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篠
脇
城
跡
と
筆
者
と
は
不
思
議
に

い
ろ
い
ろ
因
縁
が
あ
る
。
自
分
事
で

一
寸
恥
ず
か
し
い
が
、
私
は
幼
く
し

て
母
を
う
し
な
い
亡
母
の
生
家
の
祖

母
に
育
て
ら
れ
た
。
し
の
脇
山
の
大

部
分
は
往
時
か
ら
そ
の
家
の
持
ち
山

で
あ

っ
た
の
で
、
こ
の
山
を
幼
い
こ

ろ
か
ら
親
し
ん
で
い
た
。
そ
の
こ
ろ

は
こ
の
山
を

「
城
山
」
と
呼
ん
で
い

た
が
、
今
日
の
よ
う
に

「史
跡
」
文

化
財
と
し
て
見
る
こ
と
は
な
く
山
は

農
業
の
資
源
と
し
て
大
切
に
取
り
扱

わ
れ
、
春
は
田
へ
入
れ
る
緑
肥

（雑

木
の
若
芽
の
伸
び
た
の
を
細
い
枝
ご

と
刈
り
と
り
田
へ
入
れ
た
）
を
採
り
、

夏
は
馬
の
飼
料
の
草
を
採
り
、
秋
に

は
屋
根
を
葺
く
萱
を
採
り
、
冬
に
は

薪
を
採
る
場
と
し
て
大
事
に
さ
れ
た
。

農
家
の
男
の
子
は
小
学
校
五
年
の
こ

ろ
に
な
る
と
百
姓
の
手
伝
い
に
か
り

出
さ
れ
た
が
、
私
も
よ
く
こ
の
し
の

脇
山

へ
草
刈
り
に
登

っ
た
も
の
で
し

た
。
頂
の
広
場
で
刈

っ
た
草
を
背
負

っ
て
下
り
る
と
疲
れ
る
の
で
、
若
木

を
伐

っ
て

「
そ
り
」
の
様
に
し
て
刈

っ
た
草
を
載
せ
堀
を
引
い
て
下
り
た

こ
と
も
あ

っ
た
。
だ
か
ら
こ
の
山
は

親
し
い
と
い
う
よ
り
労
働
を
さ
せ
ら

れ
る
場
で
あ

っ
た
。
勿
論

「史
跡
」

と
い
う
考
え
は
全
く
な
か

っ
た
。
し

か
し
城
跡
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
わ
か

っ
て
い
た
。
こ
の
城
か
ら
河
辺
井
寺

洞
へ
の
抜
け
穴
が
あ

っ
た
と
聞
き
、

そ
の
抜
け
穴
の
入
日
と
い
う
穴
が
頂

上
か
ら
少
し
下
り
た
所
に
あ

っ
た
こ

と
を
覚
え
て
い
る
。
「史
跡
」
と
し

て
有
名
に
な

っ
て
か
ら

一
度
探
し
た

が
見
付
け
得
な
か

っ
た
。
私
の
育

っ

た
家
の
従
弟
Ｔ
君

（現
岐
阜
市
住
）

も
子
供
の
こ
ろ
そ
の
穴
を
教
え
ら
れ

て
見
た
こ
と
が
あ
る
と
い
い
、　
一
度

一
緒
に
探
し
て
見
よ
う
と
話
し
た
こ

と
が
あ
る
が
、
ま
だ
そ
の
機
会
が
な

い
ま
ま
に
な

っ
て
い
る
。

筆
者
は
、
大
東
亜
戦
前
に
朝
鮮

（

現
韓
国
）
に
て
公
務
に
つ
い
て
い
て
、

）

終
戦
後
郷
里

へ
引
き
揚
げ
て
後
、
旧

山
田
村
、
郡
上
高
校

・
岐
阜
県
な
ど

に
勤
め
、
退
職
後
昭
和
四
七
年
四
月

か
ら
大
和
村
史
編
集
を
お
手
伝
い
す

る
こ
と
と
な
り
、
同
事
務
局
と
文
化

財
関
係
の
事
務
も
取
り
扱
う
こ
と
と

な

っ
た
。

そ
の
こ
ろ
大
和
村
で
は
、
小
間
見

川
が
オ
オ
サ
ン
シ
ョ
ウ
オ
の
生
息
地

と
し
て
国
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
た
だ

け
で
、
ほ
か
に
文
化
財
的
処
置
の
と

ら
れ
た
も
の
は
な
か

っ
た
。
勿
論
篠

脇
城
跡
も
史
跡
と
し
て
の
指
定
は
さ

れ
て
い
な
か

っ
た
。
そ
の
こ
ろ
岐
阜

城
館
長
郷
浩
氏
は
早
く
か
ら
篠
脇
城

跡
に
関
心
を
寄
せ
て
お
ら
れ
た

（当

時
篠
脇
城
跡
実
測
図
が
作
ら
れ
た
の

も
同
氏
の
は
か
ら
い
で
あ

っ
た
）
が
、

こ
の
城
跡
を
早
く

「史
跡
」
に
指
定

す
る
よ
う
ア
ド
バ
イ
ス
を
う
け
た
。

ま
ず
県
の
条
例
、
文
化
財
指
定
要
項

に
倣

っ
て
村
文
化
財
の
指
定
条
例

・

要
項
を
制
定
し
て
い
た
だ
き
、
第

一

番
に
篠
脇
城
跡
が
村
史
跡
に
指
定
さ

れ
、
続
い
て
昭
和
四
八
年

一
一
月

一

四
日
、
県
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
の
で

あ

っ
た
。

そ
の
こ
ろ
は
ま
だ
、
し
の
脇
山
麓

は
普
通
の
田
畑
で
あ
り
、
登
り
回
の

田
の
中
に
表
門
跡
と
思
わ
れ
る
三
個

の
礎
石
と
称
す
る
石
が
並
ん
で
い
た

（後
の
ほ
場
整
備
工
事
の
際
に
こ
の

石
の
付
近
を
調
べ
た
が
何
も
見
付
か

ら
な
か

っ
た
）
。

昭
和
五
四
年
ほ
場
整
備
工
事
の
際
、

東
氏
館
跡
が
発
見
さ
れ
、
五
五
年
か

ら
五
八
年
に
わ
た
り
第

一
回
発
掘
調

査
が
行
わ
れ
、
検
出
さ
れ
た
庭
園

（

殊
に
池
泉
部
）
の
す
ば
ら
し
さ
か
ら

国
の
名
勝
に
指
定
さ
れ
た
。
そ
の
後

二
回
の
追
跡
調
査
に
て
館
跡
の
全
貌

が
わ
か
り

一
部
の
補
強
整
備
が
な
さ

れ
、
ま
た
、
古
今
集
ゆ
か
り
の
植
物

を
植
え
て

「古
今
植
物
園
」
が
造
成

さ
れ
た
。

な
お
、
こ
の
名
勝
の
対
岸

一
帯
が

整
備
ヽ
れ
て
、
東
氏
記
念
館

・
大
和

文
庫
、
和
歌
文
学
館

・
篠
脇
山
荘

・

も
も
ち
ど
り

・
よ
ぶ
こ
ど
り

・
い
な

お
う
せ
ど
り
な
ど
が
設
置
さ
れ
、
「古

今
伝
授
の
里
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
」
と
し
て
発
展
し
つ
つ
あ
る
。

篠
脇
城
跡
は
篠
脇
文
化
財
顕
彰
会

の
骨
折
り
で
、
頂
上
の
表
示
板

・
休

憩
台
の
設
置
や
位
碑
堂
の
補
修
に
よ

り
見
違
え
る
ほ
ど
整
備
さ
れ
た
。
近

年
こ
こ
を
訪
れ
る
人
も
多
く
な
り
つ

つ
あ
る
が
、
何
分
に
も
急
斜
面
を
八

百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
歩
か
ね
ば
な
ら
ぬ

の
で
、
足
の
弱
い
者
は
大
変
で
あ
る
。

何
と
か
足
弱
の
者
に
も
登
り
易
い
方

法
が
講
じ
ら
れ
た
な
ら
ば
ま
こ
と
に

あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
と
、
つ
く

づ
く
思
う
も
の
で
あ
る
。

篠
脇
城
跡
に
立
ち
て

〈
ム
　
長
　
土

　

