
筆
を
握
く
に
営

つ
て

一
再
な
ら
ず
御
懇
切
な
御
助
力
を
賜

つ
た
奈
良
縣
技
師
岸
熊
吉
氏
に
甚
深
な
る
感
謝
を
・捧
げ
る
次
第
で
あ
る
。
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笠

置

寺

爾

勒

像

と

笠

置

曼

茶

羅

足

工上

康

一

笠
置
寺
に
就
い
て
は
多
く
の
農
さ
れ
た
問
題
も
あ
る
が
、
教
で
は
美
術
史
上
ま
た
宗
教
史
上
重
腕
す
べ
き
同
寺
爾
動
石
像
と
そ
れ
を
描

い
た
笠
置
曼
茶
羅
に
就
い
て
の
管
見
を
述
べ
よ
テ
。

笠
置
寺
爾
動
像
の
造
顧
事
情
は
、
キ
の
縁
起
に
従
へ
ば
、
笠
置
山
に
出
猫
さ
れ
た
天
智
天
皇
皇
子
が
、
爾
動
を
念
じ
て
危
難
を
見
れ
給

ひ
、
そ
の
感
謝
の
た
め
に
こ
の
爾
動
大
石
像
を
彫
成
さ
れ
た
と
偉
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
事
は
嘗
時
の
文
献
に
は
見
え
ぬ

や
う
で
あ
る
か
ら
、
果
し
て
天
智
天
皇
の
御
宇
頃
の
製
作
で
あ
る
か
否
や
を
確
め
得
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
こ
の
輛
動
像
造
頴
の
事
を

記
し
て
あ
る
最
も
古
き
も
の
の
一
は
今
昔
物
語
で
あ
ら
う
。
同
書
は
爾
動
像
造
顧
の
次
第
を
Ｅ
細
に
述
べ
、
該
像
は
化
人
が
皇
子
を
助
け

て
彫
成
し
た
も
の
と
云
ひ
、
ま
た
後
に
東
大
寺
の
良
丼
が
こ
の
像
を
見
出
し
て
信
仰
し
た
由
を
も
惇
へ
て
ゐ
る
。

爾
末
こ
の
偉
諭
は
廣
く
信
じ
ら
れ
て
ゐ
た
と
見
え
伊
呂
波
字
類
抄
を
初
め
其
の
他
中
世
の
文
献
に
こ
の
諭
が
散
見
し
て
居
り
、
例
へ
ば

正
治
二
年
の
鶯
八
條
院
三
位
局
於
笠
置
修
善
願
文
に
は

天
智
之
皇
子
拓
基
、
地
勢
之
勝
甲
被
世
、
五
丈
之
像
、
忽
形
静
功
於
石
背
、

笠
置
寺
爾
勒
像
と
笠
置
曼
茶
羅

笠
置
寺
粥
勒
像
と
“
棲
景
奏
層
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笠
置
寺
彊
勒
像
と
笠
置
曼
茶
羅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一一四

と
あ
る
一
こ
れ
ら
の
中
に
あ
つ
て
帝
王
編
年
記
が
特
に
造
願
年
次
を
限
定
し
て
、
「
天
智
天
皇
三
年
甲
子
、
天
人
降
造
笠
置
石
像
爾
勒
」
と

云
つ
て
あ
る
の
は
、
果
し
て
何
に
擦
つ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
ま
た
貞
慶
の
元
久
元
年
十
月
十
七
日
笠
置
寺
龍
華
含
願
文
に
も

原
夫
笠
置
寺
者
、
古
先
帝
代
所
草
創
也
、
共
化
人
刻
彫
之
縁
、
慈
奪
感
應
之
徳
、
奉
世
知
識
不
須
復
諭
、

と
あ
る
。
云
ふ
ま
で
も
な
く
貞
慶
は
熱
烈
な
る
爾
勒
信
仰
者
で
ま
た
笠
置
寺
中
興
の
開
証
で
あ
る
か
ら
、
彼
は
首
然
笠
置
爾
勒
像
に
就
い

