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は
じ
め
に

　

江
戸
時
代
初
期
に
活
躍
し
た
黄
檗
僧
・
鐵
牛
道
機
（
一
六
二
八
〜
一
七
〇
〇
）
の

肖
像
画
と
伝
え
ら
れ
る
作
品
（
挿
図
１
、
仙
台
市
・
大
年
寺
蔵
）（
註
１
）
を
取
り
上
げ

る
。
狩
野
安
信
（
一
六
一
三
〜
八
五
）
の
筆
に
な
り
、
二
一
六
・
三
×
一
一
〇
・
九
糎

の
絹
本
の
巨
幅
に
立
姿
の
僧
を
等
身
大
よ
り
も
少
し
大
き
く
描
く
本
図
は
、
こ
れ
ま

で
詳
し
く
紹
介
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
が
、
安
信
画
ま
た
同
時
代
の
肖
像
画
の
な
か
で

抜
き
ん
で
て
大
き
な
画
面
に
、
大
き
く
人
物
を
あ
ら
わ
す
、
特
殊
な
、
そ
れ
だ
け
に

注
目
す
べ
き
作
品
と
考
え
る
。
本
稿
は
、
本
図
の
諸
特
徴
の
検
討
か
ら
こ
れ
が
鐵
牛

像
で
は
な
く
祖
師
像
で
は
な
い
か
と
い
う
私
案
を
提
示
し
、
あ
わ
せ
て
安
信
画
と
し

て
の
意
義
を
述
べ
る
。
な
お
鐵
牛
の
人
と
な
り
、
彼
を
像
主
と
す
る
肖
像
画
の
全
体

に
つ
い
て
は
、
本
誌
収
録
の
別
稿
・
講
演
録
（
「
描
か
れ
た
鐵
牛
和
尚
」）
で
述
べ

て
お
り
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
参
考
文
献
も
含
め
て
そ
ち
ら
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

　

画
面
を
み
る
と
、
僧
は
顔
を
画
面
に
向
か
っ
て
右
に
、
身
体
は
ほ
ぼ
正
面
に
向
け
、

両
足
を
外
に
向
け
、
両
手
に
拄
杖
を
握
っ
て
直
立
す
る
。
身
体
、
衣
と
も
に
肥
痩
の

あ
ま
り
な
い
太
め
の
明
快
な
線
で
か
た
ち
ど
ら
れ
、
身
体
に
や
や
赤
み
が
か
っ
た
茶

色
、
唇
に
赤
が
塗
ら
れ
る
。
額
や
頬
、
首
な
ど
は
肉
身
線
に
沿
っ
て
濃
く
隈
が
付
さ

れ
、
衣
に
は
主
に
墨
、
白
、
茶
色
が
、
沓
と
環
の
紐
に
は
紺
色
が
使
わ
れ
て
い
る
。

衣
文
線
の
内
側
を
白
く
残
す
塗
り
方
に
よ
っ
て
、
衣
が
量
感
と
迫
力
を
も
っ
て
あ
ら

わ
さ
れ
て
い
る
。
大
き
く
見
開
い
た
目
、
濃
い
め
の
髭
、
そ
し
て
幅
の
広
い
堂
々
と

し
た
体
躯
を
持
つ
、
た
く
ま
し
い
僧
で
あ
る
。
画
面
左
下
に
安
信
の
落
款
、
署
名

「
法
眼
永
眞
熏
沐
百
拜
畫
」
と
朱
文
重
郭
方
印
「
藤
原
安
信
」（
挿
図
２
）
が
あ
る
。

本
図
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
す
る
が
、
こ
の
落
款
に
よ
っ
て
ひ
と
ま
ず

安
信
が
法
眼
に
叙
任
さ
れ
た
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
以
降
と
な
る
。
ま
た
、
画
面

右
上
、
拄
杖
と
頭
部
の
間
の
ス
ペ
ー
ス
に
同
寺
七
世
の
覚
天
元
朗
（
一
六
五
七
〜

一
七
四
五
）
に
よ
る
享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
）
の
賛
が
あ
る
が
、
年
代
は
も
と
よ

り
収
ま
り
の
悪
い
位
置
に
あ
る
こ
と
か
ら
も
後
賛
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
衣

の
一
部
お
よ
び
安
信
の
落
款
に
、
墨
、
青
の
絵
の
具
が
当
初
の
線
や
色
を
な
ぞ
る
よ

う
に
上
塗
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
部
分
が
や
や
不
自
然
な
艶
を
示
す
が
、
そ
れ
は
幸
い

に
も
顔
や
手
に
は
お
よ
ん
で
お
ら
ず
、
当
初
の
像
容
は
あ
ま
り
損
な
わ
れ
て
い
な

い
。

　

鐵
牛
は
黄
檗
宗
祖
・
隠
元
隆
琦
（
一
五
九
二
〜
一
六
七
三
）
の
来
日
後
い
ち
早
く

そ
の
も
と
に
参
じ
、
隠
元
の
直
弟
子
・
木
庵
性
瑫
（
一
六
一
一
〜
八
四
）
の
一
番
弟

子
と
な
り
、
同
宗
の
日
本
で
の
普
及
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
傑
僧
で
あ
る
。
本

図
を
伝
え
る
両
足
山
大
年
寺
は
そ
の
鐵
牛
が
開
山
と
な
っ
た
重
要
な
七
つ
の
寺
、
い

わ
ゆ
る
七
処
開
堂
の
一
つ
で
、
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
に
仙
台
伊
達
家
四
代
藩
主

綱
村
（
一
六
五
九
〜
一
七
一
九
）
が
開
創
し
た
。
綱
村
の
岳
父
で
あ
る
老
中
・
稲
葉

正
則
（
一
六
二
三
〜
九
六
）
は
鐵
牛
と
親
交
厚
く
、
黄
檗
宗
の
流
布
を
大
い
に
助
け

て
お
り
、
綱
村
は
そ
の
岳
父
の
導
き
で
鐵
牛
と
面
識
を
得
、
深
く
帰
依
し
開
山
に
請

う
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
鐵
牛
は
元
禄
十
年
の
一
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
仙
台

狩
野
安
信
筆
「
鐵
牛
道
機
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
り門

脇
む
つ
み
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に
赴
き
三
月
の
晋
山
式
に
臨
ん
で
い
る
。
本
図
は
、
そ
の
よ

う
な
綱
村
と
鐵
牛
、
大
年
寺
の
縁
に
よ
っ
て
、
同
寺
開
山
鐵

牛
の
像
で
、
制
作
は
綱
村
と
鐵
牛
が
初
め
て
会
っ
た
天
和

二
年
（
一
六
八
二
）
以
降
、
安
信
が
亡
く
な
る
貞
享
二
年

（
一
六
八
五
）
以
前
と
さ
れ
て
き
た（
註
２
）。

（
一
）
鐵
牛
像
な
の
か

　

本
図
を
在
世
中
の
一
禅
僧
の
肖
像
画
、
ひ
い
て
は
鐵
牛
像

と
み
る
に
は
、
い
く
つ
か
気
に
か
か
る
点
が
あ
る
。
す
な

わ
ち
① 

制
作
時
期
、
②
等
身
大
の
全
身
を
あ
ら
わ
す
こ
と
、

③
拄
杖
を
持
っ
て
立
つ
僧
を
描
く
こ
と
、
④
袈
裟
の
形
式
、

⑤
容
貌
、
⑥
覚
天
の
賛
の
内
容
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の

点
を
検
討
し
、
本
図
は
鐵
牛
像
な
の
か
、
そ
う
で
な
い
と
す

れ
ば
何
な
の
か
、
を
考
え
て
み
た
い
。

①
本
図
の
制
作
時
期
の
上
限
は
安
信
が
法
眼
に
叙
任
さ
れ
た

寛
文
二
年
、
下
限
は
彼
が
亡
く
な
る
貞
享
二
年
で
あ
る
。
た

だ
し
、
そ
の
下
限
は
、
元
禄
十
年
に
大
年
寺
が
開
か
れ
る
少

な
く
と
も
十
二
年
以
上
も
前
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
本
図

が
本
来
、
大
年
寺
以
外
の
場
所
で
用
い
る
た
め
に
制
作
さ
れ

た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
現
在
大
年
寺
に
あ
る

こ
と
、
お
よ
び
後
述
の
伊
達
家
と
安
信
の
か
か
わ
り
か
ら
、

そ
の
発
注
は
伊
達
綱
村
周
辺
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
鐵

牛
と
綱
村
の
初
対
面
は
、
従
来
、
既
述
の
よ
う
に
天
和
二
年

挿図１　狩野安信筆「鐵牛道機像」
　　　　（仙台市・大年寺）　全図

挿図２　 狩野安信筆「鐵牛道機像」
　　　　（仙台市・大年寺）
　　　　安信落款部分　原寸の1/2
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と
さ
れ
る
が
、
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
に
稲
葉
邸
に
て
顔
を
あ
わ
せ
た
記
録
が
あ

り
、
綱
村
が
延
宝
元
年
に
正
則
娘
・
仙
姫
と
婚
約
し
た
頃
に
は
、
綱
村
は
鐵
牛
と
会

う
機
会
が
あ
っ
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る（
註
３
）。
従
っ
て
、
本
図
を
鐵
牛
像
と
す