松

新

逸
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法

隆

寺

参

詣

聖
徳
太
子
追
想

畑

中

浄

園

文
化
財
保
護
協
会
の
年
間
行
事
の

一
つ
で
あ
る

一
泊
二
日
の
研
修
旅
行

は
、
今
年
は
奈
良
の
古
刹
を
訪
ね
る

旅
で
あ

っ
た
。
四
〇
余
名

一
行
が
最

初
に
参
拝
し
た
の
が
法
隆
寺
で
あ

っ

た
。
ま
ん
中
に
柱
が
あ
る
特
異
な
中

門
か
ら
境
内
に
入
る
と
、
た
ち
ま
ち

思
い
は

一
四
〇
〇
年
の
音
に
さ
か
の

ぼ
る
。
法
隆
寺
と
い
え
ば
聖
徳
太
子

を
、
聖
徳
太
子
と
い
え
ば
法
隆
寺
を

連
想
す
る
。
聖
徳
太
子
と
法
隆
寺
と

は
切

っ
て
も
き
れ
な
い
間
に
あ
る
。

五
重
塔
や
金
堂
を
眺
め
て
い
る
と
、

そ
こ
に
太
子
の
姿
が
二
重
う

つ
し
の

よ
う
に
浮
か
ん
で
く
る
。

観
音
菩
薩
の
化
身
と
さ
え

い
わ
れ

た
太
子
の
ご

一
生
を
追
想
し
て
み
よ

ヽ^′′。聖
徳
太
子
の
誕
生
　
太
子
は
敏
達

天
皇
の
三
年

（五
七
四
）
父
用
明
天

皇
、
母
穴
穂
部
間
人
皇
女
の
間
に
誕

生
さ
れ
た
。
幼
名
を
厩
戸
皇
子

（厩

の
前
で
生
ま
れ
ら
れ
た
。
キ
リ
ス
が

厩
の
前
で
生
ま
れ
た
と
い
う
伝
説
に

影
響
さ
れ
た
名
で
あ
る
と
い
う
学
者

も

い
る
）
と
い
い
、
ま
た
、
豊
聡
耳

皇
子

（
一
〇
人
の
訴
え
を
同
時
に
聞

き
分
け
ら
れ
た
の
で
）
と
も
い
わ
れ
、

上
官
太
子

（父
用
明
天
皇
の
住
居
の

上
方
に
住
ま
れ
た
）
と
も
い
わ
れ
て

い
る
。

仏
教
興
隆
の
詔
　
太
子
は
二
〇
歳

で
叔
母
推
古
天
皇

（第
三
三
代
初
め

て
の
女
性
天
皇
）
の
摂
政
と
な
り
、

実
際
の
政
治
を
執
ら
れ
た
。
推
古
二

年

（五
九
四
）
仏
教
興
隆
の
詔
を
出

し
、
「皇
太
子
及
び
大
臣
に
詔
し
て
、

三
宝
を
興
隆
せ
し
む
。
是
の
時
、
諸

臣
連
等
各
々
君
親
の
恩
の
た
め
、
競

っ
て
仏
舎
を
造
り
即
ち
こ
れ
を
寺
と

い
う
」
（日
本
書
紀
巻
三
二
）
と

い

う
よ
う
に
、
仏
教
が
国
の
宗
教
と
な

っ
た
。
仏
教
伝
来

（五
三
八
）
以
後

わ
ず
か
に
五
六
年
目
で
あ
る
。

）

キ
リ
ス
ト
教
が
ロ
ー
マ
に
伝
導
さ

れ
た
と
き
、
長
い
間
激
し
い
弾
圧
を

う
け
、
よ
う
や
く
ロ
ー
マ
帝
に
公
認

さ
れ
た
の
は
、
三

一
三
年
に
発
せ
ら

れ
た

「
ミ
ラ
ノ
勅
令
」
で
あ

っ
た
こ

と
を
思
う
と
、
日
本
の
仏
教
受
容
が

極
め
て
容
易
で
か
つ
早
か
っ
た
こ
と

が
注
目
さ
れ
る
。

太
子
は
、
高
一麗
か
ら
の
帰
化
僧
恵

慈
を
師
と
し
て
仏
教
の
奥
義
を
き
わ

め
、
勝
重
経

・
維
摩
経

・
法
華
経
の

注
釈

（こ
れ
を
三
経
義
疏
と
い
う
）

を
行
い
、
こ
れ
が
高
麗
に
伝
え
ら
れ
、

更
に
中
国
の
唐
に
伝
わ

っ
て
こ
れ
が

注
釈
さ
れ
、
の
ち
入
唐
僧
円
珍
が
こ

れ
を
写
し
て
帰
国

（八
五
人
）
し
て

い
る
。
ま
た
、
法
華
経
義
疏
の
草
稿

本
が
、
皇
室
の
御
物
と
な

っ
て
い
る

こ
と
も
世
に
知
ら
れ
て
い
る
。

法
隆
寺
　
太
子
は
仏
寺
の
建
立
に

も
力
を
入
れ
、
四
天
王
寺

（五
九
三
）
、

法
興
寺

（飛
鳥
寺
五
九
六
）
、
広
隆

寺

（蜂
丘
寺
六
〇
三
）
、
法
隆
寺

（

六
〇
七
×
中
宮
寺
な
ど
七
カ
寺
を
建

立
し
た
。

こ
う
し
た
中
で
、
建
立
以
来
現
存

す
る
最
古
の
法
隆
寺
に
関
し
て
は
、

明
治
ご
ろ
か
ら
、
再
建
説
と
非
再
建

論
の
二
説
が
対
立
し
て
争

っ
た
が
、

昭
和

一
四
年

（
一
九
二
九
）
若
草
伽

藍
と
呼
ば
れ
る
寺
院
跡
が
、
石
田
茂

作
博
士
ら
に
よ

っ
て
発
掘
調
査
さ
れ

て
、
こ
れ
が

『
日
本
書
紀
』
に
い
う

法
隆
寺
の
焼
失

（六
七
〇
）
で
あ
る

こ
と
が
立
証
さ
れ
て
、
こ
の
論
争
は

終
止
符
を
う

っ
た
。
法
隆
寺
は
間
も

な
く
再
建
さ
れ
た

（七
〇
八
ご
ろ
）

と
は
い
え
、
飛
鳥
様
式
を
よ
く
残
存

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

①
建
物
は
二
重
の
石
段
の
上
に
た

つ
。②

柱
に
ふ
く
ら
み
が
あ
る
。
こ
れ

を

エ
ン
タ
シ
ス
と
い
い
、
ギ
リ
シ
ャ

や
西
イ
ン
ド
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
影
響

を
う
け
て
い
る
。

③
地
垂
木
が

一
重
で
あ
る
。

④
勾
欄
は
卍
崩
組
子
と

い
っ
て

卍
を
く
ず
し
た
形
を
連
ね
て
い
る
。

⑤
屋
根
の
勾
配
が
に
ぶ
い
。

境
内
の

一
角
に
腰
を
お
ろ
し
て
、

こ
の
回
廊
に
か
こ
ま
れ
た
五
重
塔
や

金
堂
を
眺
め
て
い
る
と
、
当
時
の
組

み
立
て
ら
れ
て
ゆ
く
槌
の
音
が
響
い

て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
七
条
憲
法
　
太
子
の
仏
教
思
想

は
、　
一
七
条
憲
法
に
も
色
濃
く
顕
れ

て
い
る
。
そ
の
第

一
条
に
は

「和
を

以
て
貴
し
と
為
し
、
さ
か
ら
う
こ
と

無
き
を
む
ね
と
せ
よ
云
々
」
第
二
条

に

「篤
く
三
宝
を
敬
え
、
三
宝
と
は

仏

・
法

・
僧
な
り

（中
略
）
そ
れ
三

宝
に
よ
ら
ず
ん
ば
、
何
を
以
て
か
柾

れ
る
を
直
さ
ん
」
第
五
条
に
は
、
む

さ
ぼ
り
を
絶
ち
、
欲
を
す
て
、
明
ら

）

か
に
訴
訟
を
さ
だ
め
よ
云
々
」
第

一

〇
条
に

「な
を
絶
ち
、
瞑
を
す
て
、

人
の
違
う
を
怒
ら
ざ
れ
、
人
皆
心
あ

り
、
心
各
々
執
る
と
こ
ろ
あ
り
、
か

れ
を
是
と
す
れ
ば
、
即
ち
我
を
非
と

し
、
我
を
是
と
す
れ
ば
、
即
ち
彼
を

非
と
な
す
。
我
必
ず
聖
に
非
ず
、
彼

必
ず
愚
に
非
ず
、
共
に
こ
れ
凡
夫
の

み

（中
略
）
彼
の
人
は
い
か
る
と
雖

も
か
え

っ
て
我
が
失
を
恐
れ
よ
云

々
」
第

一
四
条
に

「群
臣

・
百
僚
嫉

妬
あ
る
こ
と
な
か
れ
、
我
既
に
人
を

嫉
め
ば
、
人
も
亦
我
を
ね
た
む
、
嫉

妬
の
わ
ず
ら
い
そ
の
極
み
を
知
ら
ず

云
々
」
と
い
う
よ
う
に
、
仏
教
の
説

く
十
悪
の
罪
を
厳
し
く
諭
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の

一
七
条
の
中
に
は
、

孔
子
の
儒
教
思
想
も
取
り
入
れ
ら
れ

て
い
る
。
太
子
が
人
材
登
用
の
た
め

に
定
め
た
冠
位
十
二
階
は
孔
子
の
説

で
あ
る
徳
と
五
常

（仁
義
礼
智
信
）

の
項
目
か
ら
な
り
、
さ
ら
に
中
国
の

五
行

（木
火
土
金
水
）
思
想
が
影
響

し
て
お
り
、
太
子
の
博
識
多
才
に
は
、

は
か
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

太
子
の
外
交
　
太
子
の
内
政
は
以

上
の
如
く
で
あ
る
が
、
対
外
的
に
も

大
き
な
業
績
を
あ
げ
ら
れ
た
。
当
時

中
国
で
は
、
三
六
〇
余
年
に
亘
る
魏

晋

・
南
北
朝
の
分
裂
状
態
を
統

一
し

た
隋
の
文
帝

（紅
側
眸
）
は
長
安
に

都
し
、
仏
教
を
信
奉
し
て
善
政
を
布
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い
た
が
、
子
の
場
帝
は
父
文
帝
を
殺

し
て
即
位
し
た

（六
〇
四
）
。

場
帝
は
、
西
域
諸
国
を
征
服
し
、

琉
球

・
台
湾

・
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
侵
略
、

さ
ら
に
朝
鮮
の
高
麗
に
対
し
て
三
回

も
討
伐
軍
を
出
し
て
い
る
。
太
子
は

こ
の
よ
う
な
場
帝
の
動
き
を
看
破
さ

れ
た
に
ち
が
い
な
い
小
野
妹
子
の
遣

隋
使
の
派
遣
は
、
こ
の
よ
う
な
国
際

状
況
の
も
と
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

中
国
の
正
史

『隋
書
』
の

「倭
国

伝
」
に
、
大
業
三
年

（六
〇
七
）
多

利
思
比
孤

（日
本
の
王
）
の
使
者
が

来
て
場
帝
に
謁
見
し
、
「海
西
の
菩
薩

天
子
は
仏
法
を
興
隆
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
聞
い
て
、
沙
門
数
十
人

を

つ
れ
て
仏
教
を
学
び
に
来
ま
し

た
」
と
言
い
、
国
書
を
場
帝
に
差
し

出
し
た
。
そ
の
国
書
に

「
日
出
ず
る

所
の
天
子
、
書
を
日
没
す
る
処
の
天

子
に
致
す
、

つ
つ
が
な
き
や
云
々
」

場
帝
は
こ
れ
を
み
て
、
「蛮
夷
の
書
、

無
礼
な
る
も
の
あ
り
、
再
び
天
子
の

耳
に
入
れ
る
な
」
と
、
妹
子
は
恐
ら

く
死
を
覚
悟
し
た
で
あ
ろ
う
。
と
こ

ろ
が
場
帝
は
、
遥
か
東
方
か
ら
命
が

け
で
来
た
使
者
の
苦
労
を
思
い
、
そ

の
帰
国
に
際
し
て
、
装
世
清
ら

一
二

人
を
と
も
な
わ
せ
た
。
妹
子
の

一
行

は
翌
年

（六
〇
八
）
四
月
に
九
州
に

上
陸
し
た
。
無
事
帰
国
の

一
報
を
う

け
た
太
子
の
胸
は
ど
ん
な
で
あ

っ
た

）

で
あ
ろ
う
か
。
妹
子
が
無
事
帰

っ
た
。

し
か
も
隋
使
が
同
行
し
て
い
る
。
六

月
に
は
淀
川
の
河
口
に
着
い
た
。
『日

本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
太
子
は
か
ざ

り
船
三
〇
隻
を
派
遣
し
、
新
築
の
館

に
む
か
え
入
れ
た
。
八
月
に
は
飛
鳥

の
都
に
入
る
。
太
子
は
こ
の
日
、
飾

り
を
た
て
た
馬
七
五
匹
を
仕
立
て
て

一
行
を
迎
え
た
と
い
う
。

隋
使
表
世
清

一
行
は
、
九
月
に
帰

国
の
途
に
つ
い
た
。
こ
の
時
、
小
野

妹
子
は
再
び
国
使
の
任
を
負
う
て
同

行
し
た
。
そ
の
国
書
に

「東
の
天
皇
、

敬

っ
て
西
の
皇
帝
に
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
た
び
は
貴
国
の
御
使
い
装
世
清

