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明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す 

 
 

今
年
こ
そ
︑良
い
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
︑そ
し
て
皆
さ
ま

の
ご
活
躍
と
ご
健
康
を
お
祈
り
し
ま
す
︒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

下
間
景
甫 

  

恒
例
の
年
越
し
念
仏
会
に
は
︑
新
し
い
方
の
ご
参
会
も
い
た
だ
き
賑
や

か
に
新
年
を
迎
え
ま
し
た
︒ 

 

念
仏
会
の
後
︑
健
康
で
こ
の
日
を
迎
え
ら
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
な
が
ら

皆
様
と
年
越
し
そ
ば
を
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
も
ち
ろ
ん
祝
酒
も
い
た
だ
き

お
し
ゃ
べ
り
に
華
が
咲
き
ま
し
た
︒ 

 

振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
︑
昨
年
も
コ
ロ
ナ
︑
コ
ロ
ナ
で
︑
世
の
中
の
常

識
や
諸
々
の
動
き
が
変
わ
っ
た
年
で
し
た
︒
ワ
ク
チ
ン
を
必
死
に
な
っ
て

受
け
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
︒
そ
の
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
率
が
高
く
な
り
︑
感

染
者
も
大
き
く
減
っ
て
︑
こ
れ
で
や
っ
と
収
束
す
る
の
か
な
あ
と
思
っ
て

い
た
と
こ
ろ
に
︑第
４
種
の
オ
ミ
ク
ロ
ン
と
い
う
新
種
が
出
て
き
ま
し
た
︒

い
っ
た
い
︑
い
つ
に
な
れ
ば
今
ま
で
通
り
の
生
活
に
戻
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
し
ょ
う
か
︒
３
回
目
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
連
絡
を
待
っ
て
い
る
状
況

で
す
︒ 

 
年
中
行
事
で
は
︑
毎
月
の
﹁
京
終
さ
ろ
ん
﹂
は
一
昨
年
９
月
か
ら
リ
モ

ー
ト
配
信
と
し
て
再
開
し
︑
お
寺
︵
会
場
︶
に
集
ま
る
の
は
３
０
人
限
定

で
す
が
︑
毎
月
か
か
さ
ず
実
施
し
て
い
ま
す
︒
皆
さ
ん
か
ら
内
容
が
充
実

し
て
い
る
と
好
評
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
︒
有
難
い
こ
と
で
す
︒ 

 
弥陀 観音 古寺を寿ぐ 柿すだれ 幸 
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毎
月
二
回
の
ヨ
ガ
も
続
け
て
い
ま
す
︒ 

﹁
大
人
の
お
月
見
会
﹂
は
残
念
な
が
ら
こ
の
時
世
で
決
行
す
る
わ
け
に

は
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
︒
今
秋
こ
そ
皆
さ
ん
と
一
緒
に
名
月
を
眺
め
︑
美

酒
を
味
わ
い
た
い
も
の
で
す
︒ 

 

１
１
月
の
専
修
念
仏
会
は
︑
遠
方
か
ら
の
お
参
り
を
い
た
だ
き
︑
満
願

の
日
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
︒
有
難
い
こ
と
で
す
︒ 

  

お
念
仏
会
を
終
え
る
と
︑
次
は
干
し
柿
つ
く
り
！ 

今
年
の
柿
は
豊
作

で
た
わ
わ
に
実
り
ま
し
た
︒
さ
っ
そ
く
お
手
伝
い
の
お
願
い
電
話
を
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
︑
快
い
ご
返
事
を
い
た
だ
き
︑
当
日
は
１
０
人
も

の
方
が
自
前
の
包
丁
を
も
っ
て
参
加
し
て
く
れ
ま
し
た
︒
本
当
に
仏
様
の

ご
加
護
を
感
謝
せ
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
で
し
た
︒ 

 

マ
ツ
リ
カ
歌
声
も
再
開
し
ま
し
た
︒
久
し
ぶ
り
だ
か
ら
︑
皆
様
の
参
加

が
心
配
で
し
た
が
︑﹁
や
っ
ぱ
り
声
を
出
し
て
歌
い
た
い
﹂
と
集
ま
り
︑
コ

ロ
ナ
で
鬱
積
し
た
気
分
を
発
散
さ
せ
た
か
の
よ
う
で
し
た
︒
こ
の
歌
声
は

毎
月
第
３
火
曜
日
１
３
時
３
０
分
か
ら
で
す
︒
ど
な
た
で
も
ご
参
加
い
た

だ
け
ま
す
︒ 

 

﹁
マ
ツ
リ
カ
句
会
﹂
も
順
調
で
す
︒
倉
橋
み
ど
り
先
生
の
ご
指
導
が
楽

し
く
︑
ま
る
で
テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
て
い
る
夏
井
さ
つ
き
先
生
の
よ
う
な

ん
で
す
︒ 

 

新
聞
に
こ
ん
な
こ
と
が
載
っ
て
い
ま
し
た
︒
人
生
に
大
切
な
の
は
﹁
か

き
く
け
こ
﹂・
・
・
と
︒ 

﹁
か
﹂
は
︑
感
謝
と
感
動 

﹁
き
﹂
は
︑
緊
張 

﹁
く
﹂
は
︑
く
つ
ろ
ぎ 

﹁
け
﹂
は
︑
健
康
と
決
断 

﹁
こ
﹂
は
︑
好
奇
心 

な
る
ほ
ど
と
思
い
ま
し
た
︒
確
か
に
こ
の
精
神
で
生
活
す
れ
ば
︑
す
べ
て

行
き
届
く
！ 

今
年
の
目
標
に
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
︒ 

  
今
年
も
皆
様
の
支
え
を
い
た
だ
き
︑
お
寺
を
お
守
り
し
て
い
き
ま
す
︒

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
︒ 

 
 

 
 

 
 

 

合
掌 

  

 

毎月第２・第４金曜日  
午後１：３０～２：３０ 

講師は遠藤美佐緒さんです 
 参加費１０００円 
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京
終
さ
ろ
ん 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
０
月
例
会
も
コ
ロ
ナ
対
策
の
オ
ン

ラ
イ
ン
方
式
︒
講
師
は
依
水
園
美
術
館

理
事
︑元
・
平
城
遷
都
１
３
０
０
年
事
業

で
璉
珹
寺
も
お
世
話
に
な
っ
た
﹁
祈
り

の
回
廊
﹂
を
担
当
さ
れ
た
渡
辺
弓
雄
さ

ん
︒テ
ー
マ
は﹁
展
覧
会
か
ら
祈
り
の

回
廊
へ
﹂
と
題
し
た
お
話
で
し
た
︒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

渡
邊
さ
ん
の
経
歴
は
︑
１
９
５
４
年

北
九
州
市
出
身
︑
朝
日
新
聞
社
入
社
︒ 

２
０
０
３
年
退
社
す
る
ま
で
新
聞
社

の
文
化
事
業
と
し
て
全
国
各
地
の
博
物

館
と
協
賛
し
仏
像
・
美
術
品
な
ど
の
展

覧
企
画
を
担
当
さ
れ
て
き
ま
し
た
︒ 

こ
れ
は
こ
れ
で
貴
重
な
財
産
で
す
が
︑
今
回
の
主
題
は
退
職
後
の
活
動
で
す
︒
次

の
よ
う
な
お
話
で
す
︒ 

 

