
「
①
メ
ッ
シ
ホ
ウ
コ
ウ
」
「
②

コ
ウ
ボ
ク
」｢

③
メ
ッ
コ
ウ

ホ
ウ
シ
」

と
読
む
。

読
み
と
意
味
が
解
か
る
方
は
、

後
期
高
齢
者
だ
け
か
も
知
れ

な
い
。

①
は
昭
和
２
０
年
８
月
１
５

日
以
後
，
滅
多
に
使
わ
れ
な

い
言
葉
。
私
を
殺
し
て
も
主

人
に
仕
え
る
意
味
で
戦
時
中

は
「
公
＝
国
家
・
天
皇
」
だ

と
し
て
日
常
的
に
使
わ
れ
た
。

②
は
戦
後
に
巡
査
（
警
察
官
）

が
サ
ー
ベ
ル
を
廃
止
で
警
棒

に
な
っ
た
頃
に
使
わ
れ
た
。

怖
か
っ
た
巡
査
が
優
し
く
ニ

コ
ヤ
カ
に
な
っ
た
。
国
民
の

僕
（
し
も
べ
）
に
な
っ
た
頃

流
行
し
た
。
官
吏
を
公
務

員
と
名
称
が
代
わ
っ
た
頃
で

あ
る
。

①
は
勿
論
②
も
田
中
角
栄
の

列
島
改
造
と
共
に
死
語
と
な
っ

た
よ
う
だ
。

③
「
滅
公
奉
私
」
は
①
を
も

じ
っ
た
造
語
で
森
喜
朗
氏
が

総
理
時
代
、
自
ら
の
座
右
の

銘
と
し
て｢

滅
私
奉
公
」
を

使
っ
た
こ
ろ
か
ら
ネ
ッ
ト
上

で
し
ば
し
ば
使
わ
れ
て
い
る
。

字
面
で
は
、
公
と
私
が
入
れ

代
わ
っ
た
だ
け
だ
が
、
意
味

は
正
反
対
に
な
っ
て
し
ま
う
。

戦
時
中
、
お
国
の
た
め
に

多
く
の
人
が｢

滅
私
」
と｢

奉

公
」
で
死
に
、
殺
さ
れ
た
。

そ
ん
な
時
代
は
も
う
嫌
、

こ
り
ご
り
だ
と
の
思
い
が
、

日
本
人
の
持
つ
「
公
」
を
重

ん
じ
る
気
持
ち
が
希
薄
に
な
っ

て
、
自
分
を
大
切
に
、
自
分

が
楽
し
け
れ
ば
い
い
と
、

「
私
」
の
欲
望
を
満
た
す
私

生
活
優
先
の
「
滅
公
奉
私
」

に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
敗
戦
で
焼
け
野
が

原
、
飢
え
て
い
た
日
本
が
豊

か
に
な
る
の
に
正
比
例
し
、

よ
り
希
薄
度
が
進
ん
だ
。
今

や
「
公
僕
（
こ
う
ぼ
く
）
」

と
言
う
と
い
た
ら｢

ど
ん
な

木
だ
」
と
聞
か
れ
か
ね
な
い
。

昔
と
い
っ
て
も
昭
和
２
０
代

後
半
の
こ
ろ
ま
で
は
、
官
吏

（
公
務
員
）
は
一
般
の
会
社

員
よ
り
俸
給
（
給
料
）
が
低

く
、
そ
の
か
わ
り｢

恩
給

（
年
金
）
制
度
が
確
立
し
て

い
た
。
「
公
僕
」
が
聞
こ
え

な
く
な
っ
て｢

お
役
人
天
国
」

が
で
き
た
。
当
然
だ
が
公
務

員
の
方
々
全
て
が｢

天
国
」

だ
と
は
思
っ
て
い
な
い
。

過
っ
て
政
治
家
に
な
る
と

｢
井
戸
塀
」
が
な
く
な
る
程

貧
乏
に
な
る
職
業
と
言
わ
れ

て
い
た
。
今
は
政
治
家
は
別

荘
が
で
き
る
は
、
お
金
が

｢

無
税
」
で
入
る
職
業
に
な
っ

た
ら
し
い
。
政
治
献
金
は
消

費
税
が
か
か
ら
な
い
だ
ろ
う

し
、
支
払
っ
た
方

は
所
得
控
除
の
恩

恵
が
あ
る
ら
し
い
。

政
治
家
と
は
常
に

自
分
の
都
合
の
良
い
よ
う
に

法
律
を
つ
く
る
習
性
が
あ
る

よ
う
だ
。
お
賽
銭
で
も
感
謝

の
心
と
と
も
に
何
か
の
ご
利

益
を
期
待
す
る
庶
民
は
、
何

百
何
千
万
単
位
の
お
金
を
単

な
る｢

善
意
」
で
差
し
上
げ

る
企
業
が
あ
る
な
ど
信
じ
ら

れ
な
い
。
滅
私
奉
公
ま
で
は

期
待
し
な
い
が｢

公
僕｣

く
ら

い
の
精
神
に
な
っ
て
ほ
し
い
。

電
話
加
入
権
は

何
処
へ
消
え
た
？

古
い
決
算
書
類
整
理
中
、

奇
妙
な
こ
と
を
発
見
し
た
。

決
算
書
に
あ
る
無
形
固
定
資

産
の｢

電
話
加
入
権
」
科
目

が
何
時
の
間
に
か
消
え
て
い

る
。
電
話
加
入
権
＝
電
話
設

備
費
の
こ
と
電
話
を
設
置
す

る
時
必
ず
支
払
っ
た
費
用
。

３
３
年
前
の
当
社
決
算
書
で

は
３
２
万
円
だ
っ
た
。

有
る
得
意
先
の
不
払
い
事
件

で
加
入
権
の
差
押
訴
訟
を
起

こ
し
た
と
き
勝
訴
し
た
か
ら

法
的
に
無
形
資
産
で
あ
っ
た

の
は
確
か
。
そ
れ
以
後
何
時

か
の
決
算
で
償
却
し
た
の
だ

ろ
う
。
償
却
は
利
益
を
減
ら

す
こ
と
。
ま
ぁ
税
金
が
節
約

に
な
る
と
気
楽
に
処
理
を
し

た
が
不
景
気
の
今
、
チ
ョ
ッ

と
惜
し
い
気
き
が
す
る
。

お
金
は
確
か
に
払
っ
て
い
る
。

償
却
済
み
で
当
社
の
資
産
と

は
言
わ
な
い
が｢

お
金
は
何

処
え
消
え
た
か
？
」
ど
な
た

か
ご
存
知
あ
り
ま
せ
ん
か
？
。

逓
信
省
絡
み
と
思
う
？
・
・
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▽
朝
粥
の
会
で
中
村
伸
之
様

