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岐
阜
県
各
務
原
市
の
西
厳
寺
に
は
、
同
寺
の
前
住
職
で
あ
り
、
龍
谷
大
学
で
教
鞭

を
と
っ
た
中
国
仏
教
史
学
者
、
小
川
貫
弌
（
以
下
、
貫
弌
と
略
す
）
の
関
係
資
料
が
残

さ
れ
て
い
る
。
貫
弌
は
特
に
大
蔵
経
研
究
で
知
ら
れ
、
そ
の
生
涯
を
通
し
て
蒐
集
し

た
経
典
類
の
断
簡
や
、
間
接
的
に
譲
り
受
け
た
も
の
な
が
ら
、
西
厳
寺
が
所
属
す
る

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
（
以
下
、
本
願
寺
派
、
も
し
く
は
、
西
本
願
寺
と
略
す
）
の
法
主
、

大
谷
光
瑞
の
探
検
隊
が
将
来
し
た
敦
煌
文
書
断
簡
な
ど
、
現
在
、
同
寺
に
は
一
部
の

研
究
者
間
で
す
で
に
着
目
さ
れ
て
い
る
資
料
の
ほ
か
、
和
書
を
含
む
厖
大
な
量
の
書

籍
や
自
筆
原
稿
の
数
々
が
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
れ
ら
の
西
厳
寺
所
蔵
の
資
料
の
う
ち
、
本
報
告
で
調
査
対
象
と
し
て
い

る
の
は
日
中
戦
争
に
関
わ
る
も
の
約
千
五
百
点
で
あ
る（
１
）。
実
の
と
こ
ろ
、
貫
弌
に
は

大
学
院
修
了
直
後
、
中
国
に
留
学
し
た
経
験
が
あ
り
、
し
か
も
、
昭
和
十
四
年
（
一

九
三
九
）
四
月
か
ら
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
三
月
に
か
け
て
、
日
中
戦
争
か
ら

太
平
洋
戦
争
へ
と
、
戦
局
が
ま
さ
に
拡
大
し
よ
う
と
す
る
時
期
に
、
興
亜
留
学
生
と

し
て
本
山
か
ら
派
遣
さ
れ
、戦
時
下
の
中
国
に
渡
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、

そ
の
多
く
は
原
稿
の
下
書
き
や
覚
書
の
よ
う
な
自
筆
メ
モ
、
そ
し
て
ア
ル
バ
ム
に
貼

付
さ
れ
た
写
真
類
で
あ
る
。
と
も
す
れ
ば
単
な
る
遺
品
と
見
な
さ
れ
て
し
ま
い
そ
う

な
こ
れ
ら
を
、
歴
史
の
“
史
料
”
と
し
て
価
値
づ
け
、
活
用
す
る
方
途
を
開
く
に
は

ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
で
は
、
二
〇
一
六
年
度
以
降
、

当
該
資
料
に
関
心
を
持
つ
数
名
で
調
査
チ
ー
ム
を
つ
く
り（
２
）、
こ
れ
ら
を
「
小
川
貫
弌

資
料
」
と
命
名
し
て
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
、
歴
史
学
の
立
場
か
ら
分
析

を
進
め
、
そ
の
史
料
性
に
つ
い
て
仮
説
を
立
て
て
検
証
を
重
ね
て
き
た（
３
）。

　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
歴
史
学
は
過
去
に
起
こ
っ
た
事
象
を
、“
史
料
”
に
基
づ

い
て
解
明
し
て
い
く
学
問
で
あ
る
。過
去
の
歴
史
を
正
し
く
復
原
す
る
材
料
と
し
て
、

“
史
料
”
と
い
う
形
で
諸
資
料
を
価
値
づ
け
て
い
く
こ
と
は
、
す
べ
て
の
歴
史
学
者

に
と
っ
て
の
最
重
要
課
題
だ
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
、

過
去
の
事
象
を
解
明
し
う
る
だ
け
の
証
拠
能
力
が
ど
の
程
度
あ
る
か
、
信
憑
性
を
中

心
に
資
料
を
吟
味
す
る
、
史
料
批
判
と
い
う
手
続
き
を
と
る
わ
け
で
あ
る
が
、
昭
和

十
年
代
に
作
成
さ
れ
た
「
小
川
貫
弌
資
料
」
の
場
合
、
偽
文
書
の
可
能
性
も
あ
る
古

代
や
中
世
な
ど
の
ケ
ー
ス
と
は
違
い
、
信
憑
性
と
い
う
観
点
よ
り
も
、
公
的
な
利
用

価
値
に
つ
い
て
吟
味
す
る
こ
と
が
、
こ
れ
ら
を
“
史
料
”
と
し
て
残
し
て
い
く
た
め

に
は
必
要
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
て
い
る
。
以
下
、
こ
の
点
に
留
意
し

た
う
え
で
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、「
小
川
貫
弌
資
料
」
の
史
料

性
に
つ
い
て
、
二
つ
ほ
ど
具
体
的
に
示
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
ひ
と
つ
は
、
戦
時
下
に
お
け
る
学
術
調
査
の
実
態
を
解
明
す
る
史
料
と
し

て
の
価
値
で
あ
る
。
貫
弌
は
中
国
留
学
時
代
の
前
半
を
、
本
願
寺
派
の
中
国
人
僧
侶

養
成
機
関
で
あ
っ
た
南
京
仏
学
院
の
講
師
と
し
て
過
ご
し
た
後
、
そ
の
職
を
辞
し
て

山
西
省
太
原
を
中
心
に
学
術
調
査
に
着
手
し
て
い
る（
４
）。
貫
弌
本
来
の
興
味
に
基
づ
い

て
、
大
蔵
経
関
係
の
も
の
を
主
な
調
査
対
象
と
し
、
実
際
、
大
蔵
経
に
つ
い
て
は
い

く
つ
か
の
新
し
い
発
見
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が）

（
（

、
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
三

月
に
は
龍
谷
大
学
に
正
式
な
職
を
得
た
こ
と
で
帰
国
の
途
に
つ
い
て
お
り
、
わ
ず
か



同
朋
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学
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研
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五
二

一
年
足
ら
ず
の
非
常
に
短
い
期
間
で
行
わ
れ
た
調
査
の
内
容
は
、
た
と
え
ば
貫
弌
と

ほ
ぼ
同
時
期
、
同
じ
く
山
西
省
に
お
い
て
東
方
文
化
研
究
所
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研

究
所
の
前
身
）
の
水
野
清
一
と
長
廣
敏
雄
が
行
っ
た
雲
崗
石
窟
調
査
な
ど
に
比
す
る

と
、
規
模
や
そ
の
学
術
的
意
義
に
お
い
て
遠
く
及
ば
な
い
、
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、「
小
川
貫
弌
資
料
」
に
“
史
料
”
と
し
て
の
価
値
を
見

出
そ
う
と
す
る
理
由
は
、
当
時
、
多
く
の
研
究
者
が
戦
時
下
の
中
国
で
調
査
活
動
に

携
わ
っ
た
、
そ
う
し
た
研
究
者
た
ち
を
め
ぐ
る
社
会
的
な
環
境
を
具
体
的
に
示
し
て

く
れ
る
も
の
が
、
こ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
貫
弌
の
よ
う
な
中
国
仏
教
史
の
研
究
者
に
限
ら
ず
、
占
領
地
と
な
っ
た

中
国
の
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
収
集
す
る
と
い
う
軍
部
の
方
針
に
関
わ
っ
て
、
戦
地
で
は

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
研
究
者
が
学
術
調
査
に
携
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
貫
弌
の
場

合
で
あ
れ
ば
、
太
原
の
崇
善
寺
で
の
大
蔵
経
調
査
に
関
し
て
、
陸
軍
特
務
機
関
か
ら

資
金
と
物
資
の
援
助
を
受
け
て
い
た
こ
と
、
特
務
機
関
員
と
し
て
陸
軍
に
所
属
し
た

菊
地
宣
正（
菊
池
宣
正
と
も
表
記
。
真
宗
大
谷
派
開
教
使
）
（
（

）と
と
も
に
経
典
調
査
に
あ
た
っ

て
い
た
こ
と
、
そ
の
菊
地
機
関
員
を
通
し
て
経
典
調
査
の
経
緯
が
特
務
機
関
に
逐
一

報
告
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
調
査
終
了
後
に
調
査
報
告
書
を
特
務
機
関
に
提
出
し
て
い

た
こ
と
な
ど
、
貫
弌
が
作
成
し
た
報
告
書
の
下
書
き
等
を
通
し
て
、
寺
院
で
の
経
典

調
査
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
背
後
に
驚
く
ほ
ど
政
治
的
な
動
き
の
存
在
し

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る（
７
）。

　

ま
た
、
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
六
月
か
ら
約
一
ヶ
月
間
、
貫
弌
は
同
じ
く
山

西
省
に
あ
る
五
台
山
で
調
査
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
頃
、
五
台
山
で
は
陸
軍
特
務

機
関
が
新
民
会
（
日
中
戦
争
後
に
日
本
軍
が
樹
立
し
た
中
国
臨
時
政
府
を
擁
護
す
る
た
め
に

設
立
さ
れ
た
中
国
民
衆
教
化
団
体
）
を
従
え
、
山
内
最
大
の
宗
教
行
事
で
あ
る
六
月
大

会
の
復
興
を
、
中
国
人
僧
侶
や
日
本
人
研
究
者
を
交
え
つ
つ
精
力
的
に
推
し
進
め
て

お
り
、
果
た
し
て
「
小
川
貫
弌
資
料
」
中
に
は
、
当
時
、
特
務
機
関
が
六
月
大
会
復

興
に
際
し
て
作
成
配
布
し
た
印
刷
物
類
が
散
見
す
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
ら
に

よ
っ
て
「
宗
教
文
化
工
作
」、
或
い
は
「
仏
教
工
作
」
と
呼
称
さ
れ
た
、
日
本
軍
に

よ
る
五
台
山
で
の
宣
撫
工
作
の
内
容
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
、
複
数
民
族
の
交
差

点
で
あ
る
五
台
山
と
い
う
仏
教
の
聖
地
を
、
東
亜
新
秩
序
と
い
う
当
時
の
日
本
が
掲

げ
た
、
新
し
い
ア
ジ
ア
構
想
具
現
化
の
舞
台
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と

や
、
そ
の
工
作
に
、
軍
人
の
ほ
か
、
日
中
双
方
の
僧
侶
、
学
者
、
経
済
人
が
ど
う
連

な
り
、
ど
う
協
力
し
合
っ
て
い
た
か
を
、
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る（
８
）。

　

近
代
戦
争
が
国
家
国
益
を
か
け
て
行
わ
れ
る
侵
略
行
為
で
あ
る
以
上
、
占
領
先
の

情
報
を
収
集
す
る
目
的
で
、
研
究
者
が
現
地
に
動
員
さ
れ
、
軍
の
全
面
的
な
支
援
を

う
け
て
学
術
調
査
を
行
い
、
そ
の
成
果
が
軍
部
に
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
は
、
戦
時
下
で

は
む
し
ろ
当
た
り
前
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
研
究
者
も

ま
た
時
代
に
規
定
さ
れ
た
歴
史
的
な
存
在
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
日
中
戦
争
に
限

ら
ず
、
近
代
の
学
問
そ
の
も
の
が
、
こ
う
し
た
近
代
戦
争
と
密
接
に
結
び
つ
き
な
が

ら
発
展
し
て
き
た
面
の
あ
る
こ
と
は
、
や
は
り
熟
考
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

学
史
上
の
問
題
の
ひ
と
つ
だ
と
思
う
。
本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
「
小
川
貫
弌
資

料
」
を
通
し
て
戦
争
と
学
問
と
の
関
係
に
き
ち
ん
と
向
き
合
い
、
そ
の
上
で
近
代
学

問
の
客
観
性
・
実
証
性
の
質
そ
の
も
の
を
問
い
直
し
て
い
く
、
そ
の
領
域
に
踏
み
込
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五
三

む
覚
悟
を
も
っ
て
貫
弌
が
残
し
た
資
料
類
の
史
料
性
検
証
を
続
け
て
い
き
た
い
、
と

考
え
て
い
る
。

　

次
に
、「
小
川
貫
弌
資
料
」
の
史
料
性
に
つ
い
て
、
二
つ
め
の
点
は
、
本
願
寺
派

に
よ
る
中
国
開
教
の
史
料
と
し
て
の
価
値
で
あ
る
。
開
教
と
い
う
の
は
、近
代
以
降
、

日
本
式
の
仏
教
を
海
外
の
地
に
新
た
に
根
付
か
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
布
教
活
動

で
、
政
府
の
占
領
政
策
の
も
と
、
宣
撫
工
作
の
方
法
と
し
て
戦
時
下
で
は
特
に
奨
励

さ
れ
た
。
そ
し
て
、
本
山
か
ら
興
亜
留
学
生
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
貫
弌
も
ま
た
、
上

海
で
西
本
願
寺
上
海
別
院
の
輪
番
で
あ
り
、
本
願
寺
派
の
中
南
支
布
教
総
監
・
開
教

総
長
で
あ
っ
た
小
笠
原
彰
真
と
会
い
、
そ
の
指
示
に
よ
っ
て
占
領
後
ま
も
な
い
南
京

に
所
在
し
た
南
京
出
張
所
（
後
の
南
京
別
院
、
南
京
西
本
願
寺
と
も
表
記（
９
））
の
駐
在
員
と

な
り
、
さ
ら
に
は
同
派
の
開
教
事
業
の
柱
の
ひ
と
つ
と
し
て
開
設
さ
れ
た
、
中
国
人

僧
侶
養
成
機
関
で
あ
る
南
京
仏
学
院
の
講
師
に
着
任
し
、
職
を
辞
す
る
ま
で
の
約
二

年
間
、
こ
こ
で
中
国
人
青
年
た
ち
の
指
導
に
あ
た
っ
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
中
国
に
限
ら
ず
、
近
代
以
降
の
仏
教
各
派
に
よ
る
海
外
開
教
の
具
体
相

に
つ
い
て
は
、
現
在
ま
で
に
す
ぐ
れ
た
先
行
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
近
代
仏
教

史
や
近
代
教
育
史
、
或
い
は
植
民
地
政
策
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
槻
木
瑞
生
編
『
日

本
仏
教
団（
含
基
督
教
）の
宣
撫
工
作
と
大
陸
』（
第
九
巻
以
降
は
大
東
仁
と
の
共
編
）
（1
（

）や
、

中
西
直
樹
解
題
に
よ
る
『
戦
前
期
仏
教
社
会
事
業
資
料
集
成）
（（
（

』
な
ど
、
近
年
に
は
影

印
刊
行
と
い
う
形
で
関
係
資
料
そ
の
も
の
の
公
開
も
識
者
の
手
で
着
々
と
進
め
ら
れ

て
い
る
状
況
に
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
小
川
貫
弌
資
料
」
の
開
教
関
係
資
料
は
、

貫
弌
の
所
属
し
た
本
願
寺
派
の
開
教
事
業
に
限
定
し
て
み
て
も
、
公
的
な
内
容
を
持

つ
も
の
は
ほ
と
ん
ど
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、専
従
で
あ
っ
た
南
京
仏
学
院
に
つ
い
て
も
、

た
と
え
ば
昨
年
度
の
報
告
に
お
い
て
「
小
川
貫
弌
資
料
」
を
補
完
す
る
比
較
資
料
と

し
て
取
り
上
げ
た
「
亀
谷
法
城
資
料
」、
す
な
わ
ち
、
南
京
仏
学
院
開
設
か
ら
講
師

を
つ
と
め
た
貫
弌
の
同
僚
、
亀
谷
法
城
が
残
し
た
資
料
に
比
す
る
と）
（1
（

、
貫
弌
の
そ
れ

は
残
念
な
が
ら
ご
く
部
分
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
「
小
川
貫
弌
資
料
」
に
注
目
す
る
理
由
は
、
貫
弌
を
は

じ
め
、
本
山
か
ら
中
国
に
派
遣
さ
れ
た
興
亜
留
学
生
た
ち
に
期
待
さ
れ
て
い
た
役
割

が
、
学
術
調
査
と
の
連
携
も
含
め
て
、
本
願
寺
派
の
中
国
開
教
事
業
に
学
術
知
識
を

も
っ
て
寄
与
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
の
示
唆
に
富
む
か
ら
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、「
小
川
貫
弌
資
料
」
中
の
メ
モ
類
か
ら
、
中
国
留
学
時
の
貫
弌
の
研
究
テ
ー

マ
は
、
関
心
を
寄
せ
て
い
た
大
蔵
経
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
東
亜
近
代
仏
教

の
歴
史
的
研
究
」
と
題
さ
れ
た
中
国
仏
教
の
実
態
調
査
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
し）
（1
（

、
南
京
仏
学
院
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
で
講
師
を
勤
め
る
か
た
わ

ら
、
仏
学
院
が
開
設
さ
れ
た
古
林
寺
の
歴
史
に
つ
い
て
調
べ
、
執
筆
し
た
も
の
が
同

資
料
中
に
は
残
っ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
れ
ら
が
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
新
聞
記
事
と
い
う

広
く
人
口
に
膾
炙
し
た
媒
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
し
て
、
中
国
仏
教
に
つ
い
て
の
歴

