
 
1 
 

 
 

璉
珹
寺
通
信 

 
       

第
７
１
号 

 
 

 
 

 
 

 

２
０
２
２
年
１
０
月
１
日 

 

璉
珹
寺
通
信
編
集
委
員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〒
６
３
０―

８
３
０
７ 

 

奈
良
市
西
紀
寺
町
４
５
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

℡ 

０
７
４
２-

２
２-

４
８
８
７ 

                    

 
 

 

観
音
さ
ま
に
感
謝
！ 

 
 

 
 

 
 

仏
像
と
し
て
の
真
価―

再
発
見 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

下
間
景
甫 

 

今
年
の
夏
も
暑
か
っ
た
︒
と
て
も
暑
か
っ
た
！ 

 

水
分
補
給
︑
熱
中
症
に
気
を
つ
け
て
︑
お
ま
け
に
コ
ロ
ナ
禍
が
ま
だ
鎮
ま
ら
な
い
こ

の
夏
︒
閉
口
し
ま
し
た
︒ 

 

で
も
嬉
し
い
こ
と
に
前
年
よ
り
は
行
事
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒ 

７
月
２
３
日
恒
例
の
地
蔵
祭
り
で
し
た
︒
ポ
ス
タ
ー
を
貼
っ
た
り
︑
チ
ラ
シ
を
作

っ
た
り
し
て
︑
ご
近
所
に
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
︒
ち
ょ
う
ど
夏
休
み
に
入
っ
た
ば
か

り
で
︑
た
く
さ
ん
お
子
ど
も
た
ち
︑
お
母
さ
ん
や
お
父
さ
ん
も
参
加
し
て
く
れ
ま
し

た
︒ 

 

暑
い
中
で
し
た
が
︑
お
地
蔵
様
の
前
で
お
参
り
し
︑
す
ぐ
に
庫
裏
に
上
っ
て
み
ん

な
輪
に
な
っ
て
数
珠
繰
り
を
し
ま
し
た
︒
健
康
と
安
全
を
お
見
守
り
し
て
い
た
だ
い

た
お
礼
と
今
年
の
お
守
り
を
お
願
い
し
ま
し
た
︒ 

 

今
年
の
出
し
物
は
元
小
学
校
校
長
先
生
の
﹁
お
寺
で
理
科
す
る
﹂
の
お
話
で
︑
手

品
の
よ
う
な
実
験
を
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
︒
子
ど
も
た
ち
が
目
を
輝
か
せ
て
い
る
の

を
み
て
先
生
に
感
謝
し
︑
企
画
が
う
ま
く
い
っ
た
と
安
堵
し
ま
し
た
︒ 

 

そ
の
後
は
子
ど
も
た
ち
お
待
ち
か
ね
の
ス
イ
カ
の
食
べ
放
題
！ 

今
年
も
町
内
か

ら
お
供
え
と
し
て
大
き
な
ス
イ
カ
を
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
よ
く
熟
れ
た
ス
イ
カ
を
二

日
前
か
ら
冷
や
し
た
の
で
と
て
も
﹁
お
い
し
い
！ 

甘
い
！
﹂
と
大
喜
び
で
し
た
︒

﹁
も
う
入
ら
へ
ん
﹂
と
い
い
な
が
ら
頬
張
っ
て
い
る
子
供
た
ち
の
姿
は
本
当
に
か
わ

い
ら
し
い
︒
お
母
さ
ん
も
お
父
さ
ん
も
た
く
さ
ん
食
べ
て
く
れ
ま
し
た
︒
み
ん
な
の

嬉
し
そ
う
な
お
顔
︑
満
足
顔
が
何
よ
り
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
で
す
︒
来
年
も
ま
た
元
気
で

お
参
り
し
て
く
れ
る
こ
と
を
念
じ
な
が
ら
︑
袋
い
っ
ぱ
い
の
お
土
産
を
渡
し
て
﹁
さ 
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よ
な
ら
﹂
し
ま
し
た
︒ 

 
 

 
 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

 

お
盆
は
お
寺
に
と
っ
て
︑
と
て
も
大
切
な
行
事
で
あ
り
︑
忙
し
い
日
々
で
し
た
︒

檀
家
さ
ん
ま
わ
り
︑
お
墓
の
回
向
と
休
む
暇
も
な
く
走
り
ま
わ
り
ま
し
た
︒
そ
ん
な

わ
け
で
７
月
・
８
月
の
﹁
京
終
さ
ろ
ん
﹂
は
寺
で
の
開
催
を
お
休
み
さ
せ
て
い
た
だ 

き
ま
し
た
︒
そ
れ
で
も
熱
心
な
皆
さ
ん
は
安
西
さ
ん
の
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
を
会
場
に
し

て
開
催
さ
れ
ま
し
た
︒ 

 
 

 
 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

 

９
月
に
入
る
と
︑
こ
れ
ま
た
檀
家
様
の
法
要
が
目
白
押
し
に
な
り
︑
本
当
に
忙
し

く
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
よ
く
ぞ
身
体
が
も
っ
た
な
ぁ
と
感
じ
ま
し
た
が
︑
ま

だ
ま
だ
修
行
が
足
り
な
い
と
反
省
ば
か
り
で
す
︒ 

 
 

 

ま
た
︑
孫
が
９
月
１
７
日
の
学
園
祭
で
学
友
た
ち
と
ダ
ン
ス
出
演
す
る
こ
と
に
な

り
︑
ち
ょ
う
ど
お
寺
に
大
き
な
鏡
の
部
屋
が
あ
る
の
で
︑
練
習
場
所
に
最
適
だ
と
︑

夏
休
み
中
み
ん
な
誘
っ
て
練
習
に
来
ま
し
た
︒
若
い
方
た
ち
の
ダ
ン
ス
は
み
て
い
る

だ
け
で
も
元
気
が
も
ら
え
て
︑
楽
し
ま
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
︒
学
園
祭
当
日
は
台
風

が
近
づ
い
て
天
候
が
危
ぶ
ま
れ
ま
し
た
が
︑
幸
い
に
し
て
青
空
の
も
と
︑
校
庭
で
繰

り
広
げ
る
元
気
な
ダ
ン
ス
を
見
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
︒
思
わ
ず
﹁
ブ
ラ
ボ
ー
１
﹂
と

大
き
な
拍
手
を
お
く
り
ま
し
た
︒  

 