か
ら
「
～
映
像
を
使
っ
た

景
観
ま
ち
づ
く
り
の
試
み

～
」
の
例
と
し
て
福
井
市
の

商
店
街
経
験
の
を
お
話
を
見

聞
き
し
た
。

▼
電
柱
を
撤
去
し
歩
道
を
広

げ
街
の
景
観
を
工
夫
し
な
が

ら
改
造
さ
れ
た
。
改
造
前
と

後
を
映
像
で
比
較
さ
れ
一
目

瞭
然
。｢

福
井
の
市
民
力
」

に
敬
意
を
表
し
た
い
。

▽
振
り
か
え
て
、
わ
が
東
山

を
み
る
。
世
界
遺
産
の
清
水

寺
、
社
寺
が
集
中
し
て
い
る
。

東
山
と
鴨
川
に
挟
ま
れ
た
坂

が
多
く
、
縦
貫
す
る
通
り
は

二
本
で
道
幅
も
狭
い
。

▼
観
光
シ
ー
ズ
ン
は
狭
い
通

り
も
渋
滞
す
る
。
三
条
、
四

条
は
既
に
、
今
、
五
条
通
は

電
柱
が
地
中
化
完
了
真
近
。

順
番
と
し
て
次
は
七
条
だ
が

何
時
に
な
る
や
ろ
か
？
。

▽
地
形
的
に
道
路
の
拡
幅
は

難
し
い
。
高
齢
者
や
観
光
客

に
東
山
区
に
道
路
は｢

優
し

い
道
」
と
は
言
え
な
い
。
東

山
区
全
域
の
電
柱
地
中
化
を

願
う
。
祇
園
が
で
き
た
の
だ

か
ら
不
可
能
で
は
有
る
ま
い
。

▼
歩
い
て
安
全
、
歩
き
や
す

い
道
は
行
政
、
社
寺
、
商
店
、

住
民
、
の
知
恵
を
集
め
れ
ば

現
状
で
も
工
夫
す
れ
は
少
し

は
改
善
で
き
る
道
は
あ
る
だ

ろ
う
。
イ
ヤ
必
ず
あ
る
！
。

ー
ー

ど
ん
つ
き
ー
ー

滅
私
奉
公
・

公
僕

滅

公

奉

私

朝
粥
を
食
べ
る
前
・

（
９
時
～
９
時
40
分
）

『
ま
ち
コ
ラ
』
で
探
る

未
来
の
京
都
」
の
題
で

講
師

中
村
伸
之
様
に

（
有
限
会
社
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
代
表

宝
塚
造
形
大
学
講
師
）

～
映
像
を
使
っ
た
景
観
ま
ち

づ
く
り
の
試
み
～
の
お
話
い

た
だ
い
た
。

福
井
市
の
古
く
か
ら
あ
る

商
店
街
を
電
柱
地
中

化
か
ら
景
観
ま
で
街
の

改
造
を
指
導
さ
れ
た
方

か
ら
、
そ
の
経
緯
と
改

造
前
後
の
比
較
映
像
も
で
見

な
が
ら
講
演
が
進
め
ら
れ
大

い
に
参
考
に
な
っ
た
。52

回
朝

粥
は
、

4
月
19

日
・
講

師
村
田

弘
道
様

お
早
く
ご
予
約
下
さ
い
。

第
51
回
・
3
／
15(

日
）
開
催

・

朝
粥
食
べ
て

お
シ
ャ
ベ
リ
会

現
在
京
都
市
管
理
の
南
禅
寺
近
く
の
「
無
燐
庵
」

明
治
元
勲
山
形
公
別
邸
・
明
治
時
代
か
ら
政
治

家
に
は
別
荘
が
好
き
な
方
が
多
い
よ
う
だ
。
井

戸･

塀
を
な
く
す
お
方
は
稀
な
の
か
な
。
下
は

元
中
曽
根
氏
所
有
の
日
の
出
山
荘

第
50
回
記
念･

朝
粥
食
べ
て
オ
シ
ャ
ベ
リ
会
が
翌
々
日
「
京

都
新
聞
朝
刊
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

記
事
を
ご
覧
に
な
っ
て

門
川
京
都
市
長
殿
よ
り
、
お
祝
い
の
お
電
話
を
戴
き
ま
し
た
。



今
は
医
学
が
進
み
衛
生
の
関
心

が
高
く
な
り
、
昔
（
昭
和
２
０
年

代
）
の
よ
う
に
、
瘡
（
く
さ
）
と

癰
（
よ
う
）
と
称
す
る
「
吹
き
出

物
」
が
出
来
て
い
る
人
は
殆
ん
ど

見
か
け
ま
せ
ん
。
そ
れ
ば
か
り
か
、

手
に
「
シ
モ
ヤ
ケ
・
皸
（
ア
カ
ギ

レ
）
」
で
困
る
人
も
食
べ
物
が
豊

か
に
な
っ
た
た
め
か
居
な
い
よ
う

で
す
。
わ
が
「
と
ん
か
ら
り
ん
」

の
読
者
は
、
若
い
方
が
多
い
の
で

い
き
な
り
「
で
ん
ぼ
」
か
ら
書
き

く
と
チ
ン
プ
ン
カ
ン
プ
ン
だ
ろ
う

と
前
振
り
し
た
の
で
す
。
そ
う

「
で
ん
ぼ
」
と
は
「
で
き
も
の
」

の
こ
と
で
す
。
話
は
こ
れ
か
ら
・
・
。

「
で
ん
ぼ
と
商
売
は
大
き
く
な

る
と
潰
れ
る
も
ん
や
・
程
ほ
ど
に

し
ぃ
や
」
と
口
癖
の
よ
う
に
祖
母

が
言
っ
て
い
ま
し
た
。

バ
ブ
ル
時
代
の｢

山
一
證
券
・
北

海
道
拓
殖
銀
行
」。
最
近
の
「
リ
ー

マ
ン
ブ
ラ
ザ
ー
ズ
」
ど
れ
も｢

ほ

ど
程
」
を
越
え
て
大
き
く
な
っ
て

潰
れ
て
い
ま
す
。

３
月
１
日
に
酒
食
品
の
安
売
り

で
関
西
一
の
規
模
に
な
っ
た
京
都