が
来
朝
し
て
下
さ
っ
て
、
長
い
間
の

念
願
が
か
な
い
ま
し
た
。
秋
冷
の
候
、

ご
機
嫌
い
か
が
で
す
か
。
当
方
は
無

事
で
あ
り
ま
す
」
（日
本
書
紀
）

こ
の
国
書
に
初
め
て
天
皇
と
い
う

称
号
が
使
わ
れ
、
中
国
の
皇
帝
と
肩

を
並
べ
た
同
等
の
位
置
を
強
調
し
て

い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
時
、
妹
子
に
同
行
し
た
の
は
、

高
向
玄
理

・
南
渕
請
安

・
学
問
僧
長

ら
合
わ
せ
て
八
人
で
あ

っ
た
。
玄
理

と
請
安
は
中
国
滞
在
三
二
年
間
、
六

四
〇
年
に
帰
国
、
長
は
滞
在
二
四
年

間
、
六
三
二
年
に
帰
国
し
た
。
彼
等

は
隋
唐
の
交
替
期

（六

一
八
年
腸
帝

は
臣
下
に
殺
さ
れ
、
唐
が
建
国
）
を

体
験
し
、
初
唐
の
中
央
集
権
制
度
、

律
令
体
制
を
学
び
、
か
つ
国
際
都
市

に
な
り
つ
つ
あ

っ
た
都
、
長
安
の
繁

栄
ぶ
り
を
具
に
見
て
来
た
。
彼
等
が

大
化
の
改
新

（六
四
五
）
の
立
役
者

と
な

っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ

る
。
聖
徳
太
子
の
政
治
理
念
は
こ
こ

に
実
を
結
ん
だ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
つヽ
。

太
子
と
親
鸞
聖
人
　
太
子
は
推
古

天
皇
三
〇
年

（六
三
二
）
四
九
歳
で

）

大
阪
府
南
河
内
太
子
町
叡
福
寺
）
に

参
詣
し
て
太
子
の
示
現
を
得
た
と
伝

え
ら
れ
、
二
九
歳
の
と
き
、
京
都
の

六
角
堂

（太
子
の
建
立
と
い
わ
れ
、

太
子
の
本
地
と
い
わ
れ
る
観
音
菩
薩

を
ま
つ
る
）
に
百
日
の
参
籠
を
志
し
、

刻
コ
ヽ
日
目
の
暁
に
、
太
子
の
夢
告

を
得
て
、
吉
水
の
法
然
を
訪
ね
て
弟

子
と
な
っ
た
。
聖
人
の
和
讃
に
、

和
国
の
教
主
聖
徳
皇

の
仰
慕
の
ほ
ど
が
知
ら
れ
る
。

太
子
は
お
よ
そ
三
〇
年
間
、
推
古

天
皇
の
摂
政
と
し
て
内
外
に
亘
る
幾

多
の
業
績
を
の
こ
さ
れ
、
推
古
三
〇

年

（六
三
二
）
四
九
歳
で
病
没
さ
れ

た
。太

子
の
た
め
に
作
ら
れ
た
天
寿
国

曼
陀
羅
繍
帳
銘
に
太
子
が
日
ご
ろ
仰

せ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
「世
間
虚
仮
・

唯
仏
是
真
」
の
語
が
刺
繍
さ
れ
て
い

る
。
親
鸞
聖
人
は
こ
の
語
の
意
味
を

「
よ
ろ
ず
の
こ
と
、
み
な
も

っ
て
、

そ
ら
ご
と
、
た
わ
ご
と
、
ま
こ
と
あ

る
こ
と
な
き
に

（世
間
虚
仮
）
た
だ

念
仏
の
み
ぞ
、
ま
こ
と
に
て
お
わ
し

ま
す

（唯
仏
是
真
と

（歎
異
抄
後
序
）

と
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
親
鸞
聖
人
の

思
想
の
中
に
は
太
子
の
影
響
が
深
か

っ
た
こ
と
が
思
わ
れ
る
。

真
宗
寺
院
の
本
堂
に
は
、
そ
の
余

間

（内
陣
の
左
右
の
間
）
に
、
太
子

像
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
絵
像

は
太
子

一
四
歳

貧

説
に
は

一
六
歳
）

の
と
き
、
父
用
明
天
皇
の
看
病
の
た

め
、
俗
服
の
上
に
袈
裟
を
か
け
、
病

気
の
快
癒
を
仏
前
に
祈
念
さ
れ
た
姿

で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
（写
真
参

昭
じ時

間
の
都
合
で
夢
殿
に
は
参
詣
で

き
な
か

っ
た
。
法
隆
寺

へ
の
参
詣
は
、

恐
ら
く
こ
れ
が
最
後
で
あ
ろ
う
と
、

感
慨
深
く
別
れ
を

つ
げ
た
。

病
没
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
平
安
時

代
中
期
か
ら
太
子
信
仰
が
盛
ん
と
な

り
、
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
太
子
伝

や
太
子
像

（絵
画

・
彫
刻
）
が
多
く

造
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

親
鸞
聖
人
が

一
九
歳
の
と
き
、
比

叡
山
か
ら
磯
長
の
ご
廟

（三
骨

一
廟

と

い

っ
て
、
太
子
と
そ
の
妃
、
母

穴
穂
部
間
人
王
女
の
遺
骨
が
納
ま
る
、

広
大
恩
徳
謝
し
が
た
し

一
心
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
り

奉
讃
不
退
な
ら
し
め
よ

と
あ
る
。
教
主
と
い
う
の
は
釈
迦
如

来
の
こ
と
で
、
聖
徳
太
子
を
日
本
の

お
釈
迦
さ
ま
と
た
た
え
ら
れ
て
い
る
。

親
鸞
の
作
ら
れ
た
和
讃
は
五
二
四
首

あ
る
中
で
、
太
子
和
讃
は
二
〇
〇
首

に
も
及
ん
で
い
る
。
聖
人
の
太
子

ヘ 聖徳太子絵像 (十四歳)
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東
常
縁
相
伝
書

拾
遺
愚
草
内
五
十
八
首

吉
同
　

橋

　