１
０
月
が
近
づ
く
と
︑﹁
今
年
は
大
人
の
お
月
見
会
や
り
ま
す
か
﹂
と
の
問
い
合
わ

せ
の
電
話
ベ
ル
が
よ
く
鳴
り
ま
し
た
︒
が
︑
飲
酒
を
伴
う
会
食
は
ま
だ
油
断
す
べ
き

で
は
な
い
と
思
い
お
断
り
し
ま
し
た
︒
み
な
さ
ん
﹁
大
人
の
月
見
会
﹂
を
楽
し
み
に

覚
え
て
下
さ
っ
て
い
る
の
で
す
︒
来
年
こ
そ
は
心
配
せ
ず
開
催
で
き
ま
す
よ
う
に
お

仏
様
に
手
を
合
わ
せ
ま
し
た
︒ 

 

歌
う
会
﹁
マ
ツ
リ
カ
﹂
も
動
き
始
め
ま
し
た
︒
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
の
成
果
で
収
束

に
向
か
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
患
者
数
も
少
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
︒
早

く
マ
ス
ク
な
し
︑
心
配
な
し
の
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
欲
し
い
も
の
で
す
︒ 

 
 

 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

 

つ
い
先
日
︑
東
京
芸
術
大
学
の
仏
像
専
門
の
松
田
誠
一
郎
先
生
が
来
ら
れ
て
観
音

菩
薩
像
の
お
話
を
聞
く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
︒ 

璉
珹
寺
の
観
音
像
は
京
都
向
日
市
の
宝
菩
提
院
願
徳
寺
の
如
意
輪
観
音
像
と
同
じ

よ
う
に
桓
武
天
皇
の
誓
願
を
伝
え
る
立
派
な
仏
像
だ
と
の
こ
と
で
す
︒
こ
れ
と
共
通

す
る
秋
篠
寺
の
十
一
面
観
音
像
や
道
明
寺
の
観
音
像
も
話
題
に
な
り
ま
し
た
︒ 

桓
武
天
皇
は
紀
橡
媛
と
志
貴
皇
子
の
間
に
生
ま
れ
た
白
壁
王
︵
光
仁
天
皇
︶
の
血

筋
を
ひ
く
孫
に
当
た
り
ま
す
︒
だ
か
ら
璉
珹
寺
と
ご
縁
の
あ
る
天
皇
で
す
︒
母
親
が

高
野
新
笠
と
い
う
渡
来
系
の
子
孫
で
あ
り
︑
秋
篠
寺
や
道
明
寺
は
︑
大
和
と
河
内
と

い
う
違
い
が
あ
っ
て
も
︑
い
ず
れ
も
土
師
氏
の
里
に
建
っ
て
い
ま
す
︒ 

こ
れ
ら
の
仏
像
が
共
通
す
る
の
は
︑
髷
︵
ま
げ
︶
や
顔
の
表
情
な
ど
に
特
徴
が
あ

る
こ
と
だ
そ
う
で
す
︒ 

璉
珹
寺
の
観
音
像
は
ダ
ル
ビ
ッ
シ
ュ
に
似
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
が
︑
質
問
に
た
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い
し
て
先
生
は
作
者
が
渡
来
人
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
名
前
は
分
か
ら
な

い
と
の
こ
と
で
し
た
︒ 

璉
珹
寺
と
宝
菩
提
院
の
観
音
像
は
︑
材
料
が
カ
ヤ
の
木
と
い
う
点
で
も
共
通
し
て

い
ま
す
︒
実
は
︑
私
の
母
の
実
家
は
吉
野
の
山
奥
で
す
が
︑
家
の
そ
ば
に
大
き
な
カ

ヤ
の
木
が
あ
っ
て
︑
子
ど
も
の
頃
こ
の
木
に
登
っ
て
実
を
と
っ
た
こ
と
を
懐
か
し
く

想
い
出
し
ま
し
た
︒
私
に
こ
ん
な
巡
め
ぐ
り
あ
わ
せ
が
あ
っ
た
の
で
す
︒ 

あ
ら
た
め
て
平
安
初
期
に
造
ら
れ
た
立
派
な
仏
様
を
お
守
り
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

い
る
こ
と
に
感
激
し
て
︑
た
だ
た
だ
感
謝
の
念
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
︒
大
切

に
お
守
り
し
な
く
て
は
と
改
め
て
気
持
ち
を
引
き
締
め
ま
し
た
︒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

合
掌 

                 

                            
 

 

俳
句 

︵
９
月
例
会
︶ 

 

風
尾
花
四
方
に
礼
を
言
う 

 

秋
の
蝶
一
言
交
わ
し
て
別
れ
ゆ
く 

 

虫
の
音
や
む
や
回
廊
の
き
し
む
音 

 

蝶
追
え
ば
回
廊
の
は
て
う
ろ
こ
雲 

 

直
立
の
背
比
べ
す
る
尾
花
か
な 

 

い
い
か
お
り
ど
こ
ど
こ
ど
こ
き
ん
も
く
せ
い 

 

秋
の
暑
し
庭
に
降
り
た
る
鬼
瓦 

 

ひ
が
ん
花
お
地
蔵
さ
ま
そ
ば
が
好
き 
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京
終
さ
ろ
ん 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

７
月
２
１
日
︑
第
１
０
５
回
さ
ろ
ん

は
暑
さ
対
策
で
冷
房
の
利
く
﹁
町
屋
ゲ

ス
ト
ハ
ウ
ス
な
ら
ま
ち
﹂
が
会
場
に
な

り
ま
し
た
︒さ
ろ
ん
主
催
者
・
安
西
さ
ん

の
お
宅
で
す
︒テ
ー
マ
は﹁
優
し
い
防
災

明
日
の
災
害 

に
ど
う
備
え
る
か
！
﹂︒

講
師
は
京
都
大
学
防
災
研
究
所
の
畑
山

満
則
さ
ん
︒ 

 
 

 
 

 

同
大
学
で
は
１
０
０
人
ほ
ど
の
研
究

者
が
災
害
関
連
の
研
究
を
行
っ
て
い
る

と
の
こ
と
で
す
︒ 

畑
山
さ
ん
の
話
は
﹁
日
本
に
住
む
と
い
う
こ
と
は
災
害
と
正
面
か
ら
向
き
合
う
こ

と
﹂
と
︑
防
災
と
減
災
を
テ
ー
マ
に
し
た
も
の
で
し
た
が
︑
実
際
に
起
こ
る
地
震
や

豪
雨
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
知
る
こ
と
も
大
切
だ
と
最
新
の
科
学
的
知
見
に
つ
い
て
の
お