史
的
理
解
を
深
め
る
こ
と
で
、
中
国
に
お
い
て
日
本
式
仏
教
を
広
め
て
い
く
、
そ
の

足
が
か
り
を
つ
く
る
こ
と
に
貫
弌
が
一
役
買
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
今
し
が
た
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
願
寺
派
が
運
営
す
る
南
京
仏
学
院

は
、
南
京
城
内
の
西
康
路
に
あ
る
古
刹
、
古
林
寺
の
境
内
に
開
設
さ
れ
た
が
、
貫
弌

に
よ
る
と
、
こ
の
古
林
寺
に
は
開
創
者
で
あ
る
如
馨
古
心
の
霊
瑞
を
も
っ
て
権
威
づ
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け
ら
れ
た
「
天
下
第
一
戒
壇
」
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
戒
律
専
門
の
寺
と
し
て
他
の
寺

院
と
は
区
別
さ
れ
る
特
異
な
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
戒
壇
で
は
「
放
戒
」
と
い

う
授
戒
行
事
が
年
に
二
回
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
南
京
占
領
後
も
途
絶
す
る
こ
と

な
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
古
林
寺
の
戒
壇
に
は
褚
民
誼
（
汪
兆
銘
政
権

の
外
交
部
長
）
や
陳
羣
（
同
政
権
の
内
政
部
長
）
と
い
っ
た
、
占
領
後
、
新
た
に
成
立

し
た
南
京
国
民
政
府
の
親
日
派
の
要
人
た
ち
が
居
士
と
し
て
大
き
く
関
与
し
て
お

り
、
褚
民
誼
が
「
天
下
第
一
戒
壇
」
と
い
う
大
額
を
揮
毫
し
て
い
た
こ
と
や
、
陳
羣

が
清
時
代
の
爆
発
事
故
で
破
損
し
た
戒
壇
を
復
興
し
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
寺
の
特

筆
す
べ
き
歴
史
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る）
（1
（

。
い
う
ま
で
も
な
く
、
仏
教
寺
院
に
と
っ

て
戒
壇
と
は
、
戒
を
授
け
ら
れ
た
出
家
者
が
僧
尼
と
な
る
場
で
あ
り
、
ご
く
一
部
の

寺
院
に
の
み
設
け
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
特
別
な
空
間
で
あ
る
が
、
特
に
古
林
寺
の
場

合
、
中
国
有
数
と
賞
嘆
さ
れ
た
戒
壇
を
持
ち
、
か
つ
、
放
戒
と
い
う
授
戒
行
事
が
そ

こ
で
連
綿
と
続
け
ら
れ
て
き
た
伝
統
を
持
つ
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
貫
弌
が
改
め

て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
い
る
こ
と
は
、
僧
侶
養
成
と
い
う
仏
学
院
の
設
立
意
義
を

考
え
る
と
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
実
際
、
仏
学
院
の
最
初
の
学
生
を
募
集
す
る

に
あ
た
っ
て
は
、
古
林
寺
住
職
の
薦
め
に
よ
り
、
放
戒
に
参
加
し
た
者
の
な
か
か
ら

ま
ず
十
名
ほ
ど
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
る）
（1
（

。

　

近
代
以
降
、
日
本
仏
教
各
派
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
中
国
開
教
、
こ
れ
は
中
国
の

人
々
を
日
本
式
仏
教
の
信
者
と
し
て
獲
得
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た

が
、
目
標
や
意
欲
だ
け
が
空
回
り
し
、
そ
の
内
実
は
在
留
日
本
人
を
対
象
と
し
た
布

教
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
先
学
た
ち
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、
南
京
仏
学
院
を
新
た
に
立
ち

上
げ
る
に
際
し
、
南
京
の
古
刹
に
古
く
か
ら
あ
る
伝
統
的
な
授
戒
行
事
の
歴
史
を
拾

い
上
げ
、
そ
の
伝
統
を
換
骨
奪
胎
し
て
日
本
式
僧
侶
の
輩
出
に
つ
な
げ
て
い
こ
う
と

し
た
こ
と
は
、
非
常
に
画
期
的
な
試
み
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し

た
中
国
仏
教
と
日
本
仏
教
と
の
橋
渡
し
の
役
割
を
、
興
亜
留
学
生
と
し
て
派
遣
さ
れ

た
若
き
貫
弌
が
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る）
（1
（

。
こ
の
よ
う
に
、「
小
川
貫
弌
資
料
」
の

開
教
関
係
資
料
か
ら
は
、
中
国
仏
教
史
の
専
門
家
と
し
て
の
学
術
的
知
見
に
裏
打
ち

さ
れ
た
形
で
中
国
仏
教
の
現
状
を
把
握
し
、
そ
れ
を
換
骨
奪
胎
し
て
開
教
事
業
に
つ

な
げ
る
と
い
う
、
日
中
戦
争
下
に
派
遣
さ
れ
た
西
本
願
寺
の
興
亜
留
学
生
の
た
ち
の

役
割
の
一
端
が
見
え
て
く
る
。「
小
川
貫
弌
資
料
」
中
に
は
調
査
メ
モ
と
お
ぼ
し
き

も
の
が
無
数
に
あ
る
が
、
本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
今
後
、
そ
れ
ら
を
こ
う
し

た
観
点
か
ら
評
価
し
直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。

　

以
上
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
成
果
・
研
究
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、「
小
川
貫
弌
資
料
」

の
史
料
的
価
値
に
つ
い
て
、
学
術
調
査
と
開
教
事
業
と
い
う
二
つ
の
面
か
ら
述
べ
て

き
た
が
、
古
林
寺
の
例
に
見
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の
面
は
分
か
ち
が
た
く
結
び

つ
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、「
小
川
貫
弌
資
料
」
の
史
料
性
検
証
を
引

き
続
き
進
め
て
い
く
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
双
方
の
面
を
見
据
え
た
う
え
で
、
当
該

資
料
自
体
の
分
析
だ
け
で
な
く
、「
小
川
貫
弌
資
料
」
以
外
の
資
料
と
つ
き
あ
わ
せ

て
こ
れ
ら
を
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
、
お
よ
び
、
こ
れ
ら
が
作
成
さ
れ
た
中
国
の
事

情
を
勘
案
し
て
そ
の
価
値
を
は
か
る
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
な
っ
て
い
く
だ

ろ
う
、
と
思
わ
れ
る
。
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こ
の
点
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
本
願
寺
派
以
外
の
仏
教
各
派
の
資
料
や
、
外
交
関

係
の
公
文
書
等
に
も
比
較
対
象
を
広
げ
た
い
と
考
え
て
い
る
も
の
の
、「
小
川
貫
弌

資
料
」の
資
料
数
の
多
さ
か
ら
本
格
的
に
は
ま
だ
着
手
で
き
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。

し
か
し
、
本
年
度
よ
り
真
宗
大
谷
派
名
古
屋
教
務
所
が
主
宰
し
て
い
る
「
平
和
展
」

の
学
習
会
に
参
加
し
、
西
本
願
寺
と
の
共
同
活
動
も
多
か
っ
た
東
本
願
寺
の
ア
ジ
ア

開
教
の
諸
相
に
つ
い
て
、
関
係
資
料
を
俯
瞰
す
る
機
会
を
持
て
た
こ
と
は
、
本
研
究

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
と
っ
て
大
き
な
刺
激
と
な
っ
た）
（1
（

。
た
と
え
ば
、
同
派
の
宗
報
で
あ

る
『
真
宗
』
の
記
事
を
丹
念
に
見
て
い
く
な
か
か
ら
、
特
務
機
関
員
と
し
て
貫
弌
と

と
も
に
太
原
や
五
台
山
で
活
動
し
た
菊
地
宣
正
の
動
向
を
報
じ
た
記
事
に
行
き
あ
た

る
な
ど
、「
小
川
貫
弌
資
料
」
を
補
完
す
る
い
く
つ
か
の
具
体
的
な
事
実
を
拾
い
上

げ
る
こ
と
も
可
能
と
な
っ
た
。
同
学
習
会
参
加
へ
の
便
宜
を
図
っ
て
く
だ
さ
っ
た
新

野
和
暢
氏
、
そ
し
て
、
こ
の
新
野
氏
を
含
め
、
学
習
会
に
お
い
て
貴
重
な
ご
助
言
を

く
だ
さ
る
大
東
仁
氏
、
両
氏
に
は
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

　

ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
は
、「
日
中
戦
争
下
の
学
術
調
査
と
人
的
交
流
を
探
る
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
─
興
亜
留
学
生
小
川
貫
弌
の
記
録
よ
り
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
二
〇
一

八
年
度
の
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
の
助
成
事
業
に
採
択
さ
れ
た
こ
と
も
あ

り）
（1
（

、
少
し
ず
つ
海
外
に
も
調
査
の
範
囲
を
広
げ
つ
つ
あ
る
。
む
ろ
ん
、
予
算
も
限
ら

れ
て
お
り
、
十
分
な
調
査
が
行
え
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
昨
年
度
と
今
年
度
に
か
け

て
、
貫
弌
の
北
支
に
お
け
る
学
術
調
査
の
拠
点
で
あ
っ
た
中
国
山
西
省
太
原
と
、
本

願
寺
派
の
中
国
開
教
の
拠
点
で
あ
っ
た
上
海
で
の
現
地
調
査
を
行
う
と
と
も
に
、
比

較
研
究
的
視
座
か
ら
朝
鮮
の
開
教
史
跡
で
の
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
特
に
太
原
調
査

を
通
し
て
「
小
川
貫
弌
資
料
」
の
史
料
性
に
つ
い
て
第
三
の
可
能
性
、
す
な
わ
ち
、

太
原
の
近
代
史
を
復
原
す
る
史
料
と
し
て
の
価
値
が
出
て
き
た
こ
と
は
、
本
研
究
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
と
っ
て
大
き
な
進
展
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
太
原
調
査
に
つ
い
て

は
、
本
報
告
内
で
別
稿
を
準
備
し
て
、
そ
の
調
査
の
概
要
報
告
と
、
本
資
料
を
め
ぐ

る
海
外
調
査
の
問
題
点
を
提
起
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

�

（
文
責
藤
井
）

注

（
1
）　

千
五
百
点
と
い
う
資
料
点
数
は
、
ア
ル
バ
ム
と
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
計
六
冊
に

貼
付
さ
れ
た
写
真
や
絵
葉
書
な
ど
を
一
点
と
し
て
数
え
た
場
合
の
数
で
あ
る
。

（
2
）　

西
厳
寺
蔵
「
小
川
貫
弌
資
料
」
に
つ
い
て
は
、
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
を

母
胎
と
し
て
、
歴
史
学
（
古
代
・
中
世
・
近
代
）、
仏
教
学
（
日
本
・
東
洋
）
な
ど
、

当
該
資
料
に
興
味
を
寄
せ
る
研
究
者
の
協
力
を
得
て
、
過
去
四
年
間
に
わ
た
っ

て
分
析
調
査
を
進
め
て
き
た
。
各
年
度
の
調
査
メ
ン
バ
ー
は
以
下
の
通
り
で
あ

る
が
、
メ
ン
バ
ー
は
必
ず
し
も
固
定
的
で
は
な
い
。
二
〇
一
六
年
度
：
小
川
徳
水
、

工
藤
克
洋
、
高
木
祐
紀
、
中
川
剛
、
藤
井
由
紀
子
。
二
〇
一
七
年
度
：
大
艸
啓
、

小
川
徳
水
、
花
栄
、
北
村
一
仁
、
工
藤
克
洋
、
高
木
祐
紀
、
中
川
剛
、
新
野
和
暢
、

日
比
野
洋
文
、
藤
井
由
紀
子
。
二
〇
一
八
年
度
：
小
川
徳
水
、
花
栄
、
梶
浦
晋
、

北
村
一
仁
、
中
川
剛
、
日
比
野
洋
文
、
藤
井
由
紀
子
。
二
〇
一
九
年
度
：
小
川

徳
水
、
花
栄
、
中
川
剛
、
日
比
野
洋
文
、
藤
井
由
紀
子
（
以
上
、
す
べ
て
五
十

音
順
）。

（
3
）　

こ
の
検
証
の
過
程
で
得
ら
れ
た
知
見
に
つ
い
て
は
、問
題
提
起
も
含
め
て
、論
文
・

史
料
翻
刻
・
史
料
リ
ス
ト
の
形
で
ま
と
め
、『
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』

に
「
特
別
調
査
報
告
」
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
掲
載
し
て
き
て
い
る
。
藤
井
由

紀
子
・
中
川
剛
・
高
木
祐
紀
・
小
川
徳
水
・
工
藤
克
洋
「
特
別
調
査
報
告　

西

厳
寺
蔵
「
小
川
貫
弌
資
料
」
調
査
報
告
（
一
）」（『
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所

紀
要
』
第
三
十
六
号
、
平
成
二
十
九
年
三
月
）。
藤
井
由
紀
子
・
小
川
徳
水
・
北
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六

村
一
仁
・
大
艸
啓
・
工
藤
克
洋
・
高
木
祐
紀
・
中
川
剛
・
新
野
和
暢
・
花
栄
・

日
比
野
洋
文
「
特
別
調
査
報
告　

西
厳
寺
蔵
「
小
川
貫
弌
資
料
」
調
査
報
告
（
二
）」

（『
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
十
七
号
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
）。

藤
井
由
紀
子
・
小
川
徳
水
・
中
川
剛
・
日
比
野
洋
文
「
特
別
調
査
報
告　

西
厳

寺
蔵
「
小
川
貫
弌
資
料
」
調
査
報
告
（
三
）」（『
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』

第
三
十
八
号
、
平
成
三
十
一
年
三
月
）。
さ
ら
に
、
二
〇
一
六
年
度
、
お
よ
び
、

二
〇
一
八
年
度
に
は
、
同
朋
大
学
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
で
関
連
す
る
展
覧
会
を
開
催

し
、
問
題
を
人
口
に
膾
炙
す
る
よ
う
な
工
夫
も
試
み
て
い
る
。『
戦
時
下
の
中
国

仏
教
研
究
─
西
厳
寺
蔵
「
小
川
貫
弌
資
料
」
と
山
西
省
調
査
記
録
』（
同
朋
大
学

仏
教
文
化
研
究
所
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
）。『
戦
時
下
の
中
国
仏
教
研
究
Ⅱ

─
石
壁
山
玄
中
寺
復
興
と「
小
笠
原
宣
秀
資
料
」』（
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
、

平
成
三
十
年
七
月
）。

（
4
）　

貫
弌
は
南
京
に
お
い
て
も
棲
霞
山
や
報
恩
寺
で
大
蔵
経
関
係
の
調
査
を
行
っ
て

い
た
よ
う
で
、「
小
川
貫
弌
資
料
」
の
う
ち
、
南
京
関
係
の
も
の
に
は
、
新
発
見

の
断
簡
に
つ
い
て
言
及
し
た
メ
モ
が
含
ま
れ
て
い
る
。

（
5
）　
『
朝
日
新
聞
』
北
支
版
の
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
九
月
二
十
七
日
号
に
は
、「
仏

教
史
上
の
大
発
見　

五
台
山
に
か
く
れ
た
る
経
文
な
ど　

日
華
提
携
に
貴
重
な

資
料
」
と
い
う
見
出
し
で
、
太
原
の
上
村
特
派
員
が
、
崇
善
寺
に
お
い
て
貫
弌

が
経
典
類
十
一
点
を
新
た
に
発
見
し
た
こ
と
を
報
じ
て
い
る
ほ
か
、
南
京
で
は

棲
霞
山
で
大
明
南
蔵
の
残
典
を
発
見
し
た
こ
と
を
、
貫
弌
自
身
が
「
大
明
南
蔵

始
末
攷
」
と
題
さ
れ
た
メ
モ
に
書
き
残
し
て
い
る
。

（
6
）　

貫
弌
と
と
も
に
崇
善
寺
の
経
典
調
査
に
あ
た
っ
た
の
は
、
真
宗
大
谷
派
（
東
本

願
寺
）
の
開
教
使
で
、陸
軍
特
務
機
関
の
機
関
員
で
も
あ
っ
た
菊
地
宣
正
で
あ
る
。

菊
地
は
五
台
山
に
駐
留
し
て
活
動
し
た
ら
し
く
、
五
台
山
で
も
貫
弌
と
行
動
を

共
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
谷
派
の
宗
報
で
あ
る
『
真
宗
』
は
、
日
本
仏
教
顕

揚
の
資
料
を
求
め
る
た
め
に
菊
地
が
一
時
帰
国
し
た
際
、
大
谷
大
学
で
「
五
台

山
を
語
る
」
と
題
し
て
講
演
を
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
伝
え
て
い
る
（「
五
台
山

駐
留
の
菊（

マ
マ
）池
開
教
使
帰
る
」、『
真
宗
』
第
四
六
一
号
、昭
和
十
五
年
一
月
）。
な
お
、

菊
地
が
ど
の
よ
う
な
事
情
で
機
関
員
と
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ

資
料
が
な
く
不
明
で
あ
る
。

（
7
）　

高
木
祐
紀
・
小
川
徳
水
・
藤
井
由
紀
子
「〔
史
料
紹
介
〕
西
厳
寺
蔵
「
小
川
貫
弌

資
料
」よ
り
太
原
崇
善
寺
調
査
関
係
資
料
」（『
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』