る
な
ら
、
延
宝
元
、
二
年
以
降
に
綱
村
が
あ
ら
か
じ
め
制
作
さ
せ
て
い
た
も
の
を
大

年
寺
開
山
あ
た
っ
て
寺
に
納
め
た
、
あ
る
い
は
綱
村
よ
り
早
く
厚
く
鐵
牛
と
交
際
し

た
稲
葉
正
則
が
制
作
し
て
い
た
も
の
を
開
山
に
あ
た
っ
て
譲
り
受
け
た
と
い
っ
た
事

情
が
想
像
で
き
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
い
か
に
述
べ
る
②
な
ど
に
よ
っ
て
、
鐵
牛

像
で
な
い
可
能
性
を
疑
う
べ
き
と
考
え
る
。

②
そ
も
そ
も
本
図
は
、
そ
の
大
き
さ
ゆ
え
に
あ
る
程
度
公
的
な
性
格
を
備
え
た
も

の
、
す
な
わ
ち
、
個
人
的
な
鑑
賞
の
対
象
で
は
な
く
、
大
き
な
空
間
に
掛
け
ら
れ
礼

拝
や
そ
れ
に
準
じ
る
扱
い
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
日
本
の

肖
像
画
史
に
お
い
て
等
身
大
に
立
姿
の
人
物
を
あ
ら
わ
す
例
は
僧
俗
を
問
わ
ず
少
な

い
が
、
そ
れ
ら
を
み
る
と
、
た
と
え
ば
「
慈
恩
大
師
像
（
大
乗
院
本
・
十
二
世
紀
）

（
一
乗
院
本
・
十
三
世
紀
）」（
奈
良
・
興
福
寺
）
は
、
法
相
宗
の
始
祖
と
し
て
祀
る

慈
恩
会
の
た
め
の
も
の
で
あ
る（
註
４
）。
な
お
、
こ
れ
が
中
国
伝
来
の
原
図
に
よ
る
と

さ
れ
る
よ
う
に
、
中
国
に
は
等
身
大
、
な
か
に
は
立
像
の
肖
像
画
が
時
代
に
よ
ら
ず

み
ら
れ
、
日
本
で
も
そ
れ
に
な
ら
う
作
例
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
現
存
例
を

み
る
限
り
、
日
本
で
は
こ
の
形
式
は
中
国
ほ
ど
普
及
し
な
か
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ

る
。
そ
し
て
、
本
図
が
描
か
れ
た
江
戸
時
代
初
期
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な

い（
註
５
）。
そ
う
し
た
な
か
で
、
本
図
と
密
接
な
か
か
わ
り
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
も
の

に
、
立
像
で
は
な
く
坐
像
で
あ
る
が
、
本
図
の
画
家
・
安
信
が
伊
達
家
の
発
注
で
延

宝
四
年
（
一
六
七
六
）
二
月
に
落
成
し
た
祀
堂
に
掛
け
る
た
め
に
描
い
た
と
み
な
せ

る
「
伊
達
政
宗
像
」、「
伊
達
忠
宗
像
」（
と
も
に
仙
台
市
博
物
館
）（
註
６
）
が
あ
る
。
前

者
が
一
四
三
・
〇
×
一
一
四
・
九
糎
、
後
者
が
一
四
六
・
六
×
一
一
六
・
七
糎
で
、
等
身

大
よ
り
も
少
し
小
さ
い
が
同
時
代
の
肖
像
画
と
し
て
は
破
格
な
大
き
さ
を
誇
り
、
そ

の
大
き
さ
は
、
祀
堂
に
掛
け
る
崇
拝
の
対
象
と
し
て
の
藩
祖
、
二
代
の
像
ゆ
え
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
本
図
の
大
き
さ
も
ま
た
「
慈
恩
大
師
像
」
や
こ
の
伊
達
家
肖
像
画
の

よ
う
に
、
何
ら
か
の
礼
拝
の
対
象
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
考
え
る
べ
き
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
他
の
等
身
大
肖
像
画
の
あ
り
方
か
ら
し
て
、
在
世
の
一
禅
僧

を
こ
の
よ
う
な
大
き
さ
、
そ
れ
も
立
像
で
描
く
可
能
性
は
極
め
て
低
い
と
考
え
ざ
る

を
得
な
い
。

③
次
に
拄
杖
を
持
っ
て
立
つ
僧
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
ず
本
図
の
人
物
が
持
つ
拄
杖

の
、
細
長
く
節
跡
が
目
立
つ
、
木
の
素
地
が
む
き
だ
し
の
形
状
は
、
黄
檗
宗
の
頂

相（
註
７
）
に
描
か
れ
る
そ
れ
と
一
致
す
る
。
隠
元
以
下
の
頂
相
に
描
か
れ
る
拄
杖
は

ほ
ぼ
全
て
こ
の
形
状
で
あ
り
、
遺
品
か
ら
も
黄
檗
僧
が
実
際
に
こ
の
よ
う
な
も
の

を
用
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
拄
杖
は
、
た
と
え
ば
同
時
期
の
絵
仏
師
木
村
徳
応

（
一
五
九
三
〜
？
）
が
描
く
臨
済
僧
の
頂
相
に
上
端
を
赤
く
塗
る
、
漆
を
塗
る
の
か

全
体
が
黒
く
そ
こ
に
金
属
で
突
起
を
つ
け
る
と
い
っ
た
装
飾
的
な
も
の
が
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
ス
タ
イ
ル
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
本
図

の
僧
が
手
に
す
る
拄
杖
が
黄
檗
頂
相
の
そ
れ
と
一
致
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
が
黄
檗
宗

と
の
か
か
わ
り
で
発
注
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
と
解
釈
し
得
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
拄
杖
を
持
っ
て
坐
る
僧
の
肖
像
画
は
黄
檗
宗
に
限
ら
ず
珍
し
く
な
い

が
、
立
つ
僧
は
ほ
と
ん
ど
例
が
な
い
。
立
つ
僧
の
肖
像
画
と
し
て
即
座
に
連
想
さ
れ

る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
経
行
像
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
拄
杖
を
持
つ
も
の
は
意
外
に
な

く
、
黄
檗
宗
関
係
で
は
少
し
時
代
が
下
る
が
永
井
元
真
筆
「
霊
源
海
脉
像
」（
長
崎
・

崇
福
寺
、
一
七
〇
四
年
自
賛
）
が
管
見
に
は
い
っ
た
程
度
で
あ
る
。
そ
し
て
本
図
を

こ
れ
と
比
べ
て
み
る
と
、
無
背
景
で
あ
る
本
図
を
経
行
像
と
み
る
の
は
難
し
い
。
経

行
と
は
坐
禅
中
に
堂
の
周
囲
を
め
ぐ
る
行
為
で
あ
り
、「
霊
源
像
」
が
そ
う
で
あ
る
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よ
う
に
通
常
は
経
行
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
岩
や
樹
木
な
ど
が
背
景
に
描
か
れ

る
。
こ
れ
以
外
に
立
っ
て
拄
杖
を
持
つ
僧
と
し
て
は
、
黄
檗
宗
関
係
の
作
品
に
一
画

面
に
二
人
の
人
物
│
坐
る
師
と
そ
の
傍
ら
に
拄
杖
を
持
っ
て
立
つ
弟
子
と
を
描
く

例
、
た
と
え
ば
、
楊
道
真
筆
「
即
非
如
一
・
柏
巌
性
節
像
」（
福
岡
・
福
聚
寺
）、
喜

多
元
規
筆
「
即
非
如
一
・
梅
嶺
道
雪
像
」（
佐
賀
・
福
源
寺
、
一
六
七
〇
年
即
非
着

賛
）
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
図
の
サ
イ
ズ
か
ら
し
て
本
来
の
画
面
が
さ
ら
に
大
き
く

隣
に
坐
る
師
を
も
描
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
本

図
は
経
行
像
や
師
弟
を
一
図
に
描
く
類
の
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
安
信
に
は
無
背
景
に
頭
巾
を
か
ぶ
り
鳩
杖
を
つ
く
姿
で
京
都
所
司
代
を
勤

め
た
大
名
・
板
倉
勝
重
（
一
五
四
五
〜
一
六
二
四
）
を
あ
ら
わ
す
「
板
倉
勝
重
平
服

像
」（
愛
知
・
長
圓
寺
、
一
六
六
二
年
か
）
が
あ
る（
註
８
）。
武
家
肖
像
画
と
し
て
は

特
異
な
そ
の
図
様
に
つ
い
て
は
、
板
倉
家
や
寄
進
者
の
儒
者
と
の
交
流
、
儒
者
の
肖

像
画
と
関
連
づ
け
て
考
え
る
べ
き
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
安
信

は
特
異
な
図
様
に
も
意
欲
的
で
あ
っ
た
、
本
図
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
と
み
る
こ
と
も

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
板
倉
勝
重
平
服
像
」
の
場
合
、
そ
の
姿
は
像

主
の
平
生
の
様
子
を
彷
彿
と
さ
せ
、
作
品
の
サ
イ
ズ
（
九
〇
・
六
×
三
九
・
八
糎
）
と

あ
い
ま
っ
て
、
私
的
な
性
格
を
有
す
も
の
と
み
な
せ
る
。
従
っ
て
、
本
図
の
よ
う
な

大
画
面
を
同
様
に
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。

④
本
図
の
人
物
の
袈
裟
の
形
式
は
、
黄
檗
僧
の
頂
相
に
通
例
の
そ
れ
と
は
異
な

る
。
黄
檗
僧
の
そ
れ
は
、
隠
元
像
を
は
じ
め
ほ
ぼ
全
て
、
袈
裟
の
環
を
金
具
で
留
め

る（
註
９
）、
腹
側
が
足
部
に
掛
か
ら
な
い
ほ
ど
短
い
、
と
い
う
特
徴
を
も
つ
。
し
か
し
、

本
図
の
人
物
の
環
は
肩
か
ら
垂
ら
さ
れ
た
紐
に
通
さ
れ
て
お
り
、
袈
裟
は
足
元
ま
で

長
く
垂
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
図
が
制
作
さ
れ
た
当
時
の
黄
檗
宗
関
係
者
に
と
っ