話
が
重
用
な
内
容
で
し
た
︒
し
か
し
残
念
な
が
ら
す
べ
て
は
紹
介
で
き
ま
せ
ん
︒
感

想
に
し
ま
す
︒ 

 

む
か
し
は
気
象
変
動
に
よ
る
災
害
は
︑
暴
風
︑
竜
巻
︑
豪
雨
︑
洪
水
だ
っ
た
が
︑
最

近
で
は
地
球
温
暖
化
に
よ
る
線
状
帯
降
雨
に
よ
る
崖
崩
れ
や
土
石
流
被
害
が
頻
繁
に

起
こ
っ
て
い
ま
す
︒
地
震
は
１
０
０
年
か
ら
１
０
０
０
年
に
必
ず
起
き
る
現
象
で
あ

っ
て
︑
日
本
で
は
そ
の
観
測
器
を
網
の
目
の
よ
う
に
設
置
し
予
測
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
︒
水
害
に
つ
い
て
は
２
０
０
１
年
﹁
水
防
法
﹂
に
よ
っ
て
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の

公
開
が
義
務
付
け
ら
れ
た
︒
し
か
し
こ
れ
は
河
川
の
氾
濫
だ
け
で
そ
の
他
の
水
の
被

害
は
表
示
し
て
い
な
い
︒﹁
な
る
ほ
ど
﹂
と
日
常
を
思
い
返
せ
ば
納
得
で
き
ま
す
︒ 

と
こ
ろ
で
ど
う
で
し
ょ
う
か
︒
地
震
に
し
て
も
水
害
に
し
て
も
行
政
か
ら
の
﹁
避

難
指
示
﹂
が
な
け
れ
ば
﹁﹁
避
難
し
な
く
て
も
よ
い
﹂
と
自
己
判
断
す
る
傾
向
が
あ
る

が
こ
れ
は
危
険
な
こ
と…

︒
地
震
に
関
し
て
も
﹁
断
層
帯
﹂
マ
ッ
プ
に
よ
っ
て
自
宅

の
安
否
を
判
断
す
る
傾
向
が
あ
る
が
︑
土
の
な
か
は
宇
宙
よ
り
解
明
で
き
な
い
こ
と

が
多
い
と
い
う
の
が
研
究
者
の
常
識
︒
こ
ん
な
事
情
に
よ
る
の
か
﹁
断
層
帯
﹂
の
公

表
が
最
近
中
止
さ
れ
た
と
の
こ
と
︒
こ
れ
に
か
ん
し
て
講
演
の
後
の
質
問
コ
ー
ナ
ー

で﹁
最
近
︑原
子
力
発
電
が
再
開
さ
れ
る
ニ
ュ
ー
ス
が
あ
る
が
ど
う
お
考
え
で
す
か
﹂

と
質
問
が
あ
り
︑﹁
公
表
の
中
止
と
政
治
的
関
連
が
な
い
と
は
言
え
な
い…

﹂
と
見
解

を
述
べ
ら
れ
た
の
が
印
象
的
で
し
た
︒ 

 
 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

 
 

 
 

８
月
の
﹁
さ
ろ
ん
﹂
は
︑
Ｃ
ｏ
ｄ
ｅ 

ｆ
ｏ
ｒ 

Ｎ
ａ
ｒ
ａ
代
表
・
石
塚
康
司
さ
ん

の
﹁
シ
ビ
ッ
ク
Ⅰ
Ｔ
と
見
え
る
化
﹂
の
お
話
で
し
た
︒ 

﹁
シ
ビ
テ
ッ
ク
﹂
と 

い
う
の
は
︑
英
語
の
﹁
市
民
﹂
と
﹁
技
術
﹂
を
掛
け
合
わ
せ
た

も
の
で
﹁
市
民
生
活
に
役
立
つ
技
術
﹂
を
意
味
す
る
そ
う
で
す
︒ 

石
塚
さ
ん
ら
の
団
体
は
︐
Ｉ
Ｔ
で
地
域
の
活
性
化
を
図
り
た
い
と
︑ 

⓵ 

当
事
者
が
自
ら
考
え
自
ら
動
く
︒ 

② 

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
道
具
︒ 

③ 

活
動
は
バ
ザ
ー
ル
方
式―

各
自
持
ち
よ
り
の
市
場
方
式
で
︑
参
加
者
は
余

暇
を
使
っ
て
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
活
動 

 

と
い
う
ポ
イ
ン
ト
を
挙
げ
︑
具
体
れ
を
紹
介

さ
れ
ま
し
た
が
︑
こ
こ
で
詳
し
く
は
と
て
も

紹
介
し
か
ね
ま
す
︒ 
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９
月
の
さ
ろ
ん
は
彼
岸
が
過
ぎ
た
２
９
日
︑
会
場
が
璉
珹
寺
へ
戻
っ
て
き
ま
し
た
︒