第
三
十
六
号
、
平
成
二
十
九
年
三
月
）。

（
8
）　

藤
井
由
紀
子
「
五
台
山
六
月
大
会
の
復
興
と
日
中
戦
争
─
「
小
川
貫
弌
資
料
」

に
み
る
五
台
山
」（『
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
十
六
号
、
平
成

二
十
九
年
三
月
）。

（
9
）　

本
願
寺
派
の
南
京
出
張
所
は
、
南
京
占
領
の
翌
年
に
あ
た
る
昭
和
十
三
年
（
一

九
三
八
）、
太
平
路
白
菜
園
の
地
に
開
設
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
在
留
日
本
人
の

増
加
を
う
け
て
中
山
東
路
上
乗
巷
に
移
転
、
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
に
は

別
院
に
昇
格
し
て
い
る
。

（
10
）　

槻
木
瑞
生
ほ
か
編
『
日
本
仏
教
団
（
含
基
督
教
）
の
宣
撫
工
作
と
大
陸
』
第
一

巻
～
第
十
六
巻
（
龍
溪
書
舎
、
平
成
二
十
四
年
～
平
成
二
十
年
）。
な
お
、
第
九

巻
以
降
は
槻
木
瑞
生
・
大
東
仁
の
共
編
。

（
11
）　
『
戦
前
期
仏
教
社
会
事
業
資
料
集
成
』（
不
二
出
版
、
平
成
二
十
三
年
～
平
成
二

十
五
年
）。

（
12
）　

昭
和
十
二
年
発
行
の
『
南
京
仏
学
院
概
況
報
告
』
や
、
昭
和
十
七
年
発
行
の
『
南

京
仏
学
院
一
覧
』
な
ど
が
、
亀
谷
法
城
の
自
坊
で
あ
っ
た
山
口
県
熊
毛
郡
田
布

施
町
に
あ
る
明
楽
寺
に
は
残
さ
れ
て
い
た
（
小
島
勝
・
木
場
明
志
編
『
龍
谷
大

学
仏
教
文
化
研
究
叢
書
Ⅲ 

ア
ジ
ア
開
教
と
教
育
』、
法
蔵
館
、
平
成
四
年
三
月
。

藤
井
由
紀
子
・
小
川
徳
水
・
中
川
剛
「
小
川
貫
弌
資
料
報
告
（
三
）」、『
同
朋
大

学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
十
八
号
、
平
成
三
十
一
年
三
月
）。

（
13
）　

小
川
貫
弌
「
東
亜
近
代
仏
教
の
歴
史
的
研
究
」（
西
厳
寺
蔵
「
小
川
貫
弌
資
料
」、

昭
和
十
四
年
頃
）。

（
14
）　

藤
井
由
紀
子
「
古
林
律
寺
と
南
京
仏
学
院
─
西
厳
寺
蔵
「
小
川
貫
弌
資
料
」
南

京
関
係
資
料
を
め
ぐ
っ
て
」（『
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』第
三
十
八
号
、

平
成
三
十
一
年
三
月
）。

（
15
）　

昭
和
十
四
年
十
二
月
、
南
京
の
日
本
居
留
民
会
の
な
か
に
、
若
き
居
留
民
た
ち

の
結
束
を
目
的
と
し
て
南
京
青
年
会
が
設
立
さ
れ
た
が
、
そ
の
青
年
会
の
発
行

誌
、『
南
京
青
年
』
の
第
二
号
に
は
、
南
京
仏
学
院
の
院
長
を
つ
と
め
た
横
湯
通

之
が
、
仏
学
院
開
設
当
初
の
苦
労
話
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
仏
学

院
の
初
回
応
募
者
を
古
林
寺
の
放
戒
に
参
加
し
た
者
の
な
か
か
ら
選
ん
だ
が
、

学
力
等
に
問
題
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
後
に
特
務
機
関
を
通
し
て
管
内
の
寺
院
か



【
特
別
調
査
報
告
】
西
厳
寺
蔵
「
小
川
貫
弌
資
料
」
調
査
報
告
（
四
）

五
七

ら
数
名
を
選
ん
で
補
充
人
員
に
充
て
た
と
い
う
（
横
湯
通
之
「「
大
和
」
─
中
国

青
年
僧
と
伍
し
て
─
」、『
南
京
青
年
』
第
二
号
、
昭
和
十
五
年
二
月
）。

（
16
）　
『
南
京
青
年
』
の
横
湯
の
寄
稿
文
に
は
、
次
の
よ
う
に
、
南
京
仏
学
院
開
設
に
関

し
て
貫
弌
へ
の
期
待
を
吐
露
し
た
部
分
が
あ
る
。「
南
京
青
年
会
々
員
で
あ
る
小

川
貫
弌
君
が
京
都
の
龍
谷
大
学
史
学
研
究
科
を
出
て
す
ぐ
か
け
つ
け
て
呉
れ
た

の
で
、
古
林
寺
に
放
戒
（
中
国
僧
尼
の
授
戒
会
）
が
始
ま
つ
た
の
を
幸
ひ
に
彼

等
の
寺
廟
生
活
調
査
傍
々
宿
り
込
み
で
学
院
開
設
は
可
能
か
什
う
か
研
究
し
て

も
ら
つ
た
の
で
す
」（
注
15
横
湯
前
掲
寄
稿
文
）。

（
17
）　

こ
の
「
平
和
展
」
は
、
過
去
三
十
年
に
わ
た
っ
て
近
代
戦
争
下
に
お
け
る
大
谷

派
の
活
動
を
厳
し
く
問
い
続
け
て
き
た
伝
統
あ
る
展
覧
会
で
あ
り
、
そ
の
中
枢

を
担
う
「
平
和
展
」
学
習
会
は
、
大
東
仁
、
新
野
和
暢
と
い
っ
た
近
代
開
教
を

専
門
と
し
て
き
た
研
究
者
を
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
お
り
、
学
ぶ
と
こ
ろ
も
大
き
い
。

（
18
）　
「
日
中
戦
争
下
の
学
術
調
査
と
人
的
交
流
を
探
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
─
興
亜
留
学
生

小
川
貫
弌
の
記
録
よ
り
」（
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費 

基
盤
研
究
C 

課
題

番
号
18
Ｋ
0
0
9
1
7　

二
〇
一
八
～
二
〇
二
〇
年
度　

研
究
代
表
者
藤
井
由

紀
子
）。



同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
　
第
三
十
九
号

五
八

西
厳
寺
蔵
「
小
川
貫
弌
資
料
」
と
中
国
（
一
）
─
山
西
省
太
原
に
お
け
る
動
向
を
中
心
に
─

藤
　
井
　
由
紀
子
・
花
　
栄

は
じ
め
に

　

岐
阜
県
各
務
原
市
の
西
厳
寺
に
残
さ
れ
て
い
る
諸
資
料
の
う
ち
、
小
川
貫
弌
（
以

下
、貫
弌
と
略
す
）
と
い
う
中
国
仏
教
史
学
者
が
残
し
た
日
中
戦
争
期
の
も
の
を
、「
小

川
貫
弌
資
料
」
と
命
名
し
、
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
資
料
整
理
と
分
析
研
究
と

に
着
手
し
た
の
は
四
年
前
の
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
の
具
体
的
成
果
に
つ
い
て
は

『
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
に
連
載
し
て
き
た
過
去
三
回
の
調
査
報
告）

（
（

、

お
よ
び
、
本
報
告
の
「
調
査
報
告
掲
載
に
あ
た
っ
て
」
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い

が
、
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
主
眼
と
す
る
と
こ
ろ
は
首
尾
一
貫
、「
小
川
貫
弌
資
料
」

を
歴
史
資
料
（
史
料
）
と
し
て
ど
う
活
か
す
か
、
と
い
う
そ
の
一
点
に
あ
る
。
そ
し

て
、
本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
そ
の
た
め
に
三
つ
の
試
み
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

　

ま
ず
、ひ
と
つ
は
、「
小
川
貫
弌
資
料
」
の
公
開
で
あ
る
。
こ
の
「
小
川
貫
弌
資
料
」

は
、
貫
弌
が
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
（
以
下
、
本
願
寺
派
、
も
し
く
は
、
西
本
願
寺
と
略
す
）

の
興
亜
留
学
生
と
し
て
中
国
に
派
遣
さ
れ
た
際
、
蒐
集
、
或
い
は
作
成
し
た
も
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
資
料
を
公
開
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
は
、
閲
覧
者
が
限
定
的

に
な
る
出
版
物
と
い
う
形
で
は
な
く
、
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
築
し
、
W
e
b
上

で
公
開
し
て
い
く
こ
と
で
、
中
国
の
人
々
に
も
広
く
閲
覧
が
可
能
に
な
る
よ
う
な
形

を
選
択
し
た
。
こ
の
点
、
資
料
の
所
蔵
者
で
あ
る
西
厳
寺
住
職
の
小
川
徳
水
氏）

（
（

は
、

資
料
公
開
に
つ
い
て
肯
定
的
な
立
場
で
あ
り
、
早
い
段
階
か
ら
全
面
的
公
開
の
許
可

を
い
た
だ
け
た
こ
と
は
、
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
の
大
き
な
力
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、「
小
川
貫
弌
資
料
」
は
約
百
五
十
点
あ
ま
り
の
資
料
群
で
あ
る
が
、
写
真
や

諸
資
料
を
細
か
く
貼
り
こ
ん
だ
ア
ル
バ
ム
と
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
類
が
計
六
冊
あ



【
特
別
調
査
報
告
】
西
厳
寺
蔵
「
小
川
貫
弌
資
料
」
調
査
報
告
（
四
）

五
九

り
、
一
冊
に
つ
き
百
点
か
ら
三
百
五
十
点
の
写
真
類
が
貼
付
さ
れ
た
、
こ
れ
ら
貼
付

資
料
を
一
点
の
資
料
と
し
て
扱
う
と
、資
料
総
数
は
千
五
百
点
を
超
え
る
。
む
ろ
ん
、

写
真
類
は
文
字
資
料
に
は
な
い
情
報
を
持
つ
。
時
間
の
か
か
る
作
業
で
は
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
公
開
を
可
能
に
す
る
べ
く
、
現
在
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
中

川
剛
、
日
比
野
洋
文
の
両
名
に
よ
り
、
貼
付
資
料
一
点
一
点
の
高
精
細
撮
影
と
デ
ジ

タ
ル
画
像
化
を
進
め
て
い
る）

（
（

。

　

二
つ
め
は
、
比
較
資
料
の
発
掘
で
あ
る
。「
小
川
貫
弌
資
料
」
の
史
料
性
検
証
の

た
め
に
、
同
時
代
に
同
環
境
で
作
成
さ
れ
た
別
の
資
料
と
比
較
す
る
こ
と
は
、
調
査

研
究
上
、必
須
の
手
続
き
で
あ
る
が
、そ
う
し
た
観
点
に
加
え
て
、本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
で
は
、
貫
弌
と
同
時
代
に
日
中
戦
争
下
、
学
術
調
査
等
に
携
わ
っ
た
関
係
者
の

関
連
資
料
を
発
掘
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
。「
小
川
貫
弌
資
料
」
が
そ
う
で
あ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
よ
う
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
史
料
的
価
値
が
見
い
だ
さ
れ
ぬ
ま

ま
、
遺
品
と
し
て
そ
れ
ら
が
廃
棄
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
に
「
小
笠
原
宣
秀
資
料
」（
小
笠
原
宣
秀
：
龍
谷
大
学
教
授
・
中
国
仏
教
史
学
者
）
（
（

）、

「
亀
谷
法
城
資
料
」（
亀
谷
法
城
：
明
楽
寺
住
職
・
本
願
寺
派
開
教
使
・
南
京
仏
学
院
講
師
）
（
（

）、

「
岩
上
先
天
資
料
」（
岩
上
先
天
：
北
京
美
術
学
校
教
授
・
長
野
某
寺
住
職
）
（
（

）
を
調
査
対
象

と
し
て
き
た
が
、
た
だ
し
「
小
笠
原
宣
秀
資
料
」
と
「
亀
谷
法
城
資
料
」
に
つ
い
て

は
、
研
究
者
に
よ
り
、
一
部
そ
の
存
在
が
注
目
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
あ
り
、
厳
密

に
は
埋
も
れ
て
い
た
資
料
と
は
呼
べ
な
い
。

　

そ
し
て
、三
つ
め
が
海
外
調
査
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、「
小
川
貫
弌
資
料
」

は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
戦
時
下
の
中
国
で
蒐
集
さ
れ
、
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
貫

弌
の
中
国
に
お
け
る
足
跡
を
実
際
に
辿
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
資
料
類
の
背
景
と
環
境

と
を
確
認
す
る
こ
と
を
目
的
に
現
地
調
査
を
行
っ
て
い
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、「
小

川
貫
弌
資
料
」
中
に
記
録
さ
れ
た
、
貫
弌
が
調
査
し
た
経
典
、
お
よ
び
、
新
た
に
発

見
し
た
と
い
う
経
典
類
の
現
状
確
認
を
行
う
こ
と
と
、
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
公
開

に
向
け
て
、
特
に
写
真
資
料
の
付
帯
情
報
を
増
や
す
こ
と
、
こ
の
二
点
に
軸
足
を
置

い
て
調
査
を
進
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
貫
弌
が
中
国
で
活
動
し
た
時
期
は
昭
和
十
四

年
か
ら
十
六
年
に
か
け
て
で
あ
り
、
日
本
敗
戦
を
経
て
、
国
共
内
戦
、
文
化
大
革
命

な
ど
、
そ
の
後
の
中
国
で
は
大
き
な
混
乱
が
い
く
つ
も
起
き
て
お
り
、
文
化
財
は
も

ち
ろ
ん
、
国
全
体
が
日
中
戦
争
当
時
と
は
か
な
り
様
変
わ
り
し
て
い
る
こ
と
は
否
め

な
い
。
加
え
て
、
近
年
、
中
国
の
経
済
成
長
は
地
域
の
姿
を
さ
ら
に
大
き
く
変
え
て

い
る
。
し
か
し
、
当
時
と
何
が
変
わ
り
、
何
が
変
わ
ら
な
い
の
か
、
そ
の
状
況
認
識

の
有
無
は
、「
小
川
貫
弌
資
料
」
の
公
開
の
質
に
必
ず
や
違
い
を
も
た
ら
す
は
ず
で

あ
る
。
本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
そ
の
よ
う
な
見
通
し
の
も
と
、
資
料
に
基
づ

い
て
可
能
な
か
ぎ
り
の
現
地
調
査
を
行
い
た
い
、
と
考
え
て
い
る）

（
（

。

　

な
お
、
今
年
度
は
貫
弌
の
北
支
に
お
け
る
学
術
調
査
拠
点
で
あ
っ
た
山
西
省
太
原

と
、
本
願
寺
派
の
中
国
開
教
拠
点
で
あ
っ
た
上
海
で
の
現
地
調
査
を
、
藤
井
由
紀
子

と
花
栄
の
二
名
と
で
実
施
し
、「
小
川
貫
弌
資
料
」
と
関
係
す
る
施
設
や
場
所
の
現

状
確
認
を
行
っ
た）

（
（

。
以
下
、
本
稿
で
は
、
こ
の
中
国
に
お
け
る
調
査
、
特
に
山
西
省

太
原
で
の
調
査
成
果
報
告
を
交
え
つ
つ
、
貫
弌
と
中
国
と
の
関
係
、
そ
し
て
、「
小

川
貫
弌
資
料
」
と
中
国
と
の
関
係
を
考
察
し
て
み
た
い
。
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一
　「
小
川
貫
弌
資
料
」
と
中
国
─
資
料
群
の
分
類

　

自
筆
原
稿
と
メ
モ
書
き
の
ほ
か
、
ア
ル
バ
ム
や
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
で
構
成
さ
れ

る
「
小
川
貫
弌
資
料
」
で
あ
る
が
、
特
に
こ
れ
ら
ア
ル
バ
ム
類
の
中
に
は
、
写
真
や

絵
葉
書
、
新
聞
記
事
の
切
り
抜
き
以
外
に
、
中
国
留
学
時
の
私
信
や
切
手
、
中
国
紙

幣
、
切
符
、
そ
し
て
関
係
各
所
で
入
手
し
た
と
思
わ
れ
る
名
刺
や
レ
ジ
ュ
メ
、
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
等
が
丁
寧
に
貼
り
こ
ま
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
貫
弌
が
身
を
置
い
た
当

時
の
状
況
を
具
体
的
に
復
原
で
き
る
こ
と
が
、
当
該
資
料
の
大
き
な
特
徴
の
ひ
と
つ

と
な
っ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
中
国
調
査
に
つ
い
て
述
べ
る
に
先
だ
ち
、
ま
ず
は
貫

弌
の
中
国
で
の
足
跡
に
即
し
て
「
小
川
貫
弌
資
料
」
を
地
域
ご
と
で
分
類
し
、
そ
の

内
容
を
簡
単
に
示
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
ず
、
最
初
に
、
南
京
に
関
す
る
資
料
群
、
約
六
十
五
点
（
ア
ル
バ
ム
貼
付
資
料
を