て
、
こ
の
人
物
は
一
見
、
在
世
の
黄
檗
僧
で
は
な
い
と
判
断
で
き
る
姿
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
安
信
が
黄
檗
宗
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
袈
裟
の
特
性
を
理
解
し
て
い
な
か
っ

た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、「
隠
元
像
」（
東
京
・
弘
福
寺
）
で
は
黄
檗
宗
通
例
に

な
ら
っ
た
形
式
で
描
い
て
お
り
、
本
図
が
そ
う
で
は
な
い
の
は
、
人
物
の
属
性
と
か

か
わ
る
可
能
性
が
高
い
と
み
た
い
。
そ
し
て
、
本
図
の
よ
う
な
袈
裟
の
形
式
は
、
た

と
え
ば
安
信
を
含
む
探
幽
以
下
の
当
時
の
狩
野
派
が
合
作
し
た
「
列
祖
像
」（
京
都
・

萬
福
寺
、
相
国
寺
）
中
の
祖
師
に
、
半
身
像
で
あ
る
た
め
腹
前
の
長
さ
に
つ
い
て
は

不
明
な
も
の
の
環
に
つ
い
て
は
多
く
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
安
信
が
袈
裟
の
形
式
に
、

そ
う
し
た
当
時
の
狩
野
派
周
辺
で
の
理
解
を
反
映
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
図

の
人
物
は
、
当
時
在
世
の
黄
檗
僧
で
は
な
く
、
祖
師
お
よ
び
そ
れ
に
準
じ
る
よ
う
な

人
物
で
は
な
い
の
か
。

⑤
本
図
の
僧
の
容
貌
は
、
他
の
多
く
の
鐵
牛
像
と
は
や
や
異
な
る
。
現
存
を
確
認
で

き
る
鐵
牛
像
二
十
点
ほ
ど
の
う
ち
七
点
は
喜
多
元
規
に
よ
り
、
三
点
が
弟
子
に
よ

る
。
元
規
は
鐵
牛
と
密
接
な
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
お
り（
註
10
）、

弟
子
も
当
然
鐵
牛
を
親
し
く
見
知
っ
て
い
た
は
ず
で
、
そ
れ
ら
の
作
品
を
み
る
と
多

少
の
理
想
化
は
あ
る
に
せ
よ
、
鐵
牛
は
頭
頂
部
が
平
た
く
顎
が
少
し
張
り
出
し
た

ホ
ー
ム
ベ
ー
ス
型
の
輪
郭
に
、
白
目
の
は
っ
き
り
し
た
明
敏
な
目
つ
き
、
小
鼻
が
大

き
め
の
鼻
と
い
っ
た
特
徴
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
よ
い
。
本
図
は
輪
郭
、
目
鼻
だ
ち

に
つ
い
て
、
そ
う
し
た
特
徴
が
一
応
み
ら
れ
る
が
、
総
合
的
に
み
る
と
、
他
の
鐵
牛

像
と
は
あ
ま
り
似
て
い
な
い
。
他
の
鐵
牛
像
が
皆
、
黄
檗
宗
の
頂
相
特
有
の
様
式
に

な
ら
っ
て
お
り
、
狩
野
派
の
安
信
描
く
そ
れ
と
は
自
ず
か
ら
表
現
が
異
な
る
と
い
う

こ
と
も
あ
り
得
る
が
、
安
信
に
よ
る
「
隠
元
像
」」（
東
京
・
弘
福
寺
、
京
都
・
浄
住

寺
）
と
元
規
筆
の
一
連
の
隠
元
像
と
の
容
貌
の
特
性
の
共
通
に
比
べ
る
と
、
本
図
と

そ
れ
以
外
の
隔
た
り
は
大
き
い
。
さ
ら
に
、
安
信
に
よ
る
頂
相
と
し
て
「
江
雪
宗
立

像
」（
京
都
・
龍
光
院
、
一
六
五
九
年
自
賛
）、「
英
中
玄
賢
像
」（
京
都
・
南
禅
寺
）



71

日本研究センター紀要　第２号

な
ど
を
知
る
が
、
そ
れ
ら
が
基
本
的
に
像
主
の
個
性
の
表
出
に
努
め
て
い
る
と
み
な

せ
る
な
か
で
、
本
図
は
、
そ
う
し
た
特
定
性
の
描
出
意
図
が
弱
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
。
野
趣
あ
ふ
れ
る
僧
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
整
っ
た
顔
だ
ち
に
大
き
な
目
鼻
を
強
調

す
る
こ
と
で
描
き
出
そ
う
と
し
た
よ
う
に
み
え
る
。

⑥
じ
つ
は
覚
天
の
後
賛
は
禅
宗
祖
師
の
一
人
、
中
国
唐
代
の
徳
山
宣
鑑
（
七
八
二
〜

八
六
五
）
の
逸
話
を
詠
ん
で
い
る
。
賛
の
翻
刻
【
覚
天
元
朗
筆
「
鐵
牛
道
機
像
」
賛
】

を
末
尾
に
掲
載
し
て
お
り
、
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
賛
に
は
鐵
牛
の
名
は
全
く

な
く
、
鐵
牛
像
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う
な
言
葉
も
み
ら
れ
な
い
。
肖
像
画
の

賛
に
お
い
て
先
人
に
な
ぞ
ら
え
て
像
主
を
讃
え
る
の
は
よ
く
み
ら
れ
る
パ
タ
ー
ン
で

あ
る
が
、
本
図
の
徳
山
へ
の
言
及
は
そ
う
で
は
な
い
。
明
ら
か
に
徳
山
そ
の
人
に
つ

い
て
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
覚
天
は
本
図
を
徳
山
像
と
考
え
て
い
た
。

現
在
、
大
年
寺
に
お
い
て
こ
れ
が
鐵
牛
像
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
尊
重
す
べ
き

で
あ
る
が
、
そ
の
伝
が
制
作
当
初
ま
で
遡
及
し
得
る
か
ど
う
か
は
検
討
の
余
地
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
徳
山
像
と
み
る
こ
と
の
当
否
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
図
は
特
異
な
サ
イ
ズ
や
像
容
、
在
世
の
黄
檗
僧
を
描
く
と
は

考
え
難
い
袈
裟
の
形
式
な
ど
か
ら
、
鐵
牛
像
な
い
し
は
在
世
の
特
定
の
個
人
の
肖
像

画
で
あ
る
可
能
性
は
低
く
、
祖
師
像
お
よ
び
そ
れ
に
準
じ
る
よ
う
な
人
物
像
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
発
注
者
は
、
拄
杖
の
形
状
に
明
ら
か
な
通
り
黄
檗
宗
に
ゆ

か
り
の
人
々
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
現
在
本
図
が
大
年
寺
に
あ
る
こ
と
、
綱
村
、
正

則
の
黄
檗
信
仰
か
ら
、
綱
村
、
正
則
周
辺
が
有
力
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
安
信
は
延
宝

年
間
（
一
六
七
三
〜
八
一
）
頃
に
仙
台
藩
の
御
用
を
勤
め
た
こ
と
が
判
明
し
て
お

り（
註
11
）、
現
在
、
仙
台
市
博
物
館
が
所
蔵
す
る
伊
達
家
寄
贈
品
で
安
信
に
よ
る
「
秋

草
に
鹿
図
屏
風
」、
そ
し
て
既
述
の
「
伊
達
政
宗
像
」、「
伊
達
忠
宗
像
」
な
ど
は
そ

う
し
た
御
用
に
よ
る
制
作
と
考
え
ら
れ
る
。
本
図
も
ま
た
、
そ
の
御
用
の
一
つ
と
み

て
よ
い
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
制
作
時
期
と
し
て
は
安
信
が
伊
達
家
の
御
用
を
勤
め
、

伊
達
家
肖
像
画
が
描
か
れ
た
延
宝
年
間
前
後
が
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）
祖
師
像
の
可
能
性

　

本
図
は
鐵
牛
像
で
は
な
く
祖
師
像
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。
た
だ
し
、

祖
師
像
に
は
た
と
え
ば
芦
葉
達
磨
図
、
出
山
釈
迦
図
な
ど
立
姿
の
全
身
像
を
描
く
も

の
は
少
な
く
な
い
が
、
等
身
大
の
巨
幅
と
な
る
と
や
は
り
あ
ま
り
な
く
、
本
図
が
祖

師
像
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
大
き
さ
、
立
姿
で
あ
る
こ
と
は
特
殊
と
い
え
る
。
つ

ま
り
、
本
図
は
発
注
者
の
格
別
の
思
い
入
れ
な
ど
を
背
景
に
、
従
来
に
は
な
い
新
し

い
図
様
、
構
想
を
も
っ
て
案
出
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た

新
し
い
図
様
の
採
用
に
は
、
画
家
・
安
信
と
黄
檗
宗
と
の
か
か
わ
り
も
影
響
し
て
い

る
と
考
え
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、
祖
師
像
の
可
能
性

を
検
計
す
る
。

　