の
「
Ｓ
社
」
が
自
己
破
産
し
ま
し

た
。
会
員
さ
ん
の
お
方
も
そ
こ
で

お
酒
を
お
買
い
に
な
っ
て
い
た
方

も
あ
る
で
し
ょ
う
。

私
が
住
ん

で
い
る
地

区

に

も

「

Ｓ

社

」

店

の
チ

ラ
シ
が
良

く
入
っ
て
い
ま
し
た
。
が
今
年
に

な
っ
て
各
週
毎
に
通
常
で
は
考
え

ら
れ
な
い
安
値
の
チ
ラ
シ
入
り
だ

し
ま
し
た
。
そ
の｢

チ
ラ
シ
」
を

見
て
断
末
魔
の
叫
び
だ
と
感
じ
た

の
で
す
。
酒
卸
、
小
売
を
５
５
年

し
て
「
ワ
ン
ツ
ー
ス
リ
ー
セ
ー
ル
」

と
の
名
前
を
つ
け
た
「
酒
・
食
品

の
安
売
り
」
も
し
た
私
が
み
て
も

驚
く
ほ
ど
安
い
販
売
価
格
、
こ
れ

は
資
金
シ
ョ
ー
ト
し
て
い
る
と
判

断
し
た
の
で
す
。

商
売
「
利
（
益
）
は
元
（
仕
入
）

に
有
り
」
言
わ
れ
ま
す
が
、
元
値

よ
り
安
く
売
っ
て
は｢

元
も
子
」

も
無
く
成
り
立
た
な
い
の
で
す
。

私
は
、
「
Ｓ
社
」
Ｓ
社
長
が
拡
大

路
線
に
進
ま
れ
る
ま
で
付
き
合
い

が
あ
り
ま
し
た
。
「
デ
ス
カ
ウ
ン

タ
ー
店
」
始
め
ら
れ
た
時
、
祖
母

の
「
で
ん
ぼ
」
の
話
を
思
い
出
し

「
タ
ダ
で
売
っ
て
も
京
都
中
の
酒

を
一
人
占
め
に
は
で
き
ま
へ
ん
で
」

と
お
話
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

今
回
の
「
Ｓ
社
」
事
態
は
、
市
場

の
食
料
品
店
か
ら
酒
小
売
コ
ン
ビ

ニ
と
事
業
広
げ
、
関
西
で
も
一
番

多
い
販
売
高
の
デ
ス
カ
ウ
ン
タ
ー

店
に
成
長
さ
れ
た
努
力
家
の
Ｓ
社

長
だ
け
に
残
念
に
思
い
ま
す
。

日
本
も
世
界
で
も
、
資
本
主
義

が
現
在
に
い
た
る
歴
史
の
中
で

｢

安
売
り
」
だ
け
を
手
段
に
し
て

｢

生
き
残
っ
た
」
店
は
一
つ
も
あ

り
ま
せ
ん
。「
主
婦
の
店
」
ス
タ
ー

ト
し
て
一
時
は
輝
い
た
「
ダ
イ
エ
ー
」

も
マ
ー
ク
と
同
様
夕
日
の
よ
う
に

沈
み
ま
し
た
。

「
で
ん
ぼ
」
の
話
の
他
に
当
社
創

業
者
の
妻
で
私
の
祖
母
は
「
義
郎
、

商
売
は
徳
の
積
み
重
ね
や
で
」
と

も
教
え
ま
し
た
。
中
々
無
理
な
こ

と
で
す
が
、
が
ん
ば
ろ
う
と
思
い

ま
す
。
店
は
有
り
続
け
る
こ
と
が

大
切
で
す
か
ら
・
・
・
。

定
額
給
付
金
の
施
策
目
的
は

「
景
気
後
退
下
で
の
住
民
の
不
安

に
対
処
す
る
た
め
、
住
民
へ
の
生

活
支
援
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
、

あ
わ
せ
て
、
住
民
に
広
く
給
付
す

る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
経
済
対

策
に
資
す
る
も
の
で
す
。
」

だ
と

の
こ
と
。
（
総
務
省
Ｈ
Ｐ
参
照
）

住
民
の
不
安
が｢

1
2
,
0
0
0

円
～2

0

0
0
0

円
を
ば
ら
撒
き
で
（
対
処
）

消
え
る
と
思
う
ほ
ど
日
本
国
民
は

愚
か
で
な
い
。

昔
か
ら｢

タ
ダ
よ
り
怖
い
も
の
は

な
い
」
と
言
う
。
こ
れ
は
、
元
手

が
か
か
る
は
ず
の
も
の
を
無
償

（
タ
ダ
）
に
す
る
人
に
は
必
ず
下

心
が
あ
る
か
ら
気
を
つ
け
ろ
、
と

の
戒
め
で
使
わ
れ
て
来
た
。

今
、
釣
り
人
は｢

定
額
給
付
金
＝

エ
ビ
」
を
餌
に
に
は
数
年
年
後
の

｢

消
費
税
率
ア
ッ
プ
と
い
う
鯛
」

を
狙
っ
て
い
る
の
が
見
え
見
え
。

折
角
だ
か
ら｢

エ
ビ
」
だ
け
い
た

だ
い
て
、
次
の
機
会
に
「
エ
ビ
鯛
」

は
無
理
だ
と｢

釣
り
人
」
に
痛
い

教
育
を
す
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

か
つ
て
ペ
ン
ギ
ン
と
呼
ば
れ
た

鳥
が
い
た
。
今
も
い
る
よ
と
突
っ

込
ま
れ
そ
う
だ
が
、
あ
れ
は
先
代

を
襲
名
し
た
２
代
目
ペ
ン
ギ
ン
だ
。

初
代
は
１
８
４
４
年
６
月
３
日
か

４
日
に
絶
滅
し

た
。

ペ
ン
ギ
ン
と

は
こ
の
鳥
、

オ
オ
ウ
ミ
ガ

ラ
ス
の
特
徴

で
あ
る
頭
の

白
斑
を
指
し

た
古
代
ケ
ル

ト
語
だ
っ
た
。

な
ぜ
絶
滅
の
日
ま