一
点
と
し
て
数
え
る
と
約
八
百
点
）
が
挙
げ
ら
れ
る）

（
（

。
こ
の
南
京
関
係
資
料
は
、
昭
和

十
四
年
（
一
九
三
九
）
四
月
、
西
本
願
寺
の
興
亜
留
学
生
と
し
て
貫
弌
が
南
京
へ
と

派
遣
さ
れ
た
、
そ
の
南
京
逗
留
時
代
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
当
時
の
南
京
は
、
昭
和

十
二
年
（
一
九
三
七
）
十
二
月
、
日
本
軍
に
よ
る
首
都
南
京
の
陥
落
を
経
て
、
昭
和

十
五
年
（
一
九
四
〇
）
三
月
に
は
汪
兆
銘
を
中
心
に
し
た
親
日
政
権
と
し
て
の
南
京

国
民
政
府
が
樹
立
す
る
と
い
う
、大
き
な
政
治
的
動
き
の
な
か
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

西
本
願
寺
の
南
京
出
張
所（
後
の
南
京
別
院
）
（1
（

）の
駐
在
と
し
て
南
京
入
り
し
た
貫
弌
は
、

昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
七
月
に
開
学
し
た
本
願
寺
派
運
営
の
中
国
人
僧
侶
養
成

機
関
、
南
京
仏
学
院
に
お
い
て
教
鞭
を
と
る
こ
と
に
な
り
、
仏
学
院
が
置
か
れ
た
古

林
寺
境
内
で
中
国
僧
ら
と
起
居
生
活
を
と
も
に
し
な
が
ら
、
仏
学
院
の
講
師
と
し
て

約
二
年
間
の
日
々
を
送
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
小
川
貫
弌
資
料
」
中
の

南
京
資
料
群
も
ま
た
、
以
上
の
よ
う
な
貫
弌
の
南
京
で
の
生
活
を
反
映
し
て
、
古
林

寺
関
係
の
も
の
を
含
む
仏
学
院
関
係
の
資
料
と
、
そ
の
職
務
の
か
た
わ
ら
棲
霞
山
や

報
恩
寺
に
足
を
運
ん
で
大
蔵
経
関
係
の
調
査
を
行
っ
た）
（（
（

、
学
術
調
査
関
係
の
も
の
と

に
大
別
で
き
、
資
料
形
態
は
自
筆
の
調
査
メ
モ
の
ほ
か
、
ア
ル
バ
ム
と
ス
ク
ラ
ッ
プ

ブ
ッ
ク
計
四
冊
に
貼
付
さ
れ
た
写
真
、
絵
葉
書
、
紙
媒
体
（
仏
学
院
開
業
式
・
畢
業
式

の
招
待
状
な
ど
）
と
い
っ
た
も
の
が
中
心
と
な
る
。
な
お
、
南
京
に
つ
い
て
は
現
在

ま
で
の
と
こ
ろ
未
調
査
で
あ
る
が
、
今
年
度
末
に
古
林
寺
跡
や
棲
霞
山
な
ど
、
詳
細

な
現
地
調
査
を
行
う
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、「
小
川
貫
弌
資
料
」
に
は
、
な
ぜ
か
上
海
関
係
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど

含
ま
れ
て
い
な
い
。
南
京
逗
留
期
、
本
願
寺
派
に
よ
る
開
教
事
業
の
中
枢
機
関
が
置

か
れ
、
地
理
的
に
も
近
い
上
海
に
は
出
張
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
が
、
ア
ル
バ
ム
中
に
は
上
海
と
お
ぼ
し
き
風
景
が
写
っ
て
い
る
写
真
は
見
当
た
ら

な
い）
（1
（

。
な
お
、
貫
弌
の
渡
航
直
前
、
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
二
月
、
上
海
で
は

軍
の
特
務
部
が
中
心
と
な
っ
て
、
中
国
に
お
け
る
宗
教
工
作
の
推
進
を
目
的
と
し
て

中
支
宗
教
大
同
連
盟
が
発
足
す
る
な
ど
の
動
き
を
み
せ
て
い
た）
（1
（

。
こ
の
点
、「
小
川

貫
弌
資
料
」
中
に
は
、「
日
華
仏
教
連
盟
結
成
総
会
並
大
会
秩
序
表）
（1
（

」
と
い
う
、
中

支
宗
教
大
同
連
盟
仏
教
部
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
南
京
の
仏
教
連
合
組

織
、
日
華
仏
教
連
盟
の
謄
写
版
刷
り
の
プ
リ
ン
ト
が
あ
る
が）
（1
（

、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、

こ
れ
以
外
に
は
開
教
事
業
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
と
関
わ
る
資
料
類
を
見
つ
け
る
こ



【
特
別
調
査
報
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】
西
厳
寺
蔵
「
小
川
貫
弌
資
料
」
調
査
報
告
（
四
）

六
一

と
は
で
き
て
い
な
い
。

　

次
に
、
北
京
関
係
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
南
京
資
料
と
同
じ

ア
ル
バ
ム
に
貼
付
さ
れ
た
写
真
が
数
点
あ
る
程
度
で
、
資
料
群
と
呼
べ
る
ほ
ど
の
も

の
で
は
な
い
。
点
数
が
少
な
い
た
め
、
情
報
も
限
ら
れ
て
く
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
れ

ら
は
南
京
仏
学
院
の
職
を
辞
し
て
後
、
し
ば
ら
く
北
京
に
滞
在
し
て
山
西
省
調
査
の

準
備
を
進
め
て
い
た
期
間
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
写
真
の
中
に
は
天

安
門
広
場
で
何
か
し
ら
の
セ
レ
モ
ニ
ー
が
行
わ
れ
て
い
た
様
子
を
写
し
た
も
の
な
ど

も
あ
り
、興
味
を
ひ
く
。
今
後
は
現
地
調
査
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、「
小
川
貫
弌
資
料
」

以
外
の
資
料
と
つ
き
あ
わ
せ
、
そ
れ
ら
写
真
類
の
内
容
を
解
明
し
て
い
き
た
い
、
と

考
え
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
山
西
省
関
係
の
資
料
群
、
約
五
十
五
点
（
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
貼
付
資
料

を
一
点
と
し
て
数
え
る
と
約
四
百
点
）
が
挙
げ
ら
れ
る）
（1
（

。
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）

六
月
、
貫
弌
は
北
京
か
ら
山
西
省
に
入
り
、
省
都
で
あ
る
太
原
市
中
心
部
に
所
在
し

た
太
原
出
張
所
（
貫
弌
は
「
太
原
西
本
願
寺
」
と
表
記
し
て
お
り
、
本
論
で
も
以
下
で
は
太

原
西
本
願
寺
の
称
を
用
い
る
）
を
拠
点
に
調
査
を
行
っ
た
、
そ
の
時
の
も
の
で
あ
る
。

主
な
調
査
先
は
市
内
の
崇
善
寺
と
五
台
山
で
あ
る
が
、
五
台
山
関
係
の
資
料
に
は
、

同
山
の
大
蔵
経
に
つ
い
て
ま
と
め
た
自
筆
原
稿
や
調
査
メ
モ
の
ほ
か
、
同
年
六
月
に

行
わ
れ
た
第
二
回
五
台
山
六
月
復
興
大
会
に
関
す
る
も
の
が
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク

に
貼
付
さ
れ
た
形
で
相
当
数
残
さ
れ
て
お
り
、
五
台
山
と
い
う
仏
教
聖
地
を
舞
台
と

し
て
行
わ
れ
た
宗
教
文
化
工
作
の
具
体
的
な
内
容
が
知
ら
れ
る
と
い
う
点
、
こ
の
ス

ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
は
「
小
川
貫
弌
資
料
」
中
で
も
特
段
に
高
い
史
料
性
を
持
っ
て
い

る
、
と
本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
考
え
て
い
る）
（1
（

。

　

ま
た
、
山
西
省
資
料
群
で
は
も
う
ひ
と
つ
、
太
原
市
内
の
崇
善
寺
大
蔵
経
に
関
す

る
調
査
報
告
書
類
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
軍
の
特
務
機
関
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

の
も
と
、
寺
内
経
蔵
に
散
乱
し
て
い
た
宋
・
元
時
代
の
磧
砂
版
大
蔵
経
を
、
貫
弌
ら

が
調
査
を
兼
ね
て
整
理
し
、
失
わ
れ
ぬ
よ
う
保
護
処
置
を
施
し
た
う
え
で
蔵
に
納
め

直
し
た
際
の
記
録
類
（
下
書
き
）
で
、
貫
弌
に
よ
る
経
典
類
十
一
点
の
新
た
な
発
見

も
あ
っ
た
と
い
う）
（1
（

。
な
お
、
こ
の
貫
弌
が
発
見
し
た
経
典
類
は
、
崇
善
寺
に
隣
接
す

る
太
原
博
物
館
に
保
管
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
ら
の
伝
存
状
況
を
現
在
確
認
中

で
あ
る
が
、
一
方
、
貫
弌
ら
が
保
存
に
努
め
た
崇
善
寺
の
大
蔵
経
は
今
も
な
お
同
寺

に
蔵
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
く
、
貫
弌
の
崇
善
寺
で
の
調
査
活
動
は
、
大
蔵
経
研

究
と
い
う
観
点
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
文
化
財
保
護
と
い
う
観
点
で
も
非
常
に
意
義

深
い
も
の
で
あ
っ
た
、
と
評
価
で
き
る
。
そ
こ
で
、
今
年
度
は
こ
の
太
原
の
崇
善
寺

で
の
大
蔵
経
調
査
を
試
み
た
い
と
考
え
て
い
た
が
、
こ
の
崇
善
寺
を
は
じ
め
、
五
台

山
な
ど
、
中
国
の
寺
院
を
対
象
と
し
た
経
典
調
査
に
つ
い
て
は
困
難
が
あ
り
、
い
ま

だ
課
題
多
き
状
況
に
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
改
め
て
触
れ
て
み
た
い

と
思
う
。

二
　
山
西
省
太
原
に
お
け
る
小
川
貫
弌
の
足
跡

─
─
太
原
西
本
願
寺
・
崇
善
寺
・
太
原
博
物
館

　

中
国
山
西
省
に
あ
る
太
原
は
、
日
中
戦
争
当
時
も
、
現
在
も
、
山
西
省
の
省
都
で
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あ
る
。
明
か
ら
清
時
代
に
か
け
て
活
躍
し
た
山
西
商
人
の
例
に
み
る
よ
う
に
、
山
西

省
は
も
と
も
と
経
済
的
に
発
達
し
た
土
地
柄
で
あ
っ
た
が
、
五
台
県
出
身
の
軍
閥
、

閻
錫
山
の
も
と
、
省
都
太
原
は
近
代
商
都
と
し
て
さ
ら
に
大
き
く
栄
え
る
こ
と
に

な
っ
た
。
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
十
一
月
九
日
、
そ
の
太
原
を
、
日
本
軍
は
い

わ
ゆ
る
太
原
作
戦
に
よ
っ
て
攻
略
し
た
。
日
中
戦
争
の
引
き
金
と
な
っ
た
盧
溝
橋
事

件
発
生
か
ら
四
ヶ
月
後
、
太
原
府
城
を
め
ぐ
り
、
閻
錫
山
率
い
る
国
民
政
府
軍
と
攻

防
戦
を
繰
り
広
げ
た
結
果
、
日
本
軍
が
太
原
を
占
領
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
小
川
貫
弌
資
料
」
に
よ
る
と
、
貫
弌
が
北
京
を
発
っ
て
太
原
入
り
し
た
の
は
、

昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
六
月
三
十
日
で
、
こ
れ
は
日
本
軍
の
太
原
占
領
か
ら
四

年
後
の
こ
と
に
な
る
。
こ
の
間
、
山
西
省
陸
軍
特
務
機
関
は
、
先
の
攻
防
戦
で
破
壊

さ
れ
た
太
原
市
街
の
復
興
を
図
る
べ
く
、
道
路
建
設
、
河
川
修
復
な
ど
の
土
木
事
業

に
力
を
入
れ
た
だ
け
で
な
く
、
日
本
人
進
出
に
よ
る
人
口
増
加
を
見
込
ん
で）
（1
（

、
新
市

街
地
の
建
設
計
画
を
策
定
す
る
な
ど
、
都
市
整
備
に
向
け
て
の
準
備
を
着
々
と
進
め

て
い
っ
た）
11
（

。

　

さ
て
、
貫
弌
は
、
太
原
到
着
後
す
ぐ
に
、
太
原
に
お
け
る
本
願
寺
派
の
開
教
拠
点
、

太
原
西
本
願
寺
に
入
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
四
泊
し
た
の
ち
、
同
特
務
機
関

の
主
導
の
も
と
で
開
催
さ
れ
る
第
二
回
復
興
六
月
大
会
に
参
加
す
る
た
め
、
五
台
山

へ
と
向
か
っ
た
ら
し
い
。『
五
台
聖
境
』
と
題
さ
れ
た
、
新
民
会
発
行
の
五
台
山
の

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
が
「
小
川
貫
弌
資
料
」
中
に
は
含
ま
れ
て
い
る
が）
1（
（

、「
五
台
山
参
拝

途
径
」
と
い
う
挿
図
に
貫
弌
自
身
に
よ
る
書
き
込
み
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
山
西

省
入
り
し
た
貫
弌
の
足
取
り
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、昭
和
十
六
年（
一

九
四
一
）
六
月
二
十
七
日
に
北
京
を
発
ち
、
太
原
西
本
願
寺
に
逗
留
し
た
あ
と
、
七

月
三
日
に
五
台
山
入
口
で
あ
る
代
県
に
到
着
、
翌
日
に
は
五
台
山
の
中
心
街
と
な
る

台
懐
鎮
に
入
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、「
小
川
貫
弌
資
料
」
に
は
、
そ
の
際

に
購
入
し
た
「
華
北
交
通
自
動
車
券
」
も
残
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
捺
さ
れ
た
「
崞

県
─
陽
明
堡
─
代
県
─
繁
峙
─
沙
河
鎮
─
茶
房
子
─
望
海
峯
─
台
懐
鎮
」
と
い
う
経

路
ス
タ
ン
プ
か
ら
、
太
原
駅
か
ら
列
車
で
崞
県
駅
ま
で
行
き
、
そ
こ
か
ら
先
は
バ
ス

を
使
っ
て
五
台
山
入
り
し
た
こ
と
が
わ
か
る）
11
（

。
な
お
、
七
月
十
二
日
に
は
大
同
の
雲

崗
石
窟
へ
と
向
か
っ
て
い
る
が
、
再
び
五
台
山
に
戻
っ
た
よ
う
で
、
顕
通
寺
に
駐
在

し
て
い
た
酒
井
眞
典
（
真
言
宗
僧
・
密
教
学
者
・
陸
軍
特
務
機
関
員
。
以
下
、
酒
井
と
略

称
す
）
11
（

）、
菊
地
宣
正
（
真
宗
大
谷
派
開
教
使
・
陸
軍
特
務
機
関
員
。
以
下
、
菊
地
と
略
称
す
）
11
（

）

の
案
内
で
、
五
台
山
各
所
を
巡
っ
て
調
査
を
行
い
、
七
月
二
十
四
日
に
五
台
山
を
離

山
し
て
太
原
に
帰
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
同
月
二
十
六
日
か
ら
九
月
三
日
ま
で
市
内

崇
善
寺
で
の
大
蔵
経
調
査
に
携
わ
っ
て
い
る
が
、
貫
弌
が
残
し
た
崇
善
寺
調
査
の
報

告
書
に
よ
る
と
、
そ
の
き
っ
か
け
は
酒
井
・
菊
地
の
両
名
が
同
寺
で
宋
・
元
時
代
の

磧
砂
版
大
蔵
経
を
発
見
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
い）
11
（

、
お
そ
ら
く
五
台
山
か
ら
貫
弌

に
同
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
崇
善
寺
経
の
発
見
者
の
一
人
で
あ
り
、
陸
軍
特
務
機
関

の
機
関
員
で
も
あ
っ
た
大
谷
派
の
開
教
使
、
菊
地
と
と
も
に
経
典
調
査
を
行
い
、
か

つ
、
こ
れ
ら
が
失
わ
れ
ぬ
よ
う
、
そ
の
整
理
・
保
存
に
努
め
て
い
る）
11
（

。
さ
ら
に
、
崇

善
寺
調
査
の
合
間
を
縫
っ
て
、
市
街
外
れ
の
双
塔
寺
や
郊
外
の
晋
祠
に
も
足
を
運
ん

で
い
た
こ
と
が
、
残
さ
れ
た
写
真
の
内
容
か
ら
は
わ
か
る
。

　

そ
し
て
、
五
台
山
と
崇
善
寺
、
こ
の
二
ヶ
所
を
主
と
し
た
貫
弌
の
山
西
省
調
査
で



【
特
別
調
査
報
告
】
西
厳
寺
蔵
「
小
川
貫
弌
資
料
」
調
査
報
告
（
四
）

六
三

は
、
大
蔵
経
に
関
す
る
発
見
も
い
く
つ
か
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
朝
日
新
聞
』
北
支
版
の

