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（参考）

現在の鐘楼

八幡神社
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観音堂山




