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古
代
の
寺
や
吉
野
山
中
で
亡
き
人
を
偲
ぶ
人

　
　

田
中
作
子
第
五
詩
集
『
吉
野
夕
景
』
に
寄
せ
て

鈴
木
比
佐
雄

　
　

　
　

１

　

田
中
作
子
さ
ん
と
は
、
一
九
九
〇
年
代
の
初
め
に
詩
学

社
の
嵯
峨
信
之
さ
ん
の
呼
び
か
け
で
、
何
度
か
一
緒
に
吉

野
の
花
見
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。「
東
京
詩
学
」
の
池

下
和
彦
さ
ん
ら
数
十
人
と
関
西
の
詩
誌
「
ア
リ
ゼ
」
の
以

倉
紘
平
さ
ん
ら
数
十
人
が
吉
野
の
寺
院
に
一
泊
し
て
詩
を

語
り
あ
っ
た
。
翌
日
は
下
千
本
、
中
千
本
、
上
千
本
の
桜

を
眺
め
な
が
ら
、
奥
深
い
西
行
庵
ま
で
山
歩
き
を
楽
し
ん

だ
。
田
中
作
子
さ
ん
と
も
声
を
掛
け
合
っ
て
山
道
を
歩
い

た
こ
と
を
昨
日
の
よ
う
に
思
い
出
す
。
田
中
さ
ん
は
嵯
峨

信
之
さ
ん
を
誰
よ
り
も
敬
愛
し
て
い
る
こ
と
が
、
言
葉
の

端
々
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
。
嵯
峨
信
之
さ
ん
は
当
時
九
十

歳
に
手
が
届
き
そ
う
な
高
齢
だ
っ
た
が
、
東
大
脇
の
本
郷

か
ら
根
津
に
下
り
る
坂
道
を
足
早
に
歩
い
て
い
た
ほ
ど
健

脚
だ
っ
た
。
ま
た
桜
狂
い
と
い
え
る
ほ
ど
嵯
峨
さ
ん
は
桜

を
愛
し
て
い
た
。
そ
ん
な
嵯
峨
さ
ん
の
山
桜
へ
の
想
い
の

強
さ
が
多
く
の
詩
人
た
ち
に
感
染
し
て
、
年
に
一
度
の
吉

野
の
花
見
が
行
わ
れ
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
時
の
思
い
出
は
、

私
の
中
に
こ
の
世
の
最
も
心
が
洗
わ
れ
る
時
間
と
し
て
刻

ま
れ
て
い
る
。
田
中
さ
ん
の
新
詩
集
『
吉
野
夕
景
』
は
、

そ
の
山
桜
の
花
見
に
寄
せ
た
詩
篇
が
冒
頭
に
置
か
れ
て
い

る
。
そ
の
新
詩
集
に
触
れ
る
前
に
田
中
さ
ん
の
こ
れ
ま
で

の
詩
集
に
つ
い
て
紹
介
し
て
み
た
い
。
第
一
詩
集
『
二
枚

の
布
』
は
一
九
八
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
「
ゆ

う
ぐ
れ
」
と
い
う
詩
が
あ
る
。

　
　

ゆ
う
ぐ
れ

　

む
か
し
の
空
の

　

ゆ
う
ぐ
れ
は

　

空
に
う
か
ん
だ

　

グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ

　

夕
映
え
の
空

　

黒
い
屋
根

　

楽
譜
に
ま
が
う

　

電
線
に

　

風
が
ピ
ア
ノ
を

　

弾
い
て
行
く

　

今
ゆ
う
ぐ
れ
の

　

影
を
ふ
み

　

わ
ず
か
に
残
る
旋
律
を

　

聴
き
な
が
ら
ゆ
く

　

帰
り
道

　

田
中
さ
ん
は
子
供
の
頃
に
夕
焼
け
を
見
る
と
荘
厳
な

「
グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ
」
の
音
色
を
聞
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

名
残
惜
し
い
一
日
の
終
わ
り
は
、
映
画
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン

の
よ
う
に
少
し
物
悲
し
い
音
色
を
掻
き
鳴
ら
し
、
子
供
の

心
に
こ
の
世
で
生
き
る
こ
と
が
ゆ
う
ぐ
れ
の
舞
台
に
立
つ

よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
一
連
を
読
め
ば
子
供

の
頃
か
ら
田
中
さ
ん
は
ゆ
う
ぐ
れ
の
風
景
に
音
を
感
じ
る

共
感
覚
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
二
連
に
は
、

「
グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ
」
の
弾
き
手
が
実
は
風
で
あ
り
、
風

