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千
葉
県
に
お
住
ま
い
で
歴
史
に
関
心
を
お
持
ち
の
方
で
す
と
、
鐵
牛
和
尚
、
鐵
牛

道
機
（
一
六
二
八
〜
一
七
〇
〇
）
と
い
う
名
前
は
耳
に
な
さ
っ
た
こ
と
が
き
っ
と
あ

る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
江
戸
時
代
初
期
に
禅
宗
の
一
派
、
黄
檗
宗
の
僧
と
し
て
活

躍
し
た
方
で
す
。
千
葉
と
鐵
牛
和
尚
の
関
わ
り
は
大
き
く
二
つ
あ
り
ま
し
て
、
一
つ

は
、
椿
海
（
つ
ば
き
の
う
み
）
の
干
拓
を
し
た
、
鐵
牛
の
働
き
が
あ
っ
た
か
ら
干
拓

が
実
現
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
椿
海
は
現
在
の
東
庄
町
、
旭
市
、
匝
瑳
市
に
ま
た

が
っ
て
い
た
湖
で
、
こ
れ
を
干
拓
し
新
田
開
発
が
実
現
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
た

だ
し
、
鐵
牛
が
干
拓
に
関
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
で
述
べ
ま
す
よ
う

に
少
し
検
討
が
必
要
だ
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
一
つ
め
と
関
わ

る
こ
と
で
す
が
、
椿
海
を
見
下
ろ
す
よ
う
な
位
置
に
あ
る

香
取
郡
東
庄
町
の
福
聚
寺
と
い
う
お
寺
の
開
山
で
あ
り
、

そ
こ
で
亡
く
な
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

さ
て
、
私
が
鐵
牛
に
関
心
を
も
ち
ま
し
た
の
は
、
あ
る

肖
像
画
が
き
か
っ
け
で
す
。
こ
の
大
学
に
勤
め
る
以
前
の

こ
と
で
す
が
、
後
に
ご
紹
介
し
ま
す
鐵
牛
像
、
こ
れ
を
描

い
た
画
家
・
狩
野
安
信
へ
の
関
心
か
ら
、
作
品
を
詳
し
く

調
査
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
し
ば
ら
く
し
て

本
学
に
赴
任
い
た
し
ま
し
て
、
千
葉
縁
と
い
う
こ
と
で
鐵

牛
に
一
層
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
少
し
ず
つ
い
ろ
ん
な
こ
と
を
調
べ
て
ま
い
り

ま
し
た
。
と
申
し
ま
し
て
も
勉
強
不
足
で
す
が
、
今
日
は
、
そ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら

「
描
か
れ
た
鐵
牛
和
尚
」、
鐵
牛
和
尚
の
肖
像
画
を
テ
ー
マ
に
、
お
話
を
し
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

最
初
に
福
聚
寺
、
鐵
牛
が
亡
く
な
っ
た
寺
に
今
も
遺
さ
れ
て
い
ま
す
肖
像
画
二
点

の
う
ち
一
点
﹇
挿
図
１
、
後
述
参
照
﹈
を
み
て
い
た
だ
き
ま
す
。
後
ほ
ど
鐵
牛
の
肖

像
画
を
い
ろ
い
ろ
と
お
み
せ
し
ま
す
が
、
ど
れ
も
そ
こ
そ
こ
似
た
お
顔
で
す
の
で
、

お
お
よ
そ
こ
ん
な
感
じ
の
方
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
た
だ
い
て
良
い
で
し
ょ
う
。
エ
ラ

の
少
し
張
っ
た
、
目
の
輝
き
の
鋭
い
顔
立
ち
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
い
え

そ
う
で
す
。
語
録
な
ど
を
読
み
ま
す
と
、
背
が
低
い
方
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
背
が
低

い
け
れ
ど
も
タ
フ
と
い
う
の
が
、
周
り
の
評
価
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
今
日
は
、

こ
う
し
た
鐵
牛
の
肖
像
画
を
通
し
て
、
改
め
て
鐵
牛
と
い
う
人
物
を
考
え
て
み
た
い

の
で
す
。

　

さ
て
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
ま
ず
は
鐵
牛
と
い
う
人
に
つ
い
て
お
話
し
て
お
か
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。
最
初
に
お
さ
え
て
お
き
た
い
の
は
、
和
尚
は
黄
檗
僧
で
あ
っ
た
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と
い
う
こ
と
で
す
。
黄
檗
宗
と
い
う
江
戸
時
代
の
初
期
に
中
国
か
ら
日
本
に
も
た
ら

さ
れ
た
当
時
最
新
の
禅
宗
を
い
ち
早
く
学
ん
で
、
第
一
人
者
に
な
ら
れ
た
方
で
す
。

黄
檗
宗
は
江
戸
時
代
の
初
め
、
一
六
五
四
年
に
隠
元
和
尚
が
日
本
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ

た
こ
と
で
始
ま
り
ま
す
。
長
崎
に
い
た
中
国
人
が
、
当
時
の
中
国
の
最
新
の
禅
宗
を

ぜ
ひ
日
本
に
も
布
教
し
て
ほ
し
い
と
隠
元
を
招
き
ま
す
。
そ
も
そ
も
隠
元
は
臨
済
宗

の
お
坊
さ
ん
で
し
た
が
、
明
代
の
中
国
の
禅
宗
の
あ
り
方
を
反
映
し
た
そ
の
宗
風
が

既
に
日
本
に
あ
っ
た
臨
済
宗
と
は
大
き
く
違
う
た
め
に
、
来
日
後
、
結
果
的
に
新
し

い
、
独
立
し
た
一
派
、
黄
檗
宗
を
た
て
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
隠
元
の

来
日
の
後
す
ぐ
に
木
庵
と
い
う
隠
元
の
直
接
の
お
弟
子
さ
ん
、
こ
の
方
も
中
国
人
で

す
が
、
日
本
に
や
っ
て
く
る
。
鐵
牛
和
尚
は
、
こ
の
木
庵
和
尚
の
一
番
弟
子
な
ん

で
す
。
つ
ま
り
、
隠
元
の
孫
弟
子
、
そ
の
中
で
も
ト
ッ
プ
に
近
い
位
置
に
い
た
わ
け

で
す
。
し
か
も
黄
檗
宗
の
偉
い
お
坊
さ
ん
は
、
隠
元
の
弟
子
な
ど
も
ほ
ぼ
皆
中
国
人

で
す
の
で
、
日
本
人
と
し
て
は
鐵
牛
は
特
に
用
い
ら
れ
た
と
い
え
ま
す
。
黄
檗
宗
は

禅
宗
の
一
派
で
す
が
、
そ
れ
ま
で
の
臨
済
や
曹
洞
と
は
違
う
、
非
常
に
目
新
し
い
感

じ
の
す
る
も
の
で
し
た
。
ど
ん
な
風
に
新
し
い
の
か
は
追
々
お
話
し
て
ま
い
り
ま
す

が
、
そ
の
新
し
さ
ゆ
え
に
黄
檗
宗
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
一
部
で
熱
狂
的
に
流
行
り

ま
す
。
鐵
牛
は
そ
う
し
た
黄
檗
宗
熱
に
早
く
に
感
染
し
て
、
隠
元
、
木
庵
の
も
と
に

早
速
参
じ
て
、
め
き
め
き
頭
角
を
あ
ら
わ
し
た
方
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

資
料
の
年
譜
（
主
要
参
考
文
献
：
大
槻
幹
郎
編
『
鐡
牛
道
機
禅
師
年
譜
』　

黄
檗

山
長
松
院　

平
成
二
年
）
を
み
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
お
生
ま
れ
は
長
州
、

今
の
山
口
県
、
十
五
歳
の
と
き
鳥
取
の
寺
で
剃
髪
し
て
僧
と
な
っ
て
、
そ
の
後
、

二
十
代
前
半
は
諸
国
を
め
ぐ
ら
れ
る
、
迷
い
の
時
期
だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
二
十
八