そ
も
そ
も
博
覧
会
の
ル
ー
ツ
は
︑
神
社
仏
閣
の
仏
像
や
宝
物
の
﹁
秘
仏
﹂
と
し
て

開
帳
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
て
︑
文
献
で
は
﹁
明
月
記
﹂
に
１
２
３
５
年
︵
嘉
禎
元
年
︶

京
都
市
内
で
善
光
寺
の
秘
仏
を
拝
礼
し
た
と
か
︑
南
北
朝
時
代
の
﹁
増
鏡
﹂
に
伊
豆

の
不
動
尊
が
３
３
年
ぶ
り
に
開
帳
し
た
な
ど
の
記
録
が
あ
る
︒ 

 

開
帳
を
詳
し
く
み
る
と
︑
通
常
開
帳
は
そ
の
所
在
地
で
開
く
も
の
を
﹁
居
開
帳
﹂

と
い
う
が
︑
神
社
仏
閣
の
開
帳
の
多
く
は
出
張
し
て
展
示
さ
れ
た
﹁
出
開
帳
﹂
で
あ

り
︑
数
か
所
を
巡
回
す
る
﹁
回
国
開
帳
﹂
と
い
う
方
法
も
あ
る
︒ 

 

江
戸
時
代
に
は
い
る
と
﹁
居
開
帳
﹂﹁
出
開
帳
﹂
と
も
に
︑
江
戸
︑
京
都
︑
大
阪
な

ど
で
盛
ん
に
行
わ
れ
た
︒
そ
の
背
景
に
は
交
通
手
段
の
発
達
が
あ
り
︑
疫
病
退
散
を

願
う
将
軍
を
は
じ
め
庶
民
の
願
望
と
と
も
に
︑
提
供
す
る
側
で
は
宝
物
の
修
理
︑
保

全
対
策
費
用
の
調
達
と
い
う
利
害
の
一
致
も
あ
っ
た
︒ 

 

さ
て
︑﹁
祈
り
の
回
廊
﹂
事
業
が
始
ま
っ
た
の
は
︑
平
城
遷
都
１
３
０
０
年
を
記
念

す
る
事
業
協
会
が
中
心
に
な
っ
た
も
の
で
す
が
︑
そ
の
前
例
が
昭
和
４
０
年
か
ら
始

ま
っ
た
京
都
古
文
化
保
存
協
会
の
寺
社
の
秘
仏
・
宝
物
の
展
示
で
し
た
︒
そ
の
取
り

組
み
に
は
京
都
に
多
い
大
学
生
の
協
力
が
あ
り
︑
こ
れ
を
奈
良
で
も
生
か
せ
な
い
か

と
考
え
て
奈
良
大
学
・
奈
良
女
子
大
学
へ
日
参
し
︑﹁
南
都
古
社
寺
研
鑽
会
﹂
の
結
成

に
こ
ぎ
つ
け
た
苦
労
話
︒ 

 

そ
の
事
業
が
﹁
ナ
ン
ト
・
奈
良
応
援
団
﹂
や
﹁
奈
良
市
生
涯
学
習
財
団
﹂
な
ど
の
協

力
を
得
て
﹁
祈
り
の
回
廊
﹂
は
今
も
つ
づ
い
て
い
ま
す
︒
そ
の
参
加
寺
社
は
特
別
開

帳
５
４
社
寺
︑
講
話
３
８
寺
社
と
な
り
︑
参
拝
者
は
２
倍
～
１
０
倍
に
も
な
っ
て
い

る
と
の
こ
と
で
す
︒ 

 
 

 

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

 

十
一
月
・
第
９
７
回
京
終
さ
ろ
ん
は
︑

徳
融
寺
・
阿
波
谷
俊
宏
さ
ん
の
﹁
絵

解
き
融
通
念
仏
宗
縁
起
﹂
が
テ
ー
マ

で
し
た
︒以
前﹁
さ
ろ
ん
﹂で
は
徳
融
寺

さ
ん
の
本
堂
で
縦
３
メ
ー
ト
ル
も
あ
る

大
き
な﹁
曼
荼
羅
﹂の
解
説
を
お
聞
き
し

て
い
ま
す
︒
今
回
は
阿
波
谷
さ
ん
の
二

回
目
の
自
寺
秘
宝
の
お
披
露
目
で
す
︒ 

ご
本
人
が
お
書
き
に
な
っ
た
﹁
絵
解

き
融
通
念
仏
縁
起
﹂
が
奈
良
新
聞
社
出

版
さ
れ
て
い
ま
す
︒ 

オ
ン
ラ
イ
ン
に
加
え
て
こ
の
本
も
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
︒ 
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﹁
絵
解
き
融
通
念
仏
縁
起
﹂
と
は
︑
融
通
念
仏
宗
の
開
祖
・
良
忍
上
人
の
行
跡
と

念
仏
の
霊
験
を
綴
っ
た
上
下
二
巻
の
絵
巻
物
で
す
︒
会
場
の
璉
珹
寺
の
庫
裏
に
幅
一

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
巻
物
が
セ
ッ
ト
さ
れ
ま
し
た
︒
こ
れ
は
下
巻
の
み
で
全
巻
は
３
０