て
は
最
も
詳
細
な
る
知
識
を
も
つ
て
わ
た
筈
で
あ
る
。
然
る
に
そ
の
云
ふ
と
こ
ろ
は
結
局
縁
起
な
ど
の
と
大
差
は
な
い
。
思
ふ
に
貞
慶
と

雖
も
こ
の
爾
勒
像
に
就
い
て
は
最
早
正
確
な
事
を
知
り
得
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
既
に
鎌
倉
初
期
に
於
け
る
貞
慶
で
さ
へ
こ
の
有
様
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
今
日
に
於
い
て
そ
れ
以
上
の
事
を
究
め
ん
と
す
る
の
は
頗
る
困
難
で
あ
ら
う
。

し
か
し
乍
ら
、
上
掲
諸
書
の
云
ふ
と
こ
ろ
を
よ
く
吟
味
し
、
ま
た
笠
置
寺
の
沼
革
等
を
思
ひ
併
せ
る
と
問
題
の
爾
勒
像
の
造
願
年
代
は
、

骰
令
偉
諭
ほ
ど
に
古
く
は
な
い
に
し
て
も
、
相
官
の
音
に
湖
り
う
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
建
仁
三
年
の
笠
置
寺
護
堂
軒
廊
等
造
昔
状
つ

中
に

石
像
之
縁
起
奉
世
所
知
焉
、
巌
洞
之
勝
絶
臨
地
可
観
実
、
彼
良
丼
僣
正
栖
息
之
後
、
賓
忠
和
術
紹
隆
以
来
、

と
あ
る
の
が
若
し
正
し
い
と
す
れ
ば
、
爾
勒
像
の
存
在
は
少
く
と
も
奈
良
朝
ま
で
は
湖
り
う
る
で
あ
ら
う
。

現
在
笠
置
に
は
弘
法
大
師
と
関
係
を
も
つ
と
偉
へ
ら
れ
る
虚
笙
蔵
石
像
が
磁
存
し
て
あ
る
。
そ
の
造
顧
年
代
は
様
式
手
法
の
上
か
ら
干

安
朝
も
あ
ま
り
遅
く
は
な
い
頃
と
見
ら
れ
て
あ
る
。
然
る
に
こ
の
石
像
は
、
そ
の
位
置
か
ら
見
て
も
、
亦
そ
の
偉
諭
等
か
ら
考
へ
て
も
、

翔
勒
像
と
同
時
代
に
彫
成
さ
れ
た
と
は
認
め
難
く
、
恐
ら
く
既
に
存
在
し
て
ゐ
た
爾
勒
像
か
ら
暗
示
を
う
け
て
造
願
さ
れ
た
と
考
へ
ら
れ

る
。
例
つ
て
こ
れ
ら
を
同
時
代
の
も
の
と
看
倣
し
、
虚
笙
蔵
像
の
年
代
か
ら
爾
勒
像
の
そ
れ
を
類
推
す
る
事
は
出
来
な
い
で
あ
ら
う
。

月一年四十和昭
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寵
４
黎
訂
“
２
“
磋
く
に
商
ν
に
し
て
も
　
本
饉
ｃ
者
に
湧
り
う
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
建
仁
三
年
の
笠
置
寺
護
堂
軒
廊
等
遣
誉
状
つ

中
に

石
像
之
縁
起
睾
世
所
知
焉
、
巖
洞
之
勝
絶
臨
地
可
観
実
、
彼
良
癖
檜
正
栖
息
之
後
、
賓
忠
和
筒
紹
隆
以
来
、

と
あ
る
の
が
若
し
正
し
い
と
す
れ
ば
、
爾
勒
像
の
存
在
は
少
く
と
も
奈
良
朝
ま
で
は
湖
り
う
る
で
あ
ら
う
。

現
在
笠
置
に
は
弘
法
大
師
と
関
係
を
も
つ
と
偉
へ
ら
れ
る
虚
笙
蔵
石
像
が
磁
存
し
て
ゐ
る
。
そ
の
造
願
年
代
は
様
式
手
法
の
上
か
ら
干