歳
の
三
月
に
長
崎
に
赴
き
、
隠
元
に
参
見
、
入
堂
を
許
さ
れ
ま
す
。
隠
元
和
尚
に
自

分
の
下
で
修
行
を
し
て
も
い
い
と
い
う
ふ
う
に
許
可
を
得
る
わ
け
で
す
。
そ
の
後
、

二
十
九
歳
で
木
庵
の
侍
者
と
な
り
ま
す
。
三
十
二
歳
秋
に
京
都
の
妙
心
寺
、
臨
済
宗

妙
心
寺
派
の
本
山
の
第
一
座
、
ト
ッ
プ
に
な
っ
て
、
鐵
牛
道
機
と
い
う
名
前
を
木
庵

か
ら
い
た
だ
き
ま
す
。
さ
ら
に
四
十
歳
で
木
庵
よ
り
印
可
、
最
初
の
嗣
法
者
と
な
り

ま
し
た
。
こ
れ
は
鐵
牛
和
尚
に
と
っ
て
僧
と
し
て
の
第
二
の
ス
タ
ー
ト
で
す
。
こ
の

少
し
前
、
三
十
五
歳
の
と
き
に
、
老
中
の
稲
葉
正
則
が
帰
依
し
ま
す
。
正
則
は
和
尚

と
問
答
を
し
て
、
そ
の
答
え
に
非
常
に
感
心
し
信
者
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
老
中
、

つ
ま
り
当
時
の
大
臣
ク
ラ
ス
の
実
力
者
で
あ
る
正
則
は
、
そ
の
後
の
活
動
を
経
済
的

に
も
、
政
治
的
に
も
支
え
て
く
れ
る
、
非
常
に
重
要
な
パ
ト
ロ
ン
と
な
り
ま
す
。
じ

つ
は
、
椿
海
の
干
拓
事
業
に
つ
い
て
も
、
正
則
と
の
関
係
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
鐵
牛
が
深
く
関
与
し
た
お
寺
を
七
処
開
堂
と
い
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
つ

い
て
お
話
し
て
お
き
ま
す
。
ま
ず
は
、
小
田
原
藩
主
の
稲
葉
正
則
が
小
田
原
に
あ
る

紹
太
寺
の
住
侍
に
鐵
牛
を
迎
え
ま
す
が
、
こ
れ
が
一
つ
め
。
そ
の
後
、
東
京
墨
田
区

の
弘
福
寺
、
三
番
目
に
白
金
台
の
瑞
聖
寺
と
い
う
お
寺
に
入
ら
れ
ま
す
。
瑞
聖
寺
は

江
戸
よ
り
も
東
の
黄
檗
宗
の
布
教
拠
点
で
木
庵
が
最
初
の
住
職
で
あ
っ
た
の
を
継
い

で
鐵
牛
が
第
二
代
の
住
職
に
な
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
瑞
聖
寺
の
住
職
に
な
っ
た
時

点
で
、
鐵
牛
は
東
国
の
黄
檗
宗
の
統
括
者
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
後

も
福
聚
寺
を
は
じ
め
四
つ
の
お
寺
を
開
か
れ
ま
す
。
ち
な
み
に
、
こ
の
七
つ
の
お
寺

は
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
黄
檗
宗
の
重
要
な
寺
院
と
し
て
大
変
広
い
境
内
を
誇
っ
た

け
れ
ど
も
、
今
は
ほ
ん
の
小
さ
な
お
寺
、
あ
る
い
は
昔
の
建
物
が
全
く
な
い
な
ど
と

い
う
と
こ
ろ
が
多
い
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
鐵
牛
は
こ
れ
以
外
に
、
六
十
以
上
の
お
寺

を
開
き
ま
し
た
。
直
接
ご
自
身
が
行
っ
て
住
職
と
し
て
勤
め
て
い
な
く
て
も
、
住
職

を
引
き
受
け
た
、
そ
う
い
う
の
を
合
わ
せ
て
六
十
以
上
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
数
、
ま
た
七
つ
の
お
寺
が
仙
台
か
ら
京
都
ま
で
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
あ
る
こ

と
か
ら
、
い
か
に
勢
力
的
に
活
動
さ
れ
た
お
坊
さ
ん
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
お
分
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か
り
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
問
題
は
椿
海
の
干
拓
で
す
が
、
こ
れ
に
鐵
牛
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
の

か
と
い
う
こ
と
が
、
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
、
こ
の
干
拓
に
つ
い
て
は
次

の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
き
た
か
と
思
い
ま
す
。
江
戸
の
町
人
、
杉
山
三
郎
衛
門
が
干

拓
を
幕
府
に
申
請
し
た
が
許
可
さ
れ
ず
、
次
に
白
井
治
郎
右
衛
門
が
幕
府
大
工
頭
辻

内
刑
部
左
衛
門
と
と
も
に
再
度
申
請
す
る
が
許
さ
れ
ず
、
辻
内
が
鐵
牛
を
頼
り
、
鐵

牛
が
老
中
・
稲
葉
正
則
の
仲
介
を
得
て
許
可
が
出
た
。
さ
ら
に
、
干
拓
の
事
業
を
進

め
て
い
く
途
中
で
資
金
が
足
り
な
く
な
っ
た
が
、
鐵
牛
が
再
び
稲
葉
正
則
の
口
添
え

で
幕
府
の
出
資
を
と
り
つ
け
た
。
そ
れ
ゆ
え
鐵
牛
和
尚
は
椿
海
の
干
拓
事
業
の
立
て

役
者
と
説
明
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
、
先
の
福
聚
寺
、
椿
海
を
見
下
ろ
す

よ
う
な
小
山
に
あ
る
こ
の
お
寺
は
、
そ
の
功
績
で
幕
府
か
ら
土
地
、
建
物
を
与
え
ら

れ
た
と
説
明
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
疑
問
が
だ
さ
れ
て
い
ま
す
。
根
本
弘
さ
ん
と
い
う
方
（「
鉄
牛
―

椿
湖
干
拓
貢
献
説
へ
の
疑
問
」『
香
取
民
衆
史
』
三　

香
取
歴
史
教
育
者
協
議
会　

昭
和
五
十
六
年
）
が
、
ま
ず
関
与
を
示
す
一
次
資
料
が
な
い
、
つ
ま
り
鐵
牛
和
尚
が

生
き
て
お
ら
れ
た
と
き
に
、
鐵
牛
自
身
、
あ
る
い
は
そ
の
周
辺
の
方
が
書
い
た
、
直

接
の
関
わ
り
を
示
す
資
料
が
な
い
こ
と
、
そ
し
て
明
治
政
府
が
地
方
改
良
運
動
を
す

る
中
で
、
郷
土
の
偉
人
が
必
要
で
、
そ
の
中
で
強
引
に
鐵
牛
が
関
係
付
け
ら
れ
、
そ

れ
が
踏
襲
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
も
調
べ
て

み
ま
し
た
が
、
確
か
に
一
次
資
料
は
な
い
よ
う
で
す
。
一
次
資
料
と
し
て
第
一
に
挙

げ
る
べ
き
は
語
録
（
版
本
『
鐡
牛
禅
師
語
録
』
十
五
巻
十
冊
元
禄
十
三
年
、
版
本
『
鉄

牛
禅
師
自
牧
摘
稿
』
十
五
巻
八
冊　

同
年
な
ど
）、
鐵
牛
和
尚
が
参
禅
者
た
ち
に
与

え
た
言
葉
、
法
話
あ
る
い
は
出
来
事
な
ど
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
こ
れ
に
干
拓
に

関
わ
っ
て
稲
葉
正
則
公
と
折
衝
を
し
た
こ
と
、
干
拓
に
関
わ
っ
た
先
に
名
前
を
挙
げ

た
人
た
ち
と
の
交
際
を
示
す
も
の
、
あ
る
い
は
福
聚
寺
と
干
拓
の
関
わ
り
な
ど
に
つ

い
て
の
記
載
が
な
い
の
で
す
。

　

ど
う
や
ら
、
鐵
牛
と
干
拓
の
関
わ
り
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
確
認
で

き
る
限
り
江
戸
時
代
の
末
頃
か
ら
で
、
そ
れ
が
明
治
二
十
九
年
に
あ
る
学
者
が
福
聚

寺
に
訪
ね
て
い
っ
て
、
鐵
牛
和
尚
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
残
念
だ
と
い
う

こ
と
で
い
ろ
い
ろ
と
働
き
か
け
を
し
た
こ
と
か
ら
本
格
化
し
た
よ
う
で
す
。
た
だ
し
、

や
は
り
そ
れ
は
突
然
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
に
口
伝
え
な
ど
で
そ
う
い
う
こ
と
が
い

