
『保
元
物
語
』
崇
徳
院
自
筆
五
部
大
乗
経
の
検
討

は
じ
め
に
　
　
　
　
　
　
　
　
、

『保
元
物
語
』
に
お
け
る
崇
徳
院
怨
霊
諄
は
、
物
語
中
の
最
大
の
山
場

で
あ
り
、
こ
の
記
述
が
崇
徳
院
を
恐
る
べ
き
怨
霊
と
し
て
、
現
在
に
至
る

ま
で
人
々
に
認
識
さ
せ
る
決
定
的
な
方
向
づ
け
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
れ
ま
で
の
国
文
学
の
方
面
か
ら
の

『保
元
物
語
』
研
究
は
、
諸
本
間

お
よ
び

『平
家
物
語
』
諸
本
と
の
異
同
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
多

数
を
占
め
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
諸
本
の
伝
本
系
統
を
考
え
て
い
こ

う
と
し
、
こ
れ
に
は
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
、
『保
元
物
語
』
の
成
立
時
期
、

お
よ
び
諸
本
の
先
後
関
係
が
確
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
本

文
中
に
記
さ
れ
る
事
象
が
そ
の
ま
ま
信
じ
ら
れ
て
き
た
感
が
あ
り
、
「物
語
」

と
い
う
視
点
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
話
が
創
造
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う

点
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
考
察
さ
れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
崇
徳
院
怨
霊
諄
の
中
で
も
、
崇
徳
院
自
筆
五
部
大
乗
経
に

着
目
し
、
ど
の
よ
う
な
構
想
か
ら
五
部
大
乗
経
が
考
え
出
さ
れ
、
諸
本
間

の
違
い
は
い
か
な
る
背
景
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
の
か
を
考
察
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
過
程
で
諸
本
の
異
同
に
つ
い
て
言
及
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
が
、
諸
本
の
系
譜
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
限
定
さ
れ
た
部
分
を
も
っ
て
全
体
を
論
ず
る
こ

山

田

雄
　
司

と
は
大
き
な
リ
ス
ク
を
伴
い
、
諸
部
分
を
細
部
に
わ
た
っ
て
検
討
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

崇
徳
院
自
筆
五
部
大
乗
経
の
存
在
は
、
『吉
記
』
寿
永
二
年
貧

一
八
三
）

七
月
十
六
日
条
に
、

〈崇
徳
院
自
筆
五
部
大
乗
経
、
可
レ有
二
供
養
一之
由
、
沙
汰
事
と
不徳

院
於
二
讃
岐
一、
御
自
筆
以
レ血
令
レ書
一一五
部
大
乗
経
一給
、
〈件
経
奥

〈″
書
、
可
レ被
レ
滅
コ
亡
天
下
一之
由
書
給
事
〉件
経
奥
、
非
二
理
世
後

生
料
一、
可
レ滅
コ
亡
天
下
一之
趣
、
被
二
注
置
一、
件
経
伝
在
一一元
性
法

卿
予

卜

¨
珈

婿
（
勢

一「
熙

駆

硫

一

甲

但
尤
可
レ被
二
予
議
一欺
、
未
二
供
養
一之
以
前
猶
果
一■
（願
一、
況
於
二
開

題
之
後
一哉
、
能
々
可
レ有
二
沙
汰
一事
也
、
可
レ
恐
々
々
、

と
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
先
学
は
こ
れ
を
当
然
の
事
実
と
し
て
疑
わ
な
か

っ
た
が
、
旧
稿
で
は
、
崇
徳
院
が
書
写
し
た
と
す
る
五
部
大
乗
経
は
も
と

も
と
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
稿
で
は
そ
れ
を
う
け

て
、
『保
元
物
語
〓
ホ徳
院
怨
霊
諄
の
核
を
な
し
て
い
る
崇
徳
院
自
筆
五
部

大
乗
経
が
、
ど
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
い
か
な
る
構
想
を
も
っ
て
創
造
さ

れ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
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一
　

五
部
大
乗
経
の
構
想

ま
ず
最
初
に

『保
元
物
語
』
諸
本
お
よ
び

『平
家
物
語
』
諸
本
を
比
較

し
、
崇
徳
院
怨
霊
諄
が
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
点
に

つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
金
刀
比
羅
本
『保
元
物
語
』
「新
院
御
経
沈
め
の

事
付
け
た
り
崩
御
の
事
」
に
は
、

後
生
菩
提
の
為
に
と
て
、
御
指
の
さ
き
よ
り
血
を
あ
や
し
、
三
年
が

間
に
五
部
大
乗
経
を
御
自
筆
に
あ
そ
ば
さ
れ
た
り
け
る
を
、
か
ゝ
る

遠
島
に
置
奉
事
痛
し
け
れ
ば
、鳥
羽
の
八
幡
辺
に
も
納
奉
べ
き
よ
し
、

御
室
御
所
へ
申
さ
せ
給
ふ
。

（中
略
）

「吾
深
罪
に
行
れ
、
愁
鬱
浅
か
ら
ず
。
速
此
功
力
を
以
、
彼
科
を
救

は
ん
と
思
ふ
莫
太
の
行
業
を
、
併
三
悪
道
に
拠
籠
、
其
力
を
以
、
日

本
国
の
大
魔
縁
と
な
り
、
皇
を
取
っ
て
民
と
な
し
、
民
を
皇
と
な
さ

ん
。
」
と
て
、
御
舌
の
さ
き
を
く
い
切
て
、
流
る
血
を
以
、
大
乗
経
の

奥
に
、
御
誓
状
を
書
付
ら
る
。

と
、
崇
徳
院
は
指
先
か
ら
血
を
流
し
て
三
年
か
か
っ
て
五
部
大
乗
経
を
書

写
し
、
そ
れ
を
京
都
に
安
置
し
て
ほ
し
い
と
い
う
希
望
を
持

っ
て
い
た
が
、

受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
経
を
地
獄

・
餓
鬼

。
畜
生
の
三
悪
道
に

拗
っ
て
大
魔
縁
と
な
ろ
う
と
し
て
、
舌
を
噛
み
切
っ
て
そ
の
血
で
大
乗
経

の
奥
に
誓
状
を
書
い
た
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
記
さ
れ
る
、
自
ら
の
血
を

も
っ
て
経
を
書
写
す
る
と
い
う
の
は
、
ど
こ
か
ら
考
え
出
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
藤
原
頼
長
の

『台
記
』
久
安
元
年

（
一
一
四
五
）
閏
十
月
廿
五

日
ルメ

賊
「
午

日
一、書
一一血
経
撻
奮
型
栓
」
ｕ
、ＡＪ
確
レ
理
★
黛
傘
警
位
卿
銀
に
韓
年
書
血
経
、

童
ξ
薬
師
経

一
了
、
依

二
血
余
多

一、
又

と
あ
り
、
自
分
の
指
を
切
っ
た
血
で
経
を
書
写
す
る
と
い
う
例
を
平
安
末

期
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
行
為
は
自
ら
の
信
仰
心
の
高
ま
り
か

ら
起
き
た
結
果
で
あ
り
、
経
の
さ
ら
な
る
功
徳
を
期
待
す
る
も
の
と
み
な

す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

『保
元
物
語
』
と
の
関
係
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
『石
清
水
祠
官
系
図
』