昭
和
十
六
年（
一
九
四
一
）九
月
二
十
七
日
号
は
、「
仏

教
史
上
の
大
発
見
／
五
台
山
に
か
く
れ
た
る
経
文
な

ど
／
日
華
提
携
に
貴
重
な
資
料
」
と
い
う
見
出
し
を

つ
け
、
特
に
崇
善
寺
に
お
い
て
貴
重
な
発
見
が
あ
っ

た
こ
と
を
報
じ
て
お
り
、
こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
新

た
に
発
見
さ
れ
た
十
一
点
の
経
典
類
は
太
原
博
物
館

に
保
管
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う）
11
（

。

　

以
上
が
、「
小
川
貫
弌
資
料
」
か
ら
知
ら
れ
る
か

ぎ
り
の
、
山
西
省
に
お
け
る
貫
弌
の
足
跡
で
あ
る）
11
（

。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
本
年
度
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で

は
、「
小
川
貫
弌
資
料
」の
調
査
研
究
の
一
環
と
し
て
、

太
原
市
内
で
の
調
査
を
実
施
し
た
。
具
体
的
に
は
、

貫
弌
が
数
ヶ
月
間
、
起
居
し
た
太
原
西
本
願
寺
を
起

点
に
、
諸
資
料
と
諸
研
究
を
参
照
に
し
つ
つ
、
貫
弌

の
行
動
に
沿
っ
て
主
要
な
場
所
の
踏
査
を
試
み
た
。

以
下
、
そ
の
踏
査
結
果
を
踏
ま
え
て
各
所
の
位
置
関

係
を
確
認
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

ま
ず
、
太
原
西
本
願
寺
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
戦

後
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
な
が
ら
、
本
願
寺
派
の
海

〔
挿
図
１
　
太
原
市
街
図
〕　
出
典
：
華
北
交
通
ア
ー
カ
イ
ブ
作
成
委
員
会
「
華
北
交
通
ア
ー
カ
イ
ブ
」

華
北
交
通
の
旧
太
原
駅
の
位
置
が
示
さ
れ
て
い
る
た
め
本
図
を
引
用
し
た
が
、
各
駅
間
を
最
短
距
離
で
結
ん
だ
も
の
ら
し
く
、
◉
で

示
さ
れ
た
駅
の
位
置
以
外
、
路
線
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
正
確
に
示
し
た
も
の
で
は
な
い
（
当
図
で
は
文
廟
や
崇
善
寺
境
内
を
線
路
が

貫
い
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な
い
）。

拡大

（
上
図
）

（
下
図
／
拡
大
図
）
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外
開
教
拠
点
を
示
し
た
『
海
外
開
教
要
覧
』
に
よ
っ
て
、
当
時
の
住
所
は
「
太
原
市

皇
華
館
街
六
号
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る）
11
（

。
現
在
、
こ
の
布
教
所
は
そ
の
跡
す

ら
残
っ
て
は
い
な
い
が
、
皇
華
館
と
い
う
地
名
は
今
で
も
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
場

所
は
旧
太
原
府
城）
11
（

の
城
域
内
に
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
太
原
西
本
願
寺
は
市
の
主
要

部
に
置
か
れ
て
い
た
、
と
考
え
て
よ
い
。
ま
た
、
こ
れ
を
太
原
駅
か
ら
見
た
場
合
に

は
、
駅
の
北
西
、
距
離
に
し
て
約
六
百
～
七
百
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
な
り
、
駅
か

ら
も
至
近
の
、
市
街
地
の
中
心
部
と
も
い
う
べ
き
絶
好
の
場
所
に
西
本
願
寺
は
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
、貫
弌
が
利
用
し
た
頃
の
太
原
駅
（
華
北
交
通
同
蒲
線
）

は
、
現
在
の
太
原
駅
よ
り
も
三
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
南
西
、
太
原
城
首
義
門
外
の
南
官

坊
に
あ
っ
た
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

　

右
に
示
し
た
挿
図
は
、
京
都
大
学
地
域
研
究
統
合
情
報
セ
ン
タ
ー
を
母
胎
に
発
足

し
た
、華
北
交
通
ア
ー
カ
イ
ブ
作
成
委
員
会
が
構
築
し
た
「
華
北
交
通
ア
ー
カ
イ
ブ
」

か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
華
北
交
通
の
鉄
道
駅
を
既
製
の
w
e
b
地
図
上
に
再

現
し
た
も
の
で
あ
る
が）
1（
（

、
本
稿
で
は
そ
こ
に
若
干
の
加
工
を
加
え
て
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
上
図
に
「
拡
大
」
と
し
て
点
線
で
一
画
を
囲
ん
で
い
る
の
は
本
稿
に
よ
る
も
の

で
、
こ
の
拡
大
し
た
エ
リ
ア
に
太
原
西
本
願
寺
、
崇
善
寺
、
太
原
博
物
館
（
文
廟
）

が
す
べ
て
含
ま
れ
る
（
下
図
は
こ
の
上
図
の
拡
大
エ
リ
ア
を
抜
き
出
し
て
示
し
た
も
の
）。

あ
く
ま
で
も
現
代
の
地
図
で
あ
る
が
、
太
原
西
本
願
寺
以
外
は
、
今
も
な
お
場
所
を

変
え
ず
に
存
続
し
て
お
り
、
戦
争
下
と
現
在
と
の
地
理
的
な
異
同
を
大
ま
か
に
把
握

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
上
図
の
電
車
マ
ー
ク
（

）
の
と
こ
ろ
が
現
在

の
太
原
駅
で
あ
る
が
、
こ
こ
を
起
点
と
し
て
西
方
向
、
五
一
広
場
を
経
て
汾
河
方
面

〔挿図 ２〕　太原西本願寺の今昔比較
右：西本願寺前で撮影された記念写真（前列向かって右端が貫弌）
左：西本願寺のあった皇華館の現在の街なみ　　　　　 　　　　

向かって左上の写真中央の古建築は皇華館 9 号楼という太原市の文化
財指定建造物で、清時代に提督学校としてこの地に建てられたもので
ある。
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六
五

へ
、
東
西
に
ま
っ
す
ぐ
走
る
迎
沢
大
街
と
い
う
大
通
り
が
旧
太
原
府
城
の
南
限
、
つ

ま
り
は
南
北
に
長
い
長
方
形
を
し
た
城
域
の
下
辺
に
あ
た
り
、
こ
の
大
通
り
の
す
ぐ

北
側
の
エ
リ
ア
に
太
原
西
本
願
寺
の
あ
っ
た
皇
華
館
（
拡
大
地
図
で
は
交
通
銀
行
す
ぐ

下
に
「
皇
华
馆
」
と
街
路
名
が
小
さ
く
書
か
れ
て
い
る
）、
太
原
博
物
館
（
現
在
は
山
西
省

民
俗
博
物
館
）、
崇
善
寺
が
す
べ
て
収
ま
り
、
こ
れ
ら
は
徒
歩
で
往
来
で
き
る
非
常
に

至
近
距
離
に
所
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

な
お
、「
小
川
貫
弌
資
料
」
中
に
は
太
原
の
東
本
願
寺
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の

は
な
い
が
、
皇
華
館
街
の
す
ぐ
西
隣
に
は
文
瀛
公
園
が
あ
り）
11
（

、
こ
れ
は
日
中
戦
争
時

に
は
新
民
公
園
と
呼
ば
れ
、
中
華
民
国
十
五
年
（
一
九
二
六
）
頃
、
こ
の
公
園
の
北

に
建
て
ら
れ
た
太
原
仏
教
会
館
が
太
原
東
本
願
寺
の
前
身
で
あ
る
と
、
本
願
寺
派
の

開
教
使
、
高
原
一
道
（
本
願
寺
派
太
原
出
張
所
在
勤
・
陸
軍
特
務
機
関
員
。
以
下
、
高
原
と

略
称
す
）
11
（

）
が
、『
本
願
寺
新
報
』
に
寄
せ
た
「
念
仏
に
蘇
へ
る
／
北
支
山
西
省
」
と

い
う
記
事
の
な
か
で
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
高
原
に
よ
る
と
、
中
華
民
国
九
年

（
一
九
二
〇
）、
代
県
か
ら
太
原
に
来
た
昌
修
と
い
う
僧
が
開
化
寺
に
留
錫
し
、
坐
禅

念
仏
を
始
め
た
と
こ
ろ
、
そ
の
高
風
を
慕
っ
て
人
が
集
ま
り
、
わ
ず
か
五
年
足
ら
ず

の
間
に
念
仏
に
帰
依
す
る
者
が
太
原
人
口
の
約
一
割
に
ま
で
及
ん
だ
と
い
う
こ
と
を

紹
介
し
つ
つ
、
そ
の
念
仏
信
仰
の
高
ま
り
を
う
け
て
新
築
さ
れ
た
太
原
仏
教
会
館
が

東
本
願
寺
の
前
身
で
あ
っ
た
と
い
う）
11
（

。
ま
た
、
従
軍
僧
と
し
て
太
原
に
入
城
し
た
大

谷
派
の
開
教
使
、
井
上
淳
念
に
よ
る
と
、
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
十
一
月
二
十

七
日
、
御
正
忌
を
契
機
と
し
て
太
原
東
本
願
寺
は
創
立
さ
れ
た
と
い
い
、
さ
ら
に
同

派
で
は
太
原
大
谷
学
園
（
日
語
科
・
支
那
語
科
・
家
政
科
）
を
建
設
し
て
興
亜
教
育
を

展
開
し
た
と
い
う）
11
（

。
ち
な
み
に
、
先
の
高
原
は
、
菊
地
と
同
じ
く
特
務
機
関
員
で
も

あ
り
、
藤
谷
道
威
（
本
願
寺
派
太
原
出
張
所
主
任
。
以
下
、
藤
谷
と
略
称
す
）
11
（

）
と
と
も
に
、

開
教
の
た
め
の
施
策
と
し
て
太
原
で
念
仏
運
動
を
展
開
し
て
い
た
ほ
か
、
宗
教
工
作

の
一
環
と
し
て
日
本
の
浄
土
系
三
宗
派
（
浄
土
宗
・
本
願
寺
派
・
大
谷
派
）
が
力
を
入

れ
た
、
太
原
郊
外
の
玄
中
寺
復
興
に
も
深
く
関
わ
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る）
11
（

。
玄
中
寺

の
御
膝
元
ゆ
え
、
山
西
省
の
中
国
民
衆
に
は
念
仏
信
仰
の
素
地
が
あ
る
、
と
い
う
の

が
高
原
た
ち
の
言
い
分
で）
11
（

、
特
務
機
関
や
新
民
会
、
山
西
省
管
路
局
な
ど
、
日
本
の

関
係
者
の
念
仏
信
仰
が
、
そ
こ
に
重
な
る
と
い
う
太
原
で
の
現
況
を
顧
み
て
、
高
原

は
念
仏
を
介
し
た
日
中
の
つ
な
が
り
こ
そ
は
大
東
亜
共
栄
圏
の
基
礎
を
形
成
す
る
も

の
だ
、
と
公
言
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
当
時
、
こ
の
玄
中
寺
復
興
と
関
連
し
て
、
同

寺
の
調
査
を
精
力
的
に
進
め
て
い
た
中
国
仏
教
史
学
者
と
し
て
、
道
端
良
秀
（
大
谷

大
学
教
授
・
大
谷
派
僧
侶
。
以
下
、
道
端
と
略
称
す
）
の
名
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
が）
11
（

、

道
端
も
ま
た
、
玄
中
寺
を
は
じ
め
と
す
る
学
術
調
査
活
動
を
、
太
原
東
本
願
寺
を
拠

点
に
行
っ
て
い
た
ら
し
い）
11
（

。

　

以
上
を
総
じ
る
に
、
太
原
の
東
西
両
本
願
寺
は
、
軍
の
特
務
機
関
と
密
接
に
つ
な

が
り
な
が
ら
、
開
教
事
業
だ
け
で
な
く
、
仏
教
系
の
研
究
者
た
ち
が
調
査
を
行
う
た

め
の
学
術
拠
点
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
皇
華
館
一
帯
は
明
清
時

代
に
は
貢
院
と
い
う
科
挙
の
試
験
場
が
置
か
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
流
れ
を
う

け
て
、
山
西
省
初
の
大
学
、
山
西
大
学
が
発
祥
す
る
な
ど
、
近
代
以
降
も
文
化
・
教

育
の
一
大
ゾ
ー
ン
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
開
設
さ
れ
た
東
西
両
本
願
寺
で
も
、
研
究

者
や
開
教
使
た
ち
が
東
西
の
枠
を
超
え
、
協
力
し
な
が
ら
山
西
省
内
の
学
術
調
査
を
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着
々
と
進
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、「
小
川
貫
弌
資
料
」
の
内
容
に
基

づ
い
て
、
太
原
市
に
お
い
て
現
地
調
査
を
行
い
、
当
時
、
貫
弌
が
身
を
置
い
た
環
境

を
丁
寧
に
ひ
と
つ
ひ
と
つ
確
認
し
て
い
っ
た
が
、
も
う
ひ
と
つ
、
今
回
の
太
原
調
査

の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
崇

善
寺
の
経
典
類
の
現
状
を
確
認

す
る
、
そ
の
た
め
の
足
掛
か
り

を
作
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
崇
善

寺
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
書
は
決

し
て
多
く
は
な
い
が
、
事
前
に

文
献
調
査
を
行
っ
た
結
果）
1（
（

、
貫

弌
ら
が
調
査
し
、
保
存
に
努
め

た
大
蔵
経
と
思
し
き
も
の
が
、

現
在
も
同
寺
に
蔵
さ
れ
て
い
る

可
能
性
の
高
い
こ
と
が
想
定
で

き
た
た
め
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、

実
際
に
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
貫

弌
ら
の
事
績
は
、
占
領
下
の
文

化
財
保
護
と
い
う
視
点
か
ら
も

意
義
深
い
も
の
と
な
り
、
崇
善

寺
に
お
け
る
大
蔵
経
の
確
認
調

査
の
実
現
は
重
要
な
成
果
の
ひ
と
つ
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
国
寺
院
に

お
け
る
本
格
的
な
調
査
は
然
る
べ
き
人
物
か
ら
の
紹
介
が
な
い
と
実
現
が
難
し
く
、

そ
う
し
た
人
脈
を
持
ち
え
て
い
な
い
本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
は
、
山
西
省
仏

教
協
会
な
ど
、
人
を
介
し
て
各
方
面
に
打
診
を
試
み
て
い
る
も
の
の
、
早
急
に
事
が

運
ぶ
と
い
う
状
況
に
は
い
ま
だ
至
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
今
回
は
経
典
調
査
実
現

へ
の
布
石
と
し
て
、「
小
川
貫
弌
資
料
」
の
う
ち
、
崇
善
寺
関
係
の
画
像
を
持
参
し
、

大
蔵
経
に
関
し
て
現
状
確
認
調
査
が
可
能
か
ど
う
か
、
直
接
、
崇
善
寺
を
訪
れ
て
尋

ね
て
み
る
と
い
う
こ
と
を
、
苦
肉
の
策
と
し
て
計
画
し
た）
11
（

。

　

と
こ
ろ
が
で
あ
る
。
実
際
に
崇
善
寺
を
訪
れ
て
み
る
と
、「
小
川
貫
弌
資
料
」
中

の
写
真
に
も
あ
る
大
殿
は
、
数
年
間
の
計
画
で
修
理
中
の
状
態
で
、
ま
た
、
そ
の
覆

い
の
か
か
っ
た
大
殿
で
は
、
修
理
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
要
が
延
々
と
続
け
ら
れ
、

大
殿
は
む
ろ
ん
、
境
内
も
真
摯
に
合
掌
す
る
信
者
で
あ
ふ
れ
か
え
っ
て
お
り
、
カ
メ

ラ
を
持
っ
て
境
内
に
立
ち
入
っ
た
わ
れ
わ
れ
に
常
に
注
が
れ
る
冷
た
い
視
線
の
な

か
、
当
該
寺
院
に
お
い
て
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
な
し
に
調
査
の
交
渉
を
す
る
な
ど
、

微
塵
の
余
地
も
な
い
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
敢
え
て
書
く
が
、

門
外
に
は
大
勢
の
物
乞
い
の
人
々
が
お
り
、
小
鉢
を
差
し
出
し
な
が
ら
参
詣
者
た
ち

の
後
を
追
い
か
け
る
光
景
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
寺
院
外
観
の
撮
影
の
た
め
カ
メ
ラ

を
構
え
れ
ば
、
脇
か
ら
袖
を
つ
か
ま
れ
、
鞄
を
つ
か
ま
れ
、
信
仰
が
現
在
も
な
お
強

く
生
き
て
い
る
寺
院
と
い
う
も
の
の
姿
を
、
そ
の
よ
う
な
形
で
も
実
感
さ
せ
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
一
方
で
大
き
な
成
果
が
あ
っ
た
の
は
、
こ
の
崇
善
寺
に
隣
接
す
る
旧
太