わ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
根
拠
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
の
考
え
を
補
う
こ
と
と
し
て
、
一
つ
に
稲
葉
正
則
と
鐵
牛
と
の
非
常
に
厚
い
信
頼

関
係
が
あ
り
ま
す
。
正
則
は
鐵
牛
が
江
戸
に
出
て
く
る
と
、
そ
の
間
の
食
費
、
付
き

人
の
給
金
ま
で
全
て
賄
う
ほ
ど
、
鐵
牛
の
活
動
を
全
面
的
に
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
ま

す
。
そ
も
そ
も
鐵
牛
が
こ
れ
ほ
ど
活
躍
で
き
た
、
黄
檗
宗
内
で
の
地
位
が
高
か
っ
た

の
は
、
稲
葉
正
則
を
通
し
て
の
幕
府
と
の
関
係
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
す
。
福
聚
寺

に
は
、
鐵
牛
が
使
っ
た
と
い
う
葵
紋
、
徳
川
家
の
紋
の
は
い
っ
た
棹
箪
笥
が
遺
っ
て

い
る
と
う
か
が
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
鐵
牛
の
活
動
は
幕
府
の

庇
護
の
も
と
に
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
二
つ
め
に
お
坊
さ
ん
に

と
っ
て
、
土
木
事
業
は
布
教
と
非
常
に
密
接
に
結
び
付
い
て
い
ま
す
。
昔
か
ら
行
基
、

弘
法
大
師
の
灌
漑
事
業
な
ど
の
話
が
あ
る
通
り
で
す
。
そ
し
て
鐵
牛
は
、
実
際
に
関

係
し
た
お
寺
に
次
々
に
新
し
い
建
物
を
建
て
て
も
い
ま
す
。
そ
う
い
う
建
物
を
建
て

る
実
行
力
、
そ
し
て
資
金
を
有
力
者
か
ら
引
き
出
す
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
そ
の
た
め
の

折
衝
能
力
を
あ
わ
せ
も
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
従
っ
て
、
頼
み
が
あ
れ
ば
干
拓
に
手

を
貸
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
何
と
い
っ
て
も
、
最
晩
年
に
福
聚
寺
に
退
隠
し

て
い
る
の
で
、
関
係
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

語
録
に
元
禄
十
二
年
八
月
、
江
戸
の
弘
福
寺
の
住
職
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
大
通
上
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座
、
大
通
さ
ん
と
い
う
鐵
牛
の
お
弟
子
さ
ん
が
山
添
さ
ん
と
い
う
檀
家
を
連
れ
て
、

鐵
牛
に
福
聚
寺
の
住
職
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
頼
み
に
来
て
、
八
月
十
八
日
に
住
職
に

な
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
干
拓
と
の
関
わ
り
は
と
も
か
く
、
幕
府
か
ら
土
地
を
も

ら
っ
て
、
そ
こ
に
鐵
牛
が
福
聚
寺
お
よ
び
現
在
は
廃
寺
で
す
が
広
徳
寺
、
修
福
寺
を

開
い
た
と
い
う
こ
と
も
間
違
い
な
い
こ
と
で
す
。
た
だ
、
お
寺
を
開
い
て
す
ぐ
に
鐵

牛
が
深
く
関
わ
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な
い
よ
う
で
、
語
録
に
は
自
分
が
大

通
上
座
に
福
聚
寺
を
任
せ
た
と
こ
ろ
、
彼
は
二
十
年
近
く
、
非
常
に
が
ん
ば
っ
て
、

お
か
げ
で
伽
藍
が
整
っ
た
、
と
い
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
元
禄

元
年
に
観
音
銅
像
千
百
十
一
体
を
鋳
造
し
て
福
聚
寺
に
置
て
い
ま
す
し
、
二
年
四
月

に
は
椿
沼
新
田
の
地
を
巡
り
、
三
寺
を
訪
ね
、
五
年
に
は
「
福
聚
寺
十
景
」
を
詠
ん

で
い
て
、
福
聚
寺
と
関
わ
り
は
長
く
深
い
と
い
え
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
鐵
牛
和
尚
と
い
う
方
は
、
い
ち
早
く
黄
檗
宗
に
身
を
投
じ
、
稲
葉

正
則
、
そ
れ
を
通
じ
て
幕
府
を
パ
ト
ロ
ン
と
し
て
、
日
本
に
お
け
る
初
期
黄
檗
宗
の

発
展
に
大
き
な
貢
献
を
し
た
方
、
そ
れ
が
で
き
る
才
覚
、
行
動
力
を
も
っ
た
方
だ
っ

た
の
で
す
。

　

次
に
、
前
置
き
が
長
く
な
り
ま
す
が
、
肖
像
画
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
少
し
お

話
し
し
ま
す
。
肖
像
画
と
い
う
言
葉
を
お
聞
き
に
な
る
と
そ
れ
な
り
に
ど
ん
な
絵
か

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
お
あ
り
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
お
話
す
る
の
は
近
代
以
前
の

肖
像
画
で
す
が
、
そ
う
い
う
昔
の
絵
で
す
と
、
着
物
着
て
か
し
こ
ま
っ
て
畳
に
座
っ

て
い
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
じ
つ
は
肖
像
画
は

非
常
に
数
多
く
の
こ
っ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
に
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
そ
も
そ
も
肖
像
画

と
は
何
で
し
ょ
う
。
そ
の
始
ま
り
は
、
私
た
ち
が
亡
く
な
っ
た
親
し
い
人
の
姿
を
写

真
で
持
っ
て
い
た
い
と
思
う
よ
う
に
、
ゆ
か
り
の
人
の
画
像
を
手
元
に
置
き
た
い
と

い
う
気
持
ち
だ
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
使
わ
れ
る
条
件
つ
ま
り
目
的
、

絵
画
の
形
式
な
ど
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
と
関
わ
っ
て
、
じ
つ
に
い
ろ
ん
な
タ
イ

プ
の
肖
像
画
が
つ
く
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
肖
像
画
の
定
義
は
難
し
い
の
で
す
が
、

ひ
と
ま
ず
は
実
在
、
あ
る
い
は
実
在
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
特
定
の
人
物
を
、
そ

れ
を
主
体
と
し
て
描
い
た
も
の
と
考
え
て
良
い
と
思
い
ま
す
。
特
定
の
人
物
を
主
体

と
し
て
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
宗
教
画
や
物
語
絵
画
の
一
部
に
、
特
定
の
人
の
肖

像
画
を
描
き
込
む
と
い
っ
た
作
品
が
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
も
の
と
そ
の
人
物
を
メ
イ

ン
に
、
そ
れ
を
主
題
と
す
る
作
品
と
は
区
別
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
、
そ
う
い
う
肖
像
画
を
み
る
場
合
に
、
確
認
し
た
い
基
礎
情
報
が
、
像
主
、

賛
者
、
画
家
、
注
文
主
で
す
。
像
主
は
誰
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

日
本
の
肖
像
画
に
多
く
み
ら
れ
る
形
式
は
、
画
面
の
下
半
分
に
人
の
姿
が
描
い
て

あ
っ
て
、
上
に
字
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
す
が
、
こ
の
文
字
が
賛
で
す
。
歌
や
文
章

な
ど
で
す
。
像
主
が
誰
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
多
く
の
場
合
は
こ
の
賛
に
よ
っ

て
判
明
し
ま
す
。
賛
者
は
、
こ
の
賛
を
記
し
た
人
で
す
。
賛
の
作
成
者
と
画
面
に
実

際
に
書
す
執
筆
者
が
異
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
画
家
は
い
う
ま
で
も
な
く

絵
を
描
く
人
。
そ
れ
か
ら
注
文
主
、
そ
の
肖
像
画
を
注
文
し
て
制
作
費
を
支
払
っ
た

人
。
こ
の
う
ち
、
た
と
え
ば
賛
者
と
注
文
主
が
同
一
人
で
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

画
家
と
像
主
が
同
じ
だ
と
自
画
像
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
像
主
が
生
き
て
い
る
間
に

描
か
れ
た
の
か
、
死
ん
で
か
ら
か
、
と
い
う
こ
と
も
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
こ
う

し
た
こ
と
が
分
か
る
と
、
そ
の
肖
像
画
が
何
な
の
か
、
と
い
う
一
応
の
輪
郭
が
と
ら

え
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
こ
と
の
全
て
が
分
か
る
場
合
は
む