ま
ず
考
え
る
べ
き
は
覚
天
の
賛
に
い
う
徳
山
で
あ
る
。
徳
山
を
単
独
で
描
く
作
品

と
し
て
は
、
よ
く
知
ら
れ
る
伝
曾
我
蛇
足
筆
「
達
磨
・
臨
済
・
徳
山
像
」（
京
都
・

養
徳
院
）
三
幅
対
の
坐
っ
て
竹
箆
を
両
膝
に
わ
た
す
よ
う
に
ね
か
せ
て
両
手
で
持

つ
姿
が
あ
り
、
狩
野
探
幽
、
黄
檗
僧
で
絵
を
よ
く
し
た
逸
然
性
融
（
一
六
〇
一
〜

六
八
）
に
こ
の
伝
蛇
足
作
品
を
写
し
た
も
の
（
探
幽
：
萬
徳
寺
、
一
六
五
七
年
隠
元

賛
、
逸
然
：
大
阪
・
瑞
龍
寺
ほ
か
）
が
あ
る（
註
12
）。
安
信
は
徳
山
像
の
図
様
と
し

て
当
然
こ
れ
を
承
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
本
図
と
こ
れ
ら
で
は
立
像
と
坐

像
、
拄
杖
と
竹
箆
と
い
っ
た
基
本
的
な
図
様
は
も
と
よ
り
顔
つ
き
な
ど
も
異
な
り
、

参
考
に
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
隠
元
が
中
国
よ
り
持
ち
込
ん

だ
「
歴
代
祖
師
図
」（
萬
福
寺
）
中
の
徳
山
は
、
誌
公
帽
子
を
着
す
胸
像
で
瞼
の
形
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状
な
ど
に
特
徴
が
あ
る
が
、
本
図
に
は
似
て
い
な
い
。
他
に
、
狩
野
元
信
に
よ
る
大

仙
院
旧
襖
絵
「
禅
宗
祖
師
図
」（
東
京
国
立
博
物
館
）
な
ど
禅
会
図
中
に
徳
山
托
鉢

（
『
無
門
関
』
第
十
三
則
）
の
徳
山
に
弟
子
を
添
え
て
立
像
と
し
て
あ
ら
わ
す
例
が

あ
る（
註
13
）。
ま
た
、
中
近
世
の
禅
僧
の
語
録
に
は
具
体
的
な
図
様
は
不
明
な
も
の

の
徳
山
像
賛
が
ま
ま
み
ら
れ
、
そ
の
数
か
ら
す
れ
ば
、
徳
山
像
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

は
現
在
知
る
こ
と
が
で
き
る
右
記
の
よ
う
な
も
の
以
外
に
も
あ
っ
た
と
は
ず
で
、
本

図
が
そ
う
し
た
も
の
に
な
ら
っ
て
い
る
可
能
性
は
残
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
時
点

で
は
本
図
を
徳
山
像
と
断
定
で
き
る
図
様
的
な
根
拠
は
な
い
。
従
っ
て
、
覚
天
が
本

図
を
徳
山
と
み
な
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
拄
杖
を
持
つ
姿
が
「
臨
済
の
喝
、
徳
山
の

棒
」
で
知
ら
れ
る
徳
山
を
連
想
さ
せ
た
た
め
、
加
え
て
③
で
述
べ
た
袈
裟
の
形
式
か

ら
近
い
時
代
の
黄
檗
僧
で
は
な
い
と
考
え
た
た
め
か
と
推
測
す
る
。
あ
る
い
は
覚
天

以
前
に
そ
の
よ
う
な
伝
承
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

徳
山
で
な
け
れ
ば
誰
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
明
確
な
答
を
だ
す
こ
と

は
難
し
い
。
た
だ
し
、
黄
檗
宗
に
特
徴
的
な
拄
杖
を
持
つ
こ
と
は
、
そ
れ
を
検
討
す

る
上
で
重
要
な
点
で
あ
ろ
う
。
拄
杖
に
か
か
わ
る
逸
話
の
あ
る
祖
師
、
た
と
え
ば
臨

済
の
師
で
あ
り
臨
済
を
棒
で
打
っ
て
大
悟
へ
と
導
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
黄
檗
希
運

（『
臨
済
録
』
行
録
）
は
、
黄
檗
宗
ゆ
か
り
の
祖
師
と
も
い
え
、
有
力
な
候
補
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
現
時
点
で
は
、
本
図
を
祖
師
像
と
す
る
に
留
め
て
お
き
た
い
。

（
三
）
安
信
画
と
し
て

　

さ
て
、
本
図
の
画
家
・
狩
野
安
信
は
、
江
戸
時
代
初
期
に
幕
府
御
用
絵
師
と
し
て

の
狩
野
派
の
地
位
を
確
固
た
る
も
の
に
し
た
天
才
画
家
・
狩
野
探
幽
の
末
弟
で
、
技

量
的
に
は
劣
っ
た
が
『
画
道
要
訣
』
を
遺
し
理
論
の
整
備
に
よ
っ
て
狩
野
派
の
地
位

確
立
に
貢
献
し
た
、
と
通
常
説
明
さ
れ
る
。
ま
た
、
宗
家
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
宗

家
に
す
れ
ば
技
量
が
な
く
と
も
食
う
に
は
困
ら
な
い
だ
ろ
う
と
探
幽
が
述
べ
た
た
め

と
い
う
逸
話（
註
14
）
が
知
ら
れ
る
な
ど
、
と
か
く
下
手
な
画
家
、
良
い
作
品
が
な
い
、

と
し
て
数
点
の
作
品
解
説
を
除
く
と
ほ
と
ん
ど
研
究
が
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
狩

野
派
の
主
要
画
家
の
一
人
で
あ
っ
た
彼
の
活
動
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
当
時
の
画
壇

を
考
え
る
上
で
欠
か
せ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
画
家
像
を
具
体
的
に
知
る
た
め
に

は
、
今
後
、
秀
作
の
発
掘
と
紹
介
、
そ
の
蓄
積
が
必
要
と
考
え
て
い
る（
註
15
）。
本

図
は
、
ま
さ
に
そ
の
秀
作
の
一
点
で
あ
り
、
従
来
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
た
こ
と
の
な
い

安
信
と
黄
檗
宗
の
関
係
を
示
唆
す
る
点
で
も
大
き
な
意
味
を
も
つ
。

　

ま
ず
、
本
図
を
安
信
の
秀
作
と
い
う
の
は
、
出
来
映
え
が
よ
く
、
し
か
も
個
性
を

は
っ
き
り
と
み
て
と
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
安
信
の
評
価
が
低
い
大
き
な
理
由
と
し
て

探
幽
と
の
比
較
、
探
幽
様
式
の
習
熟
度
で
そ
の
作
品
を
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ

る
。
し
か
し
、
本
図
の
よ
う
な
作
品
を
み
る
と
、
あ
る
時
期
以
降
、
彼
が
探
幽
と
は

別
の
個
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
既
述
の
通
り
、
安
信
画
の
紹
介
、

従
っ
て
編
年
が
す
す
ん
で
い
な
い
た
め
、
そ
の
時
期
を
明
確
に
す
る
の
は
無
理
で
あ

る
が
、
た
と
え
ば
寛
文
八
〜
十
一
年
（
一
六
六
八
〜
七
一
）
と
さ
れ
る
「
三
十
六
歌

仙
図
扁
額
」（
香
川
・
白
鳥
神
社
）（
註
16
）
と
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）「
三
十
六
歌
仙

図
扁
額
」（
福
岡
・
宗
像
大
社
）
の
柿
本
人
麿
（
挿
図
３
、４
）
を
比
べ
る
と
、
前
者

に
は
目
鼻
を
描
く
筆
線
の
太
細
の
使
い
分
け
な
ど
線
そ
の
も
の
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も

た
せ
る
繊
細
さ
が
み
ら
れ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
線
が
お
お
む
ね
等
質
で
、
そ
の
た

め
非
常
に
明
確
で
あ
る
一
方
で
平
板
に
も
み
え
る
。
歌
仙
図
と
い
う
粉
本
の
規
範
の

強
い
画
題
ゆ
え
、
両
者
の
各
パ
ー
ツ
を
か
た
ち
ど
る
線
の
位
置
や
本
数
は
ほ
ぼ
同
じ

で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
線
質
の
違
い
に
よ
っ
て
全
体
の
印
象
は
は
っ
き

り
と
異
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
後
者
の
よ
う
な
、
モ
チ
ー
フ
や
そ
の
部
分
（
た
と
え



73

日本研究センター紀要　第２号

ば
人
物
と
樹
岩
、
人
物
の
輪
郭
と
目
鼻
な
ど
）
に
よ
っ
て
線
質
に
も
肥
痩
や
濃
淡
に

も
あ
ま
り
変
化
の
な
い
線
描
、
限
ら
れ
た
色
数
に
よ
る
明
瞭
な
塗
り
分
け
、
あ
る
い

は
濃
い
め
の
隈
な
ど
は
比
較
的
多
く
の
安
信
画
に
み
ら
れ
、
そ
れ
を
探
幽
画
の
線
の

一
本
一
本
が
そ
れ
が
描
き
出
す
部
分
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
伝
え
る
、
衣
服
の
一
部
で
あ