義

●
常
縁
本
の
正
真
物
か

千
葉
県
小
見
川
町

（中
世
、
東
庄

の

一
部
）
の
鈴
木
佐
さ
ん
は
、
同
町

町
長
の
ご
宗
子
。
千
葉

。
東
氏
の
歴

史
を
追

っ
て
十
数
年
前
か
ら
来
町
さ

れ
、
資
料
や
情
報
を
交
換
。
明
建
神

社
の
薪
能
火
入
式
に
も
、
毎
年
参
加

さ
れ
る
好
青
年
で
あ
る
一
そ
の
佐
さ

ん
が
、
四
月

一
一
、　
〓

一日
こ
ろ
突

然
来
町
し
、
東
常
縁
の
遺
作
品
の
コ

ピ
ー
本
を
持
参
さ
れ
た
。

●
愛
知
県
刈
谷
市
図
書
館
所
蔵
本

で
元
禄
二
年
本
版
本

『東
野
州
聞
書

』
や

「蓬
慮
雑
砂
」
に
冊
す
る

〈
東

常
縁
相
伝
書

・
拾
遺
愚
草
内
五
十
八

首
〉
な
ど
で
あ
る
。
「拾
遺
愚
草
」

と
い
う
の
は
、
藤
原
定
家

（
一　
一
六

三
～

一
二
四

一
）
が
拾
遺

（侍
従
の

唐
名
）
の
こ
ろ
自
選
し
、
三
千
余
首

の
和
歌
を
巻
物
に
し
た
と
い
う
膨
大

な
も
の
。
二
条
派
為
世
門
下
の
四
天

王
の

一
人
頓
阿

（
一
二
八
九
～

一
三

七
二
）
以
降
、
数
々
の
注
釈
書
が
生

ま
れ
た
と
さ
れ
る
。

常
縁
の
死
は
文
明

一
六
年

（
一
四

八
四
）
三
月
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
、

二
年
前
の
同

一
四
年

一
二
月
、
「拾
遺

愚
草
」
中
の
五
八
首

（実
は
五
七
首
）

の
解
を
宗
祇
に
送

っ
た
こ
と
に
な
る
。

五
月
八
日
、
土
松

・
佐
藤
委
員
と
三

人
で
、
刈
谷
図
書
館
を
訪
れ
、
同
本

を
調
査
し
た
。

●
内
容

同
文
書
は
、
淡
墨
細
筆
の
み
ご
と

な
達
筆
で
、　
一
日
で
老
弱
者
の
も
の

で
な
い
こ
と
が
わ
か
り
、
「平
常
縁
花

押
」
も
見
な
れ
た
も
の
と
は
異
な

っ

て
お
り
、
小
僧
に
口
述
さ
せ
た
と
書

か
れ
て
い
る
。

筆
跡
は
、
早
速
書
陵
部
所
蔵
の
同

名
本
と
照
合
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

本
物
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
測
す
る

最
大
の
理
由
に
紙
質
が
上
げ
ら
れ
る
。

）

我
々
が
よ
く
町
内
古
文
書
に
散
見
す

る

「天
郡
上
」
盆
宣
（帖
）
と
見
ら

れ
る
極
上
質
の
紙
に
酷
似
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

先
の
コ
ピ
ー
文
を
予
め
解
読
し
て

い
た
佐
藤
委
員
の
原
稿
中
、
分
か
り

や
す
い
歌
と
解
を
左
に
引
い
て
み
る
。

（　
）
内
は
筆
者
の
注
で
あ
る
。

①
こ
そ
も
こ
れ
春
の
に
ほ
ひ
に
成
に

け
り
梅
さ
く
宿
の
明
ほ
の
の
空

こ
そ
も
是
と
は
、
毎
年
か
く

の

こ
と
し
と
な
り
、
春
の
に
は
ひ
に
成

に
け
り
と
は
、
春
の
感
情
ふ
か
き
時

節
と
な
り
、
明
は
つ
れ
は
人
の
心
は

万
事

に
う

つ
る
物
な
れ
は
、
梅
の
感

情
ふ
か
き
は
あ
け
く
れ
の
時
分
也
と

な
り

②
呉
竹
の
我
友
は
み
な
機
製
．）薇）と
も

独
よ
そ
な
る
羽
の
林
か
な

竹
に
よ
せ
て
お
も
ひ
を
の
ぶ
る
心

に
や
、
我
友

の
官
位
は
歴
々
な
れ
と

も
、
羽
林
に
も
お
よ
は
ぬ
心
な
る
ヘ

し

（羽
林
＝
近
衛
府
の
唐
名
で
、
羽

林
家
は
大
中
納
言
参
議
に
近
衛
中
小

将
を
兼
ね
た
家
柄
。
当
時
飛
鳥
井

・

冷
泉

・
六
条

・
四
条

・
山
科
等
歌
所

の
諸
家
）

③
ぬ
る
玉
の
夢
は
現
に
ま
さ
り
け
り

此
世
に
さ
む
る
枕
か
は
ら
て

う

つ
つ
は
此
世
の
夢
な
り
、
世
の

夢
は
さ
め
て
又
見
る
事
な
し
、
枕
か

は
ら
て
見
る
夢
は
現
に
ま
さ
り
た
り

と
な
り

（ぬ
る
玉
＝
寝
る
魂
＝
夢
の

異
称
）

簡
潔
な
名
文
で
あ
る
。
そ
の
心
も

汲
み
取
り
が
た
い
妖
し
げ
な
光
を
放

つ
。
最
後
の
力
を
し
ぼ
っ
て
、
定
家

撰
定
歌
か
ら
選
び
、
師
尭
孝
の
説
を

基
に
解
釈
口
述
さ
せ
、
最
愛
の
弟
子

宗
祇
に
披
露

（
一
見
の
後
は
焼
け
と

書
く
）
し
た
、
言
わ
ば
常
縁
秘
伝
の

一
つ
で
あ
ろ
う
。

●
『町
史
史
料
続
編
上
』
に
追
収

『大
和
町
史
史
料
続
編
上
』
と
な
る

原
稿
は
、
す
で
に
編
集
済
ん
で
教
育

委
員
会

へ
提
出
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
佐
さ
ん
か
ら
コ
ゼ
ー
を

送
ら
れ
た
時
点
で
、
急
返

『史
料
編

』
に
追
収
出
来
る
よ
う
に
と
、
刈
谷

図
書
館

へ
出
張
し
た
わ
け
で
あ
る
。

同
館
係
官
平
野
さ
ん
に
は
、
全
く
懇

切
に
調
査
撮
影

コ
ピ
ー
な
ど
ご
指
導

頂
き
、
本
誌
を
通
じ
て
も
、
厚
く
お

礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

●
山
田
庄
産
美
濃
紙

。
天
郡
上

常
縁
時
代
の
当
時
は
、
上
質
の
美

濃
紙
の
主
要
産
地
だ

っ
た
ら
し
い
こ

と
が
諸
史
料
で
分
か

っ
て
お
り
、
常

縁
や
弟
の
建
仁
寺
住
竜
統
も
み
や
げ

に
持
参
し
て
い
る
。
将
軍
が
美
濃
国

守
護
に
紙
の
調
達
を
命
じ
て
も
、
紙

は
入
手
困
難
な
貴
重
品
で
あ

っ
た
。

町
内
に
現
存
す
る
古
文
書
の
中
に
、

実
に
良
質
な
紙
の
あ
る
の
に
驚
か
さ

）

れ
る
。
そ
し
て
、
「
天
狗
上
」
「
天
郡

上
」
と
書
く
、
紙
の
名
称
が
し
ば
し

ば
散
見
さ
れ
る
。

神
路

（
「紙
地
」
の
文
字
も
見
る
）

を
中
心
に
、
明
治
初
年
ま
で
多
数
の

「紙
屋
宍
古
代
か
ら
の
紙
工
房
の
名

称
）
が
あ

っ
て
集
散
の
問
屋
も
あ

っ

た
が
、
安
く
大
量
生
産
の
洋
紙
に
押

さ
れ
て
潰
れ
、
急
速
に
生
産
が
落
ち

養
蚕
業
に
主
力
が
変
わ

っ
た
と
い
う
。

（自
田
尊
徳
氏
談
）

一
方
、
美
濃
市
周
辺
が

「美
濃
紙
」

の
主
要
産
地
と
し
て
力
を
伸
ば
し
て

き
た
の
は
明
治
以
降
の
よ
う
で
あ
る
。

逆
転
的
に
衰
微
し
た
郡
上
産
地
に
、

逆
移
出
す
る
よ
う

に
な

っ
た
上
有

知

・
牧
谷

の
紙
間
屋
筋
は
、
「郡
上

は
上
等
な
紙
を
す
い
て
い
た
か
ら
恥

ず
か
し
く
な
い
よ
う
に
」
と
、　
一
帖

ご
と
に
入
念
に
し
て
送

っ
た
と
古
老

は
伝
え
て
い
た
。

●
書
陵
部
所
蔵
同
本
の
調
査

書
陵
部
蔵

「東
常
縁
拾
遺
愚
草
内

五
十
八
首
」
は
、
早
急
に
調
査
す
る

必
要
に
迫
ら
れ
た
。
刈
谷
図
書
館
蔵

村
上
本
と
の
比
較
で
あ
る
。
紙
質

・

筆
跡
等
で
あ
る
が
、
多
事
多
端
で
願

望
が
果
た
せ
る
か
ど
う
か
。
（五
月
九

日
急
記
）



井 俣 初 枝

心をいやす

奈良のぷほとけ

芽
吹
い
た
ば
か
り
の
緑
を
抜
け
、

法
隆
寺
南
大
門
前
に
初
め
て
件
む
こ

と
が
出
来
た
。
修
学
旅
行
の
学
生
達

も
大
勢
い
た
。

平
成
五
年
、
世
界
文
化
遺
産
に
登

録
さ
れ
た
法
隆
寺
。
そ
の
ニ
ュ
ー
ス

は
日
本
の
み
な
ら
ず
人
類
す
べ
て
に

と

っ
て
の
貴
重
な
文
化
遺
産
で
あ
る

こ
と
を
あ
ら
た
め
て
思
う
の
で
あ

っ

た
。法

隆
寺
を
拝
観
す
る
ま
え
に
、
も

っ
と
聖
徳
太
子
の
こ
と
を
知

っ
て
お

く
べ
き
で
あ

っ
た
。
悔
や
ま
れ
る
。

「郷
土
史
」
で
は
浄
園
先
生
の
仏
教

の
勉
強
会
の
講
義
で
お
話
は
聞
か
せ

て
い
た
だ
い
た
け
れ
ど
や
は
り
も

っ

）

と
勉
強
し
て
お
く
べ
き
で
あ

っ
た
と

日
や
つ
。

南
大
門
に
向
か
う
参
道
を
歩
い
て

い
る
と
、
小
学
校
三
年
生
の
と
き
な

ら

っ
た
本
の
中
に
幼
少
の
頃
悪
戯
を

し
て
父
親
に
叱
ら
れ
た
と
き
、
「穴
に

入

っ
て
か
く
れ
る
こ
と
も
出
来
ず
」

と
い
っ
た
太
子
六
才
か
七
才
だ

っ
た

ろ
う
か
定
か
で
は
な
い
が
こ
の
言
葉

が
思
い
出
さ
れ
た
。
こ
の
言
葉
を
頭

に
描
き
な
が
ら

一
礼
し
て
南
大
門
を

く
ぐ

っ
た
。
胸
の
と
き
め
き
を
覚
え

る
。
仏
法
の
故
郷
な
の
だ
。

南
大
門
か
ら
境
内
に
足
を
踏
み
い

れ
、
正
面
に
あ
る
の
が
中
間
で
あ
る
。

金
堂
や
、
五
重
塔
の
た
た
ず
ま
い
が

美
し
い
。
こ
の
中
間
の
中
央
に
柱
が

建
て
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
柱
を
ど
う

し
て
こ
ん
な
真
ん
中
に
建
て
た
ん
だ

ろ
う
と
手
で
柱
を
撫
で
て
み
た
。

こ
の
中
門
の
左
右
に
あ
る
の
が
金

剛
力
士
像
で
あ
る
。
門
に
立
ち
仏
法

を
守
護
し
て
い
る
。
に
ら
み
を
き
か

せ
て
い
る
。
阿
形
像
は
口
を
大
き
く

開
い
て
い
る
。
昨
形
は
黒
い
。
仁
王

様
は
恐
ろ
し
い
顔
を
し
て
い
る
が
、

ど
こ
と
な
く
ユ
ー
モ
ア
を
も

っ
て
お

い
で
る
。
私
達
の
心
の
う
ち
を
の
ぞ

き
込
む
よ
う
に
し
て
い
る
か
ら

「
や

ま
し
い
心
は
も

っ
と
ら
ん
で
」
と
い

い
た
く
な

っ
た
。

伽
藍
に

一
歩
踏
み
込
む
と
、
飛
鳥

時
代
の
建
物
、
回
廊
は
国
宝
で
あ
る
。

外
側
は
白
壁
に
連
子
窓
が
組
み
込
ま

れ
、
き

っ
と
、
差
し
込
む
春
の
日
の

光
が
美
し
い
影
を
つ
く
る
こ
と
だ
ろ

う
。
エ
ン
タ
シ
ス
の
柱
の
列
、
雲
形

肘
木
、
卍
崩
し
勾
欄
と
の
説
明
は
さ

れ
た
け
れ
ど
す

つ
か
り
忘
れ
て
し
ま

っ
て
い
て
、
ま

っ
た
く
思
い
出
す
こ

と
が
出
来
な
い
。

金
堂
内
陣
に
は
釈
迦
三
尊
像
が
安

置
さ
れ
て
い
る
。
し
ん
と
静
ま
り
返

っ
た
薄
間
の
中
で
、
釈
迦
如
来
は
千

四
百
年
の
微
笑
み
を

つ
づ
け
ら
れ
て

い
た
。
写
真
で
見
る
の
と
は
距
離
感

）

も
奥
行
き
も
違
う
。
釈
迦
如
来
像
は
、

聖
徳
太
子
の
等
身
だ
と
い
う
。

推
古
二
九

（六
二

一
）
年

一
二
月
、

聖
徳
太
子
の
母

・
穴
穂
部
間
人
大

后

が
死
去
し
た
。
そ
の
こ
と
が
精
神
的

打
撃
と
な
り
、
聖
徳
太
子
は
健
康
を

害
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
推
古
三

〇

（六
三
二
）
年
正
月
太
子
と
妃
の

膳

大
郎
女
が
あ

い
つ
い
で
病
床
に

つ
い
た
。
そ
の
た
め
こ
の
二
人
の
病

気
平
癒
の
祈
願
が
つ
づ
け
ら
れ
、
聖

徳
太
子
の
釈
迦
如
来
像
を
止
利
仏
師

に
つ
く
ら
せ
る
よ
う
上
宮
王
家
の
人

々
が
発
願
し
た
の
だ
と
い
う
。
発
願

し
た
の
は
膳
家
の
人
々
で
あ

っ
た
と

も
い
わ
れ
て
い
る
。
釈
迦
三
尊
像
の

光
背
に
は
こ
の
よ
う
に
刻
ま
れ
て
い

る
と
い
う
。
仏
教

へ
の
信
仰
の
力
が

強
か

っ
た
の
だ
と
思
う
。

人
々
の
祈
り
も
虚
し
く
、
二
月
二

一
日
に
膳
大
郎
女
が
死
去
し
、
妃
の

後
を
追

っ
て
翌
三
二
日
に
聖
徳
太
子

が
永
眠
し
た
。
太
子
四
九
歳
の
生
涯

で
あ

っ
た
。
釈
迦
三
尊
像
は
翌
年
の

推
古
三

一

（六
二
三
）
年
に
完
成
し

た
と
さ
れ
る
。
以
来
法
隆
寺
金
堂
に

安
置
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
の
だ
と
い

つヽ
。「世

間
虚
仮
唯
仏
是
真
」

聖
徳
太
子
の
あ
ま
り
に
も
有
名
な
言

葉
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
わ
か

っ
た
よ

う
で
わ
か
ら
な
い
こ
の
言
葉
の
意
味

も
正
し
く
知
り
た
い
。

仏
教
が

一
般
に
流
布
す
る
た
め
に

は
、
も
う

一
度
聖
徳
太
子
に
戻

っ
て

太
子
の
力
に
あ
ず
か

っ
て
勉
強
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

は
じ
め
て
法
隆
寺
を
訪
ね
仏
像
の

柔
ら
か
な
微
笑
み
に
心
和
ま
せ

「生

か
さ
れ
て
い
る
」
の
思
い
と
と
も
に

心
の
い
や
し
を
み
つ
け
る
旅
で
も
あ

っ
た
。

み
ほ
と
け
の

も
ろ
手
の
指
に

芽
吹
風

法隆寺堂釈迦三尊像
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念

持

仏

を

拝

観

し

て
思

う

臼

　

田

　