し
ろ
稀
で
す
。
つ
ま
り
、
実
在
の
誰
か
を
描
い
て
い
る
ら
し
い
、
肖
像
画
と
思
わ
れ

る
が
、
賛
も
な
い
し
、
伝
来
も
不
明
だ
し
、
そ
れ
が
誰
な
の
か
、
描
い
た
の
が
誰
な

の
か
、
全
く
分
か
ら
な
い
と
い
う
場
合
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ち
な
み
に
、
肖
像

画
と
い
う
の
は
歴
史
の
教
科
書
を
は
じ
め
、
皆
さ
ん
目
に
さ
れ
る
機
会
は
多
い
と
思
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い
ま
す
が
、
使
わ
れ
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
絵
の
み
で
、
賛
は
無
視
さ
れ
が
ち
で
す
。
実

際
、
賛
は
読
み
に
く
い
し
、
長
か
っ
た
り
、
読
ん
で
も
分
か
り
に
く
か
っ
た
り
す
る

の
で
、
私
が
勉
強
し
て
お
り
ま
す
美
術
史
で
も
、
そ
れ
か
ら
歴
史
学
の
方
も
肖
像
画

を
扱
わ
れ
ま
す
が
、
賛
を
読
ま
な
い
で
絵
の
こ
と
だ
け
い
う
場
合
が
珍
し
く
あ
り
ま

せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
あ
く
ま
で
絵
と
書
で
一
体
に
な
っ
て
作
品
が
で
き
て
い
る
わ
け

で
す
の
で
、
無
視
し
た
く
な
い
。
両
方
か
ら
大
事
な
情
報
を
得
な
く
て
は
い
け
な
い

と
い
う
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
他
に
も
、
全
身
像
な
の
か
、
胸
か
ら
上
を
あ
ら

わ
す
半
身
像
な
の
か
、
顔
の
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
な
の
か
、
何
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
、

紙
な
の
か
絹
な
の
か
、
そ
の
描
き
方
、
ス
タ
イ
ル
は
ど
ん
な
も
の
か
、
墨
だ
け
の
簡

略
な
も
の
か
、
丁
寧
に
色
を
つ
け
た
も
の
か
、
画
家
は
像
主
と
直
接
面
識
が
あ
る
の

か
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
、
そ
の
肖
像
画
の
つ
く
ら
れ
る
目
的
、
つ
く
る
人
の
立
場
、

時
代
な
ど
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
る
わ
け
で
す
。

　

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
肖
像
画
の
な
か
で
、
鐵
牛
和
尚
の
肖
像
画
は
、
お
お
よ
そ

次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
ま
ず
、
あ
く
ま
で
私
が
調
べ
る
こ
と
が
で
き
た
範
囲
で
す

が
、
今
確
認
で
き
る
作
品
が
二
十
点
弱
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
語
録
に
は
、
鐵
牛
が
自

身
の
姿
が
描
か
れ
た
肖
像
画
の
た
め
に
自
身
で
文
章
、
賛
を
つ
く
っ
た
、
そ
の
賛
が

四
十
二
点
、
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
語
録
に
賛
が
収
載
さ
れ
て
い
る
作
品
と
現
存
作

品
の
二
十
点
弱
は
、
一
部
重
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
の
で
、
少
な
く
と
も
五
、六
十

点
は
確
実
に
、
鐵
牛
和
尚
が
生
き
て
い
る
時
代
か
、
そ
れ
か
ら
ほ
ん
の
少
し
た
っ
た

こ
ろ
ぐ
ら
い
ま
で
に
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
鐵
牛
像
を
求

め
た
、
必
要
と
し
た
の
は
鐵
牛
が
開
い
た
お
寺
、
そ
の
信
者
の
人
た
ち
で
す
が
、
鐵

牛
が
開
い
た
お
寺
が
六
十
、
そ
れ
か
ら
門
弟
が
五
十
人
余
、
俗
人
の
弟
子
は
五
百
人

以
上
と
い
い
ま
す
か
ら
、
実
の
と
こ
ろ
、
ず
っ
と
多
く
の
肖
像
画
が
つ
く
ら
れ
た
は

ず
で
す
。
ち
な
み
に
鐵
牛
の
お
師
匠
さ
ん
木
庵
、
そ
の
ま
た
お
師
匠
さ
ん
の
隠
元

は
、
そ
れ
ぞ
れ
語
録
に
一
〇
四
、一
五
九
と
い
っ
た
数
の
肖
像
画
賛
が
収
録
さ
れ
て

い
ま
す
（
大
槻
幹
郎
「
黄
檗
頂
相
に
つ
い
て
」『
禅
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
八　

平

成
十
八
年
）。
作
成
さ
れ
た
肖
像
画
全
て
の
賛
が
収
録
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
し
、
同
じ
賛
、
文
章
が
複
数
の
画
像
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
の

で
、
実
際
に
制
作
さ
れ
た
肖
像
画
の
数
は
、
こ
れ
よ
り
も
多
か
っ
た
と
み
な
せ
ま
す
。

つ
ま
り
、
鐵
牛
は
隠
元
、
木
庵
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
れ
に
続
く
立
場
の
有
力

僧
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
う
し
た
肖
像
画
の
点
数
か
ら
も
い
え
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、

姿
か
た
ち
に
つ
い
て
い
え
ば
、
確
認
で
き
る
作
品
の
大
部
分
が
椅
子
に
坐
っ
た
全
身

像
、
そ
れ
も
比
較
的
大
き
な
サ
イ
ズ
の
作
品
が
多
い
で
す
。
ま
た
、
描
い
た
の
は
黄

檗
宗
の
肖
像
画
を
専
門
に
描
い
た
画
家
や
鐵
牛
の
弟
子
で
絵
が
上
手
な
人
な
ど
で
し

た
。

　

つ
ま
り
、
鐵
牛
の
肖
像
画
に
は
、
黄
檗
宗
の
偉
い
お
坊
さ
ん
の
姿
と
し
て
、
開
山

と
な
っ
た
お
寺
に
掛
け
ら
れ
礼
拝
さ
れ
る
と
い
っ
た
公
的
な
意
味
を
も
っ
た
、
大
き

め
の
サ
イ
ズ
の
作
品
が
多
い
わ
け
で
す
。
肖
像
画
に
は
極
め
て
個
人
的
な
、
そ
の
人

の
姿
を
描
く
も
の
は
そ
れ
一
点
だ
け
で
、
画
面
の
サ
イ
ズ
も
小
さ
い
、
つ
ま
り
ご
く

親
し
い
人
が
内
輪
で
み
る
た
め
の
作
品
も
む
ろ
ん
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
も
の

と
は
対
照
的
な
あ
り
方
の
肖
像
画
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
し
後
に
み
ま
す
よ
う

に
、
鐵
牛
像
の
な
か
に
も
私
的
な
意
味
あ
い
が
大
き
い
も
の
は
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
黄
檗
宗
の
お
坊
さ
ん
た
ち
を
描
く
肖
像
画
は
、
表
現
の
上
で
目
立
っ

た
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
影
を
つ
け
て
立
体
的
に
描
く
陰
影
表
現
、
非
常
に

明
度
の
高
い
目
を
射
る
よ
う
な
強
烈
な
色
を
使
う
こ
と
、
そ
し
て
正
面
向
き
の
も
の

が
主
流
で
あ
る
こ
と
で
す
。
陰
影
や
色
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
以
前
の
日
本
の
肖

像
画
は
も
と
よ
り
絵
画
そ
の
も
の
に
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
、
非
常
に
新
し
い

こ
と
で
す
。
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先
に
黄
檗
宗
は
隠
元
が
日
本
に
も
た
ら
し
た
こ
と
に
始
ま
る
新
し
い
禅
宗
だ
と
申

し
上
げ
ま
し
た
が
、
肖
像
画
の
こ
う
し
た
特
徴
も
そ
の
新
し
さ
と
結
び
つ
い
て
い
ま

す
。
黄
檗
宗
の
新
し
さ
は
中
国
明
代
の
、
当
時
最
新
の
中
国
文
化
を
取
り
込
ん
で
い

る
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。
隠
元
和
尚
に
徳
川
幕
府
が
土
地
を
与
え
て
、
宇
治
に
黄
檗