メ
ー
ト
ル
に
な
る
と
の
こ
と
で
す
︒ 

奈
良
時
代
の
六
宗
︵
法
相
宗
・
華
厳
宗
・
律
宗
・
三
論
宗
・
倶
舎
宗
・
成
実
宗
︶
は

平
安
時
代
に
は
い
っ
て
︑最
澄
の
開
い
た
天
台
宗
︑空
海
の
真
言
宗
が
開
か
れ
ま
す
︒

融
通
念
仏
宗
は
こ
れ
に
つ
づ
い
て
良
忍
上
人
が
開
い
た
も
の
で
す
︒ 

良
忍
上
人
は
比
叡
山
で
天
台
宗
の
円
仁
か
ら
﹁
声
明

し
ょ
う
み
ょ
う

﹂
を
学
び
︑
西
麓
の
大
原
の

里
で
修
行
を
続
け
ま
し
た
︒
い
ま
三
千
院
の
奥
に
あ
る
滝
の
前
で
声
明
を
唱
え
る
と

水
音
が
消
え
た
と
﹁
音
無
の
滝
﹂
の
由
来
に
つ
な
が
る
名
僧
で
す
︒ 

さ
て
︑
会
場
に
セ
ッ
ト
さ
れ
た
絵
巻
物
の
最
初
に
出
て
き
た
の
が
︑﹁
木
寺

も
く
じ

の
源げ

ん

覚か
く

僧
都

そ
う
ず

の
牛
飼
い
童
の
妻
女
︑
難
産
に
よ
り
て
死
す
へ
か
り
し
か
︑
こ
の
念
仏
衆
に

入
り
て
命
を
の
び
に
け
り
︒
こ
れ
を
き
き
て
念
仏
に
入
る
も
の
２
７
２
人
な
り
﹂
と

あ
り
︑つ
ぎ
に﹁
北
白
川
の
下
僧
の
妻
は
念
仏
に
よ
っ
て
閻
魔
庁
よ
り
返
さ
れ
た
・・・
﹂

な
ど
︑
つ
ぎ
つ
ぎ
に
入
信
す
る
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
︒ 

ま
た
︑
全
国
で
疫
病
が
流
行
っ
た
こ
ろ
の
こ
と
︒
武
蔵
の
国
与
野
郡
︵
さ
い
た
ま

市
︶
の
信
心
深
い
名
主
︵
庄
屋
︶
が
身
内
の
者
を
さ
そ
っ
て
別
寺
念
仏
会
を
催
す
こ

と
に
し
︑
参
加
者
の
名
前
を
﹁
番
帳
﹂
に
書
き
つ
け
た
︒
そ
の
夜
︑
不
思
議
な
夢
を
見

た
︒
疫
病
神
が
門
前
ま
で
や
っ
て
き
て
押
し
入
ろ
う
と
す
る
︒
名
主
は
﹁
明
日
か
ら

別
寺
念
仏
を
は
じ
め
る
︒﹁
番
帳
﹂
も
で
き
て
い
る
︒
一
歩
も
入
る
な
︒
帰
れ
﹂
と
追

い
払
っ
た
︒
疫
神
の
頭か

し
ら

が
﹁
念
の
た
め
そ
の
番
帳
を
み
せ
よ
﹂
と
す
ご
ん
だ
の
で
名

主
は
番
帳
を
疫
神
に
渡
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
周
辺
の
村
で
は
疫
病
が
蔓
延
し
た
が
︑

別
寺
念
仏
に
参
加
し
た
人
た
ち
は
無
事
だ
っ
た
と
の
こ
と
︒
こ
の
不
思
議
な
出
来
事

の
紹
介
文
と
リ
ア
ル
な
絵
に
よ
っ
て
布
教
活
動
が
行
わ
れ
た
の
で
し
た
︒
融
通
念
仏

宗
の
本
山
は
大
阪
平
野
の
大
念
仏
寺
で
す
が
︑
寺
は
奈
良
県
に
多
い
そ
う
で
す
︒ 
 

１
２
月
第
９
８
回
京
終
さ
ろ
ん
は
︑ 

﹁
風
の
森
・
奈
良
か
ら
始
ま
る
日
本
酒
造
技
術
の
前
衛
を
目
指
す
﹂
と
題

し
て
油
長
酒
造
︵
株
︶
の
山
本
長
兵
衛
さ
ん
の
お
話
で
し
た
︒ 

﹁
長
兵
衛
﹂
と
い
う
昔
風
の
お
名
前

か
ら
お
年
寄
り
か
と
思
っ
て
い
た
ら
︑

な
ん
と
４
０
歳
の
若
者
で
し
た
︒
も

ち
ろ
ん﹁
長
兵
衛
﹂は
先
祖
か
ら
名
前

で
あ
っ
て
︑２
０
１
６
年﹁
油
長
酒
造
﹂

の
社
長
に
就
任
し
た
時
に
襲
名
し
た

そ
う
で
︑１
３
代
目
の
当
主︵
社
長
︶

で
す
︒ 

話
の
内
容
は
テ
ー
マ
の
通
り
︑
清

酒
の
発
祥
は
奈
良
の
正
暦
寺
で
あ
り
︑

長
い
歴
史
の
あ
る
技
術
を
受
け
継
ぎ
︑

そ
の
伝
統
を
守
り
新
し
い
酒
造
り
を

目
指
し
て
い
ま
す
︒ 

と
︑
そ
の
取
り
組
ん
で
き
た
実
績
と
今
後
に
か
け
る
心
意
気
が
熱
く
伝
わ
る
も
の

で
し
た
︒ 

正
暦
寺
は
菩
提
川
の
源
流
に
一
条
天
皇
が
創
建
し
た
寺
院
︒
谷
川
の
水
は
天
然
の

乳
酸
菌
を
含
ん
で
い
る
そ
う
で
す
︒
昔
の
酒
は
﹁
ど
ぶ
ろ
く
﹂
で
す
が
︑
室
町
時
代
に

白
米
か
ら
つ
く
っ
た
麹
と
蒸
し
米
を
混
ぜ
る
﹁
諸
白
﹂﹁
菩
提
泉
﹂
と
し
て
全
国
に
広

が
り
ま
し
た
︒
そ
れ
に
は
﹁
火
入
れ
﹂
し
て
発
酵
を
抑
え
る
技
術
改
革
が
あ
っ
た
こ

と
︒
壺
か
ら
木
樽
へ
醸
造
容
器
を
大
き
く
し
た
こ
と
︒
醪
と
白
米
の
混
合
︑
漬
け
込

み
を
二
回
︑
三
回
と
﹁
段
仕
込
み
﹂
へ
改
良
し
大
量
生
産
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
で

し
た
︒ 

と
こ
ろ
で
油
長
酒
造
は
︑
初
代
・
山
本
長
兵
衛
秀
元
が
次
男
で
あ
っ
た
た
め
本
家
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の
菜
種
油
の
製
造
業
と
は
別
に
正
徳
２
年
︵
１
７
１
２
︶
ご
ろ
に
酒
造
り
を
始
め
た

の
が
起
源
と
の
こ
と
で
す
︒﹁
油
長
﹂
の
屋
号
の
由
来
で
す
︒ 

御
所
市
は
金
剛
山
の
麓
︒
そ
の
１
３
代
現
社
長
の
長
兵
衛
さ
ん
は
︑
父
の
代
に
開

発
し
た﹁
風
の
森
﹂を
続
け
な
が
ら
新
た
な
酒
造
り
に
挑
戦
し
て
い
ま
す
︒﹁
風
の
森
﹂

と
は
地
元
で
獲
れ
る
コ
メ
と
超
硬
質
の
深
層
水
で
醸
造
し
︑
火
入
れ
せ
ず
︑
濾
過
も

し
な
い
生
酒
で
す
︒
こ
の
製
法
は
従
来
の
酒
造
り
と
ち
が
い
ま
す
︒
通
常
︑
清
酒
の

仕
込
み
は
冬
で
す
が
﹁
風
の
森
﹂
は
四
季
を
通
じ
て
醸
造
し
︑
冷
蔵
技
術
の
進
歩
に

よ
っ
て
保
存
と
輸
送
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
し
た
︒
長
兵
衛
さ
ん
は
こ
の
技
術
を
さ