百

合

子

阿
弥
陀
如
来
及
び
両
脇
侍
像
は
、
光

明
皇
后
の
御
母
で
橘
夫
人
に
よ
り
造

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
、

御
厨
子
の
真
ん
中
に
は
阿
弥
陀
如
来

と
両
脇
侍
が
お
い
で
に
な
る
。

蓮
が
池
か
ら
く
ね

っ
て
生
え
て
き

た
様
な
蓮
華
の
上
に
阿
弥
陀
如
来
が

お
座
り
に
な
り
、
下
生
印

「与
願
の

形
」
を
と
ら
れ
、
両
脇
侍
像
は
阿
弥

陀
如
来
よ
り
小
さ
な
立
像
で
同
じ
下

生
印
の
形
を
と
ら
れ
て
い
る
。

御
堂
内
が
う
す
暗

い
の
で
、
じ
っ

と
眼
を
凝
ら
し
て
み
る
と
仏
像
の
背

後
に
は
天
衣
を
風
に
な
び
か
せ
た
蓮

華
の
上
に
幾
体
も
の
仏
像
が
浮
き
彫

り
に
さ
れ
て
い
る
の
が
見
え
る
。

阿
弥
陀
如
来
の
お
顔
は
回
角
を
吊

り
上
げ
、
か
す
か
に
微
笑
み
を
浮
か

べ
て
お
ら
れ
る
様
に
感
じ
ら
れ
、
頭

髪
は
小
さ
な
仏
像
の
割
に
は
渦
が
大

き
く
平
ら
に
巻
か
れ
て
い
る
の
が
特

徴
の
様
で
あ

っ
た
。

）

新
薬
師
寺
は
、
奈
良
の
山
の
辺
の

道
入
口
に
あ
り
、
閑
静
な
件
ま
い
の

中
、
境
内
の
参
道
に
は
モ
チ
ノ
木
が

見
事
に
真
赤
な
実
を
付
け
陽
春
の
光

を
う
け
て
、
美
し
く
輝
い
て
い
た
。

新
薬
師
寺
は
、
聖
武
天
皇
の
眼
病

平
癒
を
祈
願
さ
れ
て
天
平

一
九
年

（

七
四
七
）
三
月
勅
願
に
よ
り
光
明
皇

后
に
よ

っ
て
建
立
さ
れ
た
由
緒
あ
る

寺

で
、
「新
」
は

「あ
た
ら
し

い
」

で
は
な
く
て

「あ
ら
た
か
な
」
薬
師

寺
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
、
し
お
り

に
記
さ
れ
て
い
る
。

本
堂
の
中
央
に
は
土
築
で
白
漆
喰

ぬ
り
の
大
き
な
円
形
の
仏
壇
が
作
ら

れ
、
本
尊
薬
師
像
や

一
二
神
将
像
が

安
置
さ
れ
て
い
た
。
土
造
り
で
も
漆

喰
を
塗
る
こ
と
に
よ

っ
て
あ
れ
程
ま

で
に
固
く
な
る
も
の
だ
と
は
、
昔
の

人
達
の
知
恵
に
感
銘
を
受
け
た
の
で

し
た
。

法
隆
寺
大
宝
殿
の
御
厨
子
の
中
の

金
堂
の
薬
師
如
来
座
像
は
、
用
明

天
皇
が
病
に
な
ら
れ
た
際
に
自
ら
病

気
平
癒
を
祈

っ
て
寺
と
薬
師
像
を
造

る
こ
と
を
発
願
さ
れ
た
が
、
何
ら
か

の
理
由
で
呆
た
せ
ず
天
皇
の
崩
御
後
、

推
古

一
五
年
に
推
古
天
皇
と
聖
徳
太

子
に
よ

っ
て
こ
の
像
が
造
ら
れ
た
と

き
で
つ
。

金
堂
中
の
間
に
安
置
さ
れ
て
い
る

釈
迦
如
来
及
び
両
脇
侍
像
は
、
推
古

三
〇
年
正
月
聖
徳
太
子
の
病
に
際
し
、

病
を
転
じ
て
寿
命
を
延
ば
す
こ
と
を

願

っ
て
皇
后
王
子
諸
臣
ら
が
太
子
と

等
身
の
釈
迦
像
を
作
る
こ
と
を
発
願

し
た
が
、
そ
の
願
い
も
空
し
く
太
子

と
后
は
相
次
い
で
二
月
に
世
を
去
ら

れ
た
。
翌
三

一
年
三
月
に
釈
迦
三
尊

が
完
成
さ
れ
た
と
い
う
念
持
仏
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
文
化
財
の
旅
行
に
は
有
り
難

い
事
が
二
つ
あ
り
ま
す
。
多
く
の
御

仏
を
拝
観
で
き
て
有
り
難
く
、
も
う

一
つ
は
河
合
先
生
の
豊
富
な
知
識
と

解
り
や
す
い
語
り
方
で
説
明
を
し
て

い
た
だ
け
る
事
で
す
。
予
備
知
識
も

持
た
な
い
で
出
掛
け
て
し
ま
う
私
に

は
誠
に
有
り
難
く
勉
強
に
な
り
、
感

謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

今
回
数
多
く
の
念
持
仏
を
拝
観
し

「与
願
」
を
信
じ
て
、
し
っ
か
り
拝

ん
で
参
り
ま
し
た
。

何
時
の
世
に
も

「他
人
を
思
い
」

は　
　
　
春
曰大
社
村
■
レ

レ
　
春
日
路
に
　
我
が

春
曰
大
社
付
■
に
て
　
　
　
百
合

子

バ

ス
見

詰

め

「夫
を
思

い
」
「子
を
思
う
」
思

い
　
そ
の
心
を
見
習

っ
て
生
き
て
い
き
た

遣
り
の
心
を
持
た
れ
た
様
に
、
私
も
　
い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

鑑

雷

ぉ
苺
奪
導

、
雪

滲
尋
摯
苺
奪
導

冬
奮

ぎ

奮

で

や
基

喜
４

ぷ
蓼ふ峰ク惨駅

棘　　鍾】【”【中』輌轍咆略鋼】【】暉』臨呻」一秒　　　　　一

寂

実

の
鹿

　

春

の
寒

き

日

砕

　

　

隕

圏

■

■

■

■

■

■

■

■

冒

こ

饉

■

■

■

轟

癬

翻

繋

轟

雷

鑑

凛
　

　

　

　

　

　

●

瀞
グ
筆
‘
客
篠
金
奉
ヽ
奉
↑
磯
ミ
感
゛
導
ま
奉
゛
嚇
金
書
ヽ
様
金
参
ミ
率
中
選
ミ
難
゛
奉
さ
喩
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奈良京都を歩いて

静
か
に
文
化
財
に
携
わ
る
先
生
方

は
そ
の
道
の
大
家
だ
と
思
い
ま
す
。

大
先
輩
諸
先
生
方
に
同
道
し
、
案

内
さ
れ
な
が
ら
文
化
財
の
旅
は
何
と

倖
せ
な
こ
と
、
私
は
こ
の
旅
が

一
番

嬉
し
い
。

見
る
も
の
は
そ
の
場
限
り
か
も
知

れ
な
い
し
、
何
を
聞
い
て
も

「右
か

ら
左
」
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、

歩
き
な
が
ら
、
誰
方
に
何
を
聞
い
て

も
す
ぐ
分
か
り
や
す
い
答
が
返

っ
て

く
る
。
仏
像
も
、
書
も
、
建
築
も
、

草
木
に
至
る
ま
で
、
気
楽
に
尋
ね
気

楽
に
教
え
て
頂
け
る
。

バ
ス
と
言
う

一
つ
の
囲
い
の
中
に

入
れ
ば
失
礼
な
言
い
方
か
も
知
れ
な

）

い
け
ど
み
ん
な
友
達
、
ま
わ
り
の
席

か
ら
聞
こ
え
て
く
る
色
々
な
話
し
声

も
、
文
化
財
に
関
係
し
た
事
柄
が
多

く
勉
強
に
な
る
。

ボ
ソ
ボ
ソ
と
隣
の
人
と
の
話
も
近

所
に
い
な
が
ら
仲
々
話
す
折
り
の
な

い
こ
の
時
間
を
、
本
当
に
嬉
し
く
思

い
ま
し
た
。

「法
隆
寺
五
重
塔
」
と
習
字
の
時
間

や
国
語
で

「修
行
者
と
羅
刹
」
の
形

で
教
わ

っ
た
仏
法
、
「
い
ろ
は
に
ほ
ヘ

ど
…
」
止
利
仏
師
の
話
も
小
学
生
の

頃
が
ふ
と
過
ぎ
り
な
つ
か
し
く
思
い

出
さ
れ
る
。

仏
像
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
や
魅

力
が
あ

っ
て
、
あ
き
る
こ
と
な
く
拝

観
出
来
ま
す
。
特
に
百
済
観
音
の
美

し
さ
に
見
惚
れ
、
複
製
で
あ
る
こ
と

に
尚
驚
き
、
こ
の
よ
う
に
美
し
く
作

り
上
げ
た
人
の
心
に
も
触
れ
た
よ
う

な
、
こ
の
美
し
い
出
逢
い
に
感
謝
す

る
と
共
に
、
浄
園
先
生
の
ユ
ニ
ー
ク

な
言
葉
が
楽
し
く
心
に
残

っ
て
い
る
。

天
平
の
留
学
僧
の
苦
労
話
や
運
命

を
描
き
唐
の
名
僧
鑑
真
和
上
の
来
朝

の
様
子
な
ど

「
天
平
の
甍
」
の
中
で

の
記
憶
が
頭
の
隅
に
残

っ
て
い
ま
し

た
。椿

散
る
木
下
過
ぎ
れ
ば
明
る
み
に

和
上
御
廟
は
ひ
っ
そ
り
と
あ
り

山
の
辺
り
の
道
、
こ
の
あ
た
り
は

ゆ
っ
く
り
散
策
し
た
い
気
分
の
新
薬

師
寺
の
国
宝
の
守
護
神
に
見
守
ら
れ

て

一
巡
し
、
せ
め
て
ロ
ー
ソ
ク

一
本

上
げ
て
仰
い
で
来
ま
し
た
。

馬
酔
木
の
参
道
を
漫
ろ
歩
き
た
い

気
分
、
な
の
に
小
雨
、
浄
瑠
璃
寺
の

門
前
に
貝
母
が
楚
楚
と
し
て
今
丁
度

茶
花
に
な
り
た
そ
う
な
様
子
で
、
控

え
目
に
う

つ
む
い
て
私
達
を
迎
え
て

く
れ
る
。

観
光
客
も
少
な
い
せ
い
も
あ

っ
て
、

静
か
な
た
だ
ず
ま
い
と
、
小
雨
に
濡

れ
た
木
々
、
小
鳥
の
囀
り
、
何
と
倖

せ
な

一
刻
、
九
体
仏
は
勿
論
の
こ
と
、

吉
詳
天
の
美
し
さ
は
時
代
を
経
て
尚

彩
色
も
艶
や
か
に
そ
の
姿
を
止
め
て

い
る
。

池
の
面
に
赤
き
椿
を
浮
か
ば
せ
て

亀
も
蛙
も
息
止
め
し
ま
ま

い
づ
れ
も
初
め
て
の
処
ば
か
り
感

動
の
連
続
。

二
条
城
御
殿
の
唐
門
に
権
力
の
す

ご
さ
を
感
じ
て
中
に
入
れ
ば
、
広
間

書
院
各
部
屋
の
天
丼
欄
間
、
襖
に
至

る
豪
奢
な
す
べ
て
に
た
だ
唯
、
す
ご

い
の

一
言
、
心
の
内
に

一
つ
一
つ
運

ば
れ
た
で
あ
ろ
う
基
盤
、
礎
石
、
こ

の
巨
大
な
建
物
に
携
わ
っ
た
多
く
の

人
々
の
苦
労
が
し
の
ば
れ
、
時
代
が

）

変
わ

っ
て
や
が
て
テ
レ
ビ
の
中
で
大

政
奉
還
の
場
面
が
再
現
さ
れ
る
の
で

あ
ろ
う
と
、
ひ
そ
か
に
思
い
な
が
ら
、

多
く
の
人
々
入
場
者
に
よ

っ
て
磨
き

上
げ
ら
れ
た
、
う
ぐ
い
す
張
り
の
廊

下
を
後
に
す
る
。

新
装
な

っ
た
京
都
駅
で
の
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
は
楽
し
か

っ
た
け
れ
ど
も
、

足
に
自
信
の
な
い
方
に
は

一
寸
大
変

だ

っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
。
す
べ

て
大
き
な
も
の
に
出
逢
え
、
今
度
の

旅
は
忙
し
か

っ
た
け
れ
ど
も
楽
し
い

旅
で
し
た
。

お
世
話
下
さ
い
ま
し
た
先
生
方
に

心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

小説「敦建」を書いた井上靖さんは、法隆寺金堂壁画の飛天に驚き、敦建をはじめ

中国中の飛天ばかりを見て回った。そして金堂の飛天は、敦建莫高窟から日本に飛来

して、最高の技芸に輝いたものだと激賞した。一一写真は模写復元された飛天(極彩色)