山
萬
福
寺
と
い
う
中
国
の
黄
檗
山
の
お
寺
と
同
じ
名
前
の
お
寺
が
つ
く
ら
れ
ま
す
。

こ
の
萬
福
寺
に
つ
い
て
「
山
門
を
出
ず
れ
ば
日
本
（
や
ま
と
）
ぞ
茶
摘
み
う
た
」
と

い
う
、
田
上
菊
舎
と
い
う
江
戸
時
代
後
期
の
女
性
俳
人
の
有
名
な
句
が
あ
り
ま
す
。

萬
福
寺
と
い
う
の
は
リ
ト
ル
チ
ャ
イ
ナ
な
ん
で
す
。
そ
こ
だ
け
は
中
国
、
そ
こ
を
一

歩
出
れ
ば
、
宇
治
は
お
茶
ど
こ
ろ
で
す
の
で
、
茶
摘
み
う
た
が
聞
こ
え
て
き
て
、
あ

あ
日
本
だ
な
と
思
う
け
れ
ど
も
、
山
門
の
中
は
全
く
の
中
国
。
そ
の
リ
ト
ル
チ
ャ
イ

ナ
を
思
わ
せ
る
大
き
な
要
素
と
し
て
、
視
覚
的
な
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。
た

と
え
ば
建
物
、
彫
刻
、
食
べ
物
、
僧
服
な
ど
で
す
。
萬
福
寺
へ
行
く
と
、
有
名
な
魚

鼓
と
い
う
魚
型
の
、
木
で
で
き
た
板
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
を
た
た
い
て
食
事
の
時

間
な
ど
を
知
ら
せ
ま
す
。
知
ら
せ
る
板
は
禅
宗
の
お
寺
な
ら
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が

魚
型
と
い
う
の
は
日
本
の
そ
れ
ま
で
の
お
寺
に
は
な
い
。
そ
れ
か
ら
ラ
ー
メ
ン
丼
の

縁
の
模
様
の
よ
う
な
卍
崩
し
の
勾
欄
。
桃
戸
は
、
桃
は
中
国
で
は
も
と
も
と
道
教
ゆ

か
り
で
す
け
れ
ど
も
、
お
め
で
た
い
、
長
寿
を
象
徴
す
る
食
べ
物
で
、
そ
れ
が
刻
ま

れ
た
扉
。
ま
た
、
煎
茶
が
黄
檗
宗
に
始
ま
る
と
か
、
普
茶
料
理
と
い
う
中
国
風
の
精

進
料
理
だ
と
か
、
い
ろ
い
ろ
と
新
し
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

肖
像
画
に
話
を
戻
し
ま
す
と
、
こ
れ
は
隠
元
和
尚
の
肖
像
画
﹇
喜
多
長
兵
衛
筆

（
神
戸
市
立
博
物
館
蔵
）﹈
で
す
。
黄
色
の
法
衣
に
真
っ
赤
な
袈
裟
を
着
け
て
お
ら
れ

ま
す
。
こ
う
い
う
目
を
射
る
よ
う
な
赤
い
色
、
明
度
の
高
い
非
常
に
明
る
い
黄
色
を

使
い
、
し
か
も
こ
の
辺
り
に
陰
影
が
付
い
て
い
る
。
そ
う
い
う
の
は
日
本
の
そ
れ
ま

で
の
絵
に
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
真
正
面
を
向
い
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
﹇
長

谷
川
等
伯
筆　

日
蓮
上
人
像
（
一
五
六
四
年
、
富
山
・
大
法
寺
）﹈
は
隠
元
和
尚
像

よ
り
も
百
年
ほ
ど
前
に
描
か
れ
た
、
千
葉
に
ゆ
か
り
の
日
蓮
上
人
の
肖
像
画
で
す
。

金
襴
の
派
手
な
衣
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
目
を
射
る
よ
う
な
色
彩
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
こ
れ
﹇
狩
野
探
幽
筆　

江
月
宗
玩
像
（
一
六
三
五
年
、
京
都
・
龍
光
院
）﹈

は
隠
元
和
尚
が
日
本
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
二
十
年
ぐ
ら
い
前
に
描
か
れ
た
禅
宗
、
臨
済

宗
の
お
坊
さ
ん
の
肖
像
画
で
す
。
こ
の
辺
り
の
い
す
に
掛
け
て
あ
る
布
の
模
様
な
ん

か
は
と
て
も
華
や
か
で
す
。
華
や
か
で
す
け
れ
ど
も
、
隠
元
像
の
よ
う
な
色
、
あ
る

い
は
陰
影
、
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
は
み
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
今
お
み
せ
し
た
二
点

と
も
像
主
に
と
っ
て
左
斜
め
前
、
私
た
ち
か
ら
み
る
と
右
斜
め
を
向
い
て
い
ま
す

ね
。
こ
う
い
う
斜
め
向
き
が
肖
像
画
の
い
わ
ば
定
番
な
の
で
す
が
、
黄
檗
宗
の
そ
れ

は
大
部
分
が
真
正
面
で
す
。

　

ち
な
み
に
こ
の
よ
う
な
黄
檗
宗
の
肖
像
画
の
特
徴
は
、
こ
れ
ま
で
長
く
、
黄
檗
宗

独
特
の
孤
高
な
も
の
と
思
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
最
近
、
中
国
や
ア
メ
リ

カ
で
明
代
の
肖
像
画
、
お
坊
さ
ん
だ
け
で
な
く
俗
人
の
そ
れ
の
研
究
が
す
す
む
に
つ

れ
て
、
陰
影
、
色
彩
、
正
面
性
と
い
っ
た
こ
と
が
、
同
時
代
の
中
国
の
肖
像
画
に
そ

れ
な
り
に
み
ら
れ
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
そ
う
し
た
特
徴
が
黄
檗
宗
独
自
な
も
の
で
は

な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
り
始
め
ま
し
た
。
し
か
し
、
当
時
の
日
本
人
に
と
っ
て
、
黄

檗
宗
の
肖
像
画
が
、
非
常
に
特
殊
な
、
こ
れ
ま
で
み
た
こ
と
も
な
い
新
し
い
も
の
で

あ
っ
た
の
は
確
か
で
す
。

　

以
上
の
よ
う
な
肖
像
画
、
そ
の
な
か
で
の
黄
檗
宗
の
肖
像
画
の
位
置
、
意
義
と

い
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
鐵
牛
像
の
う
ち
か
ら
、
興
味
深
い
も
の
を
い
く
つ

か
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

こ
れ
﹇
延
宝
五
年
着
賛
、
京
都
・
浄
住
寺
蔵
﹈
は
私
が
確
認
し
て
い
る
中
で
、
年

代
が
も
っ
と
も
早
い
も
の
で
す
。
実
際
、
お
顔
も
若
い
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
ま
す
。
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さ
ら
に
、
こ
の
肖
像
画
の
賛
は
、
こ
の
よ
う
に
語
録
の
自
賛
像
の
最
初
に
収
載
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
お
そ
ら
く
鐵
牛
像
と
し
て
制
作
さ
れ
た
最
初
期
の
作
品
と
考
え

て
良
い
と
思
い
ま
す
。
描
い
た
の
は
、
弟
子
の
兆
渓
元
明
と
い
う
僧
で
す
。
こ
の

兆
渓
は
、
ほ
か
に
も
鐵
牛
像
﹇
神
奈
川
・
紹
太
寺
蔵
﹈
を
描
い
て
い
ま
す
。
本
格
的

な
絵
を
手
が
け
た
人
で
、
鐵
牛
が
開
い
た
弘
福
寺
に
「
五
百
羅
漢
図
」
が
遺
っ
て
い

ま
す
。
鐵
牛
和
尚
の
お
弟
子
さ
ん
に
は
、
何
人
か
絵
が
上
手
な
お
坊
さ
ん
が
い
た
よ

う
で
す
。
黄
檗
宗
に
限
ら
ず
、
お
坊
さ
ん
に
は
絵
の
技
術
を
身
に
つ
け
て
い
る
人
が

い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
雪
舟
は
、
今
の
感
覚
で
い
う
と
画
家
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
当
時
は
あ
く
ま
で
絵
の
上
手
な
お
坊
さ
ん
、
画
僧
で
し
た
。
そ
の