が
電
線
を
た
ゆ
ま
せ
て
不
思
議
な
曲
を
奏
で
て
い
る
こ
と

を
告
げ
て
い
る
。
そ
し
て
三
連
に
は
、
そ
の
ゆ
う
ぐ
れ
の

旋
律
を
今
で
も
自
分
の
影
を
踏
ん
で
家
路
に
着
く
時
に
聴

き
取
る
こ
と
が
出
来
る
と
語
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
田

中
さ
ん
は
、
一
日
一
日
を
精
一
杯
生
き
な
が
ら
、
一
日
と

い
う
時
間
の
命
を
慈
し
ん
で
い
る
ゆ
う
ぐ
れ
の
詩
人
な
の

だ
ろ
う
。
現
代
人
は
、
ゆ
う
ぐ
れ
の
本
当
の
魅
力
を
い
つ

の
ま
に
か
忘
却
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
忘

却
し
て
い
た
ゆ
う
ぐ
れ
の
言
い
知
れ
ぬ
感
動
を
田
中
さ
ん
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ア
ー
ル
ヌ
ー
ボ
ー
の
ガ
ラ
ス
工
芸
の
よ
う
な

　

な
つ
か
し
い
色
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う

　

あ
か
り
に
透
か
し
糸
に
通
す

　

私
の
夢
の
ビ
ー
ズ
玉

　

手
も
と
に
寄
せ
て
さ
が
し
て
い
る

　　

詩
「
ゆ
う
べ
」
も
前
に
触
れ
た
詩
「
ゆ
う
ぐ
れ
」
と
同

様
に
一
日
の
終
わ
り
に
な
る
と
、
人
が
本
来
的
な
も
の

に
立
ち
返
っ
て
い
く
よ
う
な
思
い
を
記
そ
う
と
し
て
い

る
。
一
連
の
「
一
日
が
こ
ま
ぎ
れ
に
な
る
／
こ
ま
ぎ
れ
を

糸
に
通
す
」
二
行
こ
そ
は
、
田
中
さ
ん
の
詩
の
特
長
で
あ

る
、
時
間
を
生
き
る
こ
と
の
意
味
が
身
近
な
喩
え
で
手
触

り
の
あ
る
形
で
示
さ
れ
て
い
る
。
田
中
さ
ん
の
ご
主
人
は

事
業
を
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
お
聞
き
し
て
い
る
の
で
、
田

中
さ
ん
も
手
助
け
を
さ
れ
て
い
て
き
っ
と
忙
し
い
生
活
を

し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
田
中
さ
ん
に
は
、
き
っ
と
残
さ
れ

た
時
間
が
少
な
く
詩
や
工
芸
や
芸
術
鑑
賞
な
ど
、
自
分
の

美
意
識
を
磨
い
て
い
く
時
間
を
持
て
な
い
こ
と
に
虚
し
さ

を
感
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
必
ず
「
ゆ
う
べ
」
に

な
る
と
細
切
れ
の
時
間
の
中
に
も
、
美
し
い
も
の
を
発
見

す
る
こ
と
は
可
能
だ
と
気
付
く
の
だ
。「
か
る
が
る
と
過

ぎ
て
ゆ
く
／
時
の
貧
し
さ
を
糸
に
通
す
」
と
は
、
時
間
が

過
ぎ
去
っ
て
い
く
け
れ
ど
も
、
そ
の
時
間
を
つ
な
ぎ
と
め

る
こ
と
が
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
を
発
し
て

い
る
。「
時
の
貧
し
さ
」
を
「
ゆ
う
べ
」
に
痛
感
す
る
か

ら
こ
そ
、
そ
の
「
時
の
貧
し
さ
を
糸
に
通
す
」
こ
と
は
出

来
な
い
だ
ろ
う
か
と
田
中
さ
ん
は
熱
烈
に
願
う
の
だ
。
こ

の
詩
「
ゆ
う
べ
」
は
そ
の
意
味
で
田
中
さ
ん
の
詩
論
で
あ

り
な
が
ら
、
生
き
る
哲
学
の
よ
う
な
も
の
を
語
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
詩
と
は
田
中
さ
ん
に
と
っ
て
「
私
の
夢