妻
朝
も
あ
ま
り
遅
く
は
な
い
頃
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
。
然
る
に
こ
の
石
像
は
、
そ
の
位
置
か
ら
見
て
も
、
亦
そ
の
博
諭
等
か
ら
考
へ
て
も
、

輌
勒
像
と
同
時
代
に
彫
成
さ
れ
た
と
は
認
め
難
く
、
恐
ら
く
既
に
存
在
し
て
ゐ
た
爾
勒
像
か
ら
暗
示
を
う
け
て
造
願
さ
れ
た
と
考
へ
ら
れ

る
。
”
つ
て
こ
れ
ら
を
同
時
代
の
も
の
と
看
倣
し
、
虚
室
蔵
像
の
年
代
か
ら
爾
動
像
の
そ
れ
を
類
推
す
る
事
は
出
木
な
い
で
あ
ら
う
。

汝
せ
り
。
洩
猿
敷
事
也
」
と
縁
起
に
あ
る
が
如
せ
状
態
と
な
り
、

あ

る
。

笠
置
寺
爾
勒
石
像
は
、
古
末
奪
崇
さ
れ
て
ゐ
た
が
、
鎌
倉
時
代
初

葉
に
於
い
て
は
、
貞
慶
や
宗
性
の
篤
く
信
仰
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、

そ
の
教
界
に
及
ぼ
し
た
感
化
は
甚
大
で
あ
り
、
ま
た
承
元
の
頃
に
は

是
に
倣
つ
て
大
野
の
蒲
勒
石
像
の
彫
成
さ
れ
た
事
ま
で
も
あ
つ
て
、

こ
の
石
像
は
鎌
倉
佛
教
史
上
重
要
な
位
置
を
占
め
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

然
る
に
惜
ヽ
か
な
元
弘
兵
乱
の
際
は
「魔
風
し
き
り
に
吹
て
、
本
堂

の
猛
人
本
奪
に
覆
け
れ
ば
、
石
像
燒
隔
て
、
化
人
刻
彫
の
奪
容
も
理

今
は
全
く
書
像
を
上
め
す
、
た
ゞ
杢
し
く
大
岩
壁
が
仰
が
れ
る
の
み
で

〓

笠
置
寺
爾
勒
石
像
の
形
態
を
示
す
最
古
の
も
の
は
爾
勒
菩
薩
菫
像
集
で
あ
ら
う
。
こ
の
書
像
集
の
作
ら
れ
た
年
代
は
、
そ
の
清
水
寺
塔

の
條
に嘉

詳
元
年
賊

一
一月
十

一
日
始
構
責
塔
、
安
四
佛
東
方
葉
師
南
人
迦
西
阿
爾
陀
北
爾
勒
、
自
嘉
詳
元
年
至
康
和
三
年
成
二
百
五
十
四