で
分
か
る
か
と

い
え
ば
、
最
後
の
つ
が
い
を
人
が

殺
し
た
か
ら
だ
。

生
息
地
の
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
沖
岩
礁

で
抱
卵
中
の
２
羽
が
人
に
見
つ
か

り
、
１
羽
は
殴
り
殺
さ
れ
、
１
羽

は
絞
め
殺
さ
れ
た
。
最
後
の
卵
は

割
れ
て
い
た
。

（
今
泉
忠
明
著
「
絶
滅
野
生
動
物
の
事
典
」
）

全
長
約
８
０
セ
ン
チ
、
体
重
５

キ
ロ
に
達
し
た
こ
の
海
鳥
は
腹
は

白
く
、
背
は
暗
褐
色
だ
っ
た
。

翼
は
２
０
セ
ン
チ
ほ
ど
に
退
化
し

て
空
は
飛
べ
な
い
。

そ
の
代
わ
り
に
潜
水
は
巧
み
で
魚

類
や
イ
カ
を
食
べ
、
陸
上
で
は
直

立
し
て
ヨ
チ
ヨ
チ
歩
き
を
し
た
。

要
す
る
に
今
の
ペ
ン
ギ
ン
そ
っ
く

り
で
あ
る
。

か
つ
て
は
北
大
西
洋
に
数
百
万

羽
は
生
息
し
て
い
た
オ
オ
ウ
ミ
ガ

ラ
ス
で
あ
る
。
そ
れ
を
絶
滅
に
追

い
込
ん
だ
の
は
、
羽
毛
と
卵
を
求

め
る
人
間
の
乱
獲
だ
っ
た
。

そ
し
て
絶
滅
寸
前
に
は
、
標
本
を

高
額
で
買
い
取
る
と
い
う
博
物
館

が
欲
深
い
人
間
を
最
後
の
捕
殺
に

駆
り
立
て
た
。
人
間
は
南
極
に
も

オ
オ
ウ
ミ
ガ
ラ
ス
に
似
た
鳥
が
い

る
の
を
み
つ
け
、
ペ
ン
ギ
ン
と
呼

ぶ
こ
と
に
な
る
。

最
新
の
米
仏
の
研
究
チ
ー
ム
の

報
告
に
よ
る
と
、
そ
の
南
極
の
コ

ウ
テ
イ
ペ
ン
ギ
ン
が
今
世
紀
末
に

は
絶
滅
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う

の
だ
。

こ
ち
ら
は
地
球
温
暖
化
に
よ
る
海

氷
の
減
少
で
、
繁
殖
が
難
し
く
な

る
た
め
だ
。

ま
さ
か
と
い
い
た

い
が
、
２
代
目
同
様
人
を
恐
れ
ず

船
を
見
る
と
ヨ
チ
ヨ
チ
寄
っ
て
き

た
初
代
を
平
気
で
殺
り
く
し
た
人

間
の
こ
と
だ
。
目
先
の
欲
や
無
関

心
が
ま
た
も
ペ
ン
ギ
ン
を
悲
劇
の

鳥
の
名
に
し
か
ね
な
い
。

も
う
地
球
上
に
３
代
目
を
襲
名
で

き
る
鳥
は
い
な
い
。

毎
日
新
聞
・

20
0
9

年1

月30

日

09.3.19

の
ケ
メ
コ
通
信
よ
り
転
記
。

※
ケ
メ
コ
通
信
は
、
京
都
生
ま
れ
の
京
都

育
ち
、
み
な
み
西
陣
の
町
家
「
ケ
メ
コ
は

う
す
」
に
住
む
元
フ
ォ
ー
ク
・
シ
ン
ガ
ー

発
信
の
毎
日
届
く
ブ
ロ
グ
で
す

。
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コ
ウ
テ
イ

ペ
ン
ギ
ン
絶
滅
？

ヨ
シ
ィ
ち
ゃ
ん
の

ひ
と
り
ご
と

大
き
な

「

で
ん
ぼ
」

は
潰
れ
る
！

南
極
大
陸

ロ
ス
氷
棚
に
て

エ
ビ
で
鯛
釣
る
や

定
額

給
付
金･

字
余
り



豊
国
神
社
の
前
、｢

耳
塚
」
の
向
か

い
に
④｢

烏
寺
」
が
あ
る
。

正
式
に
は
、「
熊
谷
山
専
定
寺
（
く
ま

が
い
ざ
ん
せ
ん
じ
ょ
う
じ
）」
名
の
浄

土
宗
西
山
禅
林
寺
派
の
寺
。1200
年

（
寛
文
6
）
の
初
期
に
専
定
法
師
開

創
。
寺
伝
で
は
、
専
定
と
い
う
僧
が

木
陰
で
休
ん
で
い
る
と
、
松
の
枝
で

二
羽
の
烏
が
「
き
ょ
う
は
熊
谷
蓮
生

坊
（
注
）
が
極
楽
往
生
す
る
日
」
と

話
す
の
で
、
み
る
と
、
烏
は
熊
野
権

現
の
姿
に
変
わ
っ
て
飛
び
去
り
、
同

時
刻
に
蓮
生
坊
は
死
ん
だ
と
い
う
。

こ
れ
に
因
ん
で
烏
寺
の
別
称
が
生
ま

れ
た
。（
京
都
市
資
料
参
照
）
私
の
子

供
の
頃
、
塀
を
越
え
る
大
き
な
松
の

木
が
あ
り
鉄
製
の
烏
が
二
羽
飾
ら
れ

て
い
た
。
戦
時
中
「
供
出
」
さ
れ
、

戦
後
は
焼
物
の
烏
が
止
ま
っ
て
い
た

と
思
う
。
寺
内
の
松
は
戦
後
台
風
で

倒
れ
「
烏
」
と
共
に
今
は
な
い
。

こ
の
「
烏
寺
」
の
本
堂
内
に
安
置
さ

れ
て
い
る
仏

像
、「
本
尊
阿

弥
陀
如
来
座

像
」
は
後
白

河
法
皇
の
念

持
仏
（
＝
日

夜
拝
ま
れ
る

仏
像
）
と
伝

え
ら
れ
平
安

時
代
後
期
の
も
の
で
京
都
市
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
る
。（
注
・
非
公
開
）