の
ビ
ー
ズ
玉
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
数
多
の
美
し
い
時
間

が
結
晶
し
宿
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

の
こ
の
詩
は
取
り
戻
し
て
く
れ
る
。
何
か
ゆ
う
ぐ
れ
の
懐

か
し
い
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
聞
い
て
生
き
る
力
を
取
り
戻
さ
せ

て
く
れ
る
詩
篇
だ
と
私
は
感
じ
た
の
だ
っ
た
。
田
中
さ
ん

は
過
去
の
時
間
を
過
去
の
思
い
出
に
閉
じ
込
め
な
い
で
今

に
生
か
し
、
さ
ら
に
未
来
に
投
げ
か
け
る
よ
う
な
重
層
的

な
時
間
感
覚
を
生
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ

か
ら
こ
そ
こ
の
「
ゆ
う
ぐ
れ
」
の
よ
う
な
詩
が
生
ま
れ
た

の
だ
ろ
う
。

　　
　

２

　

第
二
詩
集
『
形
の
ま
ま
』
に
は
、
一
九
九
四
年
に
刊
行

さ
れ
た
が
、
そ
の
中
に
「
ゆ
う
べ
」
と
い
う
詩
が
あ
る
。

こ
の
詩
に
も
一
日
の
時
間
を
ど
の
よ
う
に
生
き
る
か
と
い

う
問
い
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　

ゆ
う
べ

　

一
日
が
こ
ま
ぎ
れ
に
な
る

　

こ
ま
ぎ
れ
を
糸
に
通
す

　

幼
い
日
の

　

ガ
ラ
ス
の
丸
い
ビ
ー
ズ
玉

　

丸
い
の
や　

ひ
ら
た
い
の

　

色
と
り
ど
り
の

　

透
明
な
も
の　

不
透
明
な
も
の

　

手
も
と
に
寄
せ
て
つ
ま
み
あ
げ
る

　

か
る
が
る
と
過
ぎ
て
ゆ
く

　

時
の
貧
し
さ
を
糸
に
通
す

　

窓
に
夕
ぐ
れ
を
見
て
も

　

街
路
灯
が
と
も
る
の
で

　

夜
は
明
る
く
な
る
ば
か
り
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へ
の
巡
礼
の
旅
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
は
触
れ
ず

に
、
寺
と
境
内
全
体
の
佇
ま
い
の
中
に
、
仏
の
命
の
よ
う

な
も
の
を
感
ず
る
旅
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
技
芸
天

は
、
伎
芸
天
と
も
記
さ
れ
る
が
、
東
洋
の
ミ
ュ
ー
ズ
と
も

称
さ
れ
る
優
し
い
顔
を
し
た
天
女
像
だ
。
八
世
紀
に
作
ら

れ
た
が
、
十
三
世
紀
に
身
体
が
消
失
し
、
今
の
身
体
は
後

世
に
作
ら
れ
た
と
い
う
。
技
芸
に
通
じ
た
天
女
像
な
の
で

流
麗
な
姿
を
し
て
多
く
の
人
び
と
を
魅
了
し
て
き
た
。
田

中
さ
ん
は
特
に
こ
の
技
天
像
が
あ
る
秋
篠
寺
の
寺
院
に
憧

れ
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
場
所
に
永
遠
を
感
じ

て
、「
私
は
こ
の
世
の
旅
人　

や
が
て
去
る
」
と
い
う
人

間
の
宿
命
を
淡
々
と
語
る
と
こ
ろ
に
と
て
も
感
銘
を
受
け

る
。
一
人
で
古
代
の
寺
の
時
間
を
さ
か
の
ぼ
り
、
修
羅
の

時
間
を
潜
り
抜
け
て
き
た
仏
像
や
天
女
像
と
対
峙
す
る
時

間
を
田
中
さ
ん
は
、
大
切
に
し
て
生
き
て
こ
ら
れ
た
の
だ

ろ
う
。
そ
の
修
羅
と
永
遠
の
時
間
を
受
け
止
め
た
成
果
が

こ
の
詩
集
『
奈
良
の
寺
』
だ
っ
た
。

　
　

４

　

二
〇
〇
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
第
四
詩
集
『
空
を
見
上
げ

て
』
に
は
、
樹
木
や
花
々
の
詩
が
多
く
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
植
物
を
通
し
て
命
を
深
く
見
詰
め
て
い
る
。
詩