ら
に
﹁
ジ
ン
﹂
製
法
に
活
か
し
て
︑
大
和
野
菜
・
果
樹
を
取
り
入
れ
た
新
品
種
を
造
り

出
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
︒
社
長
も
若
い
が
社
員
も
若
く
︑
２
０
歳
代
の
社
員
が

そ
の
任
務
を
担
っ
て
い
る
と
の
こ
と
︒
長
い
酒
造
り
の
伝
統
の
上
に
新
し
い
味
が
生

ま
れ
る
の
は
楽
し
み
で
す
︒ 

 

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

              

 

マ
ツ
リ
カ
句
会  

十
月
例
会
よ
り 

︵
作
者
不
詳
︶ 

 

古
寺
に
萩
砂
紋
に
色
落
と
し
け
り 

 

ほ
お
づ
え
の
あ
と
に
涙
の
こ
ぼ
れ
萩 

 

大
ぶ
り
に
松
茸
を
割
く
笑
顔
か
な 

 

朝
風
に
髪
梳
く
如
く
萩
靡
く 

 

秋
扇
そ
っ
と
開
け
ば
潮
の
香
よ 

 

寒
椿 

観
音
様
の
笑
み
の
先 

 

秋
桜
や
古
刹
が
映
え
る
時
を
待
つ 

 
こ
の
秋
は
ひ
と
り
で
来
る
と
決
め
た
古
寺 

 

合
掌
す
祖
父
の
手
祖
母
の
手
秋
の
夕
暮
れ 
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帝
王
本
紀 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

橋
本
健
一
︵
名
古
屋
市
︶ 

﹃
日
本
書
紀
﹄
欽
明
天
皇
二
年
三
月
条
︑﹁﹃
帝
王
本
紀
﹄
に
は
古
字
が
多
く
て
読

み
に
く
い
﹂
と
の
記
事
が
載
る
︒
こ
の
本
の
書
名
は
出
処
不
明
で
あ
り
︑
ま
さ
か
次

の
条
文
か
ら
抜
き
取
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
︒ 

﹃
後
漢
書
﹄
班
彪
列
伝
・
第
三
十 

﹁
司
馬
遷
︑
帝
王
を
序
す
れ
ば
則
ち
本
紀
と
曰
ふ
﹂
と
あ
る
︒ 

﹃
史
記
﹄
秦
始
皇
本
紀 
第
六
に
お
い
て
は
﹁
帝
王
﹂
な
る
語
句
は
﹁
帝
王
の
都
﹂

﹁
帝
王
の
万
世
の
業
な
り
﹂
で
載
る
︒ 

﹃
荘
子
﹄
天
道
︵
紀
元
前
三
〇
〇
年
代
︶ 

﹁
そ
れ
帝
王
の
徳
は
天
地
を
以
っ
て
宗
と
為
す
﹂
が
初
出
で
あ
る
︒ 

 

司
馬
遷
本
人
は
﹃
史
記
﹄
の
﹁
太
子
公
自
序
﹂
に
﹁…

・
十
二
本
紀
を
著
す
﹂
と

書
く
が
﹁
本
紀
﹂
な
る
意
味
に
つ
い
て
何
も
述
べ
て
い
な
い
し
﹃
帝
王
本
紀
﹄
と
い
う

固
有
名
詞
は
﹃
史
記
﹄
に
は
見
ら
れ
な
い
︒ 

﹃
管
子
﹄
聞
︵
紀
元
前
六
〇
〇
年
代
︶ 

﹁
お
よ
そ
朝
廷
に
立
て
ば
問
う
に
本
紀
あ
り
﹂
が
初
出
で
あ
る
︒﹁
本
紀
﹂
と
は
帝

王
の
事
跡
を
記
録
し
た
部
分
で
あ
る
︒﹁
本
紀
﹂
に
つ
い
て
五
世
紀
の
南
朝
宋
の
人
︑

裴
松
之
史
自
伝
に
曰
う
︒
天
子
は
本
紀
と
称
し
諸
侯
は
世
家
と
曰
う
︒
本
は
其
の
本

系
に
繋
が
り
故
に
本
と
曰
う
︒
紀
は
理
な
り
︒
理
は
衆
事
を
統
べ
︑
之
の
年
月
に
繋

げ
︑
之
を
名
付
け
て
紀
と
曰
う
﹂
と
述
べ
る
︒ 

果
た
し
て
天
皇
が
御
覧
に
な
っ
た
欠
史
初
代
天
皇
は
ど
な
た
様
で
あ
っ
た
の
か
︒

そ
し
て
神
武
以
来
の
欠
史
天
皇
達
が
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
ま
ま
に
載
っ
て
い
た
の
か
︒

ま
た
真
の
初
代
天
皇
が
明
確
に
記
さ
れ
て
い
た
の
か
︒
欠
史
の
捏
造
の
経
緯
は
何
な

の
か
︒ 

﹃
日
本
書
紀
﹄に
は
欽
明
・
敏
達
両
天
皇
の
幼
名
が
記
載
さ
れ
な
く﹃
帝
王
本
紀
﹄

に
は
︑
後
々
に
︑
祖
の
幼
名
が
書
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒﹁
帝
王
本
紀
﹄
こ
そ
本

邦
初
の
記
録
本
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
が
推
古
二
八
年
録
の
﹃
天
皇
記
﹄
に
受
け
継
が
れ

て
い
た
の
だ
ろ
う
︒﹃
天
皇
記
﹄
に
﹁
帝
王
本
紀
﹂
の
成
立
時
に
つ
い
て
か
い
て
あ
っ

た
の
か
︒ 

﹃
釈
日
本
紀
﹄
に
引
用
し
た
逸
文
﹃
上
宮
記
﹄
に
継
体
天
皇
の
五
代
前
か
ら
の
系

譜
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
継
体
の
帝
王
と
し
て
の
書
き
出
し
を
崩
年
の
西
暦
６
２
０

年
の
約
９
０
年
前
で
あ
る
︒
継
体
天
皇
の
系
譜
に
︑
も
し
か
す
る
と
五
代
前
の
人
物

を
し
て
﹁
凡
牟
都
和
希
﹂
そ
の
ま
ま
で
書
か
れ
て
い
た
か
も
︒ 

﹃
史
記
﹄
の
﹁
本
紀
﹂
に
倣
い
﹃
帝
王
本
紀
﹂
な
る
署
名
に
て
記
録
を
作
成
し
︑
そ

し
て
﹁
帝
王
﹂
と
書
か
れ
る
の
は
﹁
天
皇
﹂
号
を
用
い
ら
れ
て
い
な
い
時
代
で
も
あ

る
︒ ﹃

日
本
書
紀
私
記
﹄
条
文
の
﹁
天
皇
勅
阿
礼
使
習
﹂
の
次
に
﹁
い
と
へ
ん
﹂
で
は
な

く
﹁
ご
ん
べ
ん
﹂
で
の
﹁
記
﹂
字
が
付
く
﹁
本
記
﹂
に
﹃
帝
王
本
記
﹄
と
書
か
れ
る
の

は
阿
礼
の
時
代
ま
で
彼
の
﹃
本
記
﹄
な
る
本
が
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
︒ 