れ
ば
そ
の
質
感
を
線
そ
れ
自
体
が
示
す
か
の
よ
う
な
描
法
、
省
略
の
妙
を
心
得
た
無

駄
の
な
い
表
現
、
あ
る
い
は
余
白
を
極
め
て
効
果
的
に
設
け
モ
チ
ー
フ
を
存
在
感
を

演
出
す
る
空
間
構
成
な
ど
と
比
べ
る
と
、
繊
細
さ
も
瀟
洒
さ
も
な
い
下
手
と
み
え
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
前
者
を
み
れ
ば
安
信
が
探
幽
ふ
う
な
繊
細
な
表
現
を
行
っ
て
い

た
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
、
後
者
の
よ
う
な
探
幽
と
明
確
に
異
な
る
表
現
を

み
せ
る
の
は
、
安
信
が
あ
る
時
期
以
降
、
平
面
性
、
明
確
さ
を
自
身
の
個
性
と
し
て
、

自
覚
的
に
打
ち
出
し
て
い
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
本
図
の
制
作
時

期
を
様
式
的
見
地
か
ら
述
べ
る
の
は
、
安
信
画
研
究
の
蓄
積
が
な
い
た
め
、
現
時
点

で
は
難
し
い
が
、
こ
の
歌
仙
図
の
違
い
に
の
っ
と
れ
ば
、
本
図
は
明
ら
か
に
後
者
の

タ
イ
プ
で
あ
り
、
延
宝
年
間
と
い
う
先
の
推
定
と
矛
盾
し
な
い
。
し
か
も
、
本
図
は

そ
う
し
た
様
式
を
安
信
が
自
身
の
も
の
と
し
て
十
分
に
活
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

い
た
頃
の
も
の
と
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、
無
背
景
の
大
画
面
で
あ
る
た
め
も
あ
る
が
、

そ
の
等
質
な
線
、
明
確
な
彩
色
、
強
め
の
隈
が
一
体
と
な
っ
て
、
既
述
の
平
板
と
み

ら
れ
が
ち
な
特
性
が
、
良
い
方
向
に
働
き
、
い
か
に
も
壮
健
な
雰
囲
気
の
僧
を
描
き

出
し
て
い
る
。
巨
大
な
画
面
に
曖
昧
な
部
分
を
つ
く
ら
な
い
こ
と
、
余
白
に
ニ
ュ
ア

ン
ス
を
も
た
せ
ず
背
地
に
徹
し
た
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
が
、
人
物
を
迫
力
を
も
っ

て
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
こ
と
へ
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
、
本

図
は
、
安
信
の
特
性
が
よ
く
発
揮
さ
れ
た
、
そ
の
人
物
画
を
代
表
す
る
作
品
と
み
な

し
た
い
。

　

な
お
、「
法
眼
永
真
」
署
名
の
作
品
は
か
な
り
多
く
あ
る
が
、
管
見
の
範
囲
で
は
、

た
と
え
ば
寛
文
八
年
（
十
六
八
八
）「
羅
生
門
図
絵
馬
」（
愛
知
・
大
宮
神
社
）
と
先

に
挙
げ
た
延
宝
八
年
「
三
十
六
歌
仙
図
扁
額
」
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
年
代
に
よ

る
書
体
の
変
化
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
ず
、
そ
れ
に
よ
る
編
年
は
難
し
い
よ
う
に
思

う
。
た
だ
し
、
本
図
に
み
ら
れ
る
正
字
「
眞
」
の
用
例
は
珍
し
く
、
こ
れ
は
後
述
す

る
「
熏
沐
百
拜
画
」
と
い
う
こ
と
ば
と
と
も
に
特
別
に
威
儀
を
正
し
た
署
名
ゆ
え
と

み
な
せ
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　

次
に
安
信
と
黄
檗
宗
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
狩
野
派
と
黄
檗
宗
に
つ
い

挿図４　 狩野安信筆「三十六歌仙図」
のうち柿本人麿

　　　　（福岡・宗像神社）

挿図３　 狩野安信筆「三十六歌仙図」
のうち柿本人麿

　　　　（香川・白鳥神社）
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て
は
左
記
の
よ
う
な
こ
と
が
い
わ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
探
幽
以
下
、
安
信
、
探

幽
養
子
の
益
信
、
探
幽
長
男
の
探
信
ら
当
時
の
狩
野
派
の
主
要
画
家
は
、
隠
元
が
承

応
三
年
（
一
六
五
四
）
の
来
日
後
、
萬
福
寺
が
完
成
す
る
以
前
に
摂
津
の
普
門
寺
に

滞
在
し
て
い
た
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
以
降
、
次
々
と
普
門
寺
を
訪
ね
隠
元
と
面

識
を
得
、
以
後
、
黄
檗
宗
御
用
の
作
品
を
多
く
制
作
す
る
な
ど
、
黄
檗
宗
と
積
極
的

に
関
係
を
も
っ
た
。
隠
元
を
は
じ
め
主
要
な
僧
が
着
賛
す
る
狩
野
派
の
作
品
は
現
在

も
大
変
多
く
遺
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
絵
画
的
影
響
に
つ
い
て
い
え
ば
、
狩

野
派
は
黄
檗
宗
が
中
国
か
ら
も
た
ら
し
た
新
し
い
絵
画
に
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
な

か
っ
た
ら
し
く（
註
17
）、
む
し
ろ
逸
然
が
探
幽
の
図
様
を
写
す（
註
18
）
と
い
っ
た
関
係

が
み
ら
れ
る
、
と
。
し
か
し
、
当
時
の
日
本
人
に
視
覚
的
に
極
め
て
鮮
烈
な
印
象
を

与
え
た
は
ず
の
、
黄
檗
宗
絵
画
の
目
の
さ
め
る
よ
う
な
明
度
の
高
い
色
彩
、
陰
影
表

現
、
変
わ
っ
た
図
像
な
ど
が
、
画
家
集
団
狩
野
派
に
全
く
作
用
し
な
か
っ
た
と
は
思

わ
れ
な
い
。

　

そ
の
よ
う
な
な
か
、
本
図
に
は
黄
檗
宗
絵
画
を
参
考
に
し
た
と
み
な
せ
る
点
が

次
の
よ
う
に
指
摘
で
き
る
。
一
つ
は
、
杖
を
持
っ
て
立
つ
姿
を
あ
ら
わ
す
巨
幅
と

い
う
点
で
あ
る
。
黄
檗
宗
絵
画
に
は
、
日
本
の
そ
れ
ま
で
の
絵
画
に
ほ
と
ん
ど

例
の
な
い
立
像
の
巨
幅
が
ま
ま
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
お
そ
ら
く
セ
ッ
ト
と
し

て
用
い
ら
れ
た
楊
津
筆
「
関
聖
帝
君
像
」、
馬
言
筆
「
隻
履
達
磨
図
」（
と
も
に
萬

福
寺
、
木
庵
題
、
清
時
代
）
は
、
膝
か
ら
下
を
湧
雲
が
隠
す
が
ほ
ぼ
全
身
に
相

当
す
る
姿
を
収
め
る
、
縦
二
二
〇
糎
を
超
え
る
作
品
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

よ
う
な
巨
幅
の
な
か
で
も
陳
賢
筆
「
倚
杖
羅
漢
図
」（
挿
図
５
、
神
戸
市
立
博
物

館
、
一
四
一
・
四
×
九
五
・
一
糎
、
現
状
で
は
別
幅
の
木
庵
賛
三
四
・
四
×
七
五
・
二

糎
、
木
庵
一
六
七
六
年
着
賛
）
は
本
図
の
参
照
源
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え

て
い
る
。
無
背
景
で
あ
る
こ
と
が
ま
ず
共
通
す
る
。
さ
ら
に
向
か
っ
て
左
に
杖
を

持
っ
て
立
つ
羅
漢
を
右
に
、
霊
芝
を
捧
げ
る
侍
者
を
あ
ら
わ
す
が
、
こ
の
羅
漢
と
本

図
の
僧
は
杖
を
持
つ
こ
と
、
身
体
の
向
き
、
手
の
格
好
、
さ
ら
に
顔
つ
き
も
似
て
い

る
。
こ
の
作
品
は
「
白
衣
観
音
図
」（
文
化
庁
、
二
四
八
・
四
×
九
五
・
七
糎
）
を
中

幅
と
し
て
他
の
一
幅
お
よ
び
現
在
所
在
不
明
の
二
幅
と
と
も
に
五
幅
一
対
で
本
来
は

長
崎
の
聖
福
寺
に
所
蔵
さ
れ
、
い
ず
れ
も
木
庵
に
よ
る
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
の

賛
を
有
す（
註
19
）
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
日
本
に
渡
っ
て
い
た
こ
と
が
確
か
な
も

の
で
あ
る
。
陳
賢
は
来
日
は
し
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
渡
来
す
る
黄
檗
僧
が
そ
の
作

品
を
多
く
も
た
ら
し
、
隠
元
の
語
録
中
に
も
度
々
名
前
が
み
え
る
な
ど
、
日
本
に
あ

る
黄
檗
僧
と
交
流
の
あ
っ
た
画
家
で
、
日
本
に
は
多
く
彼
の
作
品
が
伝
わ
る
。
す
な

わ
ち
、
黄
檗
宗
と
と
も
に
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
こ
れ
ら
最
新
の
、
立
姿
の
人
物

を
大
き
く
描
く
巨
幅
の
中
国
画
お
よ
び
そ
の
図
像
が
本
図
の
稀
な
内
容
を
構
想
さ
せ

た
と
考
え
た
い
。
安
信
は
そ
れ
ら
中
国
画
に
示
唆
を
得
た
上
で
、
黄
檗
僧
に
特
有
の 挿図５　陳賢筆「倚杖羅漢図」（神戸市立博物館）
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拄
杖
を
持
た
せ
て
新
し
い
祖
師
像
を
つ
く
り
だ
し
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
杖
を