集
の
最
後
の
方
に
夫
を
看
取
っ
た
詩
「
告
別
」
が
あ
る
。

　
　

告
　
別

　　

あ
な
た
の
血
液
か
ら
酸
素
が
消
え
て
い
く

　

温
み
の
な
く
な
っ
て
い
く
手
を
握
り
し
め　

私
は

　

こ
の
刻
と
抑
え
よ
う
も
な
く

　

ま
っ
白
い
闇
の
中
に
い
た

　
　
　

昨
夜
お
お
ぜ
い
の
白
衣
の
童
子
が

　
　
　

あ
な
た
の
ベ
ッ
ド
の
下
に
入
り

　
　
　

ベ
ッ
ド
を
運
び
は
じ
め
た

　
　

３

　

第
三
詩
集
『
奈
良
の
寺
』
は
一
九
九
七
年
に
刊
行
さ
れ

て
、
奈
良
の
十
五
の
寺
を
詩
と
写
真
か
ら
成
り
立
っ
て
い

る
。
そ
の
中
で
も
詩
「
秋
篠
寺
」
が
特
に
心
に
刻
ま
れ
る
。

　
　

秋
篠
寺

　

技
芸
天
は
お
顔
を
少
し
か
し
げ

　

し
ず
か
な
お
姿
で
立
っ
て
居
ら
れ
た

　

腰
に
結
ば
れ
た
紐
は

　

長
い
裳
裾
を
た
く
し
あ
げ

　

か
た
ち
の
よ
い
お
腰
の
線
は
生
身
の
女
性
の
よ
う
に
あ     

　
　

で
や
か
で
あ
る

　

明
り
取
り
の
小
窓
か
ら
射
し
込
む
う
す
い
光
線
と

　

お
前
に
ゆ
ら
ぐ
蠟
燭
が

　

後
の
壁
に
影
を
与
え

　

し
な
や
か
な
お
指
と
後
姿
が
絵
の
よ
う
に

　

浮
か
び
あ
が
る

　

い
つ
ま
で
も
離
れ
難
い

　　

御
本
尊
薬
師
如
来　

日
光　

月
光
両
菩
薩

　

梵
天　

地
蔵
菩
薩
な
ど

　

御
身
に
幾
た
び
の
災
禍
を
受
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う

　

無
常
も
常
の
人
と
変
り
な
い

　

修
羅
の
現
世
を
今
こ
こ
に
居
ら
れ
る

　

ひ
と
と
き
本
堂
の
沈
ん
だ
空
気
の
中
に
い
る

　

私
は
こ
の
世
の
旅
人　

や
が
て
去
る

　

広
く
白
い
お
庭

　

こ
ん
も
り
と
葉
を
茂
ら
せ
た
菩
提
樹
が

　

鈴
の
よ
う
な
青
い
実
を
つ
け
て
い
た

　

田
中
さ
ん
の
奈
良
の
寺
巡
り
は
、
き
っ
と
亡
き
人
た
ち
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園
を
散
歩
し
た
。
入
口
の
左
手
に
は
田
中
源
の
銅
像
が