年
、

と
見
え
、
ま
た
開
寺
の
條
に
も

「
自
件
午
至
康
和
三
年
十
丑
成
八
十
年
」
と
あ
れ
ば
、
該
書
が
康
和
三
年
頃
作
ら
れ
た
事
は
明
か
で
あ
ら

笠
置
寺
彊
勒
像
と
笠
置
曼
茶
羅

一二
五

一′一史集建 月一年四十和昭

笠
置
寺
輔
勒
像
と
生
活
晏
費
羅

状現像石勒爾置笠 固一第
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=14‐

一一一大

う
。
さ
て
こ
の
書
像
集
に
見
え
る
笠
置
爾
動
像
は
、
第
二
国
に

見
る
如
く
中
央
に
爾
動
立
像
、
そ
の
左
右
に
比
丘
形
が
侍
立
し

奪
　
　
て
居
る
。
爾
勒
は
蓮
花
座
上
に
立
ち
、
如
木
形
に
し
て
そ
の
柄

一一　　】一の峰［躊静［［』『嘲け」【中「に録時〔』けわ［

一餞　　一【「』｝は̈
］一〕】申】［』一』』一度ヵ、』中摯』

一　
　
　
爾
勒
像
の
貧
際
を
鳥
し
て
ゐ
る
も
の
と
思
は
れ
る
。
こ
の
査
像

一
一́

「
一棒
一
　
　
　
集
の
国
は
、
同
書
表
紙
の
裏
に
「
以
浮
国
委
細
校
合
了
、
浮
固

者
花
議
院
大
檜
正
寛
廃
作
也
」
と
あ
る
如
く
、
寛
廃
の
固
像
と
校
合
し
て
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
日
は
餘
程
信
頼
し
て
も
ょ
い
も
の
で
あ
ら
う
。

倫
心
覺
の
諸
奪
固
像
に
も
笠
置
爾
勒
像
が
見
え
る
。
こ
の
固
は
輛
勒
書
像
集
の
と
そ

の
系
統
を
異
に
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
国
様
は
書
像
集
の
と
殆
ど
等
し
い
（第

二
固
参
照
ゝ

こ
の
事
貴
は
畳
像
集
の
国
様
が
笠
置
輛
勒
像
の
貴
際
に
近
い
事
を
證
明

す
る
も
の
と
云
へ
よ
う
。

こ
の
爾
動
像
は
嘗
初
着
色
さ
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
が
藤
原
時
代
頃
新
た
に
彩
色
が
加
ヘ

月一年四十和昭

一

日の像目章諸 国三第
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総
〓
‐

　
　
蒲
勒
像
の
責
際
を
嘉
し
て
ゐ
る
も
の
と
思
は
れ
る
。
こ
の
書
像

者
花
蔵
院
大
檜
正
寛
廃
作
也
」
と
あ
る
如
ぐ
、
寛
廃
の
国
像
と
校
合
し
て
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
日
は
餘
程
信
頼
し
て
も
ょ
い
も
の
で
あ
ら
う
。

衛
心
覺
の
諸
尊
固
像
に
も
笠
置
爾
勒
像
が
見
え
る
。
こ
の
固
は
輛
勒
書
像
集
の
と
そ

の
系
統
を
異
に
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
国
様
は
苦
像
集
の
と
殆
ど
等
し
い
（第

三
日
参
照
ち

こ
の
事
貴
は
書
像
集
の
国
様
が
笠
置
輌
勒
像
の
貴
際
に
近
い
事
を
證
明

す
る
も
の
と
云
へ
よ
う
。

こ
の
爾
動
像
は
営
初
着
色
さ
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
が
藤
原
時
代
頃
新
た
に
彩
色
が
加
ヘ

ら
れ
た
事
は
、
本
朝
世
紀
久
安
五
年
の
條
に
、
得
長
壽
院
修
理
の
際
そ
の
本
奪
を
移
動
す
る
こ
と
の
可
否
が
問
題
と
な
つ
た
時
、
左
大
静

雅
定
卿
等
が
反
封
し
て

東
大
寺
大
体
新
以
開
眼
之
後
、
鳥
雀
犯
之
、
笠
置
爾
勒
加
影
色
之
後
、
雲

験
惟
少
、
准
此
等
例
、
更
不
可
動
ヽ

と
云
つ
た
と
あ
る
事
か
ら
推
知
さ
れ
よ
う
。
筒
こ
れ
に
就
い
て
沙
石
集
に

「笠

置
の
爾
勒
は
い
ろ
ど
り
奉
て
後
、
霊
験
御
坐
さ
す
と
云
へ
り
、
古
き
佛
像
は
た

ゞ
其
の
ま
ゝ
に
て
あ
が
む
る
一
の
様
也
」
と
見
え
て
ゐ
る
の
は
定
に
味
ふ
べ
き

爛編綱勁熙静燿驚磯機裕鶴躙鞭側鶴機響仰　　　言舞時議に動石像の形態はた催」述（
ワ
如
き
も
の
で
あ
る
が
、
鼓
に
不
審

に
思

は
れ

る

の
は
、

覺

諄
抄

に
見

え

る
固

様

が

こ
れ

と
異

る

こ
と

で
あ

る
。

印

麹

　