〔挿図 ３〕　崇善寺の今昔比較　右：貫弌撮影写真、左：藤井撮影写真



【
特
別
調
査
報
告
】
西
厳
寺
蔵
「
小
川
貫
弌
資
料
」
調
査
報
告
（
四
）

六
七

原
博
物
館
、
現

在
の
山
西
省
民

俗
博
物
館
で
あ

る
。
先
に
も
触

れ
た
、
貫
弌
が

崇
善
寺
で
発
見

し
た
十
一
点
の

経
典
類
が
保
管

さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
、
と
報
じ
ら
れ
て
い
た
文
化
施
設
で
あ
る
。
こ
の
博
物
館
は
、
中
華
民
国
八

年
（
一
九
一
九
）
十
月
、
太
原
の
文
廟
内
に
開
設
さ
れ
た
山
西
省
教
育
図
書
博
物
館

を
濫
觴
と
し）
11
（

、
山
西
公
立
図
書
館
、
山
西
省
立
民
衆
教
育
館
と
名
称
を
変
え
、
昭
和

十
二
年
（
一
九
三
七
）
の
太
原
占
領
以
降
は
日
本
軍
の
管
理
下
に
置
か
れ
た
施
設
で

あ
る
。「
小
川
貫
弌
資
料
」
中
に
は
、
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
発
行
の
『
太
原

博
物
館
案
内
』
と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
含
ま
れ
て
い
る
が
（
挿
図
4
）、
冒
頭
に

は
山
西
省
陸
軍
特
務
機
関
長
の
植
山
英
武
に
よ
る
「
は
し
が
き
」
が
あ
る
ほ
か
、「
山

西
文
化
保
護
会
設
立
趣
意
書
」
な
る
一
文
を
含
む
、
博
物
館
の
沿
革
も
そ
こ
に
は
記

さ
れ
て
い
て
、
そ
の
内
容
か
ら
当
時
、
博
物
館
を
管
理
し
た
の
は
陸
軍
第
百
九
師
団

（
山
岡
部
隊
）
内
に
設
置
さ
れ
た
山
西
文
化
保
護
会
で
、
会
長
は
師
団
長
で
も
あ
る
山

岡
重
厚
、
以
下
、
図
書
部
幹
事
に
井
波
信
一
、
美
術
部
幹
事
に
寺
前
為
一
、
自
然
科

学
部
幹
事
に
深
尾
太
三
郎
（
以
下
、深
尾
と
略
称
す
）
が
就
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

〔挿図 ４〕　山西省陸軍特務機関発行
『太原博物館案内』

〔挿図 ５〕　太原博物館の今昔比較
右：『太原博物館案内』挿図　左：現在の太原博物館（山西省民俗博物館）
挿図向かって右上の門はそのまま現存するほか、挿図左上に見える銅製の七重塔も
現在屋外に陳列されている。
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八

な
お
、
深
尾
は
植
山
特
務
機
関
長
の
「
は
し
が
き
」
に
も
そ
の
名
が
登
場
し
、
深
尾

の
働
き
に
よ
っ
て
こ
の
『
太
原
博
物
館
案
内
』
の
上
梓
を
み
た
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い

る）
11
（

。
そ
の
後
、
同
年
十
二
月
、
博
物
館
は
山
西
省
公
署
に
返
還
さ
れ
、
親
日
派
政
権

の
管
理
す
る
施
設
と
し
て
再
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
に
な
り
、
名
称
も
山
西
省
立
新
民

教
育
館
に
変
更
さ
れ
た
。館
長
に
は
山
西
省
公
署
教
育
庁
秘
書
長
の
張
範
が
就
任
し
、

実
務
を
司
る
主
任
に
は
日
本
人
二
名
、す
な
わ
ち
深
尾
と
俵
重
秋
が
そ
の
職
に
就
き
、

博
物
館
運
営
に
あ
た
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
新
民
教
育
館
の
開
館
式
典
は

昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
四
月
二
十
七
日
、
貫
弌
が
太
原
入
り
す
る
直
前
に
行
わ

れ
て
お
り
、
貫
弌
が
出
入
り
し
た
の
は
、
正
確
に
は
こ
の
新
民
教
育
館
時
代
の
博
物

館
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。「
小
川
貫
弌
資
料
」中
の『
太
原
博
物
館
案
内
』に
は「
山

西
省
立
新
民
教
育
館
／
閲
覧
部
主
任　

深
尾
太
三
郎
」
と
い
う
名
刺
も
添
え
ら
れ
て

い
る
ほ
か
、
崇
善
寺
の
調
査
記
録
に
も
し
ば
し
ば
深
尾
の
名
が
登
場
し
て
お
り
、
学

術
調
査
を
通
し
て
両
者
間
に
深
い
交
流
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る）
11
（

。

　

で
は
、
こ
の
博
物
館
に
保
管
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
貫
弌
発
見
の
経
典
類

は
、
そ
の
後
、
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
昭
和
二
十
年

（
一
九
四
五
）の
終
戦
以
降
、博
物
館
の
管
理
も
再
び
変
遷
を
み
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

山
西
省
立
民
衆
教
育
館
と
い
う
旧
称
が
復
活
し
て
国
民
政
府
の
管
理
下
に
戻
り
、
一

九
四
九
年
十
月
、
中
華
人
民
共
和
国
と
し
て
新
し
い
中
国
が
建
て
ら
れ
て
以
降
は
山

西
省
図
書
博
物
館
と
な
り
、
一
九
五
三
年
か
ら
は
山
西
省
博
物
館
と
し
て
運
営
さ
れ

て
き
た
。
そ
の
場
所
は
文
廟
内
で
変
更
は
な
か
っ
た
が
、近
年
、二
〇
〇
四
年
に
な
っ

て
汾
河
の
西
岸
に
場
所
を
変
え
、
山
西
省
博
物
院
と
い
う
形
で
新
し
い
立
派
な
省
立

の
博
物
館
が
開
設
さ
れ
た
こ
と
で
、
そ
の
所
蔵
品
も
多
く
移
動
を
み
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
一
方
、
文
廟
内
の
博
物
館
は
現
在
、
山
西
省
文
物
局
が
所
管
す
る
山
西
省

民
俗
博
物
館
と
な
り
、
展
示
内
容
も
民
俗
を
中
心
と
し
た
も
の
に
変
更
さ
れ
て
現
在

に
至
っ
て
い
る
。
貫
弌
が
逗
留
し
た
時
代
の
建
物
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
残
っ
て
お
り
、

『
太
原
博
物
館
案
内
』
の
挿
図
写
真
に
掲
載
さ
れ
た
文
物
も
、
ご
く
一
部
な
が
ら
同

館
に
残
さ
れ
て
い
る
が（
挿
図
5
）、終
戦
後
の
博
物
館
の
変
遷
の
歴
史
を
鑑
み
る
と
、

貫
弌
発
見
の
経
典
類
に
つ
い
て
追
跡
調
査
を
行
う
こ
と
は
、
山
西
省
博
物
院
と
の
交

渉
も
視
野
に
入
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
決
し
て
簡
単
で
は
な
い
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ

い
た
。

　

そ
こ
で
、
今
回
の
太
原
調
査
で
は
、
崇
善
寺
と
同
様
、
ま
ず
は
旧
太
原
博
物
館
で

あ
る
こ
の
民
俗
博
物
館
に
、『
太
原
博
物
館
案
内
』
を
は
じ
め
、
当
時
の
太
原
に
関

す
る
資
料
を
画
像
と
し
て
持
参
し
、
今
後
の
調
査
に
向
け
て
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら

う
、
と
い
う
計
画
を
立
て
た
。
対
応
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
当
該
博
物
館
の
陳

列
部
主
任
の
安
海
氏
で
あ
る
。
こ
の
安
氏
は
博
物
館
学
を
専
門
と
す
る
研
究
者
で
、

持
参
し
た
資
料
に
対
し
、
近
代
太
原
史
研
究
の
観
点
か
ら
多
大
な
興
味
を
示
し
て
い

た
だ
き
、
研
究
的
視
座
か
ら
「
小
川
貫
弌
資
料
」
の
史
料
性
を
め
ぐ
っ
て
、
活
発
に

情
報
交
換
を
す
る
時
間
の
持
て
た
こ
と
は
実
に
幸
甚
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
小

川
貫
弌
資
料
」
中
の
太
原
関
係
の
資
料
は
中
国
に
は
残
っ
て
い
な
い
も
の
で
、今
後
、

太
原
の
文
化
財
史
を
編
纂
す
る
際
に
は
貴
重
な
情
報
源
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
ま

た
、
当
該
博
物
館
に
は
占
領
時
代
の
も
の
と
思
わ
れ
る
日
本
人
関
係
の
資
料
が
未
整

理
の
ま
ま
残
さ
れ
て
お
り
、
日
本
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
こ
れ
を
整
理
す
る
見
通
し
も



【
特
別
調
査
報
告
】
西
厳
寺
蔵
「
小
川
貫
弌
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料
」
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六
九

つ
い
て
い
な
い
こ
と
な
ど
、
情
報
交
換
を
進
め
る
な
か
か
ら
、「
小
川
貫
弌
資
料
」

と
の
関
連
も
含
め
て
、
日
を
改
め
て
同
館
所
蔵
の
占
領
時
代
の
未
整
理
資
料
を
本
格

的
に
調
査
さ
せ
て
い
た
だ
く
約
束
を
取
り
交
わ
し
た）
11
（

。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
貫
弌

が
発
見
し
た
経
典
類
の
追
跡
調
査
に
つ
い
て
も
、
現
在
こ
の
博
物
館
に
該
当
す
る
も

の
は
お
そ
ら
く
な
い
が
、
可
能
性
の
あ
る
山
西
省
博
物
院
に
問
い
合
わ
せ
る
窓
口
と

な
る
、
と
の
言
葉
を
い
た
だ
く
こ
と
も
で
き
た
。
む
ろ
ん
、
具
体
的
な
成
果
が
出
る

の
は
、
次
回
の
同
館
で
の
調
査
後
と
な
る
が
、
日
中
戦
争
時
の
資
料
類
を
史
料
と
し

て
活
か
し
て
い
く
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
人
的
つ
な
が
り
を
海
外
の
研
究
者
と
結
べ

た
こ
と
は
、
ひ
と
え
に
貫
弌
が
残
し
た
「
小
川
貫
弌
資
料
」
と
い
う
“
史
料
の
力
”

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
を
共
有
し
て
く
だ
さ
っ
た
安
海
氏
に
は
心
よ
り
お
礼

を
申
し
上
げ
た
い）
11
（

。

　

以
上
、「
小
川
貫
弌
資
料
」
の
内
容
に
基
づ
い
て
太
原
で
現
地
調
査
を
行
っ
た
、

そ
の
調
査
成
果
報
告
を
兼
ね
た
形
で
考
察
を
行
っ
て
み
た
。
な
お
、
今
回
の
調
査
で

は
、貫
弌
が
崇
善
寺
調
査
の
合
間
に
訪
れ
た
晋
祠
の
踏
査
も
試
み
る
予
定
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
太
原
市
の
南
西
に
位
置
す
る
晋
祠
の
延
長
線
上
に
は
、「
小
川
貫
弌
資
料
」

の
比
較
分
析
資
料
と
し
て
「
小
笠
原
宣
秀
資
料
」
を
用
い
た
際
に
考
察
し
た
玄
中
寺

が
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
玄
中
寺
は
貫
弌
と
交
流
し
た
道
端
や
高
原
と
の
関
連
の
深

い
場
所
で
も
あ
り
、
急
遽
、
汾
河
に
沿
っ
て
当
時
の
行
程
を
た
ど
り
な
が
ら
、
玄
中

寺
に
足
を
延
ば
し
、
そ
の
帰
路
に
晋
祠
に
向
か
う
予
定
と
し
た
と
こ
ろ
、
日
没
を
迎

え
て
し
ま
い
、
晋
祠
の
踏
査
は
叶
わ
な
く
な
っ
た
。
ま
だ
、
太
原
市
内
で
は
太
原
駅

か
ら
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
南
東
に
位
置
す
る
双
塔
寺
の
踏
査
も
残
さ
れ
て
い
る
。

次
回
、
山
西
省
民
俗
博
物
館
で
の
調
査
の
際
に
、
晋
祠
の
踏
査
を
試
み
た
い
、
と
考

え
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、「
小
川
貫
弌
資
料
」
が
中
国
で
作
成
、
も
し
く
は
、
蒐
集
さ
れ
た
資

料
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
、
中
国
に
お
い
て
貫
弌
の
行
動
に
沿
っ
た
形
で
現
地
調

査
を
行
っ
た
、そ
の
報
告
を
兼
ね
た
形
で
当
該
資
料
の
考
察
を
進
め
て
み
た
。
な
お
、

今
回
の
調
査
で
は
上
海
も
訪
れ
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
協
力
し
て
い
た
だ
け
る
中
国

人
研
究
者
を
獲
得
す
る
た
め
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
趣
旨
説
明
な
ど
の
時
間
に
多
く
を

割
い
た
が
、
そ
の
か
た
わ
ら
、
上
海
市
虹
口
区
乍
浦
路
の
上
海
西
本
願
寺
跡
（
建
物

現
存
）
11
（

）
や
、中
支
宗
教
大
同
連
盟
に
関
連
し
て
虹
口
区
黄
浦
路
に
あ
る
上
海
ア
ス
タ
ー

ハ
ウ
ス
（
現
在
は
金
融
博
物
館
）
な
ど
を
踏
査
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
海
で

の
踏
査
内
容
は
南
京
と
の
関
連
が
強
い
。
い
ず
れ
南
京
調
査
の
報
告
と
併
せ
て
、
上

海
で
の
踏
査
内
容
を
報
告
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

〔
謝
辞
〕

　

今
回
の
調
査
を
通
し
て
、「
小
川
貫
弌
資
料
」
の
よ
う
な
、
内
容
が
日
本
と
中
国

と
に
ま
た
が
り
、
か
つ
、
戦
争
と
い
う
事
項
を
含
む
近
代
の
資
料
に
つ
い
て
現
地
調

査
を
行
う
場
合
、
学
問
の
普
遍
性
に
基
づ
い
て
本
研
究
の
意
義
を
理
解
し
、
そ
の
上

で
協
力
を
し
て
く
だ
さ
る
中
国
の
研
究
者
の
方
々
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
る
、
と
い



同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
　
第
三
十
九
号

七
〇

う
こ
と
を
改
め
て
痛
感
し
た
。
内
蒙
古
社
会
科
学
院
蒙
古
語
言
文
字
研
究
所
長
の
萨

日
娜
氏
、
中
国
科
学
院
工
業
陶
磁
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
の
包
山
虎
氏
、
そ
し
て
、

山
西
省
民
俗
博
物
館
陳
列
部
主
任
の
安
海
氏
、
以
上
の
方
々
に
は
貴
重
な
時
間
を
割

い
て
い
た
だ
き
、意
見
交
換
を
し
な
が
ら
い
ろ
い
ろ
と
学
ば
せ
て
い
た
だ
く
機
会
と
、

今
後
の
協
力
に
関
す
る
言
と
を
頂
戴
し
た
。
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

注

（
1
）　

藤
井
由
紀
子
・
中
川
剛
・
高
木
祐
紀
・
小
川
徳
水
・
工
藤
克
洋
「
特
別
調
査
報

告　

西
厳
寺
蔵
「
小
川
貫
弌
資
料
」
調
査
報
告
（
一
）」（『
同
朋
大
学
仏
教
文
化

研
究
所
紀
要
』
第
三
十
六
号
、平
成
二
十
九
年
三
月
）。
藤
井
由
紀
子
・
小
川
徳
水
・

北
村
一
仁
・
大
艸
啓
・
工
藤
克
洋
・
高
木
祐
紀
・
中
川
剛
・
新
野
和
暢
・
花
栄
・

日
比
野
洋
文
「
特
別
調
査
報
告　

西
厳
寺
蔵
「
小
川
貫
弌
資
料
」
調
査
報
告
（
二
）」

（『
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
十
七
号
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
）。

藤
井
由
紀
子
・
小
川
徳
水
・
中
川
剛
・
日
比
野
洋
文
「
特
別
調
査
報
告　

西
厳

寺
蔵
「
小
川
貫
弌
資
料
」
調
査
報
告
（
三
）」（『
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』

第
三
十
八
号
、
平
成
三
十
一
年
三
月
）。

（
2
）　

小
川
徳
水
氏
は
小
川
貫
弌
の
長
男
で
あ
り
、
西
厳
寺
の
現
住
で
あ
る
。
ま
た
、

調
査
二
年
目
と
な
る
二
〇
一
七
年
度
か
ら
は
本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
参
加
メ

ン
バ
ー
と
な
り
、「
小
川
貫
弌
資
料
」
に
つ
い
て
の
問
題
を
共
有
し
て
い
る
。

（
3
）　

中
川
剛
と
日
比
野
洋
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
の
客
員
研

究
員
、
特
別
研
究
員
で
あ
る
。

（
4
）　
「
小
笠
原
宣
秀
資
料
」
約
四
十
点
（
ア
ル
バ
ム
貼
付
の
写
真
を
一
点
と
し
て
数
え

た
場
合
は
約
四
二
二
点
。
た
だ
し
、
別
に
未
勘
定
の
バ
ラ
写
真
あ
り
）。
こ
れ
ら

に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
七
年
度
、
広
島
大
学
敦
煌
学
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
セ
ン