兼
清
の
項
に
、
「異
本
云
」
と
し
て
、

慶
響
一
年
四
月
廿
七
日
行
幸
、
叙
二
法
眼
一、
自
二
件
日
一隠
居
不
二
出

仕
一、
是
修
理
別
当
清
秀
被
レ超
二‐
越
別
当
職
一故
也
、
所
二
転
読
一之
三

千
部
法
華
経
、
半
者
廻
稿

後
生
菩
提
一、
出

二‐
離
生
死
一、
半
者
廻
コ
向

三
悪
道
一、
報
二
彼
憂
一云
々
、
同
六
年
十
月
七
日
挙
レ
手
嘘
ン舌
入
滅
、

生
年
五
十
四
、

と

あ

り

、

さ

ら

に

「
異

本

云

」

と

し

て

、
　

清
成
清
秀
ノ
後
胤
也

千
部
法
華
読
誦
、
宝
前
参
、
舌
職
切
、
西
方
ノ
衆
ヲ
可
レ
滅
願
意
也
、

無
レ程
皆
亡
臭
、
当
時
西
ノ
胤
無
二
一
人
一云
々
、
兵
器
入
棺
葬
送
、

遺
書
卜
云
々

と
あ
る
点
で
あ
る
。
石
清
水
八
幡
宮
祠
官
の
兼
清
は
、
転
読
し
た
三
千
部

の
法
華
経
を
、
半
分
は
自
己
の
後
生
菩
提
の
た
め
に
回
向
し
て
輪
廻
転
生

割
二
左
手
指

一、
取
・■
（血

一、

着
二
束
帯

一、
持

二‐
来
賀
表
草

・

廿
六
日
条
に
は
、

今
日
割
二
将
指

一、

さ
ら
に
廿
七
日
条
に
、

今
日
、
割
・ｈ
小名
指

一、
午
刻
、

童ξ
寿
命
経
一、
申
刻
書
了
、

今
日
割
二
食
指

一、
左
大
弁
卿

ヽ
　
続
檀
紙
二
枚
書
之
、
無
礼
紙
、

件
草
可
続
載
別
記
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か
ら
離
れ
よ
う
と
し
、
残
り
半
分
を
、
自
分
を
超
越
し
て
別
当
職
に
つ
い

た
清
秀
に
対
し
て
、
そ
の
憂
い
を
報
い
る
た
め
に
、
三
悪
道
に
回
向
す
る

と
誓
い
、
舌
を
噛
み
切
っ
て
自
殺
し
、
棺
の
中
に
兵
器
を
入
れ
て
葬
る
よ

う
に
遺
言
し
て
い
る
。
そ
し
て
清
成
。清
秀
父
子
は
ほ
ど
な
く
亡
く
な
り
、

西
方
の
血
筋
を
引
く
も
の
は
途
絶
え
た
と
い
う
。
経
を

「
三
悪
道
」
に
抱

つ
と
い
う
点
、
舌
を
噛
み
切
る
と
い
う
点
、
恨
み
に
よ
り
相
手
方
を
滅
ぼ

す
と
い
う
点
で
、
『保
元
物
語
』
と
酷
似
し
て
い
る
。

『石
清
水
祠
官
系
図
』
の
成
立
は
不
明
だ
が
、
奥
書
に
あ
る
よ
う
に
、

別
当
の
田
中
家
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
、
最
終
的
に
は
延
宝
九
年

（
一
六

八

一
）
九
月
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
代
々
書
き
継
が
れ
て
き
た
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
問
題
と
な
る
部
分
も
、
諸
説
を
そ
の
ま
ま
載
せ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
石
清
水
八
幡
宮
に
お
い
て
独
自
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
説

話
と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

『保
元
物
語
』
の
作
者
に
つ
い
て
も
確
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「仁
和
寺

文
化
圏
」
と
大
き
な
関
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

仁
和
寺
と
石
清
水
八
幡
宮
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た

こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
『徒
然
草
』
第
五
十
二
段
に
は
「仁
和
寺
に
あ
る

法
師
、
年
よ
る
ま
で
、
石
清
水
を
拝
ま
ざ
り
け
れ
ば
、
心
う
く
覚
え
て
、

あ
る
時
思
ひ
立
ち
て
、
た
だ
ひ
と
り
か
ち
よ
り
詣
で
け
り
」
と
あ
る
が
、

こ
れ
は
単
に
仁
和
寺
の
法
師
が
物
見
遊
山
で
石
清
水
八
幡
宮
に
行
き
た
か

っ
た
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
「年
比
思
ひ
つ
る
こ
と
、
果
し
侍
り
ぬ
。

聞
き
し
に
も
過
ぎ
て
、
尊
く
こ
そ
お
は
じ
け
れ
」
と
法
師
が
感
想
を
述
べ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
仁
和
寺
の
法
師
に
と
っ
て
は
石
清
水
八
幡
宮
は
特
別

の
社
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
『石
清
水
祠
官
系
図
』
か
ら

は
、
仁
和
寺
己
講
律
師
理
範
な
ど
、
石
清
水
の
祠
官
で
仁
和
寺
に
関
係
の

あ
る
人
物
を
何
人
も
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
『仁
和
寺
御
伝
』
に
、
承

元
二
年

（
一
二
〇
八
）
十
月
十
六
日
に
、
後
白
河
院
第
八
皇
子
後
高
野
御

室
の
八
幡
宮
参
詣
、
天
福
二
年

（
一
二
三
四
）
四
月
二
十
六
日
に
後
高
倉

院
第
二
皇
子
金
剛
定
院
御
室
の
八
幡
宮
参
詣
を
あ
え
て
記
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
、
両
者
の
密
接
な
関
係
を
推
定
で
き
る
。
さ
ら
に
、
『古
事
談
』第

五
神
社
仏
事

「
八
幡
検
校
僧
都
成
清
事
」
に
は
、
石
清
水
八
幡
宮
第
三
十

代
別
当
と
な
っ
た
成
清
は
、
母
で
あ
る
小
大
進
が
亡
く
な
っ
た
後
、
仁
和

寺
辺
に
籠
居
し
、
夜
に
仁
和
寺
の
弊
房
を
出
て
徒
歩
で
石
清
水
八
幡
宮
に

百
夜
参
詣
し
、
暁
方
に
帰
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

以
上
の
両
者
の
深
い
関
係
か
ら
し
て
、
石
清
水
八
幡
宮
に
伝
え
ら
れ
て

い
た
説
話
を
利
用
し
て
、
仁
和
寺
の
法
師
が
、
書
写
し
た
経
を
三
悪
道
に

回
向
し
て
、
死
後
崇
ろ
う
と
し
た
こ
と
と
、
舌
を
か
ん
で
自
殺
し
た
こ
と
、

そ
し
て
そ
の
結
果
相
手
方
の
系
統
が
途
絶
え
た
と
い
う
点
を
取
り
込
ん
で
、

崇
徳
院
怨
霊
諄
に
ま
と
め
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
『吉

記
』
寿
永
二
年

（
一
一
八
三
）
七
月
十
六
日
条
に
の
せ
る
崇
徳
院
自
筆
血

書
五
部
大
乗
経
が
存
在
し
た
と
さ
れ
る
の
も
仁
和
寺
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
五
部
大
乗
経
に
つ
い
て
考
察
す
る
上
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、
『保
元
物
語
』
諸
本
お
よ
び

『平
家
物
語
』
で
、
書
写
の
仕

商「副脚載陣杜
『っ賓か‰識「・『ぅ麻蒙れれ譜『勢いヽ
・議『喘た。琳

部
大
乗
経
を
せ
め
て
も
都
の
入
口
に
置
き
た
か
っ
た
が
、
信
西
の
拒
否
に

あ
い
、
そ
れ
を
恨
ん
で
自
ら
の
舌
先
を
食
い
き

っ
て
、
そ
の
血
で
経
の
奥

に
誓
状
を
書
い
た
こ
と
に
な

っ
て
お
り
、
大
乗
経
の
本
文
は
墨
で
書

い
た

こ
と
に
な

っ
ｋ

い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
鎌
倉
札

・
金
刀
比
羅
本

・
延
慶

本

『平
家
物
語
』
で
は
、
指
の
先
か
ら
血
を
し
た
た
ら
せ
て
五
部
大
乗
経
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を
書
写
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
写
経
の
目
的
に
つ
い
て
も
、
二
つ
の

グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
半
井
本
・京
図
本
・金
刀
比
羅
本
ｏ

長
門
本

『平
家
物
語
』
で
は
、
後
生
菩
提

。
来
世
の
た
め
で
あ
る
の
に
対

し
、
鎌
倉
本

・
延
慶
本

『平
家
物
語
』
で
は
、
こ
の
世
を
恨
ん
で
書
写
し

た
と
さ
れ
て
い
る
。
諸
本
に
よ
る
こ
の
違
い
は
す
で
に
多
く
の
先
学
に
よ

＊

‐７

っ
て
指
摘
さ
れ
、
伝
本
関
係
が
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
物
語
の
創