　

ち
爾

動

は
踏

割

蓮

花

堪

に

の
り
、

そ

の
衣

紋
線

も
著

し

く
異

り
、

ま

た
侍

立

の

一
的

　

　

一
一比

丘

の
う

ち
柄

香
櫨

を

も

つ
方

は

全
く

見

え
す
、

し

か
も

他

方

の

一
比

丘

は

一
数
　
　
　
袈

裟

と

は
無

闘
一係

に
露

は

に
鉢

を
族
″
け

て

ゐ
る
。

斯

く

の
如

く
覺

諄
抄

の
国

様

固

　

　

が
爾

勒

書

像

集

の
と
異

る

の
は
、

単

に
固

像

上

の
鳥

し
崩

れ

か

ら

と

は
考

へ
難

い
。
後
の
正
和
元
年
に
韓
鳥
さ
れ
た
久
原
支
庫
本
の
面
勒
書
像
集
の
笠
置
輛
動

国
が
、
ょ
く
証
本
の
固
様
を
博

へ
て
あ
る
事
を
思
ふ
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
か
ら
考

へ
る
■
覺
騨
抄
の
固
は
笠
置
の
賃
際
を
知
ら
す
、

笠
置
寺
爾
勒
像
と
笠
置
曼
荼
羅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一一七

笠
置
寺
朝
勒
像
と
釜
清
長
奏
羅

―

一 ′一史築建
月二年四十和昭

日の像日章諸 国三年

国 の 7.・ 葬 覺 固四第
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笠
置
寺
頭
勤
像
と
笠
置
曼
茶
羅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一一
八

鎌
倉
時
代
の
考
を
以
て
想
像
的
に
描
い
た
も
の
で
は
な
い
か
と
疑
は
れ
る
。
街
覺
諄
抄
笠
置
輌
勒
像
の
と
こ
ろ
に
は
書
入
れ
が
あ
り
、

笠
置
石
像
也
、
元
興

寺
金
堂
像
同
之
、
但

不
似
脇
士
、
右
檜
形

肇
袈
裟
、
叉
左
在
僣

謹
持
香
呂
、

と
云
つ
て
ゐ
る
の
は
注
目

す
べ
き
で
あ
る
。
印
ち
こ

の
日
に
は
信
形
は

一
人
し

か
ゐ
な
い
の
に
、
文
に
は

二
人
居
る
や
う
に
記
し
、

ま
た
固
の
右
檜
形
は
鉢
を

捧
げ
て
あ
る
の
に
、
文
に

は
袈
裟
を
捧
げ
て
ゐ
る
と

逃
べ
て
あ
る
。
然
る
に
こ

の
文
面
の
示
す
と
こ
ろ
は
康
和
の
爾
動
書
像
集
の
固
様
と
よ
く
吻
合
し
て
あ
る
か
ら
、
笠
置
輌
動
像
に
関
す
る
正
し
き
諭
明
と
見
な
け
れ

固 六 第
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と
云
つ
て
あ
る
の
は
注
目

す
べ
き
で
あ
る
。
印
ち
こ

の
固
に
は
僣
形
は

一
人
し

か
ゐ
な
い
の
に
、
文
に
は

二
人
居
る
や
う
に
記
し
、

ま
た
固
の
右
檜
形
は
鉢
を

捧
げ
て
あ
る
の
に
、
文
に

は
袈
裟
を
捧
げ
て
ゐ
る
と

述
べ
て
あ
る
。
然
る
に
こ

の
文
面
の
示
す
と
こ
ろ
は
康
和
の
爾
動
蓋
像
集
の
固
様
と
よ
く
吻
合
し
て
ゐ
る
か
ら
、
笠
置
爾
勒
像
に
開
す
る
正
し
き
諭
明
と
見
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
鋤
て
こ
の
覺
詳
抄
自
身
の
説
明
と
異
る
そ
の
国
様
の
方
は
甚
だ
怪
し
い
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
こ
れ
と
共
に
考
ふ