タ
ー
の
白
須
淨
眞
氏
の
全
面
的
な
ご
支
援
に
よ
り
比
較
資
料
研
究
に
着
手
し
た
。

（
5
）　
「
亀
谷
法
城
資
料
」
約
六
十
点
（
ア
ル
バ
ム
貼
付
の
写
真
を
一
点
と
し
て
数
え
た

場
合
は
約
五
三
六
点
）。
こ
れ
ら
は
新
潟
大
学
の
柴
田
幹
夫
氏
、
龍
谷
大
学
の
野

世
英
水
氏
が
、
関
係
者
の
許
可
を
得
て
、
法
城
の
自
坊
で
あ
っ
た
明
楽
寺
（
山

口
県
熊
毛
郡
田
布
施
町
）
の
住
居
ス
ペ
ー
ス
か
ら
発
見
し
た
も
の
を
、
両
氏
に

相
談
の
う
え
、
比
較
資
料
と
し
て
紹
介
し
た
。
ま
た
、
明
楽
寺
に
残
さ
れ
た
南

京
仏
学
院
関
係
の
資
料
（『
南
京
仏
学
院
概
況
報
告
』『
南
京
仏
学
院
一
覧
』）
に

つ
い
て
は
、
小
島
勝
氏
が
開
教
資
料
と
し
て
す
で
に
研
究
活
用
し
て
い
る
（
小

島
勝
「
本
願
寺
派
開
教
使
の
日
本
語
教
育
」、
小
島
勝
・
木
場
明
志
編
著
『
ア
ジ

ア
の
開
教
と
教
育
』
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
叢
書
Ⅲ
、
龍
谷
大
学
仏
教
文
化

研
究
所
、
平
成
四
年
三
月
）。

（
6
）　
「
岩
上
先
天
資
料
」
約
五
百
点
が
、
昨
年
度
、
遺
族
の
も
と
か
ら
発
見
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
は
全
く
の
新
出
資
料
で
あ
る
。
画
稿
と
拓
本
類
が
大
半
を
占
め
る
が
、

千
曲
川
洪
水
に
よ
っ
て
被
災
し
て
お
り
、
資
料
の
状
態
は
必
ず
し
も
よ
く
な
い
。

岩
上
先
天
は
、「
小
川
貫
弌
資
料
」
中
に
登
場
す
る
人
物
で
、
貫
弌
の
五
台
山
調

査
や
崇
善
寺
の
経
典
調
査
の
現
場
に
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
が
、
今
回
の

新
出
資
料
の
発
見
に
よ
り
、
東
京
美
術
学
校
卒
の
日
本
画
家
で
、
大
谷
派
の
僧

籍
を
取
得
後
、
日
中
戦
争
時
に
は
北
京
美
術
学
校
の
教
授
と
し
て
中
国
で
作
画

活
動
を
し
て
い
た
こ
と
や
、
文
化
工
作
の
一
つ
と
し
て
北
京
で
開
か
れ
た
「
興

亜
美
術
展
覧
会
」
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
判
明
し
た
。

（
7
）　

昨
年
度
は
、
比
較
調
査
と
し
て
韓
国
調
査
を
実
施
し
た
（
十
月
三
〇
日
～
十
一

月
四
日
）。
そ
の
理
由
は
、
韓
国
に
は
東
西
両
本
願
寺
の
開
教
拠
点
で
あ
っ
た
布

教
所
の
建
物
が
、
現
在
で
も
文
化
財
と
し
て
現
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的

に
は
、
日
本
統
治
期
の
朝
鮮
半
島
の
諸
問
題
に
詳
し
い
長
石
正
道
（
本
願
寺
派

浄
徳
寺
住
職
）、
荒
木
潤
（
韓
国
学
中
央
研
究
院
）、
両
氏
の
協
力
を
得
て
、
ソ

ウ
ル
、
群
山
、
釜
山
な
ど
、
各
所
で
実
地
踏
査
を
試
み
、
特
に
木
浦
と
慶
州
の

旧
布
教
所
で
は
内
部
ま
で
見
学
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
両
氏
に
は
心
よ

り
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

（
8
）　

二
〇
一
九
年
十
月
十
日
か
ら
十
七
日
ま
で
、
貫
弌
の
北
支
に
お
け
る
学
術
調
査

の
拠
点
で
あ
っ
た
山
西
省
太
原
と
、
本
願
寺
派
の
中
国
開
教
の
拠
点
で
あ
っ
た

上
海
、
こ
の
二
ヶ
所
を
中
心
に
現
地
調
査
を
実
施
し
た
。
調
査
メ
ン
バ
ー
は
藤

井
由
紀
子
と
花
栄
（
内
蒙
古
社
会
科
学
院
言
語
文
字
研
究
所
研
究
員
・
同
朋
大

学
仏
教
文
化
研
究
所
客
員
所
員
）
の
二
名
で
あ
る
。
た
だ
し
、
今
回
の
調
査
は

五
台
山
調
査
、
お
よ
び
、
南
京
調
査
に
向
け
て
の
準
備
の
た
め
の
予
備
調
査
で

あ
り
、
上
海
と
呼
和
浩
特
に
お
い
て
中
国
の
研
究
協
力
者
と
の
打
ち
合
わ
せ
に



【
特
別
調
査
報
告
】
西
厳
寺
蔵
「
小
川
貫
弌
資
料
」
調
査
報
告
（
四
）

七
一

時
間
を
割
く
必
要
が
あ
り
、
山
西
省
で
は
五
台
山
は
除
き
、
太
原
と
そ
の
近
郊

に
調
査
範
囲
を
と
ど
め
る
こ
と
と
し
た
。
な
お
、
花
栄
は
中
国
語
の
ほ
か
、
モ

ン
ゴ
ル
語
に
も
通
じ
て
お
り
、
山
西
省
地
域
を
含
む
中
国
調
査
を
効
率
的
に
行

え
て
い
る
。

（
9
）　

南
京
関
係
の
「
小
川
貫
弌
資
料
」
に
は
ア
ル
バ
ム
・
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
類
が

四
冊
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
貼
付
さ
れ
た
、
写
真
、
絵
葉
書
、
紙
幣
、
切

手
な
ど
を
一
点
と
し
て
数
え
た
場
合
に
は
、
総
点
数
が
約
七
六
二
点
と
な
る
。

な
お
、
総
じ
て
「
小
川
貫
弌
資
料
」
の
点
数
に
「
約
」
を
つ
け
て
お
お
よ
そ
の

数
を
示
し
て
い
る
の
は
、
資
料
形
態
に
よ
っ
て
点
数
の
数
え
方
が
定
ま
っ
て
い

な
い
も
の
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

（
10
）　

本
願
寺
派
の
南
京
出
張
所
は
、
南
京
占
領
の
翌
年
に
あ
た
る
昭
和
十
三
年
（
一

九
三
八
）、
太
平
路
白
菜
園
の
地
に
開
設
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
在
留
日
本
人
の

増
加
を
う
け
て
中
山
東
路
上
乗
巷
に
移
転
、
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
に
は

別
院
に
昇
格
し
て
い
る
。

（
11
）　
「
小
川
貫
弌
資
料
」
の
な
か
に
含
ま
れ
る
「
日
華
仏
教
連
盟
結
成
総
会
並
大
会
秩

序
表
」
と
い
う
謄
写
版
刷
の
プ
リ
ン
ト
の
裏
に
、
棲
霞
山
で
大
明
南
蔵
の
一
部

を
発
見
し
た
こ
と
を
書
き
つ
け
た
、「
大
明
南
蔵
始
末
攷
」
と
い
う
メ
モ
書
き
が

あ
る
が
、
こ
の
と
き
に
発
見
さ
れ
た
経
典
残
闕
が
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
に
つ

い
て
言
及
し
た
も
の
は
、
残
念
な
が
ら
同
資
料
中
か
ら
は
今
の
と
こ
ろ
見
つ
け

ら
れ
て
い
な
い
。

（
12
）　
「
小
川
貫
弌
資
料
」
中
の
写
真
す
べ
て
の
場
所
が
特
定
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な

く
、
撮
影
場
所
が
不
明
の
も
の
が
数
十
点
ほ
ど
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
現

在
調
査
中
で
あ
る
。

（
13
）　

松
谷
曄
介
「
日
中
戦
争
期
に
お
け
る
中
国
占
領
地
域
に
対
す
る
日
本
の
宗
教
政

策
─
中
支
宗
教
大
同
連
盟
を
め
ぐ
る
諸
問
題
─
」（『
社
会
シ
ス
テ
ム
研
究
』
第

二
十
六
号
、
平
成
二
十
五
年
三
月
）。
新
野
和
暢
『
皇
道
仏
教
と
大
陸
布
教
─
十

五
年
戦
争
期
の
宗
教
と
国
家
─
』（
社
会
評
論
社
、
平
成
二
十
六
年
二
月
）。

（
14
）　
「
日
華
仏
教
連
盟
結
成
総
会
並
大
会
秩
序
表
」（
西
厳
寺
蔵
「
小
川
貫
弌
資
料
」、

印
刷
年
不
明
、
昭
和
十
四
年
四
月
か
）。
な
お
、
本
願
寺
派
の
中
南
支
布
教
総
監
・

開
教
総
長
に
し
て
、
上
海
別
院
の
輪
番
で
あ
っ
た
小
笠
原
彰
真
は
、
同
連
盟
仏

教
部
の
委
員
を
つ
と
め
て
い
る
。

（
15
）　

日
華
仏
教
連
盟
は
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
四
月
、
南
京
に
進
出
し
た
日
本

仏
教
各
宗
派
（
本
願
寺
派
、
大
谷
派
、
浄
土
宗
、
日
蓮
宗
、
本
門
本
法
華
宗
、

曹
洞
宗
）
が
組
織
し
た
日
華
仏
教
連
合
会
を
中
枢
と
し
て
、
南
京
仏
教
会
を
は

じ
め
と
す
る
中
国
側
の
仏
教
団
体
（
蒙
蔵
章
嘉
事
務
所
・
西
蔵
班
禅
駐
京
弁
事
処
・

中
国
安
清
同
盟
）
が
加
盟
し
て
で
き
た
連
合
組
織
で
、本
部
は
南
京
に
置
か
れ
た
。

（
注
13
松
谷
氏
論
文
。
中
川
剛「
新
出
の
西
厳
寺
蔵「
小
川
貫
弌
資
料
」に
つ
い
て
」、

『
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
十
六
号
、
平
成
二
十
九
年
三
月
）。

（
16
）　

山
西
省
関
係
の
「
小
川
貫
弌
資
料
」
に
は
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
一
冊
が
含
ま
れ

て
い
る
。
こ
れ
に
貼
付
さ
れ
た
資
料
類
を
一
点
と
し
て
数
え
た
場
合
に
は
、
総

点
数
が
約
四
一
七
点
と
な
る
。

（
17
）　

藤
井
由
紀
子
「
五
台
山
六
月
大
会
の
復
興
と
日
中
戦
争
─
「
小
川
貫
弌
資
料
」

に
み
る
五
台
山
」 （『
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
十
六
号
、
平
成
二

十
九
年
三
月
）。

（
18
）　

高
木
祐
紀
・
小
川
徳
水
・
藤
井
由
紀
子
「〔
史
料
紹
介
〕
西
厳
寺
蔵
「
小
川
貫
弌

資
料
」よ
り
太
原
崇
善
寺
調
査
関
係
資
料
」（『
同
朋
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』

第
三
十
六
号
、
平
成
二
十
九
年
三
月
）。

（
19
）　

太
原
の
居
留
民
に
対
す
る
日
本
人
学
校
と
し
て
、
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）

に
太
原
高
等
女
学
校
、
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
に
は
太
原
中
学
校
が
開
校

し
て
い
る
。

（
20
）　

徳
永
智
「
日
中
戦
争
下
の
山
西
省
太
原
都
市
計
画
事
業
」（『
ア
ジ
ア
経
済
』
第

五
十
四
巻
第
二
号
、平
成
二
十
五
年
六
月
）。
徳
永
氏
に
よ
る
と
、昭
和
十
三
年（
一

九
三
八
）
に
中
国
臨
時
政
府
内
に
建
設
総
署
が
置
か
れ
、
昭
和
十
四
年
（
一
九

三
九
）
九
月
の
時
点
で
、
北
京
・
天
津
・
済
南
・
太
原
・
石
家
荘
・
徐
州
・
新

郷
の
七
都
市
を
は
じ
め
、
華
北
の
主
要
地
数
ヶ
所
で
、
新
市
街
地
建
設
な
ど
の

都
市
計
画
が
図
ら
れ
た
が
、
戦
争
の
進
展
よ
り
経
済
状
況
が
悪
化
し
た
こ
と
で
、

都
市
計
画
そ
の
も
の
が
見
送
ら
れ
る
な
か
、
太
原
は
閻
錫
山
を
帰
順
さ
せ
ん
と

い
う
政
治
的
な
事
情
か
ら
、
陸
軍
特
務
機
関
に
よ
っ
て
「
対
伯
工
作
」（
閻
錫
山

懐
柔
工
作
）
の
一
環
と
し
て
都
市
計
画
が
実
行
に
移
さ
れ
、
上
下
水
道
や
公
共

施
設
の
建
設
な
ど
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う
。

（
21
）　
『
五
台
聖
境
』（
中
華
民
国
新
民
会
、
発
行
年
不
詳
）。（
一
）
写
真
、（
二
）
事
変

後
的
五
台
山
、（
三
）
五
台
山
的
沿
革
、（
四
）
新
民
会
的
使
命
と
い
っ
た
章
立



同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
　
第
三
十
九
号

七
二

て
と
な
っ
て
い
て
、
写
真
に
は
「
五
台
山
六
月
大
会
盛
況
」「
五
台
山
六
月
大
会

実
況
」「
新
民
会
工
作
之
一
部
」
と
い
っ
た
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
付
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
新
民
会
と
は
、
日
中
戦
争
後
、
日
本
軍
が
樹
立
し
た
中
国
臨
時
政
府
を

擁
護
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
中
国
民
衆
教
化
団
体
で
あ
る
。

（
22
）　

華
北
交
通
と
い
う
の
は
、昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）、日
本
の
国
策
と
連
携
し
て
、

南
満
洲
鉄
道
、
い
わ
ゆ
る
満
鉄
の
流
れ
を
汲
ん
で
設
立
さ
れ
、
鉄
道
・
バ
ス
・

水
上
交
通
な
ど
、
華
北
地
方
の
交
通
の
開
発
と
運
営
を
行
い
、
旅
客
や
資
源
の

輸
送
を
担
っ
て
い
た
特
殊
会
社
で
あ
る
（
華
北
交
通
ア
ー
カ
イ
ブ
作
成
委
員
会

「
華
北
交
通
ア
ー
カ
イ
ブ
」、
京
都
大
学
地
域
研
究
統
合
情
報
セ
ン
タ
ー
、http://

codh.rois.ac.jp/north-china-railw
ay/

）。

（
23
）　

酒
井
眞
典
は
、
酒
井
紫
朗
と
も
い
い
、
和
歌
山
県
出
身
の
真
言
宗
僧
侶
で
、
高

野
山
大
学
文
学
部
密
教
学
科
を
卒
業
後
、
古
義
真
言
宗
の
内
地
留
学
生
と
し
て
、

昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
五
月
か
ら
東
北
帝
国
大
学
法
文
学
部
西
蔵
語
専
攻
科

に
進
み
、
そ
の
後
、
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
四
月
か
ら
昭
和
十
七
年
（
一

九
四
二
）
五
月
ま
で
、
高
野
山
大
学
学
長
の
藤
村
密
憧
の
推
薦
に
よ
っ
て
、
外

務
省
文
化
事
業
部
派
遣
の
在
支
特
別
研
究
生
と
し
て
五
台
山
に
派
遣
さ
れ
た
人

物
で
あ
る
。
ま
た
、
現
地
で
は
山
西
省
陸
軍
特
務
機
関
か
ら
無
給
嘱
託
を
命
じ

ら
れ
、
喇
嘛
僧
と
寝
食
を
と
も
に
し
な
が
ら
、
西
蔵
伝
訳
仏
典
や
蒙
古
語
の
研

究
に
従
事
し
た
と
い
う
。
以
上
は
、
大
澤
広
嗣
「
真
言
宗
喇
嘛
教
研
究
所
の
組

織
と
活
動
」（
中
西
直
樹
・
大
澤
広
嗣
編
『
龍
谷
大
学
ア
ジ
ア
仏
教
文
化
研
究
叢

書
11　

論
集　

戦
時
下
「
日
本
仏
教
」
の
国
際
交
流
』、
不
二
出
版
、
令
和
元
年

十
二
月
）
に
よ
る
。

（
24
）　

菊
地
宣
正
は
真
宗
大
谷
派
の
開
教
使
で
、
陸
軍
特
務
機
関
の
機
関
員
と
し
て
五

台
山
に
駐
留
し
た
と
み
ら
れ
る
。
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）、
日
本
仏
教
顕
揚