(高橋義―)

-7-



目
回
霜
ロ
イ
蒙
鮮
業
■
計
Ｉ
画
共
案
》

４
月
　
執
行
部
会
開
催
、
文
化
財
収
蔵

展
示
館

（仮
称
）
建
設
計
画
策
定
の

基
礎
調
査
。

５
月
　
執
行
部
会
、
役
員
会

（総
会
の

事
案
他
）
監
査
会
の
開
催
。
会
報

「

文
化
財
や
ま
と
」
第
２３
号
の
発
行
。

文
化
財
収
蔵
展
示
館

（仮
称
）
建
設
促

進
委
員
会
執
行
部
会
、
同
委
員
会
の

開
催
。

６
月
　
執
行
部
会
、
総
会
な
ら
び
に
研

修
会

（講
演
会
）
の
開
催
。

演
題

『岐
阜
県
の
女
性
史
に
つ
い
て
』

講
師
　
ユ則
郡
上
北
高
校
校
長
　
石
神

発
生
先
生

７
月
　
執
行
部
会
の
開
催
。
明
建
神
社

の
桜
並
木
の
手
入
れ
及
び
、
阿
千
葉

城
跡
管
理
作
業
の
奉
仕
活
動
、
（桜
並

木
に
つ
い
て
は
地
元
団
体
の
行
う
、

枯
枝
病
梢
の
防
除
作
業
に
協
力
）
文

化
財
収
蔵
展
示
館

（仮
称
）
設
置
促

進
委
員
会
の
開
催
。

８
月
　
薪
能
協
賛
及
び
文
化
財
関
係
の

来
客
に
対
応
。

９
月
　
執
行
部
会
の
開
催
。

１０
月
　
役
員
会
の
開
催
。
日
帰
り
研
修

旅
行
の
計
画
、
町
民
祭
、
サ
ミ
ッ
ト

に
参
加
。

「
月
　
執
行
部
会
の
開
催
、
日
帰
り
研

修
旅
行
の
実
施
。

‐２
月
　
執
行
部
会
、
役
員
会
開
催
。　
一

泊
研
修
旅
行
計
画

（懇
親
会
）。

２
月
　
執
行
部
会
開
催
。

３
月
　
役
員
会
開
催
、　
一
泊
研
修
旅
行

の
実
施
、
文
化
財
収
蔵
展
示
館

（仮

称
）
建
設
促
進
委
員
会
の
開
催
。

唐招提寺

一覇
翻
溜
潤
揚
嚢
易
礫
総
報
一一一一一一一灘
柵

５
月
２
日
　
執
行
部
会
。
文
化
財
収
蔵

展
示
館

（仮
称
）
建
設
促
進
委
員
会
の

設
置
の
構
想
に
つ
い
て
。
天
然
記
念
物

明
建
神
社
桜
並
木
樹
勢
の
若
返
り
に

つ
い
て
。

５
月
５
日
　
執
行
部
会
。
役
員
会
の
開

催
と
平
成
９
年
度
総
会
お
よ
び
会
報

「文
化
財
や
ま
と
」
の
原
稿
募
集
に
つ

い
て
。

５
月
２０
日
　
役
員
会
開
催
。
平
成
８
年

度
事
業
、
会
計
報
告
に
つ
い
て
。
平
成

９
年
度
事
業
計
画
、予
算
案
に
つ
い
て
。

平
成
９
年
度
総
会
の
開
催
に
つ
い
て
。

文
化
財
収
蔵
展
示
館
（仮
称
）建
設
促

進
委
員
会
発
足
へ
の
審
議
他
。

１５
名

６
月
１
日
　
会
報
「文
化
財
や
ま
と
」
第

２２
号
発
行
。

６
月
６
日
　
平
成
９
年
度
総
会
開
催
。

総
会
事
案
の
ほ
か
任
期
満
了
に
よ
る

役
員
の
改
選
。
記
念
講
演
　
郷
土
史

研
究
会
と
共
催
演
題

「長
者
の
話
し
」

井
田
長
者
と
大
和
町
の
係
わ
り
　
講

師
　
八
幡
町
文
化
財
保
護
協
会
会
長

佐
藤
と
き
子
先
生
　
４６
名

７
月
３
日
　
天
然
記
念
物
七
代
天
神
鳥

居
杉
樹
勢
の
衰
退
と
樹
下
付
近
に
お

け
る
道
路
改
良
工
事
の
係
わ
り
に
つ

い
て
現
地
調
査
。

７
月
８
日
　
町
当
局
を
と
お
し
道
路
改

良
工
事
の
施
工
者
に
対
し
、
前
記
七

代
天
神
鳥
居
杉
に
係
わ
る
適
切
な
る

保
護
方
に
つ
き
、要
望
書
を
提
出
。

７
月
２２
日
　
執
行
部
会
。東
氏
館
跡
、阿

千
葉
城
跡
の
清
掃
お
よ
び
明
建
神
社

桜
並
木
の
若
返
り
作
業
等
奉
仕
活
動

に
か
か
る
準
備
等
打
ち
合
わ
せ
。

７
月
３０
日
　
東
氏
館
跡
庭
園
お
よ
び
阿

千
葉
城
跡
の
清
掃
奉
仕
を
実
施
、
館

跡
庭
園
で
は
今
年
も
池
泉
の
浚
渫
を

重
点
的
に
行
う
、
ま
た
同
日
明
建
神

社
桜
並
木
の
樹
勢
の
衰
退
を
認
め
る

最
古
木
を
含
む
３
本
に
対
し
、
長
野

県
高
遠
城
跡
に
於
け
る
若
返
り
手
法

を
模
し
て
、桶
型
枠
に
土
盛
り
を
行
い

新
根
の
発
生
を
期
待
。

３６
名

８
月
７
日
　
薪
能
「く
る
す
ざ
く
ら
」
協

賛
。

９
月
７
日
　
執
行
部
会
。
文
化
財
収
蔵

展
示
館
（仮
称
）建
設
促
進
委
員
会
委

員
の
委
嘱
に
つ
い
て
。
役
員
会
の
開
催

に
つ
い
て
。

９
月
１４
日
　
文
化
財
収
蔵
展
示
館

（仮

称
）
建
設
促
進
委
員
会
委
員
１７
名
を

委
嘱
。

１０
月
７
日
　
執
行
部
会
。
役
員
会
の
開

催
、
町
民
祭
参
加
の
文
化
財

（文
化
財

写
真
、
出
土
中
国
古
銭
）
出
展
計
画
、

日
帰
り
研
修
旅
行
、
文
化
財
収
蔵
展

示
館

（仮
称
）
建
設
促
進
委
員
会
、
欠

員
中
の
副
会
長
選
任
等
に
つ
き
打
ち

合
わ
せ
。

１０
月
８
日
　
役
員
会
。
秋
の
日
帰
り
研

修
旅
行
の
実
施
、
文
化
財
収
蔵
展
示

館

（仮
称
）
建
設
促
進
委
員
会
委
員
の

嘱
託
、
町
民
祭
参
加
の
文
化
財

（発
掘

中
の
中
国
古
銭
、
指
定
文
化
財
写
真
）

の
出
展
計
画
。
本
会
の
副
会
長

（欠
員

１
）の
選
任
他
。

１６
名

１０
月
３０
日
　
展
示
会
場
準
備
。
東
海
北

陸
自
動
車
道
八
幡
白
鳥
間
開
通
記
念

の
た
め
町
民
祭
会
場
は
、
大
和
イ
ン
タ

ー
チ
エ
ン
ジ
と
な
り
、
展
示
会
場
西
小

学
校
に
文
化
財
の
出
展
準
備
完
了
。

１０
名

１１
月
１
日
～
２
日
　
指
定
文
化
財
中
国

古
銭
３
口
計
約
１
８
、
５
０
０
枚
及

び
町
指
定
の
文
化
財
の
大
版
写
真
を

展
示
、
会
場
の
説
明
と
管
理
に
あ
た

６
電
石
巨

　
奈
表
具

ユ
●
物
雲

喧
闘

督
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６
月
２５
巨
　
奈
良
一

〓
の

『
比
叡
山
、

参
曇

（日
■
り
、

ュ
●
物
雲
に
■
襲

葛
野
Ｌ
名
〓
ヨ
」

予
定
外
）
３６
名



短
　
歌
一

村

井

正

蔵

旅
ゆ
く
人
の
口
ず
さ
み

も
う
き
り

つ
け
た

い
と
念
じ
て
も
青

葉
と
倶
に