作
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
最
も
整
合

性
ゴ
局
い
で
あ
ろ
う
。

『保
元
物
語
』
で
五
部
大
乗
経
の
存
在
を
語
る
こ
と
と
な
っ
た
原
形
と

し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
先
に
あ
げ
た

『吉
記
』
寿
永
二
年
七
月
十
六
日

条
の
記
事
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「御
自
筆
以
レ血
令
レ書
一一五
部
大
乗
経
・

給
」
と
、
自
ら
の
血
で
大
乗
経
を
書
写
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の

記
事
自
体
は
、
崇
徳
院
の
怨
霊
の
存
在
を
語
っ
て
い
く
た
め
、
先
に
あ
げ

た
血
書
経
の
記
事
や

『石
清
水
祠
官
系
図
』
等
の
も
と
と
な
っ
た
伝
承
を

参
考
に
、
巧
み
に
創
作
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
物
語
の
作
者

は

『吉
記
』
の
こ
の
記
事
も
し
く
は
風
間
を
当
然
耳
に
し
て
い
た
は
ず
で

あ
り
、
鎌
倉
本
、
延
慶
本

『平
家
物
語
』
は
そ
れ
を
受
け
て
、
経
が
崇
徳

院
の
血
書
で
あ
る
こ
と
を
記
し
、
な
ら
ば
経
を
書
写
す
る
段
階
で
、
崇
徳

院
は
す
で
に
こ
の
世
に
恨
み
を
も
っ
て
い
た
は
ず
だ
と
考
え
、
大
乗
経
書

写
の
際
に
髪
を
そ
ら
ず
、
爪
も
切
ら
ず
に
、
柿
の
頭
巾
、
柿
の
御
衣
を
着

て
書
写
し
た
と
し
て
お
り
、
コ
ロ
記
』
の
記
事
を
忠
実
に
具
現
化
さ
せ
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
延
慶
本
『平
家
物
語
』
で
は
、
「御
指
ヨ
リ
血
フ
ア
ヤ
シ
、

五
部
大
乗
経
フ
ア
ソ
バ
シ
テ
」
と
す
る

一
方
、
そ
れ
を
受
け
て
い
る
部
分

で
は

「形
ノ
如
ク
墨
付
二
」
と
、
墨
で
書
写
し
た
こ
と
を
残
す
記
述
と
な

っ
て
お
り
、
は
じ
め
は
半
井
本
系
統
の
諸
本
を
も
と
に
墨
で
書
写
し
て
い

た
と
す
る
も
の
の
、
『吉
記
』
の
記
事
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
経
自
体
も
血
で

書
い
た
と
の
記
述
に
改
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
対
し
、
半
井
本
等
で
は
、
舌
先
を
食
い
き
っ
た
血
で
経
の
奥
に

誓
状
を
書
い
た
後
に
、
髪
を
そ
ら
ず
、
爪
も
切
ら
ず
、
生
き
な
が
ら
天
狗

の
姿
に
な
っ
た
と
し
て
お
り
、
『吉
記
』
か
ら
離
れ
て
整
合
性
を
も
た
せ
、

善
根
の
た
め
に
書
写
し
た
経
で
さ
え
も
都
に
安
置
す
る
こ
と
が
か
な
わ
な

か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
を
三
悪
道
に
拠
つ
と
い
う
大
転
換
を
見
せ
、

怨
霊
の
発
動
を
よ
リ
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
舌
先

を
食
い
き
る
と
い
う
こ
と
は
死
を
意
味
し
て
お
り
、
現
実
と
し
て
は
当
然

不
可
能
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
実
行
し
て
ま
で
も
誓
状
を
書
き
あ
げ
た

と
い
う
こ
と
で
、崇
徳
院
の
怨
念
の
強
さ
を
表
そ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

五
部
大
乗
経
は
あ
わ
せ
て
百
九
十
巻
あ
り
、
書
写
す
る
の
は
容
易
な
こ
と

で
は
な
Ｌ
、
ま
し
て
や
自
ら
の
血
で
書
写
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る

こ
と
を
、
半
井
本
の
作
者
は
理
解
し
て
い
た
こ
と
も
、
本
文
は
墨
で
書
写

し
た
と
す
る
記
述
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
金
刀
比
羅
本
で

は
、
両
者
を
取
り
混
ぜ
て
お
り
、
後
生
菩
提
の
た
め
に
指
先
の
血
で
経
を

書
写
し
た
こ
と
に
し
た
た
め
、
や
や
切
迫
感
に
欠
け
る
印
象
を
与
え
る
結

果
と
な
っ
て
い
る
。

一一　
五
部
大
乗
経
の
安
置
場
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
´

華
は
師

、ｏ
輝
螂
は

ｏ 乗
趣
脚
腱
螺
膨

・ 所
れ

華 っ
ぃ

。 て
酵
駐
経

力ゝ 。
朔
嘲
け
凛
趣
熱

経
典
の
要
典
を
集
め
た
も
の
と
し
て
一
切
経
の
権
輿
と
称
さ
れ
、
平
安
時

代
後
期
以
降
、　
一
切
経
を
要
約
し
た
重
要
経
典
と
し
て
重
視
さ
れ
た
。
こ

れ
を
龍
宮
に
納
め
る
と
い
う
思
想
は
中
国
に
お
い
て
す
で
に
あ
り
、
『大
方
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等
大
集
経
』
巻
第
四
十
五

「
日
蔵
分
護
塔
品
第
十
三
」
に
は
、

爾
レ
時
娑
伽
羅
龍
王
、
復
作
二
是
言
一、
若
仏
世
尊
不
レ
入
二
大
海
一、
我

当
下
抄
二
此
日
蔵
授
記
大
集
経
典
一置
中
我
宮
中
上
、
以
二
是
因
縁
・、
於

二
彼
海
中
一幾
許
諸
龍
福
徳
増
長
、
仏
言
二
龍
王
一、随
所
有
レ
処
レ
抄
二

此
日
蔵
大
授
記
経
一、
如
法
安
置
恭
敬
供
養
、
則
能
獲

二‐
得
十
種
利
益

一

と
、
日
蔵
授
記
の
大
集
経
典
が
海
中
の

「宮
中
」
に
安
置
さ
れ
て
お
り
、

そ
こ
に
は
龍
王
が
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

『龍
樹
菩
薩
伝
』

に
は
、龍

言
、
如
二
我
宮
中
所
有
経
典
一、
諸
処
此
比
復
不
レ
可
レ
数
、

と
、
「宮
中
」
に
は
非
常
に
多
く
の
経
典
が
安
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
龍
樹
自
身
、
海
中
に
あ
る
宮
中
に
行
っ
て
経
典
を
得
、
龍
と

問
答
を
し
、
龍
に
よ
っ
て
現
実
世
界
に
送
ら
れ
て
き
て
、
「以
レ
龍
成
一Ｌ
（道

繁

轟

装

餡

梁

詢

一 ら
れ
」
は
い
わ
デ
一」
家

琉

龍
樹
菩
薩
ハ
龍
宮
成
道
ノ
故
二
龍
」
と
、
原
文
に
は
な
い

「龍
宮
」
と
い

孫

脚
邸

卍

て
Ｌ

一課

糧

一け

魂

一μ
諏
誠
ュ
差

り
、
「花
厳
伝
云
」
と
し
て

「龍
樹
、
従
二
龍
宮
一将
レ
経
出
己
」
と
あ
り
、

「龍
宮
」
と
明
示
さ
れ
て
い
る
。
「宮
中
」
と
し
か
記
さ
れ
な
か
っ
た
の
が

「龍
宮
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
背
景
に
は
、
龍
宮
に
対
す
る
具
体
的

イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

龍
宮
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
拡
大
と
と
も
に
、
五
部
大
乗
経
を
龍
宮
に

安
置
す
る
と
い
う
思
想
は
、
中
世
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
作
品
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。
水
原