持
っ
て
立
つ
人
物
そ
の
も
の
は
、
古
来
、
日
本
の
絵
画
に
さ
ま
ざ
ま
に
描
か
れ
て
お

り
、
た
と
え
ば
非
常
に
多
く
の
作
例
が
あ
る
寿
老
人
の
な
か
に
は
ま
さ
に
本
図
の
よ

う
な
ポ
ー
ズ
を
と
る
も
の
も
あ
り
、
安
信
が
、
そ
う
し
た
も
の
を
参
照
し
て
い
る
部

分
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
図
の
サ
イ
ズ
、
そ
の
迫
力
は
、
黄
檗
宗
が

も
た
ら
し
た
中
国
画
と
の
衝
撃
的
な
出
会
い
、
そ
の
影
響
な
く
し
て
は
あ
り
得
な
い

と
考
え
る
。

　

二
つ
め
に
、
落
款
の
「
法
眼
永
眞
熏
沐
百
拜
画
」
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
。「
熏

沐
百
拜
画
」
あ
る
い
は
こ
れ
に
類
す
る
「
熏
沐
拜
書
」、「
熏
沐
拜
冩
」、「
百
拜
書
」

は
、
宗
教
画
の
落
款
に
ま
ま
み
ら
れ
、
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
る
が
、

安
信
お
よ
び
同
時
代
の
狩
野
派
の
作
品
に
は
管
見
の
限
り
で
あ
る
が
、
他
に
知
ら
な

い
。
そ
し
て
、
黄
檗
宗
関
係
の
絵
画
を
み
る
と
、
楊
道
真
筆
「
隠
元
騎
獅
像
」（
京

都
・
天
真
院
、
一
六
五
七
年
慧
門
賛
）
に
「
佛
弟
子
楊
道
真
薫
沐
拜
書
」、
鐵
牛
の

弟
子
恢
道
が
描
い
た
「
鐵
牛
像
」（
個
人
蔵
、
一
六
九
九
年
着
賛
、
本
誌
収
録
別
稿
・

講
演
録
挿
図
２
）
に
「
弟
子
恢
道
薫
沐
百
拜
画
」
な
ど
数
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ

ら
を
通
覧
す
る
と
、
こ
の
頃
の
黄
檗
宗
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
落
款
は
仏
門
に
あ

る
人
物
が
師
に
あ
た
る
人
物
の
肖
像
画
を
描
い
た
場
合
に
使
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
安

信
は
黄
檗
宗
を
は
じ
め
禅
宗
と
の
関
係
は
深
か
っ
た
も
の
の
禅
宗
に
帰
依
し
て
い
た

こ
と
は
知
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
安
信
が
本
図
に
こ
の
よ
う
な
落
款
を
用
い
て
い
る

の
は
、
黄
檗
宗
で
の
こ
う
し
た
文
言
を
参
照
し
た
結
果
と
み
な
せ
、
安
信
の
本
図
に

対
す
る
意
気
込
み
と
と
も
に
彼
の
黄
檗
宗
に
対
す
る
親
し
み
、
も
っ
と
い
え
ば
信
仰

の
念
が
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
安
信
は
本
図
の
制
作
に
あ
た
っ
て
、
黄
檗
宗
絵
画
を
参
照
し
て

い
る
と
し
て
間
違
い
な
い
。
む
ろ
ん
そ
こ
に
は
、
発
注
者
の
意
向
と
そ
の
情
報
提
供

と
い
っ
た
こ
と
も
大
き
く
働
い
て
い
る
は
ず
だ
が
、
安
信
自
身
の
黄
檗
宗
へ
の
関
心

な
く
し
て
は
、
右
記
の
諸
点
は
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

狩
野
派
の
画
家
と
黄
檗
僧
と
の
交
流
は
、
既
述
の
よ
う
に
探
幽
以
下
の
普
門
寺
訪

問
と
多
数
の
黄
檗
僧
着
賛
作
品
に
み
て
と
れ
る
が
、
安
信
に
つ
い
て
は
加
え
て
以
下

が
知
ら
れ
る
。
隠
元
が
普
門
寺
に
入
っ
た
明
暦
元
年
十
一
月
二
十
二
日
に
隠
元
よ
り

偈
を
受
け
、
こ
の
と
き
普
門
寺
に
宿
泊
し
て
富
士
図
を
描
き
、
隠
元
の
弟
子
で
博
識

の
医
師
で
も
あ
る
独
立
性
易
（
一
五
九
六
〜
一
六
七
二
）
が
富
士
図
に
寄
せ
た
題

「
題
安
信
富
士
画
詩
二
十
二
絶
句
」（
大
阪
・
慶
瑞
寺
）
を
遺
し
て
い
る（
註
20
）。
こ

の
滞
在
や
そ
の
後
の
黄
檗
僧
と
の
交
流
の
な
か
で
、
安
信
が
黄
檗
宗
絵
画
に
つ
い
て

見
聞
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
黄
檗
僧
着
賛
の
主
要
作
品
と
し
て
、
隠

元
賛
の
「
寒
山
拾
得
図
」、「
十
六
羅
漢
図
」（
と
も
に
萬
福
寺
）
な
ど
が
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
な
か
か
わ
り
は
あ
っ
て
も
、
他
の
狩
野
派
の
画
家
と
と
も
に
、
そ

の
作
品
に
は
黄
檗
宗
絵
画
と
の
図
様
的
、
様
式
的
な
関
係
を
具
体
的
に
み
い
だ
す
こ

と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
本
図
は
安
信
が
少
な
く
と
も

黄
檗
宗
絵
画
を
参
照
し
て
作
画
を
行
っ
た
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
従
来
考
え

ら
れ
て
い
た
以
上
に
、
安
信
が
黄
檗
宗
に
心
寄
せ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
重

要
な
作
品
と
考
え
る
。

む　

す　

び

　

大
年
寺
所
蔵
「
鐵
牛
道
機
像
」
は
、
本
来
は
大
年
寺
以
外
の
場
所
の
た
め
に
、
伊

達
綱
村
あ
る
い
は
稲
葉
正
則
が
か
か
わ
っ
て
延
宝
年
間
頃
に
、
祖
師
お
よ
び
そ
れ
に

準
じ
る
よ
う
な
人
物
の
像
と
し
て
制
作
さ
れ
た
が
、
大
年
寺
の
開
創
後
、
覚
天
が
賛

を
す
る
享
保
十
三
年
ま
で
に
同
寺
に
移
さ
れ
、
や
が
て
同
寺
の
開
山
鐵
牛
の
像
と
伝
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え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
測
す
る
。
少
な
く
と
も
鐵
牛
像
で
は
な
い
可
能
性
が

非
常
に
高
い
こ
と
は
示
し
得
た
の
で
は
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
探
幽
と
は
異
な
る

安
信
の
個
性
が
よ
く
み
て
と
れ
る
秀
作
、
狩
野
派
の
御
用
の
具
体
的
な
例
と
し
て
、

さ
ら
に
安
信
が
制
作
に
あ
た
っ
て
黄
檗
宗
の
絵
画
を
参
照
し
た
こ
と
が
図
様
、
落
款

の
文
言
な
ど
に
う
か
が
わ
れ
、
そ
こ
に
安
信
自
身
の
黄
檗
宗
へ
の
親
し
み
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
点
に
お
い
て
も
、
貴
重
な
作
品
で
あ
る
。
今
後
の
安
信
研
究
さ
ら
に

は
黄
檗
宗
と
狩
野
派
の
関
係
を
考
え
る
上
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
作
品
と
し
て