⑤
五
右
衛
門
の
衝
器
窓
・
丁
度
烏
寺

の
南
側
、
耳
塚
西
に
、
棟
下
に
三
角

形
の
小
さ
な
穴
の
あ
る
民
家
（
今
は

ガ
レ
ー
ジ
に
な
っ
て
い
る
辺
り
）

そ

こ
に
井
戸
が
あ
り
そ
れ
が
「
五
右
衛

門
の
抜
け
穴
」
で
「
穴
」
は
五
右
衛

門
が｢

銭
を
投
げ
た
窓
」
だ
と
子
供
の

こ
ろ
聞
い
た
。（
眉
唾
だ
と
思
う
）

⑥
三
棟
の
屋
根
は
調
べ
た
が
解
ら
な

か
っ
た
。
⑦
そ
ば
食

い
木
像
（
前
号

地
蔵

は
木
像
に
訂
正
）

は
、

次
号
に

記
し
、
今
号
は｢

法
住
寺
」

｢

法
住
寺
」
は
、

天
台
宗
、
本

尊
・
身
代
不
動
明
王
。
三
十
三
間
堂

の
東
に
あ
り
目
立
た
な
い
が
、9
8
8

年
（
永
延
2
）
、
太
政
大
臣
藤
原
為

光
が
建
立
、
東
山
山
麓
か
ら
西
は
大

和
大
路
、
北
は
七
条
、
南
は
東
福
寺

辺
り
の
多
く
を
寺
域
に
し
て
い
た
。

そ
の
後
、
後
白
河
法
皇
の
院
所
に

な
り
、
法
皇
の
命
で
平
清
盛
が
そ
の

寺
内
に
建
立
（
長
寛
２
・1164

）
し

た
の
が
三
十
三
間
堂
で
あ
る
。
新
日

吉
神
社
、
新
熊
野
本
宮
も
そ
の
頃
祀

ら
れ
た
。

清
盛
没
後
、
木
曽
義
仲
の
軍
勢
に
襲

わ
れ
上
皇
は
六
条
西
洞
院
の
長
講
堂

に
移
り
そ
こ
で
生
涯
を
お
え
ら
れ
た

が
寺
内
の
法
華
堂
が
御
陵
と
な
っ
た
。

そ
ば
食
い
木
像
も
奉
ら
れ
て
い
る
。

現
在
は
、
三
十
三
間
堂
通
し
矢
と
同

じ
日
に
無
病
息
災
大
根
焚
（
護
摩
供

奉
修
）。

５
月
１
日
～
７
日
は

後
白
河
法
皇

忌
で
法
皇
像
特
別
開
扉
。

11
月
15
日

身
代
不
動
尊
大
祭

採
灯
大
護
摩
供
奉
修

邦
楽
奉
納

稚
児
行
列
。

12
月
14
日

義
士
会
法
要

舞
妓
の
お
献
茶
、
お
茶
席
、
討
ち
入

り
そ
ば
接
待
。
等
が
行
わ
れ
る
。

（
注
）
源
平
一
の
谷
の
戦
で
平
敦
盛
の

首
を
と
っ
た
武
者
、
熊
谷

直
実
（
く

ま
が
い
な
お
ざ
ね
）
の
法
名
。

は
つ
つ
も
う
で

お
か
ね
を
い
れ
て

ね
が
い
ご
と

あ
さ
が
ゆ
か
い

み
ん
な
に
こ
に
こ

う
れ
し
い
な

投
稿

さ
か
た
に

り
さ
こ

原
稿
の
隙
間
に
孫
の
俳
句
を

載
せ

ま
し
た
。

桜
前
線
が
北
へ
北
へ
と
進
ん
で
い

き
ま
す
。
こ
の
号
が
出
る
頃
は
、

北
海
道
あ
た
り
が
桜
の
季
節
で
し
ょ

う
か
。
そ
れ
に
し
て
も
花
の
命
は

短
い
で
す
ね
。
も
っ
と
も
、
長
い

と
思
う
我
ら
人
間
の
人
生
も
振
り

返
れ
ば
目
瞬
き
の
時
間
で
あ
っ
た

い
う
気
も
し

ま
す
。
そ
し

て
、
や
が
て

必
ず｢

そ
の

時
」
は
や
っ

て
き
ま
す
。

散
っ
た
桜
花

は
け
っ
し
て

美
し
い
も
の

で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

「
そ
の
時
」
を
美
し
く
，
子
供
達

が
争
い
を
し
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
に
遺
言
が
あ
り
ま
す
。
人
が
散

る
と
そ
の
人
の
権
利
、
義
務
、
一

定
の
法
律
上
の
地
位
な
ど
が
近
親

者
に
承
継
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
相

続
と
言
い
ま
す
。
こ
の
相
続
に
つ

い
て
、
日
本
の
民
法
は
、
近
親
者

の
生
活
の
維
持
、
財
産
形
成
へ
寄

与
へ
の
配
慮
を
す
る
と
共
に
、
人

の
採
集
の
意
思
を
尊
重
す
る
た
め

の
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。
こ
れ

が
遺
言
で
す
。

遺
言
に
於
い
て
は
、
相
続
人

（
相
続
を
受
け
る
側
の
人
）
に
異

議
が
な
け
れ
ば
、
全
財
産
を
自
由

に
で
き
ま
す
。
異
議
が
あ
る
場
合

は
五
〇
％
ま
で
と
な
り
ま
す
。
こ

れ
を
遺
留
分
と
言
い
ま
す
。

こ
ん
な
例
が
あ
り
ま
し
た
。
Å

さ
ん
に
は
子
供
が
二
人
あ
り
ま
し

た
。
長
男
と
次
男
で
す
。
Ａ
さ
ん

は
長
男
家
族
と
同
居
し
て
い
ま
す
。

Ａ
さ
ん
と
し
て
は
、
こ
の
家
を
長

男
に
継
い
で
ほ
し
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
預
金
を
多
少
あ
り
ま
す
。

Ａ
さ
ん
は
、
家
は
長
男
に
、
預

金
は
次
男
に
与
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
兄
弟
仲
良
く
や
っ
た
い
っ
た