一
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『と
は
ず
が
た
り
』巻
三
に

は
、
後
深
草
院
の
寵
姫
二
条
に
恋
慕
し
た
有
明
阿
閣
梨
が
、
「下
界
に
て
、

今

一
度
の
契
り
を
結
ば
ん
の
大
願
」
の
た
め
五
部
大
乗
経
を
書
写
し
、
そ

の
心
情
を
二
条
に
語
る
場
面
で
、

こ
の
経
、
書
写
は
終
は
り
た
る
。
供
養
を
遂
げ
ぬ
は
、
こ
の
度

一
所

に
生
ま
れ
て
、
供
養
を
せ
む
と
な
り
。
龍
宮
の
宝
蔵
に
あ
づ
け
た
て

ま
つ
ら
ば
、
三
百
余
巻
の
経
、
か
な
ら
ず
こ
の
度
の
生
ま
れ
に
、
供

養
を
演
ぶ
べ
き
な
り
。
さ
れ
ば
我
、
北
部
の
露
と
消
え
な
ん
後
の
煙

に
、
此
経
を
薪
に
積
み
具
せ
ん
と
思
ふ
な
り
。

と
あ
る
。
さ
ら
に
『地
蔵
堂
草
続
』
に
は
、

さ
て
は
、
う
た
か
ひ
な
く
、
龍
宮
に
、
き
に
け
り
と
、
世
中
も
、
け

う
と
く
、
お
ほ
え
け
る
う
へ
、
（中
略
）書
を
か
れ
し
経
も
、
と
り
い

て
ゝ
、
見
せ
奉
る
へ
し
、
こ
の
城
の
経
蔵
に
、
も
ろ
ノ
＼
の
経
を
は
、

あ
つ
か
り
を
く
、
な
ら
ひ
に
て
、
侍
る
ほ
と
に
、

と
あ
り
、
龍
宮
に
は
経
蔵
が
あ
り
、
諸
々
の
経
典
が
そ
こ
に
納
め
ら
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
供
養
が
遂
げ
ら
れ
る
と
い
う
思
想
が
中
世
に
は
広
く
流
布

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
は
、
光
宗
が
文
保
二
年
■

〓
三

八
）

に
ま
と
め
た
天
台
教
学
の
書
で
あ
る

『渓
嵐
拾
葉
集
』
巻
第
二
十
六

「弁

財
天
秘
決
」
に
、

一
、
龍
宮
収
諸
教
法
事
、
一否
ム
、
凡
龍
神
卜
者
、
三
毒
等
分
極
成
ノ
体
、

煩
悩
黒
菩
提
ノ
本
深
也
、
愚
療
黒
暗
ノ
体
ん
ヵ
故
二常
二居

二
龍
宮
．

一一
ヽ
表

二
生
死
ノ
沈
没
ヲ

一故
二居
ス

・一大
海
ノ
最
底
．

一一
ヽ
所
詮
無
明
ノ
体
ハ龍
神
也
、

故
二諸
ノ
教
法
滅
〆
龍
宮
二収
ぐ

と
あ
り
、
巻
第
百
八

「真
言
秘
奥
抄
」
に
は
、

卜『
融ノ、ソ鮮噸鱈
罐
御鰹
膵
型
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と
あ
る
こ
と
か
ら
、
仏
法
が
滅
び
る
と
き
、
龍
宮
に
経
巻
が
安
置
さ
れ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
五
部
大
乗
経
が
海
底
に
沈
め
ら
れ
、

龍
神
の
住
む
龍
宮
の
宝
蔵
に
預
け
置
か
れ
た
こ
と
で
、
こ
の
世
の
転
覆
と

＊

２７

乱
世
の
出
現
が
可
能
に
な
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、

『保
元
物
語
』
を
創
り
上
げ
る
の
に
あ
た
っ
て
、
五
部
大
乗
経
が
海
底
に

沈
め
ら
れ
た
と
記
し
た
背
景
に
は
、
こ
の
行
為
に
よ
っ
て
崇
徳
院
の
怨
霊

の
発
動
が
期
待
で
き
る
と
い
う
、
物
語
創
作
上
の
確
信
が
あ
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

怨
霊
と
龍
宮
あ
る
い
は
龍
と
は
深
い
関
わ
り
が
あ
る
よ
う
で
、
『愚
管
抄
』

『水
鏡
』
『帝
王
編
年
記
』
で
は
、
巫
墨
大
逆
の
罪
に
問
わ
れ
て
廃
后
と
な

っ
た
井
上
内
親
王
が

「現
身
に
龍
」
に
な
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
さ

ら
に
は
、
貞
観
御
霊
会
の
行
わ
れ
た
神
泉
苑
に
は
龍
神
が
住
ん
で
い
て
異

界
と
の
接
点
で
あ
り
、
か
つ
龍
宮

へ
の
入
口
で
あ
っ
て
、
龍
王
が
こ
こ
か

ら
現
世
に
出
入
り
す
る
と
思
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
コ
マ
昔
物
語
集
』

巻
第
十
四

「弘
法
大
師
、
修
請
雨
経
法
降
雨
語
第
四
十

一
」
に
は
、
善
如

＊

２８

龍
王
が
こ
の
池
に
通
っ
て
い
て
雨
を
司
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
『続
古
事
談
』
第
四
神
社
仏
事
や

『釈
日
本
紀
』
巻
第
七
、
述
義

三
、
神
代
上
に
見
え
る
よ
う
に
、
祗
園
御
霊
会
の
行
わ
れ
る
祗
園
社
の
下

に
は
龍
宮
に
通
じ
る
穴
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
「祗
園
牛

頭
天
王
縁
起
』
に
記
す
、
牛
頭
天
王
が
龍
宮
に
行
っ
て
沙
場
羅
龍
王
の
第

二
女
婆
利
宋
女
と
の
間
に
七
男

一
女
を
も
う
け
た
と
い
う
縁
起
諄
か
ら
、

祗
園
社
の
下
の
龍
穴
が
考
え
出
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

龍
宮
お
よ
び
崇
徳
院
と
の
関
係
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
安
徳
天
皇
の
例

で
あ
る
。
建
久
二
年

（
一
一
九

一
）
閏
十
二
月
、
後
白
河
院
は
病
に
悩
ま

さ
れ
、
崇
徳
院
と
安
徳
天
皇
の
怨
霊
に
鎮
謝
し
、
そ
れ
ぞ
れ
讃
岐
と
長
門

に
堂
を
建
立
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、
と
も
に

後
白
河
院
に
よ
り
非
業
の
死
に
追
い
や
ら
れ
た
た
め
、
後
白
河
院
は
そ
の

怨
霊
が
自
ら
に
ふ
り
か
か
っ
て
き
て
い
る
と
認
識
し
、鎮
魂
を
は
か
っ
た
。

安
徳
天
皇
が
宝
剣
と
と
も
に
海
中
に
沈
ん
で
い
っ
た
際
、
海
底
に
は
龍
宮

城
が
あ
り
、
「海
二
入
ヌ
ル
者
ハ
必
ズ
龍
王
ノ
答
属
ト
ナ
ル
ト
、
心
得
テ
候
」

と
、
安
徳
天
皇
以
下
が
龍
神
の
替
属
と
な
っ
た
こ
と
を
建
礼
門
院
が
夢
に

見
て
お
り
、
宝
剣
は

「龍
神
是
ヲ
取
テ
龍
宮
二
納
テ
ケ
ン
バ
、
遂
二
失
ケ

ル
コ
ソ
浅
猿
ケ
ン
」
と
龍
神
が
奪
い
取
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

『往
生
要
集
』
巻
上
の
畜
生
道
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
箇
所
で
、
畜
生
道

の
住
処
に
は
二
つ
あ
る
と
し
、
「根
本
は
大
海
に
住
し
」
て
お
り
、
「
ま
た

も
ろ
も
ろ
の
龍
の
衆
は
、
三
熱
の
苦
を
受
け
て
昼
夜
に
休
む
こ
と
な
し
」

と
あ
る
よ
う
に
、
龍
の
替
属
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。
『平
家
物
語
』
で
は
、

安
徳
天
皇
や
平
氏
は
海
中
に
沈
ん
で
畜
生
道
に
落
ち
、
龍
神
の
春
属
と
な

っ
た
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
安
徳
天
皇
は
そ
の
誕
生
の

時
か
ら
龍
神
の
再
誕
と
し
て

『平
家
物
語
』
で
は
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
龍
宮
と
は
、
天
皇
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る