よ
う
に
お
坊
さ
ん
が
絵
を
描
く
と
い
う
こ
と
は
修
行
の
上
で
も
、
ま
た
お
寺
の
仕
事

の
必
要
の
上
で
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
鐵
牛
は
、
特
に
、
弟
子
が
絵
の
技
術
を
磨
く

こ
と
に
熱
心
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
延
宝
二
年
十
月
の
こ
と
で
す

が
、
鐵
牛
が
絵
が
巧
み
な
泰
蔵
と
い
う
十
歳
の
弟
子
を
伴
っ
て
江
戸
の
小
田
原
藩
邸

を
訪
ね
た
の
で
正
則
が
幕
府
御
用
絵
師
の
狩
野
益
信
を
招
く
な
ど
、
正
則
と
と
も
に

絵
の
上
手
な
弟
子
に
学
習
、
お
披
露
目
の
機
会
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す

（
下
重
清
「
史
料
紹
介
「
稲
葉
日
記
」
に
見
え
る
紹
太
寺
と
鉄
牛
道
機
」『
黄
檗
文
華
』

一
一
七　

平
成
七
年
）。
こ
の
こ
と
、
そ
し
て
兆
渓
の
活
動
、
ま
た
後
に
も
弟
子
の

作
品
を
紹
介
し
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
鐵
牛
は
絵
に
関
心
が
あ
っ
て
、

弟
子
の
な
か
で
絵
が
得
意
な
も
の
に
は
積
極
的
に
描
く
こ
と
を
薦
め
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
た
り
し
て
お
り
ま
す
。

　

次
に
講
座
の
最
初
に
み
て
い
た
だ
き
ま
し
た
福
聚
寺
御
所
蔵
の
も
の
で
す
。
こ
の

像
は
、
先
ほ
ど
か
ら
お
話
し
て
い
る
黄
檗
宗
の
肖
像
画
の
典
型
的
な
例
で
す
。
陰

影
、
色
、
正
面
向
き
の
坐
っ
た
姿
と
い
っ
た
特
徴
を
備
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
い
う

の
も
、
こ
れ
を
描
い
た
の
が
喜
多
元
規
と
い
う
黄
檗
宗
の
肖
像
画
を
語
る
上
で
欠
か

せ
な
い
、
非
常
に
多
く
の
肖
像
画
を
描
い
て
い
る
画
家
だ
か
ら
で
す
。
元
規
の
作
品

は
二
百
二
十
点
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
画
面
の
左
下
隅
に
、
画
家
の
印
が
二
つ
み

え
、
こ
れ
で
元
規
の
作
と
分
か
り
ま
す
。
黄
檗
宗
に
関
わ
る
作
品
に
つ
い
て
は
最
近
、

錦
織
亮
介
先
生
が
そ
れ
ま
で
の
御
研
究
を
ま
と
め
ら
れ
た
大
著
（『
黄
檗
禅
林
の
絵

画
』　

中
央
公
論
美
術
出
版　

平
成
一
八
年
）
を
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
私
が
こ
こ
で

お
話
す
る
こ
と
も
錦
織
先
生
を
は
じ
め
先
学
の
御
研
究
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
わ
け

で
す
が
、
錦
織
先
生
の
そ
の
御
本
に
元
規
の
作
品
一
覧
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
に
よ

り
ま
す
と
元
規
が
描
い
た
鐵
牛
像
は
福
聚
寺
の
も
の
の
他
に
五
点
﹇
弘
福
寺
、
神
戸

市
立
博
物
館
、
浄
住
寺
、
現
所
在
不
明
、
永
明
寺
﹈、
そ
れ
以
外
に
私
が
知
り
得
た

も
の
一
点
﹇
東
北
歴
史
博
物
館
﹈、
あ
わ
せ
て
六
点
は
あ
る
よ
う
で
す
。
錦
織
先
生

は
、
こ
の
点
数
の
多
さ
、
そ
し
て
鐵
牛
の
仲
介
で
他
の
黄
檗
僧
あ
る
い
は
稲
葉
正
則

の
肖
像
画
な
ど
を
元
規
が
描
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
鐵
牛
と
元
規
に

は
か
な
り
密
な
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
と
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
ま
で
お
話
し
て
き

た
よ
う
な
鐵
牛
の
黄
檗
宗
内
で
の
立
場
を
考
え
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、
面
識
が
あ
っ

た
こ
と
は
確
か
で
す
。
元
規
は
鐵
牛
を
直
接
見
知
っ
て
い
て
、
描
い
て
い
る
と
い
え

ま
す
。

　

こ
の
作
品
は
鐵
牛
の
師
匠
の
木
庵
、
さ
ら
に
お
師
匠
さ
ん
の
隠
元
と
三
人
三
幅
対

で
す
。
こ
う
い
う
三
幅
対
に
は
、
各
像
に
そ
れ
ぞ
れ
像
主
本
人
が
賛
を
す
る
と
い
う

場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
作
品
は
三
幅
全
て
鐵
牛
和
尚
が
賛
を
書
い
て
お
ら
れ
ま

す
。
現
在
は
福
聚
寺
に
あ
り
ま
す
が
、
賛
に
よ
れ
ば
、
賛
を
記
し
た
場
所
は
江
戸
の

瑞
聖
寺
と
弘
福
寺
で
す
。
鐵
牛
像
も
そ
う
で
す
が
、
他
の
二
幅
も
、
細
部
を
見
ま
す

と
、
陰
影
、
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
る
表
現
で
、
色
あ
い
も
日
本
画
よ
り
も
洋
風

画
、
油
絵
み
た
い
な
感
じ
で
す
。
顔
も
す
ご
く
立
体
的
で
、
リ
ア
ル
な
表
現
を
目
指

し
て
い
ま
す
。
木
の
椅
子
の
木
目
も
い
か
に
も
そ
れ
ら
し
く
描
か
れ
て
い
る
だ
け
で
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は
な
く
て
、
黒
い
影
を
つ
け
て
立
体
的
に
あ
ら
わ
し
て
い

ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
鐵
牛
の
賛
で
す
が
、
い
わ
ゆ
る
唐
様
の
書

で
す
。
唐
様
の
書
と
は
隠
元
が
も
た
ら
し
た
中
国
書
法

で
、
そ
れ
以
後
の
黄
檗
の
お
坊
さ
ん
は
皆
こ
の
よ
う
な
書

を
書
き
ま
す
し
、「
売
家
と
唐
様
で
書
く
三
代
目
」
と
い

う
川
柳
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
江
戸
時
代
を
通
じ

て
教
養
人
に
も
広
く
流
行
し
た
も
の
で
す
。
全
体
に
丸
み

が
あ
る
字
体
を
大
小
を
つ
け
て
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
続
け
、
墨

の
濃
淡
も
激
し
く
、
や
や
癖
が
あ
っ
て
少
し
読
み
に
く
い

と
い
っ
た
こ
と
が
特
徴
で
す
。
賛
の
最
後
か
ら
二
行
め
に
こ
の
賛
を
書
い
た
年
、
最

後
の
行
に
鐵
牛
の
名
前
、
署
名
が
あ
り
、
左
下
に
印
を
二
つ
捺
し
て
い
ま
す
。
賛
の

内
容
は
、
自
分
の
容
貌
を
い
ろ
い
ろ
と
述
べ
て
い
ま
す
。
講
座
の
最
初
に
鐵
牛
は
背

が
低
か
っ
た
ら
し
い
と
い
い
ま
し
た
が
、
語
録
収
載
の
賛
に
「
身
形
雖
短
小
、
気
概

卻
清
高
（
身
形
は
短
小
と
い
え
ど
も
、
気
概
は
か
え
っ
て
清
高
）」
と
い
う
言
葉
が

で
て
く
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
以
外
に
も
自
分
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
容
貌
に
つ
い
て
い
う
、
そ
れ
に
こ
と
よ
せ
て
禅
宗
の
経
典
に
で
て
く
る
文
句
を

入
れ
込
ん
で
教
義
を
述
べ
る
と
い
っ
た
も
の
が
多
い
で
す
。

　

こ
の
福
聚
寺
の
肖
像
画
の
よ
う
な
典
型
的
な
も
の
以
外
に
、
少
し
変
わ
っ
た
も
の

と
し
て
、
木
の
下
に
立
つ
、
あ
る
い
は
岩
に
坐
る
と
い
っ
た
姿
の
も
の
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
作
品
は
残
っ
て
い
な
い
よ
う
で
確
認
で
き
ず
、
語
録
掲
載
の
賛
か
ら
図