の
資
料
を
求
め
る
た
め
、
菊
地
が
一
時
帰
国
し
た
際
に
は
、
大
谷
大
学
で
「
五

台
山
を
語
る
」
と
題
し
て
講
演
を
行
っ
て
い
る
（「
五
台
山
駐
留
の
菊（

マ
マ
）池
開
教
使

帰
る
」、『
真
宗
』
第
四
六
一
号
、
昭
和
十
五
年
一
月
）。

（
25
）　

酒
井
紫
朗
「
宋
磧
砂
版
大
蔵
経
に
就
い
て
」（『
ピ
タ
カ
』
第
八
年
第
九
号
、
昭

和
十
五
年
十
月
）。
な
お
、
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
三
月
、
興
亜
院
宗
教
史

蹟
調
査
団
と
し
て
、
興
亜
院
文
化
局
か
ら
依
頼
さ
れ
、
密
教
学
者
の
吉
井
芳
純
、

天
台
学
者
の
松
井
聴
順
、
中
国
仏
教
史
学
者
の
三
上
諦
聴
ら
が
山
西
省
の
仏
教

史
跡
調
査
を
試
み
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
酒
井
ら
が
発
見
し
た
崇
善
寺
の
磧
砂

版
大
蔵
経
も
調
査
対
象
と
な
り
、
興
亜
院
に
調
査
報
告
を
提
出
し
た
こ
と
を
吉

井
が
論
文
に
書
き
残
し
て
い
る
（
吉
井
芳
純
「
太
原
崇
善
寺
発
見
の
磧
砂
版
蔵

経
に
就
い
て
」、『
密
教
研
究
』
第
八
十
号
、
昭
和
十
七
年
）。
な
お
、
そ
の
時
期

は
貫
弌
の
調
査
よ
り
も
一
年
ほ
ど
後
で
あ
り
、
ま
た
吉
井
に
同
行
し
た
三
上
は
、

貫
弌
と
同
じ
く
西
本
願
寺
か
ら
派
遣
さ
れ
た
興
亜
留
学
生
の
一
人
で
あ
っ
た
が
、

貫
弌
の
崇
善
寺
で
の
調
査
活
動
に
つ
い
て
、
吉
井
は
一
切
言
及
し
て
い
な
い
。

以
下
、
該
当
箇
所
を
引
用
し
て
お
く
。「
山
西
省
の
仏
教
史
蹟
と
云
つ
て
も
、
之

を
全
般
的
に
調
査
す
る
事
は
、
一
人
や
二
人
の
力
で
短
期
間
に
到
底
な
し
と
げ

ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
殊
に
時
間
と
経
費
と
に
限
度
の
あ
る
調
査
旅
行
に
於

て
は
、
予
定
の
コ
ー
ス
を
終
了
出
来
れ
ば
、
最
大
の
成
績
を
収
め
得
た
も
の
と

言
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
次
調
査
に
於
け
る
私
の
目
的
は
、
太
原
を
中
心
と
す

る
史
蹟
の
踏
査
で
あ
つ
た
。
此
の
附
近
は
従
来
も
先
達
の
学
者
に
依
つ
て
、
紹

介
さ
れ
て
は
ゐ
る
が
、
尚
多
く
の
問
題
を
残
し
て
ゐ
る
事
は
周
知
の
通
り
で
あ

る
。私
の
調
査
コ
ー
ス
は
、交
城
県
─
玄
中
寺
─
晋
祠
鎮
─
太
原
県
─
古
太
原 

（
晋

陽
城
）
─
明
仙
硲
法
華
寺
─
風
硲
─
崇
輻
寺
─
太
原
の
順
に
、
約
一
箇
月
を
費

し
て
現
地
皇
軍
の
絶
大
な
協
力
を
得
て
、
と
に
か
く
予
期
以
上
の
成
果
を
挙
げ

る
事
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の
調
査
の
概
要
は
、
四
月
二
十
一
日
に
北
京
景

山
東
街
の
東
亜
文
化
協
議
会
で
発
表
し
た
し
、
別
に
興
亜
院
に
調
査
報
告
書
を

も
提
出
し
て
お
い
た
」。
ち
な
み
に
、
吉
井
は
昭
和
初
期
、
日
中
戦
争
が
勃
発
す

る
以
前
か
ら
、
金
剛
峯
寺
留
学
生
と
し
て
北
京
大
学
に
留
学
し
て
お
り
、
中
国

政
府
要
人
と
も
親
交
が
あ
っ
た
。

（
26
）　

注
18
史
料
紹
介
を
参
照
の
こ
と
。

（
27
）　
『
朝
日
新
聞
』
北
支
版
の
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
九
月
二
十
七
日
号
の
本
文

は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
山
西
省
に
あ
つ
て
支
那
仏
教
史
を
専
攻
す
る
一
留
学

生
に
よ
り
世
に
も
稀
な
経
文
、
西
夏
文
字
そ
の
他
得
難
い
文
献
の
数
々
が
発
見

さ
れ
、
わ
が
仏
教
、
史
学
両
界
の
間
に
貴
重
な
記
録
と
し
て
保
存
さ
れ
、
さ
ら

に
各
方
面
よ
り
深
い
研
究
が
す
ゝ
め
ら
れ
る
べ
く
多
大
の
期
待
が
か
け
ら
れ
て

ゐ
る
。
発
見
さ
れ
た
支
那
古
代
の
文
献
と
い
ふ
の
は
金
刻
大
方
広
仏
蓮
華
経
合

論
二
［
十
九
：
貫
弌
直
筆
修
正
］
帖
刊
記
、
西
夏
文
蔵
経
扉
画
断
片
、
元
管
主
八
五

台
山
施
経
秘
密
大
乗
経
一
［
九
：
貫
弌
修
正
］
帖
刊
記
、
日
本
国
僧
慶
政
補
刻
大



【
特
別
調
査
報
告
】
西
厳
寺
蔵
「
小
川
貫
弌
資
料
」
調
査
報
告
（
四
）

七
三

方
広
仏
蓮
華
経
第
二
、
拱
二
な
ど
計
十
一
種
、
西
本
願
寺
留
学
生
で
あ
り
龍
谷

大
学
支
那
仏
教
史
専
攻
の
小
川
貫
弌
氏
は
さ
き
に
山
西
省
特
務
機
関
の
依
頼
を

う
け
支
那
随
一
の
聖
境
五
台
山
の
碑
文
研
究
の
た
め
来
原
し
た
が
、
ひ
き
つ
ゞ

き
同
山
顕
通
寺
住
職
、
山
西
省
特
務
機
関
嘱
託
菊（

マ
マ
）池
宣
正
師
の
援
助
を
う
け
太

原
市
崇
善
寺
に
元
版
大
蔵
経
を
踏
査
研
究
中
は
か
ら
ず
も
右
の
貴
重
な
文
献
を

発
見
し
得
た
の
で
あ
つ
た
。
～
（
中
略
）
～　

今
回
の
発
見
に
よ
り
仏
教
文
化

史
上
に
日
華
提
携
の
貴
重
な
資
料
を
齎
し
た
も
の
と
し
て
各
方
面
よ
り
歓
喜
を

も
つ
て
む
か
へ
ら
れ
て
を
り
小
川
氏
の
帰
国
後
学
界
な
ら
び
に
仏
教
界
に
発
表

さ
れ
る
予
定
で
あ
る
、
な
ほ
十
一
種
の
文
献
は
ち
か
く
太
原
博
物
館
に
保
存
さ

れ
る
こ
と
と
な
つ
た
」。
見
出
し
の
表
現
か
ら
は
、
貫
弌
が
五
台
山
で
新
た
な
発

見
を
し
た
か
の
よ
う
に
受
け
取
れ
る
が
、
本
文
の
内
容
か
ら
貫
弌
が
発
見
し
た

十
一
点
の
経
典
類
は
五
台
山
で
は
な
く
、
崇
善
寺
で
発
見
さ
れ
た
も
の
だ
と
わ

か
る
し
、
貫
弌
の
崇
善
寺
の
報
告
書
に
も
こ
れ
ら
を
発
見
し
た
こ
と
が
書
き
つ

け
ら
れ
て
い
る
（
注
18
史
料
紹
介
を
参
照
の
こ
と
）。
な
お
、
貫
弌
の
山
西
省
入

り
は
特
務
機
関
か
ら
の
依
頼
で
あ
っ
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、「
小
川
貫
弌
資

料
」
に
は
そ
の
こ
と
を
具
体
的
に
裏
付
け
る
も
の
は
存
在
し
な
い
。

（
28
）　

太
原
近
郊
に
は
他
に
、
天
龍
山
石
窟
や
玄
中
寺
と
い
う
、
常
盤
大
定
や
関
野
貞

ら
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
、中
国
仏
教
史
上
、特
筆
す
べ
き
仏
教
史
跡
が
あ
る
が
、

「
小
川
貫
弌
資
料
」
を
見
る
か
ぎ
り
、
貫
弌
が
訪
れ
た
形
跡
は
な
い
。

（
29
）　

海
外
開
教
要
覧
刊
行
委
員
会
編『
海
外
開
教
要
覧（
海
外
寺
院
開
教
使
名
簿
）』（
海

外
開
教
要
覧
刊
行
委
員
会
、
昭
和
四
十
九
年
三
月
）。

（
30
）　

太
原
府
城
は
、
古
く
春
秋
時
代
、
晋
陽
城
と
し
て
現
在
の
太
原
市
晋
源
の
地
に

建
て
ら
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
歴
史
あ
る
古
城
で
あ
る
。
北
宋
時
代
に
汾
河
の
東

岸
に
あ
た
る
現
在
地
に
移
さ
れ
た
が
、
さ
ら
に
明
時
代
に
な
っ
て
規
模
が
大
幅

に
拡
張
さ
れ
、
こ
れ
が
現
在
の
太
原
市
街
に
残
る
太
原
府
城
跡
に
対
応
す
る
。

（
31
）　

華
北
交
通
ア
ー
カ
イ
ブ
作
成
委
員
会
「
華
北
交
通
ア
ー
カ
イ
ブ
」（
京
都
大
学
地

域
研
究
統
合
情
報
セ
ン
タ
ー
、http://codh.rois.ac.jp/north-china-railw

ay/

）。

（
32
）　

文
瀛
公
園
一
帯
は
も
と
も
と
低
湿
地
帯
だ
っ
た
ら
し
く
、
明
時
代
に
は
海
子
堰

と
呼
ば
れ
る
堰
を
設
け
て
太
原
府
城
内
の
洪
水
被
害
に
備
え
た
と
さ
れ
る
。
そ

の
後
、
清
の
光
緒
年
間
（
一
八
七
五
～
一
九
〇
八
）
に
水
池
を
利
用
し
て
庭
園

化
が
図
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

（
33
）　

高
原
一
道
は
「
高
原
機
関
員
」「
高
原
先
生
」
と
し
て
、
貫
弌
の
崇
善
寺
の
報
告

書
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
人
物
で
あ
る
（
注
18
史
料
紹
介
を
参
照
の
こ
と
）。

（
34
）　
『
本
願
寺
新
報
』
第
九
三
四
号
（
昭
和
十
六
年
八
月
五
日
発
行
）。

（
35
）　
『
中
外
日
報
』
第
一
二
四
三
六
号
（
昭
和
十
六
年
二
月
五
日
発
行
）。

（
36
）　

藤
谷
道
威
も
ま
た
「
藤
谷
主
任
」
と
し
て
、
貫
弌
の
崇
善
寺
報
告
書
と
ス
ク
ラ
ッ

プ
ブ
ッ
ク
貼
付
写
真
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
そ
の
名
が
し
ば
し
ば
見
え
て
い
る
（
注

18
史
料
紹
介
を
参
照
の
こ
と
）。

（
37
）　

高
原
一
道
「
五
台
山
概
観　

附
共
産
軍
の
迫
害
」（『
教
誨
一
瀾
』
第
八
六
四
号
、

昭
和
十
四
年
二
月
）。「
山
西
の
共
匪
蠢
く
地
に
／
驚
く
べ
き
支
那
念
仏
復
興
／

玄
中
寺
中
心
に
涌
き
上
る
／
高
原
、
藤
谷
氏
ら
の
大
計
画
」（『
中
外
日
報
』
第

一
二
七
六
二
号
、
昭
和
十
七
年
三
月
十
日
発
行
）。

（
38
）　

藤
井
由
紀
子
・
小
川
徳
水
「
山
西
省
玄
中
寺
の
復
興
と
「
小
笠
原
宣
秀
資
料
」

に
つ
い
て
─
「
小
川
貫
弌
資
料
」
の
史
料
性
を
め
ぐ
っ
て
」（『
同
朋
大
学
仏
教

文
化
研
究
所
紀
要
』
第
三
十
七
号
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
）。

（
39
）　

道
端
良
秀
も
ま
た
、
貫
弌
の
崇
善
寺
の
報
告
書
に
「
道
端
教
授
」
と
し
て
し
ば

し
ば
そ
の
名
が
登
場
す
る
。
お
そ
ら
く
学
術
的
な
関
心
が
高
か
っ
た
の
だ
ろ
う
、

事
あ
る
ご
と
に
崇
善
寺
の
調
査
現
場
に
顔
を
出
し
、
貫
弌
ら
に
教
示
を
与
え
て

い
た
こ
と
が
貫
弌
の
報
告
書
か
ら
は
わ
か
る
（
注
18
史
料
紹
介
を
参
照
の
こ
と
）。

（
40
）　

道
端
良
秀
「
支
那
仏
教
調
査
報
告
概
要
」（『
真
宗
』
第
五
百
二
号
、
昭
和
十
八

年
六
月
）。

（
41
）　

張
紀
仲
・
安
笈
編『
太
原
崇
善
寺
文
物
図
録
』（
山
西
人
民
出
版
社
、一
九
八
七
年
）。

『
崇
善
寺
』（
崇
善
寺
、
一
九
九
二
年
）。

（
42
）　

科
研
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
三
年
間
で
あ
り
、
海
外
調
査
費
が
捻
出
で
き
る
期
間
は

極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
。

（
43
）　

以
下
、
太
原
博
物
館
の
館
史
は
す
べ
て
、
山
西
省
博
物
館
編
『
山
西
省
博
物
館

八
十
年
』（
山
西
人
民
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
に
よ
る
。

（
44
）　
『
太
原
博
物
館
案
内
』（
山
岡
部
隊
内
山
西
文
化
保
護
会
、
昭
和
十
五
年
十
一
月
）。

た
だ
し
、こ
の
昭
和
十
五
年
発
行
の
博
物
館
案
内
は
改
訂
版
で
、そ
れ
よ
り
以
前
、

昭
和
十
三
年
（
一
九
三
八
）
八
月
に
、
同
じ
く
山
岡
部
隊
内
山
西
文
化
保
護
会

に
よ
っ
て
初
版
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
戦
争
下
で
の
太
原
博
物
館
に
つ

い
て
詳
し
く
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
徳
永
智
「
日
中
戦
争
下
の
山
西
省
太
原
に



同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
　
第
三
十
九
号

七
四

お
け
る
博
物
館
保
護
」（『
M
U
S
E
U
M
』
第
六
七
七
号
、平
成
三
十
年
十
二
月
）

を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

（
45
）　

注
18
史
料
紹
介
。
な
お
、
深
尾
は
博
物
館
に
関
与
す
る
以
前
、
山
西
省
で
鉱
山

経
営
に
携
わ
っ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
の
た
め
、
鉱
石
な
ど
を
展
示
物
と
す
る
自

然
科
学
部
の
幹
事
に
就
任
し
た
と
み
ら
れ
る
（
深
尾
太
三
郎
『
山
西
鉱
産
概
況
』、

北
支
派
遣
軍
阿
南
部
隊
、
昭
和
十
四
年
）。

（
46
）　

占
領
時
代
の
日
本
人
関
係
資
料
は
未
整
理
の
た
め
、
調
査
に
は
準
備
が
必
要
と

の
こ
と
で
、『
皇
紀
二
千
六
百
年
度
水
彩
画
推
奨
記
録
作
品
集
』
な
ど
、
数
冊
を

例
示
し
て
書
庫
か
ら
出
し
て
く
だ
さ
っ
た
ほ
か
は
未
確
認
で
、
次
回
の
調
査
ま

で
に
あ
る
程
度
、
整
理
し
て
準
備
を
整
え
て
お
い
て
く
だ
さ
る
約
束
と
な
っ
た
。

代
わ
り
に
、
占
領
以
前
の
も
の
と
な
る
が
、『
山
西
省
立
民
衆
教
育
館
月
刊
』
中

華
民
国
二
十
三
年
（
一
九
三
四
）
十
一
月
発
行
号
な
ど
を
拝
見
し
、
写
真
撮
影

も
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
47
）　

崇
善
寺
の
調
査
に
つ
い
て
安
海
氏
に
相
談
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
隣
接
は
し
て
い

て
も
寺
院
と
博
物
館
と
で
は
そ
の
立
脚
す
る
と
こ
ろ
が
違
い
、
寺
院
の
経
蔵
に

収
め
ら
れ
て
い
る
大
蔵
経
を
文
化
財
と
し
て
調
査
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
調
査

実
現
を
簡
単
に
は
約
束
で
き
な
い
と
の
言
が
あ
っ
た
。

（
48
）　

現
在
は
外
国
人
が
経
営
す
る
「
T
H
E 

P
E
A
R
L
」
と
い
う
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス

と
し
て
、
そ
の
特
殊
な
空
間
が
再
利
用
さ
れ
て
い
る
。