現
世
を
、
見
え
な
い
力
に
よ
っ
て
操
る
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
で
あ
る
と
認

識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

平
家
が
滅
亡
し
た
あ
と
大
地
震
が
起
き
て
多
大
な
被
害
が
出
た
こ
と
に

対
し
て
、
『平
家
物
語
』
で
は
平
家
の
怨
霊
の
仕
業
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て

い
る
が
、
『愚
管
抄
』
巻
第
五
で
は
、
「事
モ
ナ
ノ
メ
ナ
ラ
ズ
龍
王
動
ト
ゾ

申
シ
。
平
相
国
龍
ニ
ナ
リ
テ
フ
リ
タ
ル
ト
世
ニ
ハ
申
キ
」
と
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
平
清
盛
が
龍
と
な
っ
て
地
震
を
起
こ
し
て
い
る

と
い
う
の
だ
が
、
龍
王
動
と
は
、
『塵
添
壇
嚢
紗
』巻
第
十
四
地
震
動
ノ
事

に
、
地
震
の
原
因
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
火
神
動

・
龍
神
動

・
金
翅
鳥
動

・
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帝
釈
動
の
四
種
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
地
震
は
龍
神
の
仕

業
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
嘉
元
三
年

（
一
三

〇
五
）
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
金
沢
文
庫
蔵
日
本
図
で
は
、
日
本

列
島
が
龍
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
て
い
る
姿
を
描
い
て
い
る
。
龍
に
よ
っ
て
領

土
が
取
り
巻
か
れ
る
と
い
う
の
は
、
イ
ン
ド
か
ら
伝
わ
っ
た
世
界
観
で
あ

る
が
、
必
ず
し
も
地
震
と
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
近
世

初
頭
に
描
か
れ
る
、
龍
が
日
本
を
取
り
囲
ん
で
い
る
図
で
は
、
地
震
と
密

接
に
関
わ
っ
て
い
る
が
、
金
沢
文
庫
蔵
日
本
図
の
龍
が
日
本
を
取
り
巻
く

姿
は
、
日
本
が
龍
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
図
で
あ
る
と

考
え
た
い
。
こ
れ
は
両
義
性
を
も
っ
て
お
り
、
日
本
を
守
護
し
て
い
る
と

い
う
面
と
、
災
異
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
面
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

龍
王
の
脳
中
か
ら
出
た
玉
と
い
わ
れ
る
如
意
宝
珠
な
ど
の
財
宝
が
う
ず
た

か
く
積
ま
れ
て
い
る
龍
宮
と
い
う
面
と
、
地
震

・
雷

・
洪
水

・
早
魃
な
ど

の
災
異
を
引
き
起
こ
す
龍
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
龍
宮
と
い
う
面
が
重
ね

合
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
災
異
は
人
為
に
よ
っ
て
支
配
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
そ
の
頻
発
は
天
皇
の
徳
の
欠
如
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
の
と
き

現
世
を
超
越
し
た
世
界
と
し
て
構
想
さ
れ
た
の
が
龍
宮
で
あ
り
、
天
皇
と

対
時
す
る
龍
神
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
人
知
を
超
越
し
、
天
皇
が
支
配
す
る

現
世
を
左
右
す
る
存
在
と
し
て
、
龍
神
は
怨
霊
と
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
怨
霊
の
鎮
魂
は
王
権
に
と
っ
て
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い

行
為
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
、
『保
元
物
語
』
『平
家
物
語
』
諸
本
の
比
較
に
戻
っ
て
、
五
部

大
乗
経
の
行
方
を
検
討
し
て
み
る
と
、
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
半
井
本

・
京
図
本

ｏ
長
門
本

『平
家
物
語
』
・
『源
平
盛
衰
記
』
で

は
、
そ
の
行
方
を
記
し
て
い
な
い
の
に
対
し
、
鎌
倉
本
で
は

「海
底
に
入

さ
せ
給
に
け
り
」
と
し
、
金
刀
比
羅
本
で
は
誓
状
を
書
い
て

「海
底
に
入

さ
せ
給
ひ
け
る
」
と
、
海
底
に
沈
め
た
と
し
て
い
る
。
古
活
字
本
で
は
「千

尋
の
底

へ
し
づ
め
給
ふ
」
と
し
、
延
慶
本

『平
家
物
語
』
で
も

「海
底
ニ

入
ン
サ
セ
給
ニ
ケ
リ
」
と
あ
り
、
海
底
に
沈
め
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

『吉
記
』
で
仁
和
寺
の
元
性
法
印
の
も
と
へ
運
ば
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い

る
の
と
相
違
を
見
せ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
旧
稿
で
言
及
し
た

よ
う
に
、
実
際
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
に
定
説
を
見
ず
、
物
語
の
構

成
上
で
相
違
を
見
せ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
半
井
本
以
下
の
諸
本
で

は
、
作
者
は
仁
和
寺
に
五
部
大
乗
経
が
存
在
す
る
と
の

『吉
記
』
の
記
事

あ
る
い
は
そ
の
風
間
を
聞
い
て
い
た
た
め
、
『石
清
水
祠
官
系
図
』
の
兼
清

の
記
事
の
も
と
と
な
る
よ
う
な
伝
承
を
参
考
に
し
て
、
五
部
大
乗
経
を
書

写
し
て
、
奥
に
舌
を
噛
み
切
っ
た
血
で
怨
霊
と
な
る
旨
を
書
い
た
崇
徳
院

の
姿
を
劇
的
に
創
り
上
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
仁
和
寺
に
あ
る
と

さ
れ
る
五
部
大
乗
経
と
饂
館
を
き
た
さ
な
い
た
め
に
、
そ
の
後
の
行
方
を

あ
え
て
記
さ
な
か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
が
鎌
倉
本

・
延
慶
本

『平
家
物
語
』
の
系
統
で
は
、
崇
徳
院
の
怨
霊
の
発
動
を
さ
ら
に
劇
的
に

す
る
た
め
に
、
五
部
大
乗
経
を
龍
宮
が
あ
る
と
さ
れ
た
志
度
沖
の
海
底
に

沈
め
た
こ
と
に
し
、
怨
霊
の
発
動
を
期
待
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

こ
れ
は
、
龍
神
の
再
誕
で
あ
っ
た
安
徳
天
皇
の
海
没
諄
に
影
響
さ
れ
て
、

崇
徳
院
の
怨
霊
を
語
っ
て
い
く
た
め
の
構
想
で
あ
っ
た

〓
一　
崇
徳
院
崩
御
の
地

次
に
、
崇
徳
院
の
亡
く
な
っ
た
場
所
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
崇
徳
院
は

長
寛
二
年

（
一
三
ハ
四
）
に
亡
く
な
る
が
、
そ
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
ア
フ

鏡
』
『百
錬
抄
』
『皇
代
記
』
コ

代
要
記
』
な
ど
、
す
べ
て
讃
岐
国
で
あ
っ
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た
と
し
、
そ
れ
以
上
は
記
さ
な
い
。　
一
方
、
半
井
本

『保
元
物
語
』
で
は
、

（
マ
マ
）

八
年
卜
申
シ
長
寛
元
年
八
月
廿
六
日
、
御
歳
四
十
五
卜
申
シ
ニ
、
讃

岐
国
府
ニ
テ
御
隠
ン
ア
リ
ヌ
。
当
国
之
内
、
自
峰
卜
云
所
ニ
テ
、
薪

二
積
ミ
籠
奉
ル
。
煙
ハ
都
ノ
方

ヘ
ゾ
靡
キ
ヌ
ラ
ム
ト
ゾ
哀
レ
也
。

と
、
讃
岐
国
府
で
亡
く
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
京
図
本
が

「讃

岐
の
府
中
鼓
岡
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
鎌
倉
本
で
は

「志
度
の
道
場
と
申

山
寺
」
と
な
っ
て
お
り
、
金
刀
本
で
は
「
四
度
の
道
場
辺
、
鼓
岡
」、
古
活

字
本
で
は

「志
戸
」、
『平
家
物
語
』
諸
本
で
は

「志
度
」
と
し
て
い
る
。

こ
の
相
違
は
、
先
に
述
べ
た
五
部
大
乗
経
の
行
方
に
ほ
ぼ
対
応
し
て
い

る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
鎌
倉
本
以
下
の

『保
元
物
語
』
諸
本
と

『平
家

物
語
』
で
は
、
亡
く
な
っ
た
場
所
に
志
度
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
が
、
こ
の
説
話
の
変
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
は
、
大
川
郡