様
を
推
測
す
る
の
で
す
が
、
騎
牛
像
、
牛
に
乗
っ
て
い
る
鐵
牛
和
尚
を
描
い
た
も
の

が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
隠
元
像
の
パ
タ
ー
ン
の
一
つ
に
獅
子
に
乗
っ
て
い
る
像
と
い

う
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
孫
弟
子
の
鐵
牛
が
そ
れ
に
な
ら
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。
木
庵
に
は
、
や
は
り
作
品
は
見
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
象
の

乗
る
と
い
う
肖
像
画
が
あ
っ
た
こ
と
が
語
録
な
ど
に
み
ら
れ
ま
す
。

　

こ
れ
が
福
聚
寺
御
所
蔵
の
も
う
一
点
の
鐵
牛
像
﹇
元
禄
九
年
着
賛
﹈
で
す
。
賛
に

巨
龍
禅
人
が
描
い
た
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
人
が
分
か
り
ま
せ
ん
で
、
俗
人

の
帰
依
者
の
よ
う
で
す
。
非
常
に
華
や
か
な
袈
裟
を
椅
子
の
背
も
た
れ
に
掛
け
て
坐

る
姿
で
す
。
こ
の
衣
の
鳳
凰
の
姿
な
ど
は
き
れ
い
に
描
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

お
顔
を
見
る
と
い
か
に
も
素
人
の
筆
と
い
う
か
、
上
手
で
は
な
い
で
す
。
で
も
、
お

そ
ら
く
黄
檗
の
像
を
お
手
本
に
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
、
鼻
の
横
な
ど
に
隈
を
、
黒

く
塗
る
部
分
を
入
れ
た
り
し
て
立
体
的
な
感
じ
と
い
う
の
を
出
そ
う
と
し
て
い
ま

す
。
そ
う
い
う
の
が
当
時
の
人
に
と
っ
て
、
黄
檗
的
な
、
黄
檗
僧
の
描
か
れ
る
べ
き

姿
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
﹇
元
禄
十
二
年
着
賛
、
個
人
蔵
、
挿
図
２
﹈
は
坐
る
鐵
牛
と
そ
の
傍
ら
に
立

つ
人
、
あ
わ
せ
て
二
人
の
人
を
描
い
て
い
ま
す
。
賛
に
こ
の
傍
ら
に
立
つ
人
は
至
道

元
孝
と
い
う
鐵
牛
和
尚
の
侍
者
と
あ
っ
て
、
さ
ら
に
ほ
か
の
資
料
と
付
き
合
わ
せ
ま

挿図２　恢道筆「鐵牛道機・至道元孝像」
（個人蔵）
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す
と
、
至
道
は
こ
の
年
に
鐵
牛
か
ら
法
を
受
け
、
正
式
な
お
弟
子
さ
ん
に
な
っ
た
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
肖
像
画
は
そ
れ
を
記
念
し
て
描
い
て
も
ら
っ
た

も
の
な
の
で
す
。
画
面
を
み
ま
す
と
、
香
炉
、「
獅
子
吼
」
と
い
う
文
字
が
入
っ
た

背
屏
な
ど
、
お
そ
ら
く
鐵
牛
が
普
段
使
っ
て
い
た
愛
用
の
品
を
描
い
て
い
る
ら
し

く
、
鐵
牛
の
日
常
生
活
を
彷
彿
と
さ
せ
ま
す
。
描
い
た
の
は
恢
道
、
や
は
り
鐵
牛
の

お
弟
子
さ
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
像
主
二
人
と
画
家
は
常
日
頃
か
ら
顔
を
あ
わ
せ
る
非

常
に
親
し
い
間
柄
に
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
う
い
う
親
密
な
関
わ
り
の
な
か
で
つ
く
ら

れ
た
作
品
な
の
で
す
。
ち
な
み
に
恢
道
は
、
鐵
牛
が
亡
く
な
る
直
前
に
、
自
分
の
お

棺
を
彼
に
準
備
さ
せ
お
り
、
美
術
工
芸
関
連
の
こ
と
が
得
意
で
鐵
牛
の
も
と
で
そ
う

し
た
こ
と
を
担
当
す
る
役
割
に
あ
っ
た
人
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
の
肖
像
画

と
先
ほ
ど
の
元
規
の
作
品
の
無
背
景
に
鐵
牛
の
み
を
描
く
と
い
う
公
的
な
性
格
の
強

い
肖
像
画
を
比
べ
ま
す
と
、
い
か
に
も
私
的
な
、
至
道
と
い
う
こ
の
お
弟
子
さ
ん
の

個
人
的
な
思
い
が
反
映
し
た
内
容
で
す
。
羅
漢
図
と
い
う
高
位
の
修
行
者
、
お
坊
さ

ん
の
姿
を
描
く
伝
統
的
な
画
題
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
に
こ
の
作
品
の
よ
う
に
、

い
ろ
い
ろ
な
調
度
な
ど
に
囲
ま
れ
て
坐
る
お
坊
さ
ん
と
そ
の
傍
ら
に
少
し
小
さ
い
サ

イ
ズ
で
侍
者
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
の
を
参

考
に
、
そ
れ
を
肖
像
画
で
や
っ
て
み
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
ち
ら
は
福
聚
寺
御
所
蔵
の
木
像
、
彫
刻
の
鐵
牛
像
で
す
。
禅
宗
の
お
坊
さ
ん
に

特
徴
的
な
誌
公
帽
子
（
し
こ
う
も
う
す
）
を
か
ぶ
ら
れ
た
お
姿
で
す
が
、
こ
れ
と
こ

の
肖
像
画
を
比
べ
ま
す
と
、
目
元
、
頬
の
張
り
出
し
た
感
じ
な
ど
が
よ
く
似
て
い

て
、
お
お
よ
そ
こ
ん
な
感
じ
の
お
顔
の
方
だ
っ
た
ん
だ
な
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え

ま
す
。

　

こ
れ
は
語
録
の
巻
頭
に
あ
る
像
で
す
。
今
で
も
個
人
の
著
作
集
の
扉
な
ど
に
著
者

の
写
真
を
出
し
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
次
の
ペ
ー
ジ
に
賛
が
あ
っ
て
浄

住
寺
の
住
職
で
あ
っ
た
と
き
七
十
三
歳
と
あ
り
ま
す
の
で
、
亡
く
な
る
年
、
最
晩
年

の
も
の
で
す
。
こ
の
版
本
の
も
と
に
な
る
絵
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
﹇
狩
野
安
信
筆　

宮
城
・
大
年
寺
﹈
は
、
講
座
の
冒
頭
で
お
話
し
ま
し
た
、

私
が
特
に
関
心
を
も
っ
て
、
か
つ
て
調
査
し
た
も
の
で
す
。
等
身
大
よ
り
ち
ょ
っ
と

大
き
く
、
非
常
に
迫
力
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
鐵
牛
像
と
は
違
う
、
と
思
わ
れ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
坐
ら
ず
立
っ
て
杖
を
持
っ
て
い
ま
す
し
、
黄
檗
宗
の

像
の
特
徴
で
あ
る
正
面
向
き
で
も
あ
り
ま
せ
ん
し
。
色
も
墨
と
少
し
青
が
み
え
る
く

ら
い
で
、
地
味
で
す
。
お
顔
は
、
ず
っ
と
見
て
き
た
鐵
牛
和
尚
像
と
似
て
い
る
と
い

え
ば
似
て
い
る
け
れ
ど
、
似
て
い
な
い
と
い
え
ば
似
て
い
な
い
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ

で
し
ょ
う
か
。
こ
の
作
品
は
、
在
世
中
の
一
禅
僧
の
像
と
し
て
は
サ
イ
ズ
、
描
き
方
、

姿
か
た
ち
な
ど
非
常
に
特
殊
で
す
。
そ
こ
で
、
鐵
牛
像
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で

す
が
鐵
牛
像
で
は
な
い
可
能
性
も
含
め
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま

す
。【
＊
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
本
誌
収
録
の
別
稿
﹇
狩
野
安
信
筆
「
鐵
牛
和
尚
像
」