べ
き
は
四
家
炒
固
像
に
見
え
る
笠
置
蒲
勒
像
で
あ
る
。
こ
れ
に
於
い
て
は
衣
紋
は
書
像
集
の
と
同
様
で
あ
る
が
、
蓮
座
は
覺
諄
抄
日
の
如

く
踏
割
り
式
ど
な
つ
て
居
り
、
恰
も
雨
者
の
中
間
に
位
す
る
日
様
を
示
し
て
ゐ
る
（第
五
国
参
照
）。
こ
の
種
の
系
統
に
属
す
る
固
様
が
更

に
一
韓
化
す
る
と
印
ち
覺
詳
抄
固
の
如
き
も
の
に
な
る
の
で
あ
ら
う
。

三

鼓
に
於
い
て
改
め
て
見
直
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
先
頃
問
題
に
さ
れ
て
ゐ
た
原
家
所
蔵
の
国
責
笠
置
曼
茶
羅
の
国
様
で
あ
る
。
曾
つ
て
こ

の
日
は
元
弘
撓
失
以
前
に
於
け
る
笠
置
寺
の
貴
状
を
描
い

た
も
の
で
、
同
寺
の
奮
観
を
偲
ぶ
べ
き
根
本
資
料
で
あ
る

と
考
へ
ら
れ
た
事
も
あ
る
や
う
で
あ
る
が
、
果
し
て
か
く

認
め
て
よ
い
か
頗
る
疑
間
で
あ
る
。
こ
の
日
は
そ
の
描
法

よ
り
見
て
鎌
倉
末
期
を
湖
り
得
ぬ
事
は
明
か
で
あ
る
が
、

先
づ
第

一
に
不
審
な
の
は
、
こ
れ
に
現
れ
て
あ
る
爾
動
像
の
委
が
書
像
集
や
諸
奪
固
像
の
と
は
著
し
く
異
り
、
そ
の
面
相
や
髪
際
に
於
い

て
も
、
衣
紋
線
に
於
い
て
も
、
蓮
花
座
の
形
式
に
於
い
て
も
、
す
べ
て
相
違
し
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
乃
て
若
し
書
像
集
等
の
も
の
が
員
賓

を
惇

へ
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
曼
茶
羅
国
の
方
は
笠
置
爾
勒
像
の
賓
際
を
鳥
し
た
も
の
と
は
考

へ
難
い
。
然
ら
ば
こ
の
国
は
如
何
に
し

て
生
し
た
の
で
あ
ら
う
か
。
鼓
に
於
い
て
吾
々
は
大
野
の
爾
勤
石
像
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
。
大
野
石
像
は
承
元
三
年
の
造
顧
に
係
り

笠
置
寺
爾
勒
像
と
笠
置
曼
茶
羅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一一九
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笠
置
寺
爾
勒
像
と
笠
置
曼
茶
羅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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興
一臓
寺
別
営
次
第
に

「
蓋
笠
置
石
像
以
鶯
規
模
」
と
あ
る
や
う
に
、
笠
置
石
像
に
倣
つ
て
造
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
そ
の
大
催
は
そ
れ
に
従
ひ
、

細
部
に
は
鎌
倉
時
代
の
好
倫
が
取
入
れ
ら
れ
た
事
で
あ
ら
う
。
今
こ
の
大
野
石
像
を
曼
茶
羅
国
に
比
較
す
る
と
そ
れ
ら
が
定
に
よ
く
一
致

し
て
ゐ
る
の
に
驚
く
で
あ
ら
う
ｏ
斯
く
の
如
く
笠
置
曼
茶
羅
固
が
善
像
集
像
と
異
り
、
却
つ
て
後
の
大
野
石
像
に
合
致
し
て
あ
る
の
は
何

を
語
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
思
ふ
に
元
弘
罹
災
後
の
或
時
期
に
於
て
笠
置
山
往
時
の
盛
観
を
描
か
ん
と
す
る
に
営
り
、
そ
の
輌
動
像
に
就