志
度
町
の
志
度
寺
の
存
在
で
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
志
度
寺
の
創

建
年
代
は
不
詳
だ
が
、
『梁
塵
秘
抄
』
に
「
四
方
の
霊
験
所
は
、
伊
豆
の
走

井
、
信
濃
の
戸
隠
、
駿
河
の
富
士
の
山
、
伯
者
の
大
山
、
丹
後
の
成
相
と

か
、
土
佐
の
室
生
と
讃
岐
の
志
度
の
道
場
と
こ
そ
聞
け
」
と
記
さ
れ
る
ほ

ど
、
古
く
か
ら
の
修
験
道
場
で
あ
っ
た
。
志
度
寺
に
は
十
四
世
紀
前
半
に

描
か
れ
絵
解
き
に
用
い
ら
れ
て
い
た

『志
度
寺
縁
起
絵
』
が
存
し
、
志
度

の
沖
に
は
龍
宮
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
縁
起
絵
に
は
志
度
寺
に
隣

接
し
て
地
獄
や
龍
宮
が
描
か
れ
て
い
る
。

地
獄
と
龍
宮
は
し
ば
し
ば
重
ね
て
描
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
吉
野
金
峰

山
は
日
蔵
の
地
獄
め
ぐ
り
で
著
名
で
あ
る
が
、
『古
今
著
聞
集
』
巻
第
二
「貞

崇
禅
師
金
峰
山
神
変
に
就
い
て
述
ぶ
る
事
」
で
は
、
金
峰
山
に
阿
古
谷
と

い
う
谷
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
八
体
の
龍
が
住
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
元
興

寺
に
い
た
阿
古
と
い
う
童
子
が
こ
の
谷
に
身
を
捨
て
て
龍
と
化
し
た
と
い

う
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
の
伝
承
を
伝
え
て
い
る
。
笠
置
山
に
も
兜

率
浄
土
へ
の
入
回
の
龍
穴
が
あ
る

一
方
で
、
地
獄
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ

て
い
た
。
地
下
と
海
底
と
い
う
類
似
か
ら
、
両
者
が
密
接
に
絡
み
合

っ
て

イ
メ
ー
ジ
が
創
り
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『志
度
寺
縁
起
絵
』
に
付
属
し
て
い
る
縁
起
文

「讃
州
志
度
道
場
縁
起
」

の
概
要
を
記
す
と
、
唐
の
高
宗
か
ら
の
珍
宝
を
載
せ
た
舟
が
讃
岐
国
房
前

前
浦
で
転
覆
し
、
玉
だ
け
は
海
底
の
龍
神
が
奪
い
取
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ

こ
で
藤
原
不
比
等
が
現
地
に
赴
く
が
な
す
す
べ
な
く
果
然
と
し
、
海
人
泉

郎
の
娘
と
配
偶
の
契
り
を
結
ん
で
奈
良
に
戻
っ
た
。
そ
し
て
男
子
が
生
ま

れ
、
母
は
そ
の
子
を
藤
原
氏
の
嫡
子
に
と
望
み
、
海
に
潜
り
龍
宮
の
水
精

十
三
重
塔
に
玉
が
安
置
さ
れ
て
お
り
、
自
ら
の
命
を
犠
牲
に
し
て
そ
の
玉

を
持
ち
帰
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
女
を
葬
っ
た
場
所
に
死
度
道
場
を
建
立
し
、

如
意
宝
珠
は
興
福
寺
に
安
置
さ
れ
て
藤
原
氏
の
繁
栄
を
守
護
し
た
と
い
う
。

そ
し
て
房
前
は
不
比
等
の
あ
と
を
つ
ぎ
、
十
三
歳
の
時
に
行
基
と
共
に
道

場
を
訪
れ
て
修
造
し
、　
一
千
基
の
塔
を
建
て
て
供
養
し
た
と
い
う
。
こ
の

話
は
謡
曲

『海
士
』
と
な
っ
て
お
り
、
世
阿
弥
当
時
す
で
に
行
わ
れ
て
い

た
古
作
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
か
ら
、
広
く
知
ら
れ
た
有
名
な
話
で
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

こ
の
説
話
の
淵
源
を
求
め
る
と
、
『日
本
書
紀
』
允
恭
天
皇
十
四
年
九
月

甲
子
条
に
、
阿
波
国
長
邑
の
人
男
狭
磯
が
命
を
賭
し
て
大
腹
を
捕
ら
え
、

そ
の
腹
の
中
か
ら
真
珠
を
得
て
島
の
神
に
捧
げ
て
祟
り
を
鎮
め
た
話
を
載

せ
る
が
、
古
く
か
ら
志
度
の
沖
合
の
海
底
に
は
龍
宮
が
あ
る
と
思
わ
れ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
半
井
本
が
比
較
的
古
態
を
と
ど
め
て
い

る
の
に
対
し
、
鎌
倉
本
以
下
の

『保
元
物
語
』
諸
本
及
び

『平
家
物
語
』
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諸
本
で
は
、
当
時
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
志
度
沖
の
龍
宮
説
話
の
影
響
を
受

け
て
崇
徳
院
説
話
が
形
成
さ
れ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。
ゆ
え
に
水
原

一

＊

４８

が
指
摘
す
る
よ
う
な

「志
度
郡
直
島
」
と
い
う
実
際
に
は
存
在
し
な
い
郡

名
ま
で
も
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
四
度

（志
度
）

の
道
場
は
志
度
町
で
あ
る
の
に
対
し
、
鼓
岡
は
坂
出
市
府
中
町
の
讃
岐
国

府
の
す
ぐ
西
に
あ
る
岡
で
、
距
離
は
か
な
り
離
れ
て
い
る
。
崇
徳
院
は
鼓

岡
で
暮
ら
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
亡
く
な
っ
た
場
所
だ
け
志
度
で
あ

る
と
記
す
の
は
唐
突
で
あ
り
、
事
実
と
も
異
な
る
。
そ
れ
を
あ
え
て
志
度

と
結
び
つ
け
た
の
は
、
志
度
寺
沖
の
龍
宮
伝
説
に
影
響
さ
れ
て
の
こ
と
で

あ
ろ
う
。
志
度
寺
が
仁
和
寺
末
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
志
度
が
説
話
に
取
り

込
ま
れ
る
要
因
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
在
地
に
残
さ
れ
た

『白
峯
寺
縁
起
』
に
な
る
と
、

我
大
魔
王
と
な
り
て
、
天
下
を
我
ま
ゝ
に
せ
ん
と
御
誓
あ
り
て
、
小

指
を
く
ひ
き
ら
せ
給
て
、
五
部
大
乗
経
の
箱
に
、
龍
宮
城
に
納
給

へ

と
あ
そ
は
し
て
、
椎
途
の
海
に
浮
さ
せ
給
ひ
た
り
け
れ
は
、
海
上
火

に
も
え
て
み
え
け
る
に
、
童
子
出
て
舞
を
ま
ひ
て
納
け
る
。
そ
の
と

き
讃
岐
院
、
さ
て
は
我
願
成
就
し
け
り
と
て
、
御
く
し
を
も
そ
ら
す
、

供
御
を
も
ま
い
ら
す
し
て
ま
し
ノ
＼
け
る
に
、

の
よ
う
に
、
は
っ
き
り
と
龍
宮
に
五
部
大
乗
経
が
納
め
ら
れ
た
こ
と
を
記

す
よ
う
に
な
る
。
『白
峯
寺
縁
起
』
は
奥
書
に
あ
る
よ
う
に
、
応
永
十
二
年

（
一
四
〇
六
）
に
清
原
良
賢
が
寺
の
再
興
に
あ
た
っ
て
、
寺
に
伝
わ
る
記

録
な
ど
を
見
な
が
ら
記
し
た
も
の
で
、
『保
元
物
語
』
や

『平
家
物
語
』
や

記
録
類
、
さ
ら
に
は
都
の
人
々
の
噂
や
考
え
方
も
加
味
さ
れ
て
記
さ
れ
た
。

『白
峯
寺
縁
起
』
に
記
さ
れ
る
大
乗
経
を
燃
や
し
た
こ
と
が
、
竜
宮
に

経
が
納
め
ら
れ
て
願
が
成
就
し
た
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
点
に
関
し
て