話
し
手
は
毎
年
９
月
に
お
勤
め
く
だ
さ
る
東
大
寺
の
上
司
永
照
さ
ん
で
す
︒
お
水
取

り
行
事
の
声
明
な
ど
も
聴
け
る
か
と
参
加
者
も
期
待
が
膨
ら
ん
で
い
た
よ
う
で
す
︒

と
こ
ろ
が
今
回
の
テ
ー
マ
は
﹁
醍
醐
寺
の
竪り

ゅ
う

義
会

ぎ

え

に
東
大
寺
僧
が
参
加
﹂し
た
と
き

の
お
話
︒
世
間
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で
す
︒ 

上
司
さ
ん
も
﹁
面
白
く
な
い
話
﹂
と
断
り
な
が
ら
も
︑
東
大
寺
発
行
の
﹁
け
ご
ん
﹂

第
１
０
８
号
掲
載
の
東
大
寺
学
術
顧
問
・
日
本
女
子
大
学
名
誉
教
授
・
永
村
真
氏
の

記
事
を
つ
か
っ
て
お
話
さ
れ
ま
し
た
︒ 

以
下
そ
の
要
約
で
す
︒
東
大
寺
本
坊
に
貞
観
１
７
年
︵
８
７
５
︶
聖
宝
︵
理
源
大

師
︶
が
東
南
院
を
創
建
し
︑
さ
ら
に
そ
の
翌
年
に
京
都
醍
醐
寺
を
開
創
し
ま
し
た
︒ 

東
大
寺
に
入
寺
し
た
聖
宝
は
三
論
宗
と
真
言
宗
を
学
び
︑
醍
醐
寺
で
も
両
宗
を
学

び
発
展
さ
せ
て
︑
僧
侶
の
資
格
試
験
と
で
も
い
う
﹁
竪
義
会
﹂
を
両
寺
の
僧
に
よ
っ

て
行
う
こ
と
に
な
っ
た
そ
う
で
す
︒ 

し
か
し
室
町
中
期
の
戦
乱
で
中
絶

し
︑
江
戸
時
代
末
ま
で
は
醍
醐
寺
の

み
で
細
々
と
継
承
さ
れ
て
い
た
が
︑

最
近
︑
上
司
さ
ん
の
持
宝
院
で
昔
の

史
料
が
発
見
さ
れ
︑
そ
こ
に
は
東
大

寺
と
醍
醐
寺
共
同
の
竪
義
会
を
行
っ

た
内
容
が
記
録
さ
れ
て
い
た
と
の
こ

と
で
︑昨
年
末
︑こ
の
記
録
に
よ
っ
て

再
現
し
た
と
の
こ
と
で
す
︒
醍
醐
寺

に
と
っ
て
は
明
治
以
降
に
ま
っ
た
く

寺
内
か
ら
消
え
た
三
論
宗
の
法
会
の

復
活
で
あ
り
︑
東
大
寺
に
と
っ
て
も

明
治
維
新
よ
り
寺
内
で
消
え
た
三
論 

宗
の
存
在
を
再
確
認
す
る
と
い
う
︑
両
寺
の
仏
法
興
隆
の
得
難
い
催
し
に
な
っ
た
こ

と
で
︑
今
年
七
月
に
も
実
施
さ
れ
た
の
で
し
た
︒ 

上
司
さ
ん
は
東
大
寺
か
ら
四
人
が
参
加
し
た
中
の
一
人
︒そ
の
時
の
問
答
を
再
現
︑

朗
々
と
し
た
声
が
響
き
ま
し
た
︒
実
際
は
こ
の
場
面
を
数
人
の
僧
が
大
小
︑
強
弱
の

声
で
唱
え
ら
れ
た
の
で
す
か
ら
︑
き
っ
と
音
楽
的
雰
囲
気
だ
っ
た
で
し
ょ
う
︒
竪
義

会
は
の
ち
に
芸
能
化
さ
れ
︑
狂
言
に
な
っ
た
と
の
こ
と
︒﹁
な
る
ほ
ど
﹂
と
う
な
ず
く

秋
の
夜
長
で
し
た
︒ 

                   

 
 

 

 

 

左
・
東
大
寺
二
月
堂
よ
り
大
仏
殿
と 

 

生
駒
方
面
を
望
む
︒ 

 

下
・
三
月
堂
の 
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超
古
代
の
紀
氏 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

橋
本
健
一
︵
名
古
屋
市
︶ 

﹃
紀
氏
家
牒
﹄
は
超
古
代
紀
氏
の
い
か
に
も
確
か
な
系
譜
の
よ
う
で
す
が
捏
造
さ

れ
て
い
ま
す
︒ 

西
暦
十
二
世
紀
中
期
頃
成
立
の﹃
三
国
史
記
﹄巻
三
十
五
地
理
二
に﹁
白
城
郡
は
︑

も
と
高
句
麗
奈
兮
忽
景
徳
王
が
安
城
郡
に
改
名
﹂
と
あ
る
︒ 

日
本
書
紀
に
登
場
し
な
い
白
城
宿
祢
は
謎
の
人
物
で
も
あ
る
が
︑
大
阪
府
泉
南
郡

岬
町
淡
輪
の
住
人
達
が
云
う
の
に
は
︑ 

﹁
紀
氏
家
牒
新
紀
角
宿
祢
の
児
が
白
城
宿
祢
と
載
る
が
︑
あ
れ
は
違
う
し
伝
承
が

な
い
︒
西
陵
古
墳
の
東
の
数
百
メ
ー
ト
ル
の
所
に
︑
か
つ
て
土
の
盛
り
上
が
っ
た
所

が
あ
っ
た
が
︑
掘
っ
て
も
何
も
出
な
か
っ
た
︒
白
城
宿
祢
の
墓
だ
と
云
わ
れ
て
い
た

が
︑
妻
が
こ
ち
ら
方
面
の
生
ま
れ
だ
っ
た
と
し
た
ら
築
か
れ
た
の
だ
ろ
う
︒
三
国
史

記
に
高
句
麗
白
城
郡
の
事
が
載
る
が
白
城
で
生
ま
れ
た
渡
来
人
だ
ろ
う
︒
だ
か
ら
小

弓
宿
祢
の
墓
を
淡
輪
に
築
い
た
の
だ
︒
白
城
宿
祢
が
な
ぜ
紀
氏
を
名
乗
っ
た
の
か
︒

白
城
と
小
弓
が
住
ん
で
い
た
所
や
小
弓
の
意
味
や
小
弓
の
子
孫
な
ど
の
伝
承
は
な
い
﹂

な
ど
︑
次
々
と
湧
き
上
が
る
謎
を
聞
か
さ
れ
︑
大
い
に
納
得
し
ま
し
た
︒ 

﹁
事
実
は
小
説
よ
り
奇
な
り
﹂
と
云
わ
れ
ま
す
︒
こ
れ
か
ら
言
え
る
の
は
︑
紀
氏

系
図
は
武
内
宿
祢
と
紀
角
宿
祢
と
は
繋
が
り
︑
白
城
宿
祢
は
渡
来
人
で
あ
る
か
ら
途

切
れ
て
い
る
が
︑
次
の
小
弓
宿
祢
と
は
繋
が
っ
て
い
る
︒
こ
の
後
は
約
二
百
年
間
が

空
白
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
の
は
現
在
の
系
譜
が
空
白
部
分
を
出
処
不
明
の
資
料
か
ら

抜
き
取
り
︑
時
代
順
に
穴
埋
め
し
た
代
物
で
あ
る
と
巷
で
聞
く
か
ら
で
す
︒ 

寄
っ
て
わ
が
家
の
先
祖
・
長
谷
雄
は
天
智
天
皇
十
年
登
場
御
史
大
夫
紀
大
人
か
ら

始
ま
る
の
で
す
が
︑
巷
で
は
ど
こ
か
の
時
代
に
紀
角
宿
祢
か
小
弓
宿
祢
の
系
統
と
合

わ
さ
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
と
も
耳
に
し
て
い
ま
す
︒
推
古
天
皇
二
十
八
年
録
の