そ
れ
は
﹃
本
朝
書
籍
目
録
﹄
な
る
古
代
か
ら
著
さ
れ
た
書
物
を
分
類
し
て
示
し
た

図
書
目
録
に
﹃
帝
王
本
紀
﹄
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒ 

            

 

「日本書紀」編纂を主導した藤原不比
等の顕彰碑。奈良・鴻池公園にあり。 
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璉
珹
寺
の
謎
と
ロ
マ
ン 

 
 

 

藤
に
か
ら
ま
れ
た
木
は
枯
れ
ぬ
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

野
尻
幸
男 

都
が
奈
良
か
ら
長
岡
京
へ
︒
そ
し
て
︑
さ
ら
に
平
安
京
へ
移
る
と
︑
古
都
奈
良
の

街
は
東
大
寺
と
興
福
寺
以
外
さ
び
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
︒ 

そ
う
な
る
と
︑
大
仏
開
眼
供
養
︵
７
５
２
年
︶
の
こ
ろ
に
竣
工
し
た
璉
珹
寺
も
例

外
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
︒
１
０
０
年
後
の
貞
観
年
間
︵
８
６
０
年

代
︶
に
﹁
廃
れ
た
寺
を
紀
有
常
が
再
興
し
た
の
で
﹃
紀
寺
﹄
と
呼
ば
れ
た
﹂
と
多
く
の

文
献
は
書
い
て
い
ま
す
︒
し
か
し
︑
紀
有
常
が
再
興
し
た
か
ら
﹁
紀
寺
﹂
に
な
っ
た
と

い
う
の
は
誤
り
で
︑﹁
紀
寺
﹂
は
璉
珹
寺
創
建
以
前
に
︑
藤
原
京
か
ら
平
城
京
へ
移
っ

て
き
た
寺
で
あ
り
︑
都
が
移
っ
て
も
﹁
紀
寺
﹂
は
長
岡
京
で
も
平
安
京
で
も
根
を
張

っ
て
法
灯
を
守
り
つ
づ
け
ま
し
た
︒抜
け
殻
に
な
っ
た
元
の
奈
良
の
街
に﹁
紀
寺
郷
﹂

と
か
﹁
木
寺
村
﹂
の
地
名
を
残
っ
た
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
︒
親
し
み
や
す
い
寺
名

の
せ
い
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒ 

一
方
︑
璉
珹
寺
は
ど
う
な
っ
た
で
し
ょ
う
か
︒ 

紀
橡
媛
を
母
と
し
た
光
仁
天
皇
が
即
位
し
た
直
後
か
ら
息
子
の
桓
武
天
皇
の
時
代

に
か
け
て
︑
紀
氏
一
族
の
多
く
の
人
物
が
朝
廷
に
仕
え
て
い
ま
す
︒
た
と
え
ば
︑
延

暦
元
年
︵
７
８
２
︶
の
正
月
の
叙
位
で
は
︑
紀
船
守
︵
従
三
位
・
近
衛
中
将
︶
を
筆
頭

に
２
０
人
近
く
が
昇
殿
の
資
格
を
持
つ
従
五
位
下
の
位
に
達
し
て
い
ま
し
た
︒
男
性

だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
天
皇
の
側
近
に
仕
え
る
女
性
た
ち
の
活
躍
も
あ
っ
て
紀
氏

一
族
は
栄
光
の
時
代
を
迎
え
て
い
ま
す
︒ 

ま
た
平
安
時
代
の
末
期
・
延
久
２
年
︵
１
０
７
０
︶
の
﹁
興
福
寺
雑
事
帳
﹂
に
は
︑

天
理
市
内
に
﹁
蓮
城
寺
田
﹂
が
あ
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
が
︑
こ
れ
も
都
が
奈

良
を
離
れ
て
町
が
寂
れ
た
時
代
で
も
寺
を
堅
持
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
す
︒ 

 
 