は
、
田
中
貴
子
が
紹
介
し
た
東
寺
観
智
院
蔵
「五
秘
密
護
摩
次
第
敬
ピ

（正

和
元
年

（
一
三

一
三
）
奥
書
）
の
識
語
に
、

批
観
行
御
暗
誦
終
篇
之
後
投
二
火
中
一、
可
■
７龍
宮
宝
蔵
御
一臭
、

と
あ
り
、
経
典
の
供
養
が
終
わ
っ
た
後
、
火
に
投
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
龍

宮
の
宝
蔵
に
預
け
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
先
に
あ
げ
た

『と
は
ず
が
た
り
』
の
記
事
か
ら
も
そ
の
こ
と
が
う

か
が
わ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
半
井
本
に
対
し
、
や
や
遅
れ
て
成
立
し

た
諸
本
に
お
い
て
は
、
崇
徳
院
が
亡
く
な
っ
た
讃
岐
国
府
か
ら
そ
れ
ほ
ど

遠
く
な
い
地
に
あ
る
志
度
寺
と
そ
の
周
辺
の
伝
承
の
影
響
を
受
け
、
志
度

に
お
い
て
崇
徳
院
が
亡
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、
志
度
沖
の
海
底
に
五

部
大
乗
経
が
沈
め
ら
れ
た
と
い
う
改
変
が
加
わ
っ
た
の
も
の
と
結
論
づ
け

る
こ
と
が
で
き
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
『吉
記
』
『保
元
物
語
』
『平
家
物
語
』
に
述
べ
ら
れ
る
崇
徳

院
自
筆
五
部
大
乗
経
に
つ
い
て
検
討
し
、
こ
の
記
述
が
ど
の
よ
う
な
構
想

の
も
と
に
創
作
さ
れ
、
物
語
に
つ
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
を
明

ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
五
部
大
乗
経
の
構
想
は
、
石
清
水
八
幡
宮
に
伝

わ
る
伝
承
を
も
と
に
仁
和
寺
で
創
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
諸
本
の

異
同
に
は
、
讃
岐
の
在
地
信
仰
が
介
在
し
、
志
度
寺
や
そ
の
沖
の
龍
宮
伝

説
、
さ
ら
に
は
海
底
に
沈
ん
だ
安
徳
天
皇
の
龍
神
変
成
諄
か
ら
影
響
を
受

け
て
い
る
諸
本
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。

も
と
よ
り
、
以
上
の
内
容
は
物
語
内
部
の
部
分
的
比
較
に
よ
り
検
討
し

た
結
果
で
あ
る
が
、
『保
元
物
語
』
全
体
と
し
て
崇
徳
院
の
怨
霊
が
構
想
さ
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れ
た
背
景

に
は
、
承
久

の
乱

に
よ
り
隠
岐
に
流
さ
れ
望
郷
の
思

い
を
秘
め

て
亡
く
な

っ
た
後
鳥
羽
院

の
怨
霊
が
あ

っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
『
六

代
勝
事
記
』

の
後
鳥
羽
院
配
流

の
記
述
を
も
と
に

『保
元
物
語
』
の
崇
徳

院
配
流
説
話
が
書

か
れ
た
と
の
指
摘
も
あ
見
、
『保
元
物
語
』
が
創
作
さ
れ

て
い
っ
た
時
期
は
後
鳥
羽
院

の
怨
霊
が
跳
梁
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
の
で
、

後
鳥
羽
院

の
例
を
参
考

に
し
て
崇
徳
院
怨
霊
諄
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の

で
は
な

い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
の
視
点
か
ら

『保
元
物
語
』

の
制
作

年
代
も
確
定
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
の
点

に
関
し
て
は
稿
を
改
め
て
述

べ
た
い
と
思
う
。

注＊
１
　
山
田
雄
司

「讃
岐
配
流
中
の
崇
徳
院
の
実
像
―

『保
元
物
語
』
の
虚
構
―
」
上
田

正
昭
編

『古
代
の
日
本
と
渡
来
の
文
化
』
学
生
社
、　
一
九
九
七
年

＊
２
　

『日
本
古
典
文
学
大
系
』

＊
３
　

『続
群
書
類
従
』
第
七
輯
上
系
図
部

＊
４
　
志
村
有
弘
「石
清
水
八
幡
宮
と
説
話
―

一
つ
の
説
話
伝
承
圏
―
」
亀
解
釈
』
三
二

―
三
、
一
九
七
六
年
二
月
、
『往
生
伝
研
究
序
説
―
説
話
文
学
の
一
側
面
―
』桜
楓
社
、

一
九
七
六
年
所
収
）
に
石
清
水
八
幡
宮
関
連
の
説
話
を
載
せ
る
。

＊
５
　

『群
書
解
題
』

＊
６
　
水
原

一
コ
ボ徳
院
説
話
の
考
察
」
「駒
沢
国
文
』
七
、　
一
九
六
九
年
六
月
、
須
藤
敬

〓
保
元
物
語
』
形
成
の
一
側
面
―
多
近
久
と
仁
和
寺
―
」
冨
一田
国
文
』
四
、　
一
九

八
五
年

一
〇
月

＊
７
　
志
村
有
弘

「石
清
水
八
幡
宮
と
仁
和
寺
―

『徒
然
草
』
第
五
十
二
段
の
背
景
―
」

石
黒
吉
次
郎

・
志
村
有
弘
上
局
橋
貢
・
松
本
寧
至
編

『徒
然
草
発
掘
』
叢
文
社
、　
一

九
九

一
年
七
月

＊
８
　

『仁
和
寺
史
料
』
寺
誌
編
二
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、　
一
九
六
七
年

＊
９
　
『新
日
本
古
典
文
学
大
系
』

＊
１０
　
早
川
厚

一
０
弓
削
繁
・
原
水
民
樹
編

『京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
保
元
物
語
』
和

泉
書
院
、　
一
九
八
二
年

＊
Ｈ
　

『日
本
古
典
文
学
大
系
』

＊
・２
　

『平
家
物
語
長
門
本
』
名
著
刊
行
会
、　
一
九
七
四
年

＊
・３
　

『源
平
盛
衰
記
』
三
弥
井
書
店

＊
・４
　
半
井
本
で
は
、
経
を
八
幡

・
鳥
羽
・
長
谷
で
も
よ
い
か
ら
、
都
の
ほ
と
り
に
置
き

た
い
こ
と
を
記
し
て
お
り
、
『新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
の
注
で
は
、
長
谷
を
長
谷
寺

所
在
の
大
和
国
磯
城
郡
初
瀬
の
辺
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
経
を
せ
め
て
も
都
の
入
口

に
置
き
た
い
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
の
で
、
現
京
都
市
左
京
区
岩
倉
の
長
谷
（な

が
た
に
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

＊
‐５
　
北
川
忠
彦

・
竹
川
房
子
・
犬
井
善
壽
編

『鎌
倉
本
保
元
物
語
』
三
弥
井
書
店
、　
一

九
七
四
年

＊
・６
　

『延
慶
本
平
家
物
語
』
勉
誠
社
、　
一
九
九
〇
年

＊
・７
　
水
原

一
前
掲
論
文
、
服
部
幸
造
「延
慶
本
平
家
物
語
と
鎌
倉
本
保
元
物
語
―
崇
徳

院
説
話
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
Ｌ
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
旨
一七
、
一
九
七
〇
年