も
ら
い
た
い
と
考
え
、
そ
れ
を
遺

言
に
し
ま
し
た
。
Ａ
さ
ん
意
志
通

り
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。

次
男
が
承
知
す
ら
ば
Ｏ
Ｋ
で
す
。

そ
の
承
知
の
仕
方
に
二
つ
あ
り
ま

す
。
一
つ
は
、
Ａ
さ
ん
の
死
後
に

次
男
が
承
知
す
る
こ
と
（
遺
産
分

割
）
、
も
う
一
つ
は
、
Ａ
さ
ん
の

存
命
中
に
次
男
が
遺
留
分
を
放
棄

す
る
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
家
庭
裁
判
所
の
許
可
が
い

り
ま
す
が
、
次
男
に
は
生
計
を
維

持
す
る
収
入
が
あ
り
、
Ａ
さ
ん
か

ら
も
相
応
の
も
の
（
相
続
分
に
あ

た
る
ぐ
ら
い
の
も
の
）
を
貰
っ
て

い
る
こ
と
等
を
証
明
す
る
資
料
を

添
え
て
申
立
て
す
る
と
許
可
に
な

り
ま
す
。

親
の
生
き
て
い
る
間
は
、
兄
弟
は

う
ま
く
や
っ
て
い
け
ま
す
が
、
い

な
く
な
る
と
我
が
出
て
来
ま
す
。

そ
れ
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
も
こ

う
し
た
制
度
の
利
用
を
考
え
て
見

る
の
も
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

京
の
大
仏
殿
・

続
・

七
不
思
議
②
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京
都
＆

東
山

ぶ
ら
り
ピ
カ
リ
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相
続
よ
も
や
ま
話

（
一
）
古
田
玄
州

北海道函館・五稜郭の満開の桜

こ
の
「
相
続
よ
も
や
ま
話
」
は
、

臨
済
宗
東
福
寺
居
士
・
行
政
書
士

古
田
玄
修
様
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま

し
た
。
「
八
話
」
連
載
予
定
で
す
。

写真は ｢ 法住寺正門」

南 に あ る 「 元 後 白 川

天皇御陵の門」

紙

面

改

造

延

期

４

月

か

ら

「

と

ん

か

ら

り

ん

」

の

紙

面

改

造

を

予

定

し

て

お

知

ら

せ

し

ま

し

た

が

、

編

集

者

の

能

力

不

足

で
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

も
う
チ
ョ
と
勉
強
し
ま
す
。

暫

現

行

の

ま

ま

で

ご

辛

抱

下

さ

い
。

編
集
者
・
酒
谷
義
郎

σ(^o^



朝
日
麦
酒
㈱
江
井
ヶ
島
酒
造
㈱
協

和
発
酵
㈱
等
債
権
者
の
半
額
出
資

の
株
式
会
社
酒
谷
本
店
に
昭
和
３

１
年
（1

9
5
6

）
１
月
１
日
付
で
酒

卸
乙
免
許
が
（
税
務
署
か
ら
）

下
り
ま

し
た
。

社
長
は
父
一
郎
、
専
務
江
井
ヶ

島
酒
造
㈱
か
ら
常
務
は
三
重
県
の

酒
造
家
、
取
締
役
に
協
和
発
酵
大

阪
支
店
長
、
監
査
役
は
当
時
朝
日

麦
酒
京
都
支
店
長
渋
谷
謹
次
氏
の

体
制
で
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

私
の
仕
事
時
間
外
に
す
る
夜
の
活

動
を