藤
原
氏
と
の
係
わ
り 

と
こ
ろ
で
︑平
安
時
代
に
書
か
れ
た﹃
大
鏡
﹄に
注
目
す
べ
き
記
述
が
あ
り
ま
す
︒

﹁
藤
か
か
り
ぬ
る
木
は
枯
れ
ぬ
る
物
な
り
﹂
と
い
う
記
述
で
す
︒﹃
大
鏡
﹄
と
は
文
徳

天
皇
︵
嘉
祥
３
年
・
８
５
０
︶
か
ら
後
一
条
天
皇
︵
万
寿
３
年
・
１
０
２
６
︶
に
至
る

天
皇
家
と
︑
冬
嗣
か
ら
道
長
に
い
た
る
摂
政
関
白
を
独
占
し
た
藤
原
家
の
世
継
ぎ
を

と
り
上
げ
た
書
物
で
す
︒ 

﹁
内
大
臣
鎌
足
の
大
臣
︑︵
天
智
天
皇
か
ら
︶
藤
氏
の
姓
を
賜
わ
り
給
て
の
年
１
０

月
１
６
日
う
せ
給
い
ぬ
︒
御
年
五
十
六
︒
大
臣
の
位
に
て
二
十
五
年
︒
こ
の
姓
の
出

て
く
る
を
聞
き
て
︑紀
氏
の
人
い
ひ
け
る
︒藤
か
か
り
ぬ
る
木
は
枯
れ
ぬ
る
物
な
り
︒

い
ま
ぞ
紀
氏
は
う
せ
な
ん
ず
る
と
ぞ
の
た
ま
い
け
る
︒
ま
こ
と
に
こ
そ
し
か
侍
れ
﹂ 

鎌
足
が
天
智
天
皇
か
ら
藤
原
姓
を
賜
っ
た
の
は
６
６
９
年
︒
時
の
天
智
天
皇
の
側

近
に
は
４
人
の
参
議
が
仕
え
て
い
ま
し
た
︒鎌
足
と
並
ん
で
紀
大
人
も
大
臣
で
し
た
︒

﹁
藤
か
か
り
ぬ
る
木
は
枯
れ
る
﹂﹁
こ
の
姓
の
出
て
く
る
を
聞
き
て
︑
紀
氏
の
人
い
ひ

け
る
﹂
と
い
っ
た
人
物
は
こ
の
紀
大
人
だ
と
想
定
で
き
ま
す
が
︑
こ
の
表
現
は
︑
鎌

足
に
対
し
て
紀
大
人
は
同
僚
の
親
し
み
を
も
っ
て
称
賛
し
た
か
︑
ま
た
は
︑
冗
談
め

か
し
て
自
ら
を
卑
下
し
た
か
︒
当
時
の
状
況
︵
木
が
枯
れ
て
し
ま
っ
た
姿
︶
を
言
っ

た
こ
と
で
は
な
さ
そ
う
で
す
︒ 

時
代
は
少
し
下
っ
て
文
武
天 

皇
の
時
代
に
は
︑
鎌
足
の
息
子 

・
不
比
等
が
主
導
し
た
大
宝
令 

が
施
行
さ
れ
ま
し
た
が
︑
６
人 

の
参
議
の
な
か
に
紀
麻
呂
も
名 

を
連
ね
て
い
ま
し
た
︒
６
人
の 

う
ち
紀
麻
呂
を
除
く
５
人
が
︑ 

の
ち
に
﹃
竹
取
物
語
﹄
に
登
場 

し
ま
す
︒ 

か
ぐ
や
姫
に
求
婚
し
難
題
を 

受
け
て
笑
い
者
に
な
る
大
臣
５ 

人
の
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
︒ 
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な
か
で
も
不
比
等
と
思
わ
れ
る
車
持
皇
子
に
つ
い
て
は
︑そ
の
狡ず

る

さ
と
人
物
描
写

の
強
烈
さ
に
よ
っ
て
紀
氏
の
恨
み
を
受
け
た
藤
原
氏
の
立
場
を
風
刺
し
て
い
る
と
後

世
の
人
々
が
評
し
て
い
ま
す
︒ 

﹃
竹
取
物
語
﹄
の
作
者
は
紀
貫
之
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
も
藤
原
氏
と
紀
氏
の
関

係
を
あ
ら
わ
す
﹁
藤
と
木
の
か
ら
ま
り
﹂
が
念
頭
に
あ
っ
て
の
指
摘
か
も
し
れ
ま
せ

ん
︒﹃
大
鏡
﹄
が
世
に
出
た
の
は
︑
鎌
足
の
時
代
か
ら
４
０
０
年
後
の
こ
と
で
す
︒
そ

れ
は
︑
貞
観
８
年
︵
８
６
６
︶
宮
殿
の
正
面
に
あ
る
応
天
門
が
放
火
で
炎
上
し
︑
こ
の

放
火
犯
人
を
め
ぐ
っ
て
伴
善
男
が
政
権
か
ら
追
放
さ
れ
る
と
い
う
﹁
応
天
門
の
変
﹂

に
よ
っ
て
大
伴
氏
と
同
時
に
紀
氏
も
藤
原
氏
に
よ
っ
て
政
界
か
ら
追
放
さ
れ
て
以
降

の
こ
と
に
な
り
ま
す
︒﹃
大
鏡
﹄
の
筆
者
は
こ
の
事
件
を
見
据
え
た
人
々
の
談
話
を
基

に
綴
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
︒ 

事
実
関
係
は
ど
う
な
の
か
︒
紀
氏
と
藤
原
氏
の
か
か
わ
り
は
少
な
か
ら
ず
濃
密
だ

っ
た
よ
う
で
す
︒
な
か
で
も
︑
奈
良
の
廃
寺
︵
紀
寺
・
璉
珹
寺
︶
を
再
興
し
た
紀
有
常

の
妻
は
藤
原
冬
嗣
の
妹
で
し
た
︒ 

冬
嗣
に
つ
い
て
い
え
ば
﹃
水
鏡
﹄
に
平
安
初
期
︵
弘
仁
４
年
・
８
１
３
︶
に
﹁
わ
ず

か
３
～
４
人
﹂
と
な
っ
た
一
族
の
繁
栄
を
祈
念
し
て
興
福
寺
の
一
角
に
南
円
堂
を
建

て
た
と
書
い
て
い
ま
す
︒
こ
の
藤
原
家
の
衰
亡
ぶ
り
は
多
分
に
謙
遜
し
て
い
る
と
思

え
ま
す
が
︑
藤
原
氏
と
婚
姻
関
係
を
結
ん
で
い
た
紀
氏
の
繁
栄
ぶ
り
と
そ
の
か
ら
み

合
い
が
う
か
が
え
ま
す
︒ 

有
常
の
妻
の
名
前
は
時
姫
と
い
っ
た
よ
う
で
在
原
業
平
を
祀
る
﹁
在
原
寺
﹂︵
天
理

市
︶
の
境
内
に
﹁
姫
丸
神
社
﹂
が
あ
り
︑
こ
こ
か
ら
東
へ
五
キ
ロ
ほ
ど
の
平
尾
山
に
も

﹁
姫
丸
神
社
﹂
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
︒
姫
丸
は
藤
原
内
麻
呂
の
娘
︑
冬
嗣
の
妹
で
あ

っ
て
︑
紀
有
常
と
の
間
に
生
ま
れ
た
姉
娘
は
業
平
の
妻
﹁
井
筒
姫
﹂
で
あ
り
︑
妹
が

﹁
古
今
集
﹂
や
﹁
百
人
一
首
﹂
で
有
名
な
藤
原
敏
行
の
妻
と
い
う
わ
け
で
藤
原
家
の

血
筋
を
色
濃
く
伝
え
る
女
性
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
こ
の
神
社
の
創
建
に
は
藤 

 

           

原
家
が
関
わ
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒ 

在
原
業
平
と
い
え
ば
﹃
伊
勢
物
語
﹄
で
す
︒
そ
の
１
０
１
段
に
次
の
文
章
が
あ

り
ま
す
︒﹁
昔
︑
業
平
の
兄
︵
左
兵
衛
督
︶
が
藤
原
良
近
︵
佐
中
弁
︶
を
主
賓
に
招
い

て
宴
を
開
い
た
︒
そ
の
席
に
み
ご
と
な
白
藤
の
房
が
垂
れ
て
い
た
︒
そ
れ
を
指
し
て

歌
を
詠
ん
で
い
た
︒
そ
こ
へ
業
平
が
現
れ
た
の
で
歌
を
所
望
し
た
︒
業
平
の
歌
は
こ

ん
な
歌
だ
っ
た
︒ 

 

咲
く
花
の
下
に
隠
く
く
る
人
を
多
み
あ
り
し
に
勝
る
藤
の
蔭
か
な 

人
々
は
歌
の
意
図
を
問
う
と
︑
太
政
大
臣
︵
良
房
︶
が
栄
華
の
絶
頂
に
あ
り
︑
藤
原

家
が
繁
栄
し
て
い
る
様
を
詠
ん
だ
と
答
え
た
︒
そ
れ
で
一
同
は
非
難
し
な
く
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
が
︑
主
賓
の
藤
原
良
近
の
顔
色
を
う
か
が
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
︒ 