﹁
臣
﹂
部
の
紀
氏
は
如
何
に
捏
造
さ
れ
て
い
た
の
か
︒ 

 
 

 
 

回
文
詩 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

橋
本
健
一
︵
名
古
屋
市
︶ 

 き
し
が
よ
い
あ
り
つ
ね
き
い
と
い
こ
う
こ
う
ご
い
さ
い
き
ね
つ
り
あ
り
よ
か
し
き 

紀
氏
が
佳
い
有
常 

 

紀
伊 

 

再
興 

向
後
異
彩 

希
ね
釣
り
合
い
佳
か
し
き 

 

う
た
う
き
つ
ら
ゆ
き
し
い
め
い
か
た
か
し
は
で
し
ぐ
さ
さ
く
し
で
は
し
か
た
か
い
め 

詠
う 

紀
貫
之 

 

氏
偉
名 

家 

高
し
派
手
仕
種 

作
詞 

で
は
仕
方 

解
明 

い
し
き
ゆ
ら
つ
き
う
た
う 

し
き
揺
ら
つ
き
詠
う 

 け
か
も
お
い
ま
あ
や
し
く
や
き
で
ら
さ
ん
ま
ら
ぶ
つ
ま
か
は
な
や
か
や
な
は
か
ま 

か
も
お
今 

妖
し
く 

や
紀
寺 

さ
ん
真
裸
仏 

摩
訶
華 

や
か
や
な
袴 

つ
ぶ
ら
ま
ん
ざ
ら
て
き
や
く
し
ゃ
あ
ま
い
お
も
か
げ 

つ
ぶ
ら
満
更 

 

敵
役
者 

 
 

甘
い 

面
影 

 

じ
う
よ
し
ん
れ
い
の
じ
よ
う
こ
う
け
な
は
な
さ
か
す
さ
ん
ご
う
そ
う
ご
ん
さ
す
が 

慈
雨
よ
神
霊 

 

の
常
光 

 
 

希
な
華 

咲
か
す
山
号 

 

荘
厳 

 

流
石 

さ
な
は
な
け
う
こ
う
よ
し
の
い
れ
ん
じ
ょ
う
じ 

さ
名
は
な
稀
有
香 

佳
し
の
威 

璉
珹
寺 

 
そ
う
よ
む
り
も
と
お
せ
ば
ど
う
り
が
と
く
と
ひ
っ
こ
む
な
れ
ば
な
ん
と
や
ら
が 

そ
う
よ
無
理
も
通
せ
せ
ば
道
理 

が
疾
く
と
引
っ
込
む
な
れ
ば
何 

と
や
ら
が 

ど
ん
な
は
れ
な
む
こ
っ
ぴ
ど
く
と
か
り
う
ど
は
せ
を
ど
も
り
む
よ
う
ぞ 

ど
ん
な
腫
れ
な
む
小
っ
非
道
く
と
狩
人 

 

長
谷
雄
吃
も
り
無
用 

ぞ 
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璉
珹
寺
の
謎
と
ロ
マ
ン 

 

 
 

紀
貫
之
の
墓
︵
藤
に
か
ら
ま
れ
た
木
は
枯
れ
ぬ
る
︶ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

野
尻
幸
男 

璉
珹
寺
の
境
内
に
安
置
さ
れ
た
貫
之
の
墓
は
﹁
い
つ
﹂﹁
誰
が
﹂
造
っ
た
か
︑
刻
字

は
摩
耗
が
激
し
く
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
︒か
ろ
う
じ
て
読
め
る﹁
貫
之
墓
﹂

だ
け
が
頼
り
で
す
︒ 

比
叡
山
裳も

立
山

た
て
や
ま

の
﹃
紀
貫
之
の
墓
﹄
を
訪
ね
た
の
は
数
年
前
の
秋
で
し
た
︒ 

比
叡
山
ケ
ー
ブ
ル
裳
立
山
駅

か
ら
徒
歩
５
０
０
メ
ー
ト
ル
︒

紅
葉
す
る
樹
々
の
あ
い
だ
か
ら

琵
琶
湖
の
湖
面
が
光
っ
て
見
え

る
場
所
に
紀
貫
之
の
墓
が
あ
り

ま
し
た
︒ 

裳
立
山
は
﹃
大
日
本
史
料
﹄

︻
滋
賀
県
坂
本
村
志
︼に﹁
そ
の 

 

形
が
裳
裾
に
似
て
い
る
︒
湖
上

を
望
み
︑風
景
佳
麗
な
り
︒貫
之

こ
れ
を
愛
し
︑遺
嘱
し
て
死
後
︑

爪
髪
を
埋
め
︑
墳
墓
を
築
か
し

む
﹂と
記
載
さ
れ
︑明
治
十
六
年

十
一
月
五
日
︑
段
別
４
歩
を
墓

地
と
し
て
官
有
地
に
登
録
す
る

と
も
記
さ
れ
て
い
ま
す
︒ 

 

比
叡
山
の
墓
を
訪
ね
た
と
き
は
気
づ
か
な
か
っ
た
の
で
す
が
︑
琵
琶
湖
の
対
岸
に

近
江
富
士
︵
三
上
山
︶
が
見
え
︑
そ
の
向
こ
う
︵
日
野
町
︶
に
馬
見
岡
綿
向
神
社
と
そ

の
神
体
山
と
さ
れ
る
綿
向
山
︵
１
１
１
０
ⅿ
︶
が
真
東
に
見
え
た
は
ず
で
し
た
︒ 

司
馬
遼
太
郎
は
﹃
街
道
を
ゆ
く
﹄﹁
近
江
散
歩
﹂
で
こ
こ
を
訪
れ
︑
綿
向
山
の
姿
に

目
を
と
め
て
神
主
か
ら
綿
向
神
社
の
ご
神
体
だ
と
教
え
ら
れ
︑こ
の
神
の
使
い
が﹁
イ

ノ
シ
シ
を
歳
神
﹂
に
し
て
い
る
こ
と
も
知
り
ま
す
︒
私
は
そ
の
イ
ノ
シ
シ
歳
で
す
︒ 

 
 

貫
之
が
志
し
た
神
社
の
棟
札 

綿
向
神
社
に
つ
い
て
﹃
大
日
本
史
料
﹄
の
次
の
記
事
が
注
目
さ
れ
ま
す
︒
紀
貫
之

が
﹁
大
嶽
社
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
時
の
社
殿
再
建
に
際
し
て
祈
願
し
た
﹁
梁
簡