い
て
は
笠
置
像
に
倣
つ
た
大
野
像
或
は
そ
の
粉
本
を
手
本
と
し
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
―
―
ま
た
若
し
笠
置
輻
動
石
像
が
再
興
さ
れ
た

と
す
れ
ば
恐
ら
く
同
様
の
手
順
が
と
ら
れ
た
で
あ
ら
う
。
―
―
果
し
て
然
ら
ば
問
題
の
笠
置
曼
茶
羅
の
製
作
年
代
は
如
何
に
古
く
見
て
も

元
弘
を
湖
り
得
ぬ
事
と
な
ら
う
。

衛
笠
置
曼
茶
羅
の
製
作
年
代
を
裏
書
す
る
も
の
に
同
寺
穫
堂
の
問
題
が
あ
る
。
輌
勤
如
末
感
應
抄
に
よ
れ
ば
、
笠
置
輌
動
石
像
の
前
に

は
既
に
天
仁
年
中
僣
永
員
が
謹
堂
を
経
営
し
て
ゐ
た
。
こ
の
堂
字
は
あ
ま
り
立
派
な
も
の
で
は
な
く
、
し
か
も
輌
勒
像
と
甚
し
く
接
近
し

て
居
り
五
丈
の
奪
容
を
十
分
に
仰
ぎ
得
ぬ
た
め
、
建
仁
頃
か
ら
穫
堂
改
造
の
議
が
起
り
、
先
づ
堂
の
位
置
を
石
像
か
ら
離
し
、
更
に
建
物

自
身
に
就
い
て
は
、
建
仁
の
笠
置
寺
奉
唱
請
殊
蒙
智
識
助
成
改
造
護
堂
軒
廊
等
状
に

組
南
軒
廊
、
以
鶯
業
所
、
分
北
母
屋
、
以
鴛
経
残
舞
曲
之
菫
発
法
之
座
、

と
あ
る
が
如
く
大
改
造
を
企
て
た
。
吾
妻
鏡
の
元
久
元
年
四
月
の
條
に
貞
慶
が
頼
朝
に
護
堂
改
造
の
助
力
を
仰
ぎ
砂
金
を
得
た
と
あ
る
の

は
こ
の
際
の
事
で
あ
る
。
偽
つ
て
こ
の
後
に
於
け
る
謹
堂
は
従
来
の
も
の
よ
り
餘
程
立
派
に
な
つ
た
に
相
違
な
い
。
前
引
笠
置
寺
縁
起
に

「本
堂
の
猛
人
本
奪
に
覆
け
れ
ば
」
と
あ
る
本
堂
と
は
、
種
々
の
駄
か
ら
見
て
恐
ら
く
謹
堂
の
後
身
で
あ
る
と
思
は
れ
る
が
、
こ
の
堂
字
炎

上
の
た
め
五
丈
の
石
像
が
煙
滅
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
石
像
の
前
面
近
く
に
あ
り
且
相
官
の
規
模
を
も
つ
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

月一年四十和昭
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１
′
　
６
ユ起
錆
ウ
不
傷
の
前
に

．
ｕ
，
層
ビ
辺
業
催
し
て
ゐ
た
。
こ
の
堂
字
は
あ
ま
り
立
派
な
も
の
で
は
な
く
、
し
か
も
頭
動
像
と
甚
し
く
接
近
し

て
居
ク
五
丈
の
奪
容
を
十
分
に
仰
ぎ
得
ぬ
た
め
、
建
仁
頃
か
ら
腱
堂
改
造
の
議
が
起
り
、
先
づ
堂
の
位
置
を
石
像
か
ら
離
し
、