こ
こ
に
紹
介
し
た
次
第
で
あ
る
。

【
覚
天
元
朗
筆
「
鐵
牛
道
機
像
」
賛
】

＊ 

本
賛
の
翻
刻
、
解
釈
に
つ
い
て
芳
澤
勝
弘
氏
（
花
園
大
学
国
際
禅
学
研
究
所
）
の
御
指
導
、

御
教
示
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。

［
翻
刻
］

（
朱
文
円
印
「
臨
済
正
傳
」）

義
學
沙
門
、
央
庠
座
主
。
嘗
搓
金
剛
鈔
冊
、
被
婆
點
心
透
過
、
龍
潭
関
門
、
値
渠
滅
燭
、

堂
前
舉
炬
、
衆
面
焚
経
。
直
抵

山
、
呈
具
払
袖
而
出
。
難
瞞
雪
嶠
、
托
鉢
過
堂
空
帰
。

召
全

来
、
質
其
不
肯
。
招
高
亭
得
、
見
其
徴
頭
。
聖
名
凡
號
是
虚
聲
、
殊
相
劣
形
為
妄
色
。

為
人
語
言
、
何
啻
如
此
、
随
處
機
用
、
誰
克
相
當
。
棒
頭
手
眼
耀
人
天
、
千
古
丰
標
蔵
莫
處
。

享
保
戊
申
歳
仲
秋
日　

大
年
覚
天
朗
謹
拜
賛
。

（
朱
文
方
印
「
坐
石
看
雲
」　

白
文
方
印
「
天
朗
之
印
」）

［
読
み
下
し
］

義
學
沙
門
、
央
庠
（
お
う
し
ょ
う
）
座
主
。
嘗
て
金
剛
鈔
冊
を
搓
し
、
婆
の
點
心
に
透
過

せ
ら
る
。
龍
潭
の
門
に
関
し
、
渠
に
値
し
て
燭
を
滅
す
。
堂
前
に
炬
を
舉
し
、
衆
面
に
経

を
焚
す
。
直
に

山
に
抵
し
、
具
を
呈
し
袖
を
払
し
て
出
づ
。
雪
嶠
を
難
瞞
し
、
托
鉢
し

堂
を
過
ぎ
て
空
し
く
帰
す
。
全

（
ぜ
ん
か
つ
）
を
召
し
来
た
り
て
、
そ
の
不
肯
を
質
す
。

高
亭
を
招
き
得
て
、
そ
の
徴
頭
を
見
る
。
聖
名
も
凡
號
も
是
、
虚
聲
、
殊
に
劣
形
に
相
し

妄
色
と
な
す
。
人
の
為
に
言
を
語
る
、
何
ぞ
啻
だ
此
の
如
し
。
處
に
随
い
て
用
を
機
す
、

誰
ぞ
克
く
相
い
當
る
。
棒
頭
、
手
眼
、
人
天
を
耀
し
、
千
古
の
丰
標
（
ふ
う
ひ
ょ
う
）、
蔵

す
る
處
莫
し
。
享
保
戊
申
歳
（
一
七
二
八
）
仲
秋
日
、
大
年
覚
天
朗
謹
拜
賛
。

［
意
訳
］　　
　
　

＊ 

本
賛
で
言
及
さ
れ
る
徳
山
の
逸
話
は
全
て
『
景
徳
伝
灯
録
』
巻
十
五
に
収
載
さ
れ
る
が
、

山
、
托
鉢
の
逸
話
は
そ
れ
ぞ
れ
『
碧
巌
録
』
第
四
則
、『
無
門
関
』
第
十
三
則
と
し
て

特
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

学
問
ば
か
り
で
真
の
禅
定
力
の
な
い
義
學
沙
門
や
央
庠
座
主
よ
。（
こ
こ
に
描
か
れ
る
徳

山
宣
鑑
禅
師
は
次
の
よ
う
な
逸
話
で
知
ら
れ
る
修
行
を
重
ね
ら
れ
た
優
れ
た
祖
師
で
あ
っ

た
。）
自
身
で
執
筆
し
た
『
金
剛
般
若
経
』
の
注
釈
書
を
も
っ
て
南
方
へ
行
か
れ
た
と
き

は
、
点
心
売
り
の
老
婆
に
三
世
不
可
得
の
質
問
を
さ
れ
愕
然
と
し
、
老
婆
の
師
と
い
う
龍

潭
禅
師
を
訪
ね
た
。
龍
潭
と
の
会
見
で
夜
が
更
け
、
龍
潭
が
徳
山
に
紙
燭
を
渡
す
が
、
渡

す
と
同
時
に
吹
き
消
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
大
悟
し
た
。
翌
日
、
堂
前
に
火
を
焚
い
て
、
自

ら
が
著
し
た
金
剛
経
の
注
釈
書
を
火
に
く
べ
た
。

山
に
対
し
た
と
き
は
、
大
悟
の
後
で

自
信
が
あ
っ
た
か
ら
散
々
無
礼
な
ふ
る
ま
い
を
し
た
挙
げ
句
、
器
具
を
呈
し
、
袖
を
払
っ

て
、
立
ち
去
っ
て
し
ま
っ
た
（
し
か
し
、

山
は
徳
山
の
偉
大
を
認
め
た
）。
法
嗣
で
あ
る

雪
峰
義
存
（
嶠
は
峰
の
誤
り
）
が
鉢
を
も
っ
て
僧
堂
に
来
た
禅
師
に
鐘
も
太
鼓
も
鳴
ら
な

い
の
に
な
ぜ
来
た
と
問
う
た
と
き
は
、
そ
の
ま
ま
方
丈
へ
帰
り
、
同
じ
く
法
嗣
の
巖
頭
全

が
禅
師
は
末
後
の
一
句
（
末
後
向
上
の
句
＝
禅
の
究
極
の
真
理
）
を
知
ら
な
い
と
い
う

の
を
耳
に
し
た
と
き
は
そ
の
こ
と
を
質
し
て
、
日
常
行
為
で
あ
る
托
鉢
の
な
か
に
末
後
の

句
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
高
亭
簡
と
川
を
隔
て
て
会
っ
た
と
き
は
、
扇
で
招
い
て
開
悟

せ
し
め
、
簡
が
そ
の
ま
ま
帰
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
近
く
で
対
面
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

無
心
に
つ
い
て
語
っ
た
と
き
は
、「
聖
名
凡
號
是
虚
聲
、
殊
相
劣
形
為
妄
色
」
と
い
わ
れ
た
。

衆
生
に
対
し
て
言
葉
で
語
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
徳
山
禅
師
は
、
随
処
に
機
を
用

い
ら
れ
た
こ
と
、
他
の
誰
と
も
比
べ
よ
う
が
な
い
。
棒
の
先
、
手
の
眼
が
人
天
を
輝
か
し

た
、
そ
の
風
采
は
、
千
古
の
昔
か
ら
、
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
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註（註
１
）
樋
口
智
之
解
説
、
作
品
番
号
五
〇
『（
展
覧
会
図
録
）
武
家
と
禅
―
伊
達
氏
と
み
ち

の
く
の
禅
宗
寺
院
―
』（
仙
台
市
博
物
館
、
平
成
十
五
年
）。

（
註
２
）（
註
１
）
作
品
解
説
。

（
註
３
）
綱
村
と
鐵
牛
の
初
対
面
を
天
和
二
年
と
す
る
の
は
『
伊
達
治
家
記
録
』
同
年
四
月

二
十
一
日
条
「
紫
雲
山
瑞
聖
寺
鐵
牛
和
尚
招
待
ニ
就
キ
初
テ
来
儀
、
饗
セ
ラ
ル
」
に

よ
る
。
し
か
し
、
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
）
一
一
四
〜
一
一
五
頁
に
「
稲
葉
日
記
」
の
当

該
記
事
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
尾
暮
ま
ゆ
み
「
史
料
紹
介　
『
如
幻
三
昧
外
集
』
に

見
え
る
黄
檗
宗
と
伊
達
綱
村
（
一
）」（『
黄
檗
文
華
』
一
二
一　

平
成
十
四
年
）
は

そ
の
記
事
を
踏
ま
え
て
天
和
二
年
以
前
の
面
識
の
可
能
性
を
認
め
て
お
り
、
本
稿
筆

者
も
そ
れ
に
賛
成
す
る
。
な
お
『
伊
達
治
家
記
録
』
の
記
事
は
、
鐵
牛
の
江
戸
伊
達

邸
の
訪
問
は
こ
れ
が
初
回
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
に
読
め
る
よ
う
に
思
う
。

（
註
４
）
亀
田
孜
「
法
相
祖
師
像
と
し
て
の
慈
恩
大
師
画
像
」『
仏
教
芸
術
』
二
四　

昭
和

三
十
年
、
梶
谷
亮
治
『
日
本
の
美
術
三
八
八　

僧
侶
の
肖
像
』（
至
文
堂　

平
成
十
年
）

三
十
八
〜
四
十
一
頁
。

（
註
５
）
浜
田
直
嗣
「
仙
台
藩
と
江
戸
狩
野
―
そ
の
十
七
世
紀
後
半
に
於
け
る
提
携
に
つ
い
て
」

『
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告 

別
巻
』
六　

昭
和
四
十
三
年
。

（
註
６
）
近
世
の
「
等
身
大
」
肖
像
画
と
し
て
、
力
士
を
描
く
渡
邊
崋
山
筆
「
大
空
武
左
衛
門

像
」（
米
国
・
ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
美
術
館
）
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
作
品
の
「
等
身
大
」