立
っ
て
い
る
。
多
様
な
樹
木
の
並
木
を
抜
け
る
と
ジ
ャ
ン

ボ
ス
ラ
イ
ダ
ー
と
い
う
山
の
よ
う
な
滑
り
台
が
あ
り
、
ま

た
子
供
が
水
遊
び
で
き
る
大
き
な
噴
水
も
あ
り
、
た
く
さ

ん
の
若
い
母
と
子
が
キ
ャ
ー
キ
ャ
ー
と
い
い
な
が
ら
遊
ん

で
い
る
憩
い
の
場
に
な
っ
て
い
る
。
き
っ
と
一
年
中
、
小

さ
な
子
供
た
ち
の
笑
い
声
や
歓
声
は
絶
え
る
こ
と
な
く
、

こ
の
場
所
は
子
供
た
ち
を
逞
し
く
育
て
て
き
た
こ
と
が
分

か
っ
た
。
奥
に
は
自
然
動
物
公
園
も
無
料
で
解
放
さ
れ
て

い
て
、
ペ
ン
ギ
ン
、
サ
ル
、
オ
タ
リ
ア
な
ど
多
数
の
動
物

が
お
り
、
ヤ
ギ
や
羊
や
ウ
サ
ギ
な
ど
と
の
「
ふ
れ
あ
い

コ
ー
ナ
ー
」
な
ど
も
あ
っ
た
。
月
見
台
の
あ
る
数
奇
屋
作

り
の
日
本
庭
園
の
源
心
庵
も
あ
り
、
区
の
公
式
行
事
で
海

外
か
ら
の
来
賓
者
達
の
た
め
に
国
際
交
流
に
も
活
用
さ
れ

て
い
る
そ
う
だ
。
ま
た
し
だ
れ
桜
を
初
め
と
す
る
多
様
な

樹
木
も
植
え
ら
れ
て
い
て
、
シ
ル
バ
ー
人
材
た
ち
が
植
栽

の
手
入
れ
を
し
て
い
た
し
釣
堀
な
ど
も
あ
っ
た
。
そ
ん
な

自
然
テ
ー
マ
パ
ー
ク
の
よ
う
な
ス
ケ
ー
ル
に
私
は
驚
か
さ

れ
た
。
戦
後
に
な
っ
て
父
の
土
地
は
農
地
解
放
で
多
く
は

無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
そ
う
だ
が
、
残
さ
れ
た
土
地
で
養

鶏
場
を
始
め
、
後
に
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
な
ど
を
経
営
し

て
戦
後
の
激
動
期
を
乗
り
切
っ
て
い
っ
た
そ
う
だ
。
夫
も

政
治
家
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
江
戸
川
区
の
地
域
の
た

め
に
尽
く
さ
れ
た
そ
う
だ
。
そ
ん
な
苦
楽
を
共
に
し
た
夫

の
手
を
握
り
な
が
ら
、
夫
の
魂
が
地
上
か
ら
離
れ
て
い
く

の
を
田
中
さ
ん
は
書
き
残
し
た
の
だ
っ
た
。
田
中
さ
ん
は

行
船
公
園
の
傍
ら
に
暮
ら
し
、
父
や
夫
の
魂
と
共
に
日
々

を
生
き
て
お
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。

　
　

５

　

新
詩
集
『
吉
野
夕
景
』
は
二
十
五
篇
の
詩
篇
か
ら
成
り

立
っ
て
い
る
。
一
章
「
吉
野
夕
景
」
の
十
四
篇
は
吉
野
の

詩
三
篇
の
他
に
、
季
節
感
の
あ
る
植
物
に
因
ん
だ
詩
篇
や

亡
き
夫
を
偲
ん
だ
詩
篇
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
二
章
「
小

　
　
　

ゆ
る
ゆ
る
と　

け
ぶ
る
よ
う
な
薄
明
り
中
を

　
　
　

遠
ざ
か
っ
て
行
く

　
　
　

追
い
か
け
よ
う
も
な
い

　
　
　

透
明
な
壁
は
私
の
前
に
立
ち
ふ
さ
が
り

　
　
　

身
動
き
も
出
来
な
か
っ
た

　
　
　

と
お
く
と
お
く　

く
ゆ
り
ゆ
く

　
　
　

と
お
ざ
か
る

　
　
　

見
え
な
い
山
河

　
　
　

果
て
し
な
く
つ
づ
く
星
座
の
中

　

さ
よ
う
な
ら

　

あ
な
た
は
も
う
帰
っ
て
来
な
い

　

帰
っ
て
来
な
い

　

こ
の
「
告
別
」
と
い
う
詩
を
読
む
と
、
田
中
さ
ん
は
と

て
も
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
り
、
死
が
血
液
か
ら
酸
素
が
無
く

な
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
冷
静
に
記
し
て
い
る
。
最
愛
の

人
で
あ
り
半
世
紀
も
の
人
生
の
同
士
で
あ
っ
た
夫
の
旅
立

ち
を
、
最
後
ま
で
魂
は
寄
り
添
い
な
が
ら
も
、
見
送
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
残
さ
れ
た
者
の
宿
命
を
記
し
て
い
る
。

寄
り
添
っ
た
夫
婦
の
一
体
に
な
っ
た
魂
が
引
き
ち
ぎ
ら
れ

て
い
く
よ
う
な
痛
み
を
私
は
感
じ
た
。
激
情
を
抑
え
て

淡
々
と
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
田
中
さ
ん
の
別
れ
の
想
い
が

よ
り
伝
わ
っ
て
き
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
た
。

　