こ
れ
が
﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
原
文
で
す
が
﹁
花
の
下
に
隠
れ
た
人
が
多
い
﹂
と
は
︑
藤

原
氏
の
繁
栄
の
陰
に
圧
迫
さ
れ
排
除
さ
れ
る
弱
小
氏
族
が
多
い
で
す
よ
と
い
う
意
味

も
あ
り
︑
藤
原
氏
に
対
す
る
媚
と
風
刺
の
ど
ち
ら
が
強
か
っ
た
か
︒
い
ず
れ
に
し
て

も
業
平
の
感
性
を
示
し
て
い
る
と
目
崎
徳
衛
氏
が
﹃
日
本
詩
人
選
・
在
原
業
平
﹄
に

書
い
て
い
ま
す
︒ 

藤
原
氏
と
紀
氏
の
か
ら
み
具
合
が
次
の
系
図
で
も
明
ら
か
で
す
︒ 
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藤
原
氏
と
紀
氏
の
関
係
図 

藤
原
鎌
足 

―
 

不
比
等 

―
 

房
前 

―
 

内
麻
呂 

—
 

 
 

 
 

 
―

冬
嗣 

—
 

良
房 

内
麻
呂―

 
 

 
 

 
 

 
 

在
原
業
平 

 
 

 
 

 
―

妹
︵
姫
丸
︶ 

 
 

 
—

—
—

—
 

 

棟
梁 

 
 

 
 

 
 

 
 

—
―
―

—

︵
井
筒
姫
︶ 

 
 

 
 

 
―

有
常 

 
 
―

︵
○
○
姫
︶ 

紀
名
虎—

―

種
子 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

藤
原
敏
行 

 
 

 
 

 
 

 
 
―
―
―
―
―

常
康
親
王 

仁
明
天
皇 

 
 

 
 

 
―

静
子 

 
 

 
―

惟
喬
親
王 

—
—

 

兼
覧
王 

 
 

 
 

 
 

 
 
―

—
—
―
―

惟
条
親
王 

 
 

 
 

 
 

文
徳
天
皇 

 
―

述
子
内
親
王 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
―

珍
子
内
親
王 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
―

恬
子
内
親
王 

 
 

こ
の
図
で
︑
と
く
に
藤
原
冬
嗣
と
紀
有
常
の
関
係
︑
在
原
業
平
と
藤
原
敏
行
の
関

係
を
み
る
と
義
兄
弟
と
い
う
姻
戚
の
交
わ
り
に
な
る
こ
と
で
す
︒ 

﹃
大
鏡
﹄
は
︑
２
０
０
歳
ま
で
生
き
た
翁
の
昔
語
り
で
あ
っ
て
︑
天
皇
家
と
藤
原

家
の
世
継
ぎ
を
中
心
と
し
た
書
物
で
す
が
︑﹁
古
今
集
﹂
や
﹁
続
古
今
集
﹂
な
ど
の
歌

を
取
り
混
ぜ
て
語
っ
て
い
ま
す
︒
そ
の
中
に
村
上
天
皇
の
代
に
天
皇
の
居
所
で
あ
る

清
涼
殿
の
前
の
梅
の
木
が
枯
れ
た
の
で
侍
従
た
ち
に
良
木
を
探
さ
せ
︑
西
の
院
に
あ

っ
た
良
木
を
移
植
さ
せ
た
ら
そ
の
木
に
歌
を
つ
け
ら
れ
て
い
た
︒ 

 

勅
な
れ
ば 

い
と
も
畏
し 

鶯
の
宿
は
と 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

問
は
ば
如
何
に
こ
た
へ
ん 

こ
の
歌
は
︑
紀
貫
之
の
娘
が
詠
ん
だ
﹁
鶯
宿
梅
﹂
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
︒
こ
う

し
た
藤
原
氏
と
紀
氏
の
濃
密
な
接
触
が
あ
る
反
面
︑
歴
史
的
事
実
と
し
て
朝
廷
の
な

か
で
の
高
級
官
僚
は
時
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
藤
原
氏
が
独
占
し
て
い
き
ま
す
︒ 

こ
の
歴
史
的
事
実
は
否
定
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
て
︑
紀
氏
は
下
級
官
僚
に
甘
ん
じ

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
︒
つ
ま
り
﹁
藤
に
絡
ま
れ
た
木
は
枯
れ
る
﹂
時
代
に
な
っ

た
の
で
し
た
︒ 

 
 

こ
の
事
態
の
な
か
で
紀
氏
の
氏
寺
﹁
璉
珹
寺
﹂
の
盛
衰
が
思
い
や
ら
れ
ま
す
︒
日

本
に
仏
教
が
伝
来
し
て
数
百
年
︒
藤
原
氏
全
盛
の
時
代
に
釈
迦
の
滅
後
２
５
０
０
年

の
﹁
末
法
の
時
代
﹂
が
や
っ
て
き
ま
す
︒
ち
ょ
う
ど
﹁
望
月
の
欠
け
た
る
こ
と
な
し
﹂

と
う
た
っ
た
道
長
の
時
代
で
す
︒ 

﹁
末
法
﹂
を
ど
う
乗
り
切
る
か
︒
人
々
の
涙
ぐ
ま
し
い
努
力
が
後
世
に
伝
わ
っ
て

い
る
な
か
で
も
突
出
し
て
い
る
の
が
藤
原
道
長
の
事
績
で
す
︒
浄
土
世
界
を
体
現
す

る
寺
︵
無
量
寿
院→

法
成
寺
な
ど
︶
を
い
く
つ
も
造
り
︑
百
体
の
仏
像
供
養
︑﹁
法
華

経
﹂
や
﹁
阿
弥
陀
経
﹂
を
自
ら
書
写
し
て
納
め
た
経
筒
を
吉
野
の
山
奥
に
埋
納
す
る

な
ど
︑
権
力
と
財
力
の
限
り
を
尽
く
し
て
末
法
を
乗
り
切
ろ
う
と
し
た
の
で
し
た
︒

そ
の
係
累
に
つ
な
が
る
の
が
︐
長
男
・
頼
道
が
造
営
し
た
平
等
院
で
あ
り
︑
娘
の
上

東
門
院
の
心
の
悩
み
お
聞
き
に
な
っ
て
恵
心
僧
都
が
白
色
阿
弥
陀
像
を
つ
く
っ
た
と

伝
え
る
︑
白
色
阿
弥
陀
立
像
が
璉
珹
寺
の
ご
本
尊
と
な
っ
て
い
ま
す
︒ 

 

璉
珹
寺
の
ご
本
尊
が
ど
う
し
て
京
都
か
ら
奈
良
に
移
っ
た
の
か
と
い
う
記
録
は
一

切
見
つ
か
り
ま
せ
ん
が
︑
寺
に
所
蔵
す
る
﹁
璉
珹
寺
縁
起
﹂
に
は
い
く
つ
か
の
ヒ
ン

ト
は
う
か
が
え
ま
す
︒
こ
れ
は
別
の
機
会
に
譲
る
と
し
て
︑
い
ま
は
﹁
縁
起
﹂
に
収
録

さ
れ
て
い
る
﹁
系
図
﹂
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
い
の
で
す
︒ 