忘
念

の
わ
く

今
日
も
ま
た
業

に
追
わ
れ
て
暮
れ
て

ゆ
く
そ
の
ま
ま
な
り
と
聞
こ
え
た
れ

ど
も

こ
の
道
は
尼
入
道

の
ゆ
け
る
道
さ
れ

ど
こ
こ
ま
で
道

の
尊
し

）

村

瀬

弥

一

少
年
の
犯
せ
し
罪
は
重
く
と
も
大
人

社
会
の
悪
し
き
投
影

ナ
イ
フ
も
て
師
を
刺
殺
せ
し
少
年
を

育
て
し
親
の
責
な
お
重
き

数
ヶ
月
単
笥
に
蔵
い
し
腕
時
計
し
ば

し
も
休
ま
ず
時
を
刻
め
り

舗
装
せ
し
道
路
の
わ
き
の
割
れ
目
よ

り
も
え
出
ぬ
か
よ
わ
き
花
の
命
が

桑

田

静

子

世
を
挙
げ
て
若
草
若
葉
萌
ゆ
る
今
日

孫
結
婚
の
式
典
に
逢
ふ

神
宮
の
祝
詞
の
声
に
つ
つ
し
み
て
孫

結
婚
の
挙
式
始
ま
る

壇
上
に
立
ち
し
花
婿
花
嫁
に
う
れ
し

一俣
の
あ
ふ
る
る
我
は

は
る
ば
る
と
九
州
よ
り
の
学
友
の
ご

祝
辞
い
た
だ
く
孫
の
幸
せ

矢
野
原
　
幸
　
子

花
ふ
り
や
ま
ず

宝
蔵
の
佛
に
た
ち
て
た
ま
ゆ
ら
を
か

な
し
き
ま
で
の
安
ら
ぎ
に
ゐ
る

ふ
た
た
び
の
逢
ひ
の
と
き
め
き
ま
み

ゆ
れ
ば
吉
祥
天
女
の
あ
か
き
く
ち
び

る頻
婆
果
と
い
ふ
果
実
は
し
ら
ず
知
ら

ね
ど
も
天
女
の
唇
の
ご
と
き
色
か
も

ま
ろ
や
か
に
ゆ
る
や
か
に
お
は
す
九

体
佛
安
心
立
命
と
い
ふ
言
葉
あ
り
き

戒
壇
の
隅
に
千
歳
を
ふ
ま
れ
ゐ
て
邪

鬼
は
い
が
い
に
わ
か
し
あ
か
る
し

一涙
な
ど
か
れ
て
し
ま

っ
た
と
天
邪
鬼

か
ん
ら
か
ん
ら
と
足
下
に
わ
ら
ふ

外
に
い
で
て
遊
べ
よ
花
の
ふ
る
そ
と

へ
幼
き
邪
鬼
に
春
燦
々

歌
詠
む
も
よ
ま
ぬ
も
し
ば
し
目
瞑
り

て
飛
天
の
楽
の
き
か
ま
ほ
し
け
れ

［頻
婆
呆
］
イ
ン
ド
の
呆
実
の

一
種
。

経
典
に
よ
る
と
、
仏
陀
の
唇
は

「

赤
紅
ニ
シ
テ
頻
婆
果
ノ
如
シ
」

）
日
　
置
　
智
恵
子

日
毎
過
ぐ
生
活
の
中
に
聞
き
な
れ
て

見
な
れ
気
付
か
ぬ
季
節
の
移
ろ
い

悔
し
さ
を
味
方
に
付
け
て
力
と
す

踏
ま
れ
て
負
け
ぬ
雑
草
の
ご
と

背
伸
び
せ
ず
土
に
へ
ば
り
て
咲
き
て

い
る
冬
の
タ
ン
ポ
ポ
わ
た
し
で
あ
り

た
い

午
後
四
時
に
窓
を
開
き
て
迎
え
入
る

光
は
部
屋
の
奥
に
と
ど
け
り

も
ろ
き
橋
渡
れ
ば
こ
わ
れ
流
れ
行
く

人
の
世
の
橋
い
く

つ
渡
ち
む
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土

松

新

逸

浄
瑠
璃
寺

東
方
の
薬
師
如
来
に
救
わ
れ
て
西
方

阿
弥
陀
に
お
迎
え
ら
る
る

西
方
の
阿
弥
陀
如
来
に
迎
え
ら
れ
安

楽
浄
土

へ
参
る
し
あ
わ
せ

衆
生
を
ば
や
さ
し
く
迎
え
そ
れ
ぞ
れ

に
導
き
た
ま
う
九
体
仏
様

西
方
の
御
堂
に
静
か
に
並
び
ま
す
阿

弥
陀
如
来
は
九
品
の
来
迎

来
迎
九
体
ほ
と
け
の
御
顔
は
ま
こ
と

う
る
わ
し
ほ
の
光
り

つ
つ

加
　
藤
　
登
美
枝

猪

垣

猪
垣
に
そ
い
て
歩
む
も
落
葉
み
ち
絨

緞
敷
く
ご
と
病
む
足
か
ろ
し

春
雨
に
濡
れ
て
行
こ
う
か
な
ど
と
お

ど
け
並
び
て
歩
む
雨
の
日
の
旅

口
紅
を
さ
し
た
る
様
に
水
仙
の
花
弁

愛
ら
し
た
れ
を
待
て
る
や

金

子

政

子

山
守
り
て

山
守
れ
ば
手
入
れ
の
跡
の
残
り
お
り

父
祖
偲
び
つ
つ
わ
ら
び
を
折
る
も

枝
打
つ
と
立
て
た
る
梯
子
そ
の
ま
ま

の
け
や
き
の
大
樹
に
亡
夫
の
ま
ぼ
ろ

しひ
そ
と
咲
く
山
つ
つ
じ
の
紅
目
に
泌

む
る
共
に
め
で
た
る
人
は
今
亡
き

は
な

は
な 高
花

俳
鵡橋

義

　

一

つ
れ
無
き
や
う
な
じ
振
る
の
み

黄
水
仙

全
部
探
幽
を
中
心
に
狩
野
派
画
く
ふ
す
ま
絵

花
の
廊
探
幽
を
ど
る
二
条
城

浄
瑠
璃
寺
＝
九
体
寺
、
藤
原
氏
全
盛
期
弥
陀
如
来
九
体
の座
像

浄
瑠
璃
の
花
一謡
ひ
坐
す
九
品
仏

）

新
薬
師
寺
＝
天
平
期
の
傑
作
、
薬
師
如
来
と
春
属
十
二
神
将

天
平
の
花
の
舞
と
や
十
二
神

さ
く
ら
満
ち
飛
天
た
け
な
は

法
隆
寺

花
吉
野
佳
人
に
ぶ
つ
か
る

こ
と
な
か
れ

垣
根
な
る
艶
や
か
な
黄
色

れ
ん
げ
う
や

高
遠
城
跡
流
人
絵
島
邸
辺
り
の
落
花
猛
烈

高
遠
の
絵
島
の
落
花
よ
杯
狂
ふ

日
　
置
　
　
　
繁

谷
わ
た
り
議
会
も
ケ
キ
ョ
ウ
景
気
よ

と

新
居

へ
歓
迎
会

東
殿
が
新
居

へ
来
栖
桜
か
な

福
井
市

足
羽
川
花
引
づ

っ
て
盛
り
な
り

躯

る
や
種
木
植
え
行
く
老
の
群

踏
む
人
も
掃
く
人
も
な
き
落
ち
椿

山

下

照

代

天
平
の
い
ら
か

天
平
の
い
ら
か
の
春
に
親
じ
め
り

京
都
駅
階
の
ぼ
り
つ
め
春
の
雨

大
和
路
の
仏
教
文
化
花
の
雨

骨
太
く
和
上
お
ん
影
さ
わ
や
か
に

九
体
仏
つ
つ
み
参
道
あ
し
び
咲
く

桑

田

和

子

石
　
　
仏

も
の
の
ふ
の
魂
陽
炎
て
古
戦
場

石
仏
の
御
手
に
す
が
り
て
蔦
若
葉

滴
れ
る
緑
に
百
度
石
も
濡
れ

三
伏
の
木
の
香
水
の
香
城
つ
つ
む

田
を
植
う
る

一
揆
の
里
や
高
速
道

黒
　
”石
　
き
く
ゑ

涅
槃
西
風

花
う
ぐ
ひ
群
れ
瀬
溜
り
の
盛
り
上
り

竹
の
子
の
切
端
詰
ま
り
て
皮
を
脱
ぐ

逆
吊
の
洗
濯
物
に
涅
槃
西
風

嬰

一
歩
二
歩
踊
子
草
の

一
と
た
む
ろ

満
天
星
の
鈴
ふ
れ
合

へ
り

鳴
り
合

へ
り

井

俣

初

枝

奈
良
の
み
ほ
と
け

大
梵
鐘
花
の

一
山
暮
を
告
ぐ

み
ほ
と
け
の
慈
悲
せ
ま
り
来
る

花
明
り

春
風
と
心
許
し
て
古
寺
巡
る

ひ
も
す
が
ら
奈
良
の
ほ
と
け
と

若
葉
風

落
椿

つ
め
た
き
じ
め
り
浄
瑠
璃
寺
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平
成
十
年