む
な
ふ
た
の

銘め
い

﹂

が
あ
り
ま
す
︵﹁
閑
田
耕
筆
﹂︶︒
意
訳
す
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
︒ 

﹁
大
嶽
社

お
お
た
け
し
ゃ

は
天
穂
日
命
神
の
古
跡
で
あ
る
︒
欽
明
天
皇
六
年
︑
錦
嶽
に
創
始
し
︑

そ
の
後
︑
天
武
天
皇
が
朱
雀
元
年
に
修
復
・
立
柱
︒
し
か
れ
ど
も
歳
月
の
星
霜
を
経

て
朽
ち
た
た
め
い
ま
修
復
し
立
柱
を
行
う
︒
願
わ
く
ば
︑
末
永
く
官
民
協
和
し
︑
疾

病
を
除
き
︑
穀
物
豊
穣
を
こ
い
願
う
も
の
で
あ
る 

 

天
慶
八
年
乙
巳
八
月
二
日 

 
 

従
四
位
下
行
木
工
頭
紀
朝
臣
貫
之
謹
誌 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

神
主 

正
六
以
上 

出
雲
宿
祢
貞
主 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

工
匠 

無
位 

鞍
部
稲
足 

 
 

 
 

﹂ 

と
あ
り
︑
続
け
て
銘
文
の
注
釈
に
は
︑
錦
嶽
は
綿
向
嶽
と
も
い
う
と
か
︑
貫
之
は

木
工
頭
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
天
慶
八
年
︵
９
４
５
︶
三
月
の
こ
と
で
︑
翌
九
年
に
逝

去
し
て
い
る
︒こ
こ︵
日
野
町
︶は
木
工
寮
の
領
地
で
あ
っ
て
檜
材
の
産
地
で
あ
り
︑

木
工
頭
と
し
て
銘
文
を
残
し
た
︒
と
記
し
て
い
ま
す
︒ 

大
嶽
社
は
い
ま
馬
見
岡
綿
向
神
社
と
し
て
日
野
町
の
氏
子
か
ら
崇
敬
さ
れ
︑
五
月

二
・
三
日
の
祭
礼
は
町
衆
が
繰
り
出
す
花
飾
り
を
付
け
た
御
神
輿
で
に
ぎ
わ
う
︑
湖
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東
最
大
の
祭
り
と
の
こ
と
で
す
︒
神
社
の
境
内
に
立
っ
て
い
る
顕
彰
碑
に
は
﹁
木
工 

              
 

頭
紀
貫
之
の
梁
簡
銘
﹂
の
こ
と
も
刻
印
さ
れ
て
い
ま
す
︒ 

﹃
滋
賀
県
の
地
名
﹄
に
よ
る
と
︑
祭
神
の
天あ

ま

穂ほ

日ひ

命み
こ
と

・
武
三

た
け
み

熊く
ま

大
人

う
し
の

命み
こ
と

・
天あ

め
の

夷ひ
な

鳥ど
り
の

命み
こ
と

の
三
神
は
い
ず
れ
も
出
雲
系
の
神
で
出
雲
宿
祢
が
宮
司
を
勤
め
て
い
た
が
︑

南
北
朝
頃
か
ら
紀
氏
が
神
主
に
な
っ
た
︒
し
か
し
御
神
輿
は
出
雲
系
の
子
孫
が
供
奉

し
な
い
限
り
動
か
せ
な
か
っ
た
と
も
書
い
て
い
ま
す
︒
出
雲
系
の
人
た
ち
が
多
い
こ

の
地
域
で
ど
う
し
て
紀
氏
が
神
主
に
な
っ
た
の
か
気
に
な
り
ま
す
︒ 

日
野
町
に
は﹁
木
地
師
﹂を
営
む
家
が
か
な
り
散
見
さ
れ
ま
す
︒﹁
木
地
師
﹂と
は
︑

ろ
く
ろ
を
使
っ
て
お
椀
を
加
工
す
る
職
種
で
あ
り
︑
こ
こ
は
﹁
こ
け
し
の
故
郷
﹂
と

も
い
わ
れ
﹁
木
地
師
の
祖
神
﹂
と
称
え
ら
れ
る
惟
喬
親
王
神
社
が
隣
町
の
永
源
寺
町

君
个
畑
に
祀
ら
れ
て
い
ま
す
︒ 

 
 

皇
位
継
承
に
敗
れ
た
惟
喬
親
王 

惟
喬
親
王
は
第
５
５
代
文
徳
天
皇
と
紀
静
子
と
の
間
に
生
ま
れ
た
長
男
で
し
た
が
︑

文
徳
崩
御
に
と
も
な
う
後
継
者
争
い
で
︑
藤
原
良
房
の
娘
明
子
が
生
ん
だ
生
後
９
か

月
の
幼
児
に
そ
の
席
を
奪
わ
れ
ま
し
た
︒
こ
れ
こ
そ
藤
原
氏
と
紀
氏
の
最
大
の
争
い

と
し
て
後
世
に
い
く
つ
も
の
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
︒ 

惟
喬
親
王
が
ど
う
し
て
﹁
木
地
師
の
祖
神
﹂
な
の
か
︒
都
落
ち
し
た
惟
喬
親
王
が

山
奥
で
隠
棲
生
活
を
送
っ
た
と
き
︑
皇
位
継
承
事
件
に
か
か
わ
っ
た
紀
氏
の
氏
人
も

こ
の
地
に
移
住
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒ 

皇
位
継
承
事
件
︵
８
５
８
年
︶
か
ら
９
０
年
後
︵
天
慶
８
年
が
９
４
５
︶︑
紀
貫
之

が
こ
の
地
に
足
を
踏
み
入
れ
︑
大
嶽
社
の
改
修
に
関
わ
っ
た
こ
と
が
そ
の
後
の
神
主

交
代
劇
に
関
わ
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

こ
こ
で
﹁
資
料
を
偏
重
す
る
歴
史
学
者
﹂
を
批
判
す
る
作
家
・
高
橋
克
彦
氏
と
井

沢
元
彦
氏
ら
の
日
本
の
歴
史
は
﹁
言
霊
﹂﹁
穢
れ
﹂﹁
怨
霊
﹂
に
よ
っ
て
築
か
れ
て
き
た

と
い
う
説
に
耳
を
傾
け
た
い
︒ 

﹃
古
今
和
歌
集
﹄
の
序
文
で
紀
貫
之
は
︑
遍
照
・
在
原
業
平
・
文
屋
康
秀
・
喜
撰
・

小
野
小
町
・
大
伴
黒
主
を
﹁
六
歌
仙
﹂
と
し
て
い
る
が
︑
こ
の
六
人
は
歌
数
が
少
な
い

と
か
︑
秀
歌
と
も
思
え
な
い
の
に
︑
な
ぜ
歌
仙
と
し
た
の
か
︒﹁
惟
喬
親
王
の
皇
位
争

い
に
か
か
わ
っ
て
︑い
ず
れ
も
失
脚
し
た
人
物
﹂で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
ま
す
︒ 