﹁
系
図
﹂
の
末
尾
に
﹁
右
当
家
紀
氏
系
図
之
趣
也
・
紀き

の

延
親

の
ぶ
ち
か

﹂
と
あ
っ
て
︑
最
後

の
筆
文
字
が
﹁
ふ
る
き
名
を
の
こ
り
て
す
め
る
紀
の
河
の
底 

寿こ
と
ほ

ぎ
道
を
照
ら
さ
ん
﹂

と
読
め
そ
う
な
の
で
す
︒ 
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注
目
し
た
い
の
は
︑
系
図
を
制
作
し
た
紀
延
親
と
い
う
人
物
で
す
︒
紀
延
親
は
紀

古
佐
美
︵
桓
武
天
皇
の
時
の
征
夷
大
使
︶
か
ら
３
１
代
目
の
子
孫
で
あ
っ
て
︑﹁
手
向

山
神
社
・
神
主
﹂
と
別
の
系
図
に
注
記
さ
れ
て
出
て
き
ま
す
︒
そ
し
て
紀
延
親
の
一

派
の
祖
先
に
は
﹁
春
日
社
神
部
﹂
や
﹁
神
主
﹂﹁
神
司
﹂
の
肩
書
が
み
え
ま
す
︒ 

﹁
延
親
﹂
は
江
戸
時
代
の
人
物
で
す
が
︑
祖
先
に
あ
た
る
紀
氏
一
族
に
は
石
清
水

八
幡
宮
を
勧
請
し
た
行ぎ

ょ
う

教き
ょ
う

︑
空
海
の
高
弟
・
真
済

し
ん
ぜ
い

︑
鎌
倉
時
代
に
東
大
寺
の
大
仏

を
再
興
し
た
重
源

ち
ょ
う
げ
ん

な
ど
︑宗
教
界
に
名
を
は
せ
た
重
要
人
物
が
キ
ラ
星
の
よ
う
に
活

躍
し
て
い
る
の
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
︒ 

﹁
古
き
名
を
遺
り
て
住
め
る
紀
の
河
の
底 

寿こ
と
ほ

ぎ
道
を
照
ら
さ
ん
﹂
と
書
き
記
し

た
紀
延
親
の
心
境
を
推
察
す
る
と
︑﹁
藤
に
か
ら
ま
れ
て
巨
木
は
枯
れ
た
が
︑
そ
れ
以

前
の
ご
先
祖
は
幾
多
の
星
霜
を
耐
え
抜
い
て
き
た
︒
そ
の
ご
先
祖
に
感
謝
の
念
を
も

っ
て
寿
ぐ
次
第
で
す
﹂
と
い
っ
て
い
る
よ
う
で
す
︒ 

 
 

 
 

編
集
後
記 

新
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
︒
二
年
続
き
の
コ
ロ
ナ
禍
の
も
と
で
︑
皆
さ
ん
ど

う
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
︒
正
月
を
迎
え
る
と
︑
む
か
し
は
数
え
年
が
あ
り
ま
し
た
︒

当
通
信
は
２
０
０
５
年
５
月
が
創
刊
な
の
で
今
年
は
１
７
歳
に
な
り
ま
す
︒
高
校
生

と
い
う
わ
け
で
す
︒
成
長
は
と
も
か
く
と
し
て
も
続
け
て
こ
ら
れ
た
の
は
皆
さ
ん
の

支
え
に
よ
る
も
の
と
感
謝
し
て
い
ま
す
︒ 

ご
住
職
の
巻
頭
言
に
あ
る
よ
う
に
︑何
事
も
コ
ロ
ナ
に
左
右
さ
れ
る
世
の
中
で
す
︒

そ
の
な
か
で
通
信
の
編
集
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
︒
大
し
た
抱
負
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑

マ
ン
ネ
リ
は
避
け
た
い
も
の
だ
と
念
じ
て
い
ま
す
︒
さ
て
そ
の
評
価
は
さ
て
お
き
︑ 

こ
の
号
掲
載
の
﹁
京
終
さ
ろ
ん
﹂
に
つ
い
て
思
う
こ
と
︒ 

１
０
月
登
場
の
渡
辺
さ
ん
は
懐
か
し
い
人
で
す
︒﹁
南
都
古
社
寺
研
鑽
会
﹂
は
数
年

前
に
解
散
し
ま
し
た
が
︑璉
珹
寺
の
５
月
の
特
別
拝
観
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
︒

お
話
の
な
か
で
思
い
出
し
た
の
は
︑
テ
ー
マ
に
関
連
し
て
︑
璉
珹
寺
の
ご
本
尊
阿
弥

陀
如
来
が
江
戸
時
代
に
京
都
養
源
院
大
仏
で
一
か
月
間
開
帳
し
た
記
録
が
あ
る
こ

と
︒
観
音
立
像
が
近
年
︵
２
０
０
０
年
︶
東
京
国
立
博
物
館
で
展
示
さ
れ
た
こ
と
な

ど
︑
出
開
帳
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
し
た
︒
人
々
の
望
む
と
こ
ろ
へ
阿
弥
陀
さ
ん
も
観

音
さ
ん
も
顔
を
出
さ
れ
て
い
ま
す
︒ 

１
０
月
の
徳
融
寺
の
阿
波
谷
さ
ん
の
お
話
で
﹁
木
寺
の
源
覚
禅
師…

﹂
が
絵
巻
に

出
て
き
ま
す
︒
こ
の
﹁
木
寺
﹂
を
調
べ
る
と
︑
京
都
・
仁
和
寺
の
塔
頭
で
し
た
︒﹁
き

で
ら
﹂
で
は
な
く
﹁
も
く
じ
﹂
と
称
し
た
よ
う
で
す
︒
璉
珹
寺
の
前
身
﹁
紀
寺
﹂
と
は

関
係
な
さ
そ
う
で
す
が
気
に
な
っ
た
こ
と
で
し
た
︒ 

１
１
月
の
清
酒
﹁
風
の
森
﹂
の
お
話
は
古
く
か
ら
人
類
に
親
し
ま
れ
た
酒
の
世
界

に
新
風
を
吹
き
込
ん
だ
感
じ
で
し
た
︒
コ
ロ
ナ
禍
で
な
け
れ
ば
︑
講
演
の
後
の
食
事

会
で
﹁
風
の
森
﹂
が
試
飲
で
き
た
か
も
知
れ
な
い
の
に…

︒
こ
れ
が
残
念
で
し
た 

︵
野
尻
幸
男
︶ 

 

この部分は「璉珹寺縁起」系図の末尾です。 