債
権
者
も
認
め
ら
れ
、
月
給

は
社
内
最
低
額
の
条
件
で
参
加
。

会
社
は
、
私
も
含
む
外
交
員
３
名
。

事
務
員
２
名
配
達
３
名
で
再
出
発

し
ま
し
た
。

当
時
、
戸
籍
上
独
身
の
父
と
、

私
や
住
込
み
社
員
全
員
、
食
費
払

い
賄
い
さ
ん
に
、
身
の
ま
わ
り
世

話
は
知
人
奥
さ
ん
に
頼
ん
で
い
ま

し
た
。
今
、
常
務
の
弟
（
宗
男
）

は
幼
稚
園
児
、
妹
二
人
は
中
・
小

学
生
で
祖
母
の
住
む
吉
田
に
い
ま

し
た
。
そ
の
祖
母
が
、
丁
稚
用
の

厚
司
の
法
被
（
ハ
ッ
ピ
＝
筒
袖
の
仕
事

着
）

と
前
掛

け
と
角
帯
を

出
し
て
き
て
、

｢

こ
れ
を
着

て
頭
を
低
く

し
て
お
得
意
先
廻
り
を
お
し
」
と

渡
さ
れ
ま
し
た
。
（
注
）
厚
司
・
大

阪
特
産
の
丈
夫
な
厚
手
綿
布
の
こ
と

私
は
そ
の
法
被
前
掛
姿
で
、
担
当

し
た
東
山
、
伏
見
の
酒
屋
さ
ん
に

ご
注
文
取
り
に
廻
り
ま
し
た
。

七
ケ
月
余
の
休
業
、
そ
れ
に
上

一
度
潰
れ
そ
う
に
な
っ
た
店
で
す
。

地
元
に
集
中
し
て
貞
教
、
修
道
、

一
橋
、
今
熊
野
の
酒
屋
さ
ん
を
重

点
に
自
転
車
の
ハ
ン
ド
ル
に
酒
屋

袋
を
引
掛
け
、
ひ
た
す
ら
、
ご
注

文
を
聞
き
に
訪
問
し
ま
し
た
。

東
山
区
は
祇
園
に
老
舗
の
浅
井

商
店
と
い
う
強
力
な
酒
問
屋
の
地

盤
、
他
の
四
つ
の
酒
卸
店
が
あ
る

激
戦
地
で
し
た
か
ら
。
商
売
で
す

か
ら
、
近
い
だ
け
で
は
、
弱
い
店

と
取
引
す
る
酒
屋
さ
ん
少
な
く
て

当
然
で
す
。
お
取
引
は
僅
か
な
店

し
か
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。

近
く
親
し
く
て
も
自
分
に
力
（
信

用
）
が
無
い
と
駄
目
と
言
う
こ
と

も
勉
強
で
き
ま
し
た
。

売
上
を
上
げ
な
い
と
会
社
は
持

ち
ま
せ
ん
。
山
科
、
左
京
で
お
得

意
先
を
増
や
し
、
父
が
開
拓
し
た

大
津
～
守
山
も
私
が
担
当
す
る
こ

と
に
な
り
、
会
社
も
一
応
安
定
し

て
き
ま
し
た
。
こ
の
間
の
実
体
験

は
、
私
に｢

他
人
に
頼
る
の
で
無

く
、
頼
ら
れ
る
た
め
に
、
自
ら
の

力
を
強
く
す
る
」
と
の
教
訓
を
叩

き
込
ん
で
く
れ
た
の
で
す
。

会
社
も
、
２
期
～
４
期
は
若
干

利
益
計
上
が
で
き
ま
し
た
。
昭
和

３
５
年
春
、
協
和
発
酵
が
「
ラ
ビ
ー
」

発
売
、
ビ
ー
ル
類
似
発
泡
酒
が
発

売
さ
れ
そ
の
扱
い
で
問
題
が
お
起

こ
り
ま
す
。
（
詳
細
は
次
号
）

イ
チ
ロ
ー
に
感
謝
し
て

父
の
３
０
年
祭
を
致
し
ま
し

た
影
響
で
編
集
後
記
に
不
釣
合
い

な
記
事
を
書
き
ま
し
た
。
写
真
で

父
と
イ
チ
ロ
ー
は
同
程
度
の
大
き

さ
で
す
が
、
近
頃
、
新
聞
に
毎
日

載
る
小
澤
さ
ん
、
お
顔
は
大
き
く

し
ま
し
た
が
全
体
は
小
さ
く
し
た

方
が
良
い
と
配
慮
し
ま
し
た
。
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○
Ｗ
Ｂ
Ｃ
で
日