 

遍
照
は
東
宮
職
︑
つ
ま
り
皇
太
子
時
代
の
惟
喬
親
王
に
仕
え
た
人
物
︒
文
屋
康
秀

は
惟
喬
親
王
敗
北
と
と
も
に
左
遷
さ
れ
た
人
物
︒
喜
撰
は
﹁
紀
仙
﹂
と
も
書
き
︑
紀
氏

の
人
物
で
静
子
や
有
常
の
兄
弟
と
み
ら
れ
る
︒
小
野
小
町
は
絶
世
の
美
人
な
が
ら
謎

の
人
物
︒
惟
喬
親
王
は
出
家
し
て
素
覚
法
師
と
名
乗
り
小
野
の
里
に
隠
棲
し
た
こ
と

が
あ
る
︒
小
野
の
地
は
妹
子
以
来
︑小
野
家
の
領
地
で
も
あ
っ
た
︒
業
平
は
い
う
に
及

ば
ず
︑
問
題
は
大
伴
黒
主
だ
が
︑
こ
の
黒
主
と
い
う
の
は
個
人
名
で
は
な
い
︒
８
４
２

年
︵
承
和
９
年
︶
嵯
峨
上
皇
が
亡
く
な
っ
た
時
﹁
謀
反
﹂
が
発
覚
し
︑
首
謀
者
の
伴
健
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岑
︐
橘
逸
勢
が
流
罪
に
な
っ
た
こ
と
や
︑
８
６
６
年
︵
貞
観
８
年
︶
応
天
門
の
放
火
事

件
で
大
伴
善
男
が
放
火
の
主
犯
に
さ
れ
て
遠
流
の
処
分
に
な
っ
た
な
ど
︑
大
伴
一
族

の
怨
霊
を
代
表
す
る
名
前
だ
と
い
う
︒ 

紀
貫
之
が
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
の
序
文
で
こ
う
し
た
怨
霊
を
も
っ
た
人
物
を
﹁
歌
の

仙
人
﹂
と
し
た
意
図
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
︒﹃
古
今
集
﹄
は
醍
醐
天
皇
の
勅
命
に
し

た
が
っ
て
撰
修
し
た
も
の
︒
歴
史
的
に
み
て
罪
も
な
く
政
治
的
な
理
由
で
排
斥
さ
れ

た
人
物
の
怨
霊
を
鎮
め
る
の
は
時
の
天
皇
の
と
っ
て
大
事
な
責
務
で
し
た
︒
怨
霊
と

さ
れ
た
人
物
の
名
誉
回
復
と
と
も
に
彼
ら
を
顕
彰
し
︑
喜
ば
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ

り
︑﹁
六
歌
仙
﹂
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
人
物
と
し
て
祭
り
上
げ
た
と
い
う
︒
と
こ
ろ
で

六
歌
仙
に
選
ば
れ
た
の
が
た
ま
た
ま
貫
之
の
身
近
な
人
物
だ
っ
た
の
か
︒
隠
れ
た
企

み
は
な
か
っ
た
の
か
︒
疑
問
は
尽
き
ま
せ
ん
が
ま
た
の
機
会
に
し
ま
す
︒ 

 
 

貫
之
の
心
情
は
・
・
・ 

貫
之
に
関
し
て
﹃
大
日
本
史
料
﹄
に
も
う
一
つ
重
要
な
記
事
が
あ
り
ま
す
︒ 

︻
官
報
︼
第
６
２
３
７
号
・
明
治
三
十
七
年
四
月
十
九
日 
叙
任
及
び
辞
令 

 
 

 
 

贈
従
二
位 

 

故
従
四
位
下 

紀
朝
臣
貫
之 

と
あ
り
ま
す
︒
貫
之
の
﹁
贈
従
二
位
﹂
の
記
録
は
初
見
で
す
︒
つ
づ
い
て
︻
祭
祀
録
︼

贈
位
策
命
案
が
あ
っ
て
︑﹁
従
二
位
﹂
贈
呈
の
根
拠
と
し
て
貫
之
の
業
績
が
述
べ
ら
れ

て
い
ま
す
︒
次
の
よ
う
な
内
容
で
す
︒ 

２
７
歳
︵
寛
平
７
年
︶
百
番
歌
合
に
参
加
し
て
以
来
︑
天
慶
４
年
︵
９
４
１
︶
ま
で

﹃
古
今
集
﹄
撰
修
の
ほ
か
に
宮
廷
と
藤
原
氏
へ
の
屏
風
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
を
取
り
上