は
対
象
の
巨
大
さ
に
対
す
る
博
物
学
的
興
味
に
由
来
し
て
お
り
、
肖
像
画
と
い
う
よ

り
は
博
物
図
的
な
性
格
が
強
い
（
岡
戸
敏
幸
「
渡
邊
崋
山
筆　

大
空
武
左
衛
門
像
」

『
國
華
』
一
二
四
九　

平
成
十
一
年
）。
従
っ
て
、
本
図
の
参
考
に
は
な
ら
な
い
と
考

え
本
文
に
は
挙
げ
な
い
。

（
註
７
）
本
稿
で
言
及
す
る
黄
檗
宗
関
係
の
絵
画
に
つ
い
て
、
個
別
に
註
し
な
い
も
の
は
以
下

の
文
献
お
よ
び
そ
の
掲
載
図
を
参
照
し
て
い
る
。
①
西
村
貞
『
黄
檗
画
像
志
』
上
・

下　

創
元
社　

昭
和
九
年
、
②
神
戸
市
立
博
物
館
編
『（
展
覧
会
図
録
）
隠
元
禅
師

と
黄
檗
宗
の
絵
画
展
』　

平
成
三
年
、
③
黄
檗
山
万
福
寺
文
華
殿
黄
檗
文
化
研
究
所

編
『（
展
覧
会
図
録
）
隠
元
禅
師
御
生
誕
四
百
年
記
念　

黄
檗
隠
元
』　

平
成
四
年
、

④
福
岡
県
立
美
術
館
編
、
佐
賀
県
立
美
術
館
・
長
崎
県
立
美
術
博
物
館
共
同
刊
行

『（
展
覧
会
図
録
）
隠
元
禅
師
生
誕
四
〇
〇
年
記
念　

黄
檗
禅
の
美
術
』　

平
成
五
年
、

⑤
京
都
国
立
博
物
館
編
『（
展
覧
会
図
録
）
黄
檗
の
美
術 

江
戸
時
代
の
文
化
を
変
え

た
も
の
』
平
成
五
年
、
⑥
町
田
市
立
国
際
版
画
美
術
館
『（
展
覧
会
図
録
）
黄
檗
美

術
と
江
戸
の
版
画
』
平
成
十
六
年
、
⑦
錦
織
亮
介
『
黄
檗
禅
林
の
絵
画
』
中
央
公
論

美
術
出
版　

平
成
十
八
年
。

（
註
８
）
榊
原
悟
「
長
圓
寺
蔵
・
板
倉
家
歴
代
画
像
に
つ
い
て
」『
古
美
術
』
五
〇　

昭
和

五
十
一
年
。

（
註
９
）（
註
７
）
文
献
④
図
七
一
解
説
に
よ
れ
ば
、
金
具
で
環
を
留
め
る
形
式
は
中
国
明
代

末
に
始
ま
り
、
一
説
に
は
右
腕
の
不
自
由
な
費
隠
通
容
が
片
腕
で
も
着
脱
し
や
す
い

よ
う
に
こ
の
形
式
を
考
案
し
た
と
さ
れ
る
。

（
註
10
）（
註
７
）
文
献
⑦
七
八
〜
七
九
頁
。

（
註
11
）（
註
５
）
浜
田
論
文
。

（
註
12
）
探
幽
と
逸
然
が
同
じ
図
様
で
描
く
「
達
磨
・
臨
済
・
徳
山
図
」、「
釈
迦
三
尊
図
」
の

前
後
関
係
に
つ
い
て
議
論
が
あ
っ
た
が
、（
註
７
）
文
献
⑦
一
四
六
〜
一
五
三
頁
に

あ
る
通
り
、
近
年
、
探
幽
画
が
原
本
で
あ
り
、
逸
然
は
そ
れ
を
写
し
て
い
る
、
つ
ま

り
、
逸
然
が
探
幽
の
図
像
を
学
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
決
着
し
て
い
る
。

（
註
13
）
こ
れ
以
外
に
立
姿
で
拄
杖
、
鉢
を
も
つ
徳
山
を
描
く
禅
会
図
と
し
て
狩
野
内
膳
画
（
常

栖
寺
）、
曾
我
二
直
庵
画
（
静
岡
県
立
美
術
館
）
が
あ
る
が
本
図
と
異
な
る
図
像
で

あ
る
。

（
註
14
）
朝
岡
興
禎
編
著
『
古
画
備
考
』（
一
八
四
五
〜
五
〇
頃
）
巻
三
十
六
中
の
安
信
の
項

に
『
昌
運
筆
記
』
の
引
用
と
し
て
収
載
さ
れ
よ
く
知
ら
れ
る
。
探
幽
が
安
信
の
技
量

を
低
く
み
て
い
た
こ
と
は
他
の
資
料
に
も
あ
る
。
し
か
し
『
昌
運
筆
記
』
の
作
者
と

さ
れ
る
狩
野
昌
運
は
安
信
の
高
弟
で
あ
り
、
そ
の
彼
が
安
信
の
下
手
を
い
う
逸
話
を

列
記
し
た
意
図
は
理
解
し
難
い
。『
昌
運
筆
記
』
が
原
本
不
明
で
『
古
画
備
考
』
へ
の

部
分
的
な
引
用
に
よ
っ
て
の
み
知
ら
れ
る
資
料
で
あ
る
た
め
前
後
の
文
脈
を
確
認
で

き
な
い
が
、
安
信
の
下
手
を
い
う
一
連
の
逸
話
の
扱
い
に
は
注
意
が
必
要
で
は
と
考
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え
て
い
る
。

（
註
15
）
安
信
の
肖
像
画
に
つ
い
て
は
拙
著
『
寛
永
文
化
の
肖
像
画
』（
勉
誠
出
版
、
平
成

十
四
年
）
一
二
九
〜
一
三
一
ペ
ー
ジ
で
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
安
信
の
他
の
作

品
に
つ
い
て
は
準
備
中
の
拙
稿
（「
江
戸
時
代
初
期
狩
野
派
と
竹
谷
松
平
家
」『
國
華
』

掲
載
予
定
）
が
あ
り
、
口
頭
発
表
（
近
世
絵
画
研
究
会
第
二
一
〇
回
例
会
「
狩
野
安

信
筆
「
村
松
山
内
善
禅
寺
募
縁
記
」（
島
根
県
立
古
代
出
雲
博
物
館
蔵
）
に
つ
い
て
」   

平
成
十
七
年
七
月
）
が
あ
る
。

（
註
16
）
次
の
論
文
に
紹
介
が
あ
る
よ
う
に
香
川
県
に
は
複
数
の
安
信
（
お
よ
び
一
門
）
に
よ

る
三
十
六
歌
仙
扁
額
が
あ
る
が
、
本
稿
筆
者
が
実
見
し
か
つ
和
歌
筆
者
の
叙
任
年
か

ら
制
作
年
が
絞
り
込
ま
れ
る
白
鳥
神
社
本
を
挙
げ
る
。
佐
藤
恒
雄
「
三
十
六
歌
仙
扁

額
管
見
│
香
川
県
下
の
遺
品
八
点
を
中
心
に
│
」『
香
川
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告

第
一
部
』
三
六　

昭
和
四
十
九
年
、
田
中
敏
雄
「
讃
岐
の
三
十
六
歌
仙
扁
額
」『
日

本
美
術
工
芸
』
六
一
五　

平
成
元
年

（
註
17
）
主
な
も
の
と
し
て
（
註
７
）
文
献
⑦
一
四
六
〜
一
五
六
頁
、
文
献
②
一
〇
三
頁
。

（
註
18
）（
註
12
）
参
照
。

（
註
19
） （
註
７
）
文
献
⑦
「
第
二
章　

黄
檗
派
の
道
釈
人
物
画
」
の
「
第
二
節
一　

陳
賢
研
究

│
作
品
と
史
料
│
」
二
三
四
〜
二
六
六
頁
（
初
出
『
國
華
』
一
一
四
一
、一
一
四
二

号　

平
成
二
年
）
お
よ
び
（
註
７
）
文
献
⑤
図
一
〇
〇
解
説
。

（
註
20
）
文
献
⑦
一
五
五
頁
に
指
摘
、
詩
文
の
全
文
が
掲
載
さ
れ
る
。
な
お
安
信
は
隠
元
の
滞

在
先
で
あ
る
普
門
寺
の
襖
絵
を
描
い
て
い
る
。
制
作
年
代
に
つ
い
て
は
正
保
二
年

（
一
六
四
五
）
頃
と
す
る
意
見
（
木
村
重
圭
「
続
・
障
壁
画
の
旅
六　

普
門
寺(
高
槻

市)

の
障
壁
画
―
狩
野
安
信
│
』『
日
本
美
術
工
芸
』
六
三
三　

平
成
三
年
）、
大
槻

幹
郎
氏
に
よ
る
隠
元
を
普
門
寺
に
迎
え
る
準
備
と
し
て
（
年
代
そ
の
も
の
は
提
示
さ

れ
て
い
な
い
が
一
六
五
四
頃
と
み
な
せ
る
）
と
い
う
説
（『
研
究
発
表
と
座
談
会
・

黄
檗
美
術
の
諸
問
題
│
絵
画
を
中
心
に
│
』﹇
上
野
記
念
財
団
助
成
研
究
会　

平
成

六
年
﹈
の
座
談
会
中
の
発
言
）
が
あ
る
。

［
付
記
］
本
図
の
存
在
を
御
教
示
く
だ
さ
り
、
作
品
調
査
に
つ
い
て
も
お
世
話
に
な
っ
た
仙
台

市
博
物
館
・
樋
口
智
之
氏
、
調
査
を
お
許
し
く
だ
さ
っ
た
大
年
寺
前
御
住
職
・
梅
谷

豊
文
氏
、
本
稿
な
ら
び
に
挿
図
の
掲
載
を
お
許
し
く
だ
さ
っ
た
現
御
住
職
・
武
内
修

邦
氏
、
歌
仙
図
の
調
査
、
挿
図
掲
載
を
お
許
し
く
だ
さ
っ
た
白
鳥
神
社
宮
司
・
猪
熊

兼
年
氏
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
本
学
水
田
美
術
館
・
吉
田
恵
理
氏
よ

り
貴
重
な
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

　

挿
図
１
は
（
註
１
）
文
献
『（
展
覧
会
図
録
）
武
家
と
禅
―
伊
達
氏
と
み
ち
の
く

の
禅
宗
寺
院
―
』、
挿
図
３
は
（
註
７
）
文
献
④
『（
展
覧
会
図
録
）
隠
元
禅
師
生
誕

四
〇
〇
年
記
念　

黄
檗
禅
の
美
術
』、
挿
図
５
は
『（
展
覧
会
図
録
）
絵
馬　

神
に
捧

げ
た
祈
り
の
美
』（
福
岡
県
立
美
術
館　

平
成
十
一
年
）
よ
り
複
写
し
た
も
の
、
挿

図
２
、４
は
本
稿
筆
者
撮
影
の
も
の
を
用
い
た
。
ま
た
、
本
稿
は
科
学
研
究
費
（
課

題
番
号19720026

「
近
世
の
狩
野
派
の
肖
像
画
制
作
に
関
す
る
研
究
」）
に
基
づ
く

研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
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
）