本
が
韓
国
に
勝

ち
２
回
連
続
で
優
勝
し
た
。
緒
戦

か
ら
調
子
が
悪
か
っ
た
「
イ
チ
ロ
ー
」

の
後
半
の
活
躍
が
光
っ
た
。

有
難
う
「
イ
チ
ロ
ー
」
拍
手
！
。

●
「
イ
チ
ロ
ー
」
と
名
前
が
ア
ナ

ウ
ン
ス
さ
れ
る
度
に
ビ
ッ
ク
と
す

る
。
鈴
木
一
朗
と
字
は
違
う
が
一

郎
が
わ
が
父
の
名
前
だ
。
「
と
ん

か
ら
り
ん
」
に
祖
母
の
こ
と
は
書

く
が
父
は
殆
ん
ど
登
場
し
な
い
。

○
祖
母
は
常
に
教
師
で
あ
っ
た
が

父
は
私
に
と
っ
て｢

反
面
教
師
」
の

存
在
で
あ
っ
た
。
私
に
無
い
良
い

と
こ
ろ
が
多
い
人
だ
が
、
迷
惑
な

こ
と
も
多
か
っ
た
年
齢
差
１
７
歳

の
父
上
だ
。

●
そ
の
父
の
三
十
年
祭
を
２
月
に

弟
妹
ら
の
家
族
と
共
に
し
た
。
そ

し
て
３
月
２
９
日
は
我
母
の
３
回

忌
が
横
浜
で
あ
る
。
母
と
私
の
年

齢
差
は
１
６
。
２
年
前
８
９
歳
で

他
界
し
た
。
母
方
に
弟
２
妹
１
。

父
方
合
せ
ば
７
人
の
長
男
に
な
る
。

○
母
方
の
弟
に
異
母
兄
と
名
乗
っ

て
会
っ
た
の
は
７
年
前
。
そ
の
後

そ
の
母
と
共
に
旅
行
も
し
た
。
４

年
余
り
の
間
何
度
か
会
え
た
。

そ
の
私
が
今
年
３
０
年
と
３
回
忌

を
迎
え
た
。
何
か
不
思
議
だ
。

●
父
が
い
て
母
が
い
て
私
が
あ
る

か
ら
、
弟
妹
達
が
い
る
。
そ
の
周

り
に
は
勘
定
が
で
き
な
い
ほ
ど
縁

者
が
い
る
。
こ
れ
は
、
父･

母
が
私

を
産
ん
だ
結
果
的
成
果
。
私
は

「
イ
チ
ロ
ー
」
を
越
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
母
も
越
せ
な
い
。

酒
屋
で
生
き
て

生
か
さ
れ
て

編
集
後
記

節
分
の
壬
生
狂
言

金
澤

ひ
ろ
あ
き

仕
事
を
少
し
だ
け
早
く
終
え
て
、

壬
生
寺
へ
行
き
ま
す
。
節
分
の
二

月
二
日
と
三
日
、
壬
生
寺
で
壬
生

狂
言
が
演
じ
ら
れ
ま
す
。
演
目
は

｢

節
分
」
。
ま
さ
に
季
節
そ
の
も

の
で
す
。

阪
急
電
車
で
四
条
大
宮
で
降
り
、

四
条
通
り
を
西
に
行
き
ま
す
。
四

条
通
り
に
面
し
た
お
寺
で
は
、
節

分
と
い
う
こ
と
で
火
を
焚
き
、
お

神
楽
を
し
て
い
ま
す
。
厄
除
け
に

な
る
そ
う
で
す
。

そ
の
神
社
の
通
り
を
南
に
下
が
る

と
壬
生
寺
で
す
が
、
小
さ
な
狭
い

通
り
に
夜
店
が
出
て
本
当
に
お
祭

り
で
す
。
壬
生
寺
の
境
内
も
屋
台

が
び
っ
し
り
。
お
祭
り
な
の
で
人

が
い
っ
ぱ
い
。
な
か
な
か
進
め
ま

せ
ん
。
で
も
み
ん
な
楽
し
そ
う
。

私
だ
け
イ
ラ
イ
ラ
し
て
、
鬼
の
よ

う
な
顔
を
し
て
い
た
か
も
・
・
。

壬
生
寺
は
地
蔵
さ
ん
の
お
寺
。

今
日
は
お
坊
さ
ん
が
本
堂
で
護
摩

の
火
を
焚
い
て
い
ま
す
。
寒
い
時

に
火
を
見
る
と
、
何
か
ホ
ッ
と
し

ま
す
。

舞
台
で
は
も
う
狂
言
が
始
ま
っ

た
い
ま
す
。
赤
鬼
の
酒
呑
童
子
が
、

舞
台
で
い
ば
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ

へ
鬼
退
治
に
来
た
お
多
福
さ
ん
が
、

ま
ず
鬼
を
だ
ま
し
，
贈
り
物
を
し

ま
す
。
贈
り
物
の
中
に
、
鬼
の
力

を
失
わ
せ
る
酒｢

鬼
殺
し
」
が
あ

り
、
そ
れ
を
大
杯
で
飲
ま
せ
ま
す
。

鬼
が
酔
っ
て
寝
た
と
こ
ろ
を
襲
い

ま
す
が
、
鬼
も
目
を
覚
ま
し
て
応

戦
。
最
後
は
お
多
福
が
豆
を
ま
い

て
鬼
を
退
散
さ
せ
ま
す
。
豆
を
ま

く
た
び
に
、
鬼
は
お
お
げ
さ
に
転

び
ま
す
。
鬼
と
言
っ
て
も
、
女
に

弱
い･

･
･

。
こ
れ
が
四
十
分
ほ
ど

演
じ
ら
れ
ま
す
か
ら
か
な
り
の
熱

演
で
す
。

壬
生
狂
言
で
は
セ
リ
フ
が
い
っ
さ

い
な
く
、
ガ
ン
デ
ン
と
い
う
打
楽

器
に
合
わ
せ
て
踊
り
ま
す
。
パ
ン

ト
マ
イ
ム
で
す
。
も
と
も
と
は
、

文
字
を
知
ら
な
い
民
衆
に
、
仏
教

を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
に

始
め
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。

こ
う
い
う
芸
能
も
、
の
ど
か
で
良

い
も
ん
で
す
。

節
分
の
福
連
れ
帰
る
年
男

ひ
ろ
あ
き

壬
生
狂
言

鬼
の
震
え
る
息
白
し

ひ
ろ
あ
き

第
三
十
六
話

厚
司
の

法
被
・

前
掛

酒谷一郎･ 小澤一郎･鈴木イチロー