げ
て
い
ま
す
︒屏
風
歌
と
は
寝
殿
造
り
に
は
間
仕
切
り
に
立
て
ら
れ
た
屏
風
が
あ
り
︑

こ
こ
に
絵
画
と
和
歌
が
描
か
れ
た
も
の
で
す
︒
最
初
の
歌
は
仁
明
天
皇
と
紀
種
子
と

の
間
に
生
ま
れ
た
本
康
親
王
７
０
歳
の
祝
い
の
時
で
あ
り
︑﹁
古
今
集
﹂
に
は
３
９
点

あ
っ
て
︑
う
ち
２
１
点
が
皇
室
関
係
者
へ
の
提
供
︒
１
８
点
が
藤
原
氏
の
４
０
歳
︑

５
０
歳
の
祝
賀
や
子
女
の
髪
あ
げ
︵
成
人
式
︶
の
祝
賀
の
祝
い
歌
で
す
が
︑
注
目
す

べ
き
は
皇
室
関
係
者
と
い
え
ど
も
そ
の
多
く
は
藤
原
家
の
係
累
の
子
女
で
あ
っ
て
︑

い
わ
ば
屏
風
歌
は
藤
原
氏
の
た
め
に
詠
い
描
き
上
げ
た
代
物
と
い
え
ま
す
︒ 

あ
る
著
書
に
﹁
貫
之
は
藤
原
氏
の
太
鼓
も
ち
だ
っ
た
﹂
と
か
︑﹁
藤
原
氏
の
顔
色
を

う
か
が
い
な
が
ら
人
生
を
送
っ
た
﹂
と
論
評
し
て
い
ま
す
︒
そ
う
い
わ
れ
る
の
は
貫

之
が
６
０
歳
の
と
き
結
婚
し
た
女
性
は
孫
世
代
に
当
た
る
１
７
歳
の
藤
原
慈
望
の
娘

で
あ
り
︑
藤
原
氏
と
は
縁
戚
関
係
に
あ
っ
た
の
で
す
︒
摂
関
政
治
を
握
っ
た
藤
原
氏

の
も
と
で
貫
之
は
ど
ん
な
思
い
で
屏
風
歌
を
作
っ
た
の
か
︒﹁
貫
之
﹂の
名
の
通
り﹁
歌

に
命
を
か
け
貫
き
通
し
た
﹂
と
い
う
論
評
も
あ
り
ま
す
︒ 

そ
の
貫
之
が
明
治
に
な
っ
て
﹁
従
二
位
﹂
の
位
階
が
贈
ら
れ
︑
墓
が
建
て
ら
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
︑
貫
之
は
草
葉
の
蔭
で
ど
う
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
︒ 

明
治
の
俳
人
・
正
岡
子
規
が
﹃
歌
詠
み
に
与
え
る
書
﹄
で
﹁
貫
之
は
下
手
な
歌
よ
み

に
て
古
今
集
は
つ
ま
ら
ぬ
﹂
と
書
い
た
の
は
明
治
３
１
年
︒﹁
従
二
位
﹂
の
贈
位
は
そ

の
数
年
後
の
こ
と
︒
子
規
の
思
惑
と
は
ち
が
っ
た
評
価
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
︒ 

あ
ら
た
め
て
裳
立
山
の
紀
貫
之
の
墓
に
注
目
し
ま
し
た
︒
裏
面
に
﹁
是
貫
之
朝
臣

之
古
墳
也
︒
明
治
元
年
九
月
八
日
登
山
︑
千
歳
の
遺
跡
を
弔
い
︑
慶
仰
し
︑
大
僧
都
完

洞
︑
大
和
介
定
静
が
相
図
っ
て
建
碑
し
た
︒
刻
伝
は
干
世
︑
行
学
平
忠
秋
﹂
と
あ
り
︑

明
治
元
年
︑
貫
之
が
愛
し
た
場
所
に
完
洞
や
定
静
ら
が
墳
墓
を
再
建
し
た
と
い
う
こ

と
で
す
︒ 
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編
集
後
記 

秋
彼
岸
が
過
ぎ
て
︑
皆
さ
ん
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
︒ 

こ
の
号
の
発
行
が
一
週
間
ほ
ど
遅
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
橋
本
健
一
さ
ん
︑
竹
中
良

行
さ
ん
︐
大
塚
恒
平
さ
ん
か
ら
は
連
載
形
式
で
ご
投
稿
い
た
だ
き
︑
編
集
の
苦
労
が

少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
︒
老
体
に
と
っ
て
は
有
難
い
こ
と
で
す
︒ 

さ
て
︑
発
信
地
か
ら
の
情
報
と
し
て
や
っ
ぱ
り
欠
か
せ
な
い
の
は
こ
れ
で
す
︒ 

一
発
の
銃
弾
が
時
の
政
局
を
大
き
く
変
え
る
事
件
が
奈
良
で
起
っ
た
こ
と
で
す
︒ 

家
庭
を
破
壊
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
仕
返
し
︒
そ
の
相
手
が
﹁
祖
先
の
祟
り
を
鎮
め

る
た
め
﹂
を
唱
え
る
霊
感
商
法
の
教
団
だ
っ
た
の
に
︑
銃
撃
を
受
け
た
の
は
元
一
国

の
首
相
だ
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑
両
者
の
因
果
関
係
が
明
る
み
に
出
ま
し
た
︒ 

﹁
祖
先
の
祟
り
を
鎮
め
る
た
め
﹂
と
高
額
の
壺
や
印
鑑
を
買
わ
せ
る
︒
そ
の
代
金

や
信
者
の
献
金
は
教
団
の
本
家
・
韓
国
へ
送
金
︒
宗
教
法
人
だ
か
ら
納
税
免
除
︒ 

教
団
の
広
告
塔
が
元
首
相
を
取
り
囲
む
政
党
の
国
会
議
員
や
地
方
議
員
の
選
挙
応

援
に
か
か
わ
っ
て
い
た
︒
現
首
相
は
こ
の
関
係
は
ヤ
バ
イ
と
思
っ
た
の
か
︑
国
葬
に

よ
っ
て
教
団
と
の
関
係
︵
広
告
塔
だ
っ
た
こ
と
︶
を
隠
そ
う
と
し
た
︒
国
民
の
非
難

を
受
け
て
も
憲
法
違
反
の
国
葬
は
強
行
し
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
現
実
は
そ
の
後
も
ポ
ロ

ポ
ロ
と
教
団
と
政
治
家
の
癒
着
関
係
が
こ
ぼ
れ
落
ち
て
い
る
︒ 

政
治
家
と
教
団
と
の
癒
着
関
係
は
半
世
紀
以
上
続
い
て
き
た
︒
現
首
相
は
︑
表
面

を
な
で
る
だ
け
の
﹁
説
明
﹂
で
は
な
く
︑
事
実
関
係
を
掘
り
起
し
て
関
係
を
断
つ
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
に
自
ら
清
算
で
き
な
い
︒支
持
率
が
下
が
る
の
は
当
然
だ
︒ 

 
﹁
霊
感
商
法
﹂﹁
イ
ン
チ
キ
商
法
﹂
の
教
団
が
宗
教
法
人
を
隠
れ
蓑
に
し
て
い
る
こ

と
に
こ
そ
根
源
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒
宗
教
の
名
に
値
し
な
い
の
は
誰
の
目
に
も

明
ら
か
だ
︒
国
民
は
こ
こ
に
注
目
し
て
い
る
と
思
う
︒
結
末
は
ど
う
な
る
か
︒
国
民

注
視
の
な
か
で
の
攻
防
は
続
く
こ
と
だ
ろ
う
し
眼
が
離
せ
な
い
︒ 

︵
野
尻
幸
男
︶ 

 

馬
見
綿
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か
ら
望
む
わ
ら
向
き
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