（
仙
台
市
・
大
年
寺
蔵
）
│
像
主
に
つ
い
て
の
疑
問
、
安
信
と
黄
檗
宗
の
か
か
わ
り
﹈

で
述
べ
て
い
る
た
め
、
本
講
演
録
で
は
詳
細
は
略
す
】

　

鐵
牛
像
を
い
く
つ
か
み
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
描
か
れ
た

鐵
牛
は
、
文
字
で
語
ら
れ
る
鐵
牛
の
イ
メ
ー
ジ
と
合
致
し
て
い
た
で
し
ょ
う
か
。
鐵

牛
と
い
う
そ
の
人
を
、
皆
さ
ん
の
な
か
で
改
め
て
、
よ
り
確
か
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
よ

す
が
と
な
り
そ
う
で
し
ょ
う
か
。
鐵
牛
像
は
、
点
数
が
多
い
割
に
は
、
鐵
牛
そ
の
人

の
生
々
し
い
実
感
を
伝
え
る
も
の
が
多
く
あ
り
ま
す
。
作
品
の
内
容
が
具
体
的
に
確

認
で
き
た
範
囲
で
で
す
が
、
形
式
化
、
典
型
化
し
た
も
の
が
少
な
い
よ
う
で
す
。
た

と
え
ば
親
鸞
、
日
蓮
と
い
っ
た
宗
教
祖
師
、
豊
臣
秀
吉
、
徳
川
家
康
の
よ
う
な
為
政

者
は
非
常
に
多
く
の
肖
像
画
が
つ
く
ら
れ
、
そ
の
た
め
、
像
主
を
直
接
知
ら
な
い
画

家
が
描
く
、
死
後
も
多
く
つ
く
ら
れ
る
、
パ
タ
ー
ン
化
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と
が
普



10

描かれた鐵牛和尚

通
に
起
こ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
鐵
牛
像
は
黄
檗
宗
の
僧
の
肖
像
画
と
し

て
、
宗
教
者
の
姿
と
し
て
、
あ
る
程
度
の
パ
タ
ー
ン
に
は
は
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
鐵

牛
か
ら
お
そ
ろ
し
く
離
れ
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
。
鐵
牛
が
生
き
て
い
る
間
に
描
か

れ
た
も
の
が
大
部
分
の
よ
う
で
す
し
、
そ
れ
ら
が
本
来
の
あ
る
べ
き
場
所
、
鐵
牛
ゆ

か
り
の
お
寺
な
ど
に
伝
わ
っ
て
い
る
、
同
じ
場
所
で
ず
っ
と
大
切
に
さ
れ
て
き
た
も

の
も
多
い
。
ま
た
、
七
点
も
の
鐵
牛
像
を
描
い
て
い
る
喜
多
元
規
が
鐵
牛
と
深
い
関

わ
り
を
も
っ
て
い
た
と
み
な
せ
る
こ
と
、
そ
れ
以
外
に
弟
子
が
描
い
た
も
の
が
い
く

つ
か
あ
る
こ
と
か
ら
、
鐵
牛
を
直
接
知
っ
て
い
る
、
し
か
も
そ
の
人
と
な
り
を
知
り
、

師
匠
と
し
て
敬
愛
し
て
い
る
人
が
描
い
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
は
、
大
き
な
特
徴
で

す
。
上
手
く
は
な
い
け
れ
ど
も
、
鐵
牛
そ
の
人
が
、
生
き
て
そ
こ
に
い
た
、
と
い
う

存
在
感
の
よ
う
な
も
の
を
伝
え
る
作
品
が
あ
り
ま
す
。

　

最
後
に
余
計
な
こ
と
を
い
う
よ
う
で
す
が
、
私
た
ち
は
歴
史
上
の
人
物
の
肖
像
画

に
、
像
主
そ
の
人
の
イ
メ
ー
ジ
を
求
め
る
、
と
い
う
か
、
肖
像
画
を
前
に
し
て
像
主

の
性
格
や
生
涯
を
想
像
し
が
ち
で
す
。
鐵
牛
の
肖
像
画
も
ま
た
、
鐵
牛
と
い
う
歴
史

上
の
人
物
を
知
る
よ
す
が
と
し
て
活
用
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
し

た
こ
と
も
む
ろ
ん
肖
像
画
を
み
る
楽
し
さ
な
の
で
す
が
、
一
方
で
、
肖
像
画
と
い
う

作
品
そ
の
も
の
を
知
る
│
絵
を
み
、
賛
を
読
む
、
そ
う
い
う
楽
し
さ
も
是
非
忘
れ
な

い
で
い
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
あ
る
特
定
の
人
が
描
か
れ
た
絵
と
し

て
み
た
と
き
の
お
も
し
ろ
さ
を
、
な
い
が
し
ろ
に
は
し
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
絵
と
し
て
お
も
し
ろ
い
と
は
い
い
に
く
い
肖
像
画
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、

鐵
牛
像
は
幸
い
に
し
て
、
絵
と
し
て
な
か
な
か
魅
力
的
な
も
の
が
多
い
よ
う
で
す
。

黄
檗
宗
の
肖
像
画
の
陰
影
、
色
、
正
面
向
き
と
い
っ
た
特
徴
を
備
え
た
も
の
、
弟
子

が
描
い
た
実
感
あ
る
姿
、
弟
子
が
画
面
中
に
は
い
り
こ
ん
だ
少
し
変
わ
っ
た
内
容
の

も
の
、
な
ど
。
そ
れ
ら
は
、
江
戸
時
代
初
期
の
黄
檗
宗
の
肖
像
画
、
宗
教
者
の
肖
像

画
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
肖
像
画
と
い
う
も
の
を
考
え
る
上
で
も
大
変
興
味
深
い
も

の
で
す
。
肖
像
画
を
前
に
し
た
と
き
に
、
そ
れ
を
歴
史
上
の
人
物
を
知
る
資
料
、
教

科
書
の
挿
し
絵
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
扱
う
だ
け
で
な
く
、
絵
と
し
て
も
み
る
と
い

う
こ
と
を
考
え
て
い
た
だ
け
ま
し
た
ら
と
生
意
気
に
も
考
え
て
お
り
ま
す
。
鐵
牛
の

さ
ま
ざ
ま
な
肖
像
画
は
、
そ
う
し
た
肖
像
画
の
二
つ
の
楽
し
み
、
鐵
牛
を
知
る
歴
史

資
料
で
あ
る
と
と
も
に
、
肖
像
画
と
い
う
絵
画
作
品
、
ジ
ャ
ン
ル
を
考
え
る
上
で
も

重
要
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
二
つ
の
楽
し
さ
を
兼
ね
備
え
た
大
変
魅
力
的
な
作
品
群

で
あ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

三
題
噺
の
よ
う
に
、
鐵
牛
、
そ
の
鐵
牛
の
活
動
基
盤
で
あ
る
黄
檗
宗
、
そ
し
て
肖

像
画
と
い
う
三
つ
を
結
び
付
け
て
お
話
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
ま
と
ま
り
の
悪

い
、
つ
た
な
い
お
話
で
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
機
会
に
皆
さ
ま
そ
れ
ぞ
れ
に
鐵
牛

和
尚
、
あ
る
い
は
黄
檗
宗
、
肖
像
画
へ
の
関
心
を
深
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
願
っ
て

お
り
ま
す
。

＊ 

挿
図
１
は
本
学
水
田
美
術
館
撮
影
、
挿
図
２
は
図
26
『（
展
覧
会
図
録
）
江
戸
文
化
シ
リ
ー

ズ
第
一
五
回
特
別
展　

顔
を
描
く
』（
安
村
敏
信
・
佐
々
木
英
理
子
編　

板
橋
区
立
美
術
館

　

平
成
十
年
）
を
複
写
し
た
も
の
を
用
い
た
。

＊ 

福
聚
寺
作
品
調
査
お
よ
び
掲
載
に
つ
い
て
御
理
解
、
御
協
力
を
賜
っ
た
御
住
職
・
松
田
雪

光
師
、
水
田
美
術
館
学
芸
員
・
吉
田
恵
理
氏
、
堀
内
瑞
子
氏
に
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
た

い
。

（
か
ど
わ
き　

む
つ
み
・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

学
校
法
人
城
西
大
学
国
際
学
術
文
化
振
興
セ
ン
タ
ー
研
究
員
）