〈〓
四
月
末
現
在

二 三 二 三 四 三 二 三 二
~~~=~=~~~~=~~~~~~~

三 四 三 二 一 四 三 一 〇 三 三 三 七 三 二 人 〇 四 一 二 五 一 五 二 一 〇 四

七 七 四 〇 五 〇 六 九 二 二 〇 五 九 〇 〇 〇 七 八 〇 二 七 六 〇 四 二 三 〇

五 四 一 一 六 六 一 〇 二 九 四 八 二 〇 一 三 二 人 七 七 六 八 七 六 八 一 六

平

沢

　

勤
（撃
）
八
八

―
　
万
　
場
　
―

畑

中

浄

園
雲
基
八
八

畑

中

宣
（
澄
　
　
八
八

石

神

尭

生
　
　
八
八

稲

葉

春

吉

　

八
八

黒
岩
き
く
ゑ
　
　
八
八

寛

　

明

代
　
　
八
八

三

島

秋

男
（撃
）
八
八

桑

田

和

子
　
　
八
八

桑

田

渥

見
　
　
八
八

桑

田

信

夫

　

八
八

黒

岩

弘

美

　

八
八

井

俣

初

枝

　

八
八

青

地

正

男
　
　
八
八

大

井

静

子

　

八
八

大

井

正

明
（撃
）
八
八

旗
　
　
　
等
　
　
八
八

桑
田
ア
サ
子
　
　
八
八

井

上

妙

子

　

八
八

沢

原

　

勝
　
　
八
八

山

田

武

司
　
　
八
八

山

田

和

美

　

八
八

―

徳

水ヽ

―

木
　
島
　
泉
（理
き
八
八

鷲
　
見
　
清
（理
ヨ
八
八

鷲

見

お

と

　

八
八

直
井
す
ゞ
江
　
　
八
八

矢
野
原
幸
子
（撃
）
八
八

水
野
志
づ
子
　
　
八
八

山

内

孝

一　
　
人
八

木

島

洋

女

　

八
八

）

土

松

新

逸
（貪
）
八
八

遠

一膝
賢

逸

　

八
八

渡

辺

明

夫

　

八
八

木

島

三

郎

　

八
八

矢
野
原
吉
夫
　
　
八
八

村

瀬

弥

一
菫
じ
八
八

渡

辺

文

子
　
　
八
八

山
内
喜
久
子
　
　
八
八

遠
藤
冨
貴
子
　
　
八
八

―

河

辺

―

清

水

幸

江
雪

）
八
八

横
枕
千
代
子
　
　
八
八

清
水
テ
ル
子
　
　
八
八

一削
田

　

孝
　
　
八
八

一剛
田
　

鈴
　
　
八
八

日
田
と
も
子
　
　
八
八

日
田
百
合
子
（理
こ
八
八

ユ削
田

和

美

　

八
八

岩
谷
ひ
と
み
　
　
八
八

岩
谷
千
代
子
　
　
八
八

横
枕
七
右
衛
門
　
八
八

山石
谷

さ

ち
　
　
八
八

尾

藤

元

子
　
　
八
八

前
田
と
せ
子
　
　
八
八

山石
谷

ゆ
う
　
　
八
八

―

神

路

―

森

　

忠

敬
（薔
）
八
八

日

田
尊

徳

　

八
八

羽

生

　

清
　
　
八
八

山

田

真

人
（撃
）
八
八

滝

日

準

一
菫
邑
八
八

栗
飯
原
常
人
　
　
八
八

土

松

康

二

　

八
八

日

置

貞

一
　

八
八

土

松

貞

二

　

人
八

日

置

　

昇
　
　
八
八

遠

藤

米

吉

　

八
八

遠

藤

光

平

　

八
八

土込
藤

周

一　
　
人
八

滝

日

義

一
倉
彗
八
八

滝

日

　

治
　
　
八
八

日

口
勇

治

　

八
八

斎

藤

太

門
　
　
八
八

松

森

　

茂

　

八
八

加

藤

一
男

　

八
八

清

水

　

定

　

八
八

日

置

元

衛
　
　
八
八

粥

川

　

溜
　
　
八
八

本

田

欽

一
鐘
ヨ
八
八

野

田

嘉

明
　
　
八
八

尾
藤
佐
紀
子
　
　
八
八

加
藤
登
美
子
　
　
八
八

滝

日

和

子

　

八
八

遠
藤
甲
子
男
　
　
八
八

早
瀬
ふ
み
子
　
　
八
八

田
口
も
と
子
　
　
八
八

―

栗

巣

―

島

崎

増

造
事

）
八
八

増

田

洋

子

　

八
八

寛

政

之

助
（彗
）
八
八

中
山
周
左

ェ
門
　
八
八

武

田

信

康

　

八
八

三
九
二
七

四

一
八
二

二
〇
〇
五

二

一
八
九

三
五
九
二

二
〇
七
七

一
二
ハ
一
〇

一　一エハ　一　
エハ

二
五
九

一

―

牧

―

金

子

政

子

六 四 一 五 四 七 八 三 四 七 四 四 四 四 四 五 四 五 四 四 四
三 七 五 〇 三 五 九 二 四 五 五 一 四 一 六 三 六 〇 一 四 四
一 五 〇 八 九 九 四 八 七 八 八 八 六 九 一 二 〇 三 三 一 一

八
八

三 一 一 一 三 一 六 六 〇 二 六 一 〇 三 〇

八 〇 四 四 四 一 八 六 四 五 六 〇 二 四 一

八 一 七 八 九 一 三 六 六 〇 六 一 一 九 九

一 六 六 六 一 五 六 一 七
二 一 九 〇 三 九 九 二 三
一 六 五 二 九 〇 五 一 一

二
〇
八
三

三
七
三
〇

三
二
七

一

一
一
一
一
四

三
四
二
六

二
七
〇
五

一
一一二
エハ
一
一

二
七
二
九

一　一エハ
上ハ
一　
一

三
九
八
〇

一二
上ハ
〓
一エハ

三
六
三
七

三
九
八

一

二
人
九
〇

三
〇
六
二

三
四
〇
六

三
九
五
〇

三
九
二
二

三
九
二
三

二
八
七
〇

二
七

一
〇

三
四

一
七

三
三
七
八

一二
一
六
〇

三
〇
四
三

二
三
五
三

二
人
七
〇

三
〇
六
二

二
九
二
五

三
三
二
七

三
九
五
〇

一
一一
一三
六

四
〇
四

一

四
〇
三

一

二
七
二
人

三
二
人
四

員

名

簿
（順
序
不
同
）

―

剣

―

山

下

運

平
（顧
じ
八
八

旗

　

勝

美
（薔
）
八
八

村

瀬

喜

八

　

八
八

河

合

俊

次
（撃
）
八
八

畑

中

澄

子
（理
尋
八
八

畑

中

定

夫

　

八
八

小

池

久

江
　
　
八
八

山
下
ふ
み
え
　
　
八
八

加

藤

正

恵
　
　
八
八

一昌
橋

　

明
　
　
八
八

日

置

昭
¨
郎
　
　
八
八

加

藤

文

蔵

　

八
八

佐

藤

光

一
（箸

八
八

田
中
　
和
久
　
　
八
八

一局
橋

義

一
理
喜
八
八

河

合

　

恒

　

八
八

河

合

芳

英

　

八
八

加

藤

小

式

　

八
八

奥
村
千
代
子
　
　
八
八

武

藤

正

文
（彗
）
八
八

田

仲

龍

子

　

八
八

山

下

昭
¨
代
　
　
八
八

畑

中

節

子
　
　
八
八

佐
藤
八
重
子
　
　
八
八

畑

中

文

子

　

八
八

畑

中

初

枝
　
　
八
八

新

蔵

　

守

　

八
八

）

野
田
八
重
子
　
　
八
八

ｉ
二

一
六
二

一昌
橋

叙

子
　
　
八
八

‐
三
七
九
二

河

合

芳

江
　
　
八
八

‐
三
二
四
六

佐
藤
富
貴
子
　
　
八
八

‐
二
人
八
九

山
本
み
ね
子
　
　
八
八

‐
二
六
七

一

野
田
三
枝
子
　
　
八
八

～
三
二
六
九

古

池

房

江

　

八
八

上
一五

≡

二

山
田
し
ず
え
　
　
八
八

‐
三
二
九
六

岩
崎
扶
美
子
　
　
八
八

‐
三
五
二

一

―
　
大
間
見
　
―

村

井

正

蔵
（彗
）
八
八

上

≡
〓
三

青

木

新

三

　

八
八

上

一四
一二
ハ

日

置

　

繁
（鯉
蓄
八
八

‐
三
二
五
四

大

野

紀

子
　
　
八
八

‐
三
二
三
〇

野

田

英

志
（理尋
八
八

‐
三
二
人
五

小
野
江
選
量
（理彗
八
八

‐
二
七
二
六

清

水

一
作

　

八
八

上
一δ

杢

ハ

池

田

充

彦

　

八
八

上
一δ

九
〇

小

野

江

勉
　
　
八
八

‐
二
七
二
五

池

田

道

子

　

八
八

‐
二
人
七
九

日
置
智
恵
子
（理ヨ
八
八

‐
三
〇
五
二

坪

井

政

夫

　

八
八

‐
四
〇
九
二

松

井

賢

雄
（量

八
八

上
二
九
九

一

古

田

　

忠
　
　
八
八

‐
四
〇
九
〇

一騰
代

順

行

　

八
八

上
一δ

六
〇

大

野

一
道
　
　
八
八

‐
三
二
三
〇

玉

木

吉

郎
　
　
八
八

‐
三
四

一
五

青
木
ふ
じ
枝
　
　
八
八

‐
三
二
〇
三

小
野
木
花
子
　
　
八
八

‐
二
七
四
七

青
木
ユ
リ
子
　
　
八
八

‐
三
四
七
七

日

置

哲

夫
　
　
八
八

‐
四
五

一
九

―
　
小
間
見
　
―
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鷲

見

豊

夫

　

八
八

野

田

光

誠
　
　
八
八

―

古

道

―

細

川

　

優
（理
尋

八
八

清

水

克

巳

　

八
八

清

水

行

雄

　

八
八

歳

藤

堅

正
　
　
八
八

清

水

久

子

　

八
八

稲

葉

君

枝
　
　
八
八

平

沢

え

る
　
　
八
八

―

名
皿
部

―

有

代

宣
二

　
　
八
八

有

代

和

夫

　

八
八

森

下

正

則
　
　
八
八

下

広

茂

一　
　
人
八

佐
尾
チ
ド
リ
（撃
）
八
八

ユエ
石

春

枝
　
　
八
八

鷲

見

昭

〓
一　
　
八
八

―

島

―

森

藤

雅

毅
（撃
）
八
八

須

甲

甚

一　
　
人
八

山

田

長

次
　
　
八
八

山

田

昌

枝
　
　
八
八

森

　

数

雄

　

八
八

田

中

　

篤
　
　
八
八

奥

田

昌

明
　
　
八
八

直

井

篤

美

　

八
八
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平成10年度 予 算 (案 )

(単位 :円 )(単位 :円) (収 入の部 )

(支出の部 ) (単位 :円 )

収入 2,457,111円 一 支出 2,437,851=19,260円

(次年度へ繰り越し)

積立金 合計金180,0∞ 円 (平成7年度、8年度、9年度、各6∞ Oll円 )

平成9年度 決

(収入の部)

(単位 :円 )(支出の部)

ン

化
財
や
ま
と
」
第
二
三
号
　
平
成
十
年
六
月

一
日
発
行
　
発
行
者
／
大
和
町
文
′
〕

保
護
協
会
　
代
表
者
／
土
松
新
逸
　
印
刷
者
／
白
鳥
印
刷

編

集

後

記

●
近
ご
ろ
エ
ル
ニ
ー
ニ
ョ
現
象
と
い

う
、
む

つ
か
し
い
言
葉
が
目
に
つ
き

ま
す
。

東
南
太
平
洋
の
赤
道
あ
た
り
の
水

温
が
異
常
に
上
昇
す
る
現
象
だ
そ
う

で
、
世
界
的
な
異
常
気
象
を
も
た
ら

す
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
せ

い
か
昨
今
の
高
温
は
ど
う
も
普
通
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
梅
も
桜
も
例
年
に

な
く
早
く
咲
い
て
、
散

っ
て
ゆ
き
ま

し
た
。

●
地
球
の
上
に
仮
住
ま
い
し
て
い
る

私
達
は
、
あ
ま
り
に
も
地
球
を
い
た

め
過
ぎ
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

●
気
象
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
ご
ろ

の
世
相
も
、
何
か
異
常
で
、
普
通
で

は
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

●
会
報
二
三
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

今
年
の

一
泊
研
修
旅
行
は
、
法
隆
寺
・

唐
招
提
寺

・新
薬
師
寺

・浄
瑠
璃
寺

・

京
都
駅
ビ
ル

・
二
条
城
な
ど
、
一豪
華

な
も
の
で
し
た
。
本
号
の
見
学
記
を

味
読
し
て
下
さ
い
。

●
お
忙
し
い
中
を
寄
稿
し
て
下
さ

っ

た
か
た
が
た
に
深
く
感
謝
し
ま
す
。

●
会
員
の
皆
様
方
の
ご
健
勝
を
念
じ

ま
し
て
後
記
と
い
た
し
ま
す
。

（畑
中
記
）

項    目 予 算 額 前年度決算額 増  減 摘   要

前年 度 繰 越 金 ltJ_260 154763 ∠ゝ135_503

費 1,937,llllll 2,172,800 ∠ゝ235.800

会 員 費 325,000 324,OЭ 0 1.000
正会員 2,lrJO× 155

家族会員 1,0〕Э×15

特別会員費 1.612.000 l.848.800 ∠ゝ236.800 日帰研修 8,lXXl× 40

宿泊研修 28,αЮ×40

役員会  2,lXlkl× 20

促進委員会6.lll10× 22

補  助  金 100.000 80 111Xl 20 0CXl

寄  付  金 1030 49,4CXl △48,41Xl

話  ‖又  ヌ、 592 普通預金利子

合    計 205811011 2.457111 △399111

項    目 予算 額 決 算 額 増 減 摘   要

前 年 度繰 越 金 154_763 154763 0

費 1,806.000 2,172,800 366,800

会 員 費 316,000 324,lX10 8,0" 正会員 2,lXXIXlM

家族会員 1,∞0× 16

特別会員費 1,490,OID 1,848,800 358,8CXl 日帰研修  408,03Э

宿 ,自研修 1,103,03D

役員会  40,lllXl

奈良県美 246,8∞

促進委員会 15,α〕Э

ク 研修   36,lXXl

補 助  金 80,000 80,000 0

寄  付  金 1.000 49.400 48.400 土松会長他

諸  収  入 237 ∠ゝ89 普通預金利子

合   計 20420m 2457,1

項     目 予 算 額 前年度決算額 増  減 摘   要

会 議  費 800X 78.662

1総 会 費 5000C 520

|イ

=昌
会 替 30,OX 29.182

業 1 8321al 2182.807 ∠ゝ350.807

研 修 費 1,747,000 2,αЭ9,307 ∠ゝ262,307 日チ景石升1, 320,llul

宿泊研修 1,120,αⅨ3

役員会   40,∞0

促進委員会 132.lllXl

研修助成 135,lXXl

会報発行費 75,00C 73.5KXl 1.50Э

輩 10.0∝ llXl yXl △ 執J000 奉仕作業 等

争 務 局 費 2_KXXl 13,260 ∠ゝ11,260

1消 耗 品 費 1.00C 0 l ulo

1通 信 費 1、00C 13260 ∠ゝ12_26C

1締   著 0 0

県 本 部 会 費 73.00( 73.0〕Э 0

積  立  金 60.00C 601X3 0 重要史ll出 版基金の積立

予  備  替 lヽ∞( 30,122 ∠ゝ19,122

計 2.058.00C 2.437.851 △379851

項    目 予算額 増  減 摘  要

会  議 120,OЭ C 78,662 ∠ゝ41,338

1総 会 50.1011 ∠ゝ520
|イo昌 全 700% 29182 ∠ゝ40.818

17650■ 2_182807 417_807

研 修 費 1,590,10C 2,009,307 419,307 日帰研修 408,460

宿泊研修 1,176,553

役員会  48,0%
奈良県美 272,717

促進委員会 46,761

ク研修  56.778
75 ulf 零 _5∝ ∠ゝ1_500

事  業 100.00C loo.ulo 0 文化財展示費

争 務 局 600C 13260 7.260

1消 耗 品 , 2_OM △2_030

1通 信 3.lXIC

1協 1.l10C 0 △ 1.Ⅸ Ю

県本部会費 7200f 73038 1,OЭ0

積  立  金 60.0∝ 60.OЭ0 0 重要史料出版基金の積立

予  備  菅 19_lXIC 30122 11_122

合   計 2.042.10C 2,437.851
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