一
二
月
、

山
内
益
次
郎

「崇
徳
院
慰
霊
」
買
７鏡
の
周
辺
』
和
泉
書
院
、　
一
九
九
二
年

＊
・８
　

『今
鏡
』
水
茎
に

「
五
部
の
大
乗
、
大
般
若
な
ど
だ
に
あ
り
が
た
く
侍
る
に
」
と

あ
る
。

＊
・９
　

『大
正
新
修
大
蔵
経
』
第
十
三
巻
大
集
部

＊
２０
　

『大
正
新
修
大
蔵
経
』
第
五
十
巻
史
伝
部
二

＊
２．
　

『大
日
本
仏
教
全
書
』

＊
２２
　

『大
日
本
仏
教
全
書
』

＊
２３
　
水
原

一
前
掲
論
文

＊
２４
　

『新
日
本
古
典
文
学
大
系
』

＊
２５
　

『室
町
時
代
物
語
大
成
』
補
遺
二
、
角
川
書
店
、　
一
九
八
八
年

＊
２６
　

『大
正
新
修
大
蔵
経
』
第
七
十
六
巻
続
諸
宗
部
七

＊
２７
　
山
本
ひ
ろ
子
「龍
女
の
成
仏
―

『法
華
経
』
龍
女
成
仏
の
中
世
的
展
開
―
」
『変
成

譜
―
中
世
神
仏
習
合
の
世
界
―
』
春
秋
社
、　
一
九
九
二
年

＊
２８
　
天
海
蔵
『直
談
因
縁
集
』
で
も
同
様
の
記
事
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
、
田
中
貴
子
『百

鬼
夜
行
の
見
え
る
都
市
』
（新
曜
社
、
一
九
九
四
年
、
八

一
頁
）
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

＊
２９
　
松
前
健

「祗
園
牛
頭
天
王
社
の
創
建
と
天
王
信
仰
の
源
流
」
角
田
文
衛
博
士
古
稀
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呵

記
念

『古
代
学
叢
論
』
角
田
文
衛
先
生
古
稀
記
念
事
業
会
、　
一
九
八
三
年

＊
３０
　

『続
群
書
類
従
』
第
二
輯
上
神
祗
部

＊
３‐
　
龍
穴
に
関
し
て
は
、
日
下
力
〓
平
治
物
語
』
悪
源
太
雷
化
話
の
展
開
―
二
つ
の
滝

と
竜
神
信
仰
―
」
翁
軍
記
と
語
り
物
』
王
ハ
、　
一
九
八
〇
年
三
月
）
で
分
析
さ
れ
て

い
る
。

＊
３２
　
安
徳
天
皇
と
龍
神
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
生
形
貴
重
〓
平
家
物
語
』
の
始
発
と

そ
の
基
層
―
平
氏
の
モ
ノ
ガ
タ
リ
と
し
て
―
」
翁
日
本
文
学
）

一七
―

一
二
、　
一
九

七
八
年

一
二
月
、
「
平
家
物
語
」
の
基
層
と
構
造
―
水
の
神
と
物
語
』
近
代
文
藝
社
、

一
九
八
四
年
所
収
）
、
同

「延
慶
本

「平
家
物
語
」
と
冥
界
―
龍
神
の
侵
犯
と
世
界
の

回
復
・大
将
軍
移
行
の
構
想
―
」
翁
日
本
文
学
』
三
六
―
四
、　
一
九
八
七
年
四
月
）、

同
〓
平
家
物
語
」
に
お
け
る
安
徳
天
皇
と
龍
神
―
延
慶
本
を
中
心
に
し
て
―
」
亀
大

谷
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
三
二
、　
一
九
八
九
年
二
月
）
か
ら
示
唆
を
得
た
。

＊
３３
　

『玉
葉
』
建
久
二
年
間
十
二
月
十
四
・
十
六
・
廿
・
廿

一
・
廿
二
・
廿
四
・
廿
八
・

廿
九
日
条

＊
３４
　

『延
慶
本
平
家
物
語
』
第
六
末
　
廿
五

「法
王
小
原

へ
御
幸
成
事
」

＊
３５
　

『延
慶
本
平
家
物
語
』
第
六
本
　
十
九

「霊
剣
等
事
」

＊
３６
　

『日
本
思
想
大
系
』

＊
３７
　

『大
日
本
仏
教
全
書
』

＊
３８
　
龍
神
動
の
淵
源
は
、
『大
智
度
論
』
巻
第
八
に
見
ら
れ
る
。

＊
３９
　

『日
本
古
地
図
集
成
』
日
本
全
図
、　
一
九
七

一
年

＊
４０
　
大
林
太
良
「地
震
の
神
話
と
民
間
信
仰
」
『東
京
大
学
公
開
講
座
二
四
地
震
』
東
京

大
学
出
版
会
、　
一
九
七
六
年

＊
４‐
　
半
井
本
で
は
亡
く
な
っ
た
の
を
長
寛
元
年
と
す
る
が
、
他
の
史
書
に
お
い
て
は
す

べ
て
長
寛
二
年
と
な
っ
て
お
り
、
半
井
本
の
誤
り
で
あ
る
。

＊
４２
　
梅
津
次
郎
コ
心
度
寺
縁
起
絵
に
就
い
て
」
「国
華
』
七
六
〇
、　
一
九
五
五
年
、
大
西

昌
子
「地
獄
と
龍
宮
と
大
寺
と
―

「
心
度
寺
縁
起
』
に
見
る
―
」
『朝
日
百
科
日
本
の

歴
史
別
冊
歴
史
を
読
み
な
お
す
５
　
大
仏
と
鬼
―
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
―
』

一
九
九
四
年
四
月

＊
４３
　

『日
本
古
典
文
学
大
系
』

＊
４４
　
龍
宮
と
地
獄
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
浅
野
祥
子
「龍
宮
に
つ
い
て
―
地
獄
と
の

類
似
性
―
」
翁
国
文
学
踏
査
』
一
五
、　
一
九
八
九
年
二
月
）
で
考
察
さ
れ
て
い
る
。

＊
４５
　
和
田
茂
樹

。
友
久
武
文

ｏ
竹
本
宏
夫
編

『瀬
戸
内
寺
社
縁
起
集
』
広
島
中
世
文
芸

研
究
会
、　
一
九
六
七
年

＊
４６
　
佐
成
謙
太
郎

『謡
曲
大
観
』
第

一
巻
、
明
治
書
院
、　
一
九
三
〇
年

＊
４７
　

『志
度
寺
縁
起
』
第
二

「志
度
道
場
縁
起
」
で
は
、
こ
の
話
は
、
志
度
の
海
人
が

海
底
の
龍
宮
に
潜
り
、
自
分
の
命
と
引
替
に
宝
珠
を
取
り
返
す
話
と
な
っ
て
い
る
。

＊
４８
　
水
原

一
前
掲
論
文

＊
４９
　
応
永
拾
三
年

（
一
四
〇
六
）
孟
秋
廿
五
日
の
奥
書
を
持
つ
。
『香
川
叢
書
』
第

一

＊
５０
　
本
多
典
子

「
『白
峯
寺
縁
起
』
覚
書
き
―
讃
岐
と
都
・地
方
と
中
央
―
」
東
京
都
立

大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
国
文
学
専
攻
中
世
文
学
ゼ
ミ

『伝
承
文
学
論

〈ジ
ャ

ン
ル
を
こ
え
て
〉
―
東
京
都
立
大
学
大
学
院
国
文
学
専
攻
中
世
文
学
ゼ
ミ
報
告
―
』

一
九
九
二
年

＊
５．
　
「宇
治
の
宝
蔵
―
中
世
に
お
け
る
宝
蔵
の
意
味
―
」
『伝
承
文
学
研
究
』
三
六
、　
一

九
八
九
年
五
月
、
『外
法
と
愛
法
の
中
世
』
砂
子
屋
書
房
、　
一
九
九
三
年
所
収

＊
５２
　
武
久
堅
「鎌
倉
本
保
元
物
語
と
延
慶
本
平
家
物
語
の
先
後
関
係
―
コ
ハ
代
勝
事
記
』

と
の
共
通
本
文
を
め
ぐ
っ
て
―
」
『國
學
院
雑
誌
』
八
二
―
四
、　
一
九
八

一
年
四
月

（や
ま
だ
ゆ
う
じ
　
筑
波
大
学
大
学
院
　
博
士
課
程

歴
史

ｏ
人
類
学
研
究
科
）

〔付
記
〕
筑
波
大
学
大
学
院
今
井
雅
晴
ゼ
ミ
に
お
い
て
貴
重
な
意
見
を
下

さ
っ
た
各
氏
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。
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