更
に
建
物

自
身
に
就
い
て
は
ヽ
建
仁
の
笠
置
寺
奉
唱
請
殊
蒙
智
識
助
成
改
造
腔
堂
軒
廊
等
状
に

種
南
軒
廊
、
以
霜
楽
所
ヽ
分
北
母
屋
、
以
震
経
蔵
舞
曲
之
菫
霧
法
之
座
、

と
あ
る
が
如
く
大
改
造
を
企
て
た
ｏ
吾
妻
鏡
の
元
久
元
年
四
月
の
條
に
貞
慶
が
頼
朝
に
穫
堂
改
造
の
助
力
を
仰
ぎ
砂
金
を
得
た
と
あ
る
の

は
こ
の
際
の
事
で
あ
る
。
傷
つ
て
こ
の
後
に
於
け
る
穫
堂
は
従
来
の
も
の
よ
り
餘
程
立
派
に
な
つ
た
に
相
違
な
い
。
前
引
笠
置
寺
縁
起
に

「
本
堂
の
猛
人
本
奪
に
覆
け
れ
ば
」
と
あ
る
本
堂
と
は
、
種
々
の
彗
か
ら
見
て
恐
ら
く
腱
堂
の
後
身
で
あ
る
と
思
は
れ
る
が
、
こ
の
堂
字
炎
　
糀

上
の
た
め
五
丈
の
石
像
が
煙
滅
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
石
像
の
前
面
近
く
に
あ
り
且
相
官
の
規
模
を
も
つ
も
の
で
な
↑
て
は
な
ら
ぬ
ｏ
　
「月

ヽ
ｔ摯

）
わヽ

然
る
に
今
改
め
て
曼
茶
羅
を
見
る
に
、
石
像
の
前
方
に
あ
る
建
物
は

一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
讚
堂
ら
し
く
な
い

（
現
に
国
賓
略
諭
は
こ
れ

を
廻
廊
と
見
て
ゐ
る
）。
尤
も
こ
れ
も
謹
堂
と
し
て
使

へ
ぬ
事
は
な
か
ら
う
が
、
そ
の
形
態
は
感
應
抄
や
縁
起
の
文
面
に
も
合
は
す
、
ま

た
事
貧
か
ヽ
る
も
の
が
燒
け
た
だ
け
で
は
五
丈
の
奪
像
が
全
く
見
え
な
く
な
る
程
の
損
害
を
興

へ
う
る
か
甚
だ
疑
は
し
い
。
傷
つ
て
曼
茶

羅
の
謹
堂
固
は
元
弘
以
前
の
責
際
を
嘉
し
た
も
の
と
は
考
へ
難
い
ｃ

斯
く
の
如
く
笠
置
曼
茶
羅
が
元
弘
以
後
の
製
作
に
よ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
爾
動
像
の
姿
は
遠
か
に
こ
れ
を
信
じ
難
く

結
局
輌
勒
菩
薩
書
集
等
に
見
え
る
国
様
を
以
て
首
初
の
姿
を
偉

へ
て
ゐ
る
も
の
と
認
む
べ
き
で
あ
ら
う
。

要
す
る
に
笠
置
寺
爾
動
像
は
こ
の
種
の
大
石
像
と
し
て
は
最
も
古
く
、
そ
の
構
想
も
爾
勒
菩
薩
書
像
集
に
見
る
如
く
甚
だ
珍
し
い
も
の

で
あ
り
、
ま
た
特
に
中
世
に
於
い
て
は
爾
勒
信
仰
の
中
心
と
な
り
、
ひ
い
て
は
大
野
石
等
像
の
造
願
を
誘
致
し
て
居
り
、
鎌
倉
佛
教
史
上

重
大
な
る
地
位
を
占
め
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
を
草
す
る
に
営
り
、
爾
勒
如
木
感
應
抄
の
披
見
に
就
い
て
は
東
大
寺
筒
井
英
像
師
の
篤
き
御
配
慮
を
黍
う
し
、
ま
た
笠
置
曼
茶
羅
の
篇
員
に
就
い

て
は
日
中
一
松
氏
よ
り
御
高
配
を
賜
つ
た
。
最
に
記
し
て
雨
氏
に
深
謝
の
意
を
表
す
る
。

笠
置
寺
頭
勒
像
と
笠
置
曼
荼
羅
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