田
中
さ
ん
の
生
ま
れ
は
茨
城
県
の
潮
来
だ
っ
た
が
、
江

戸
川
区
葛
西
の
本
家
で
あ
る
田
中
家
に
嫁
ぎ
、
父
と
な
っ

た
田
中
源
は
政
治
家
で
あ
り
実
業
家
で
あ
り
な
が
ら
戦
前

か
ら
地
域
住
民
の
福
祉
や
環
境
の
こ
と
を
考
え
て
私
財
を

な
げ
う
っ
て
、
地
域
た
め
に
尽
力
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。

田
中
さ
ん
の
家
の
近
く
に
一
万
坪
の
行
船
公
園
が
あ
る
が
、

こ
の
公
園
の
敷
地
は
田
中
源
が
昭
和
八
年
に
寄
付
し
た
も

の
だ
。
田
中
さ
ん
の
家
で
詩
集
の
打
ち
合
わ
せ
の
た
め
に

出
か
け
た
時
に
、
三
十
分
ほ
ど
早
か
っ
た
の
で
、
行
船
公
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「
歌
書
よ
り
も
軍
書
に
か
な
し
吉
野
山
」

如
意
輪
寺
の
宝
物
殿
に
は

後
醍
醐
天
皇
ゆ
か
り
の
品

楠
木
正
成
の
帯た
い
と
う刀
や
兜
か
ぶ
と
な
ど
が
あ
る

二
十
三
才
の
楠
正
行
が
死
を
覚
悟
で
臨
む

四し
じ
よ
う
な
わ
て

條
畷
の
戦
い

辞
世
の
歌
と
弟
正
時　

一
族
郎
党
一
四
三
人
の
名
を

如
意
輪
堂
の
板
壁
に
矢
尻
で
書
い
た
と
い
う

宝
物
殿
に
あ
る
そ
の
扉
は
是
非
見
た
か
っ
た

　

か
え
ら
じ
と
か
ね
て
お
も
へ
ば
梓
弓

　
　
　
　

な
き
数
に
入
る
名
を
ぞ
と
ど
む
る

髪
を
切
り
如
意
輪
寺
の
佛
前
に
供
え
祈
念
し
た
正
行

父
の
遺
訓
と
朝
敵
を
討
つ
大
義
名
分
を
守
っ
た
か

決
死
の
覚
悟
で
一
家
一
族
と
若
さ
を
犠
牲
に
し
た

胸
に
迫
る
哀
し
み

私
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
特
攻
の
人
達
を
思
っ
た

四
條
畷
の
夕
陽
が
あ
か
あ
か
と

天
に
燃
え
て
い
た
。

さ
な
窓
」
に
は
十
一
篇
の
詩
が
収
録
さ
れ
て
、
田
中
さ
ん

の
暮
ら
し
を
「
小
さ
な
窓
」
か
ら
の
視
線
で
眺
め
な
が

ら
、
そ
の
視
線
が
い
つ
の
ま
に
か
詩
的
な
も
の
に
転
化
さ

れ
て
い
き
、
社
会
や
世
界
を
切
り
取
る
詩
篇
に
な
っ
て
い

る
。
一
章
の
冒
頭
の
「
吉
野
夕
景
」
に
は
、
一
目
千
本
と

い
わ
れ
る
シ
ロ
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
を
眺
め
て
そ
の
山
桜
の
霊
に

ひ
た
っ
て
い
く
。
す
る
と
古
代
の
皇
子
や
天
皇
や
武
者
た

ち
の
存
在
を
想
起
し
て
し
ま
う
田
中
さ
ん
の
意
識
の
流
れ

が
記
さ
れ
て
い
る
。
山
桜
と
夕
暮
れ
が
田
中
さ
ん
の
深
層

を
刺
激
し
て
古
代
の
人
物
た
ち
を
呼
び
寄
せ
る
の
だ
ろ
う
。

詩
「
吉
野
旅
情
」
に
は
、
嵯
峨
信
之
さ
ん
や
詩
の
仲
間
と

共
に
過
ご
し
た
吉
野
で
の
花
見
に
つ
い
て
回
想
し
、
多
く

の
詩
人
た
ち
と
山
桜
を
愛
で
、
西
行
庵
ま
で
い
き
亡
き
人

た
ち
を
偲
ん
で
い
る
。
ま
た
詩
「
梓
弓
」
で
は
、
如
意
輪

堂
に
眠
る
楠
正
成
の
こ
と
を
偲
ぶ
と
、
な
ぜ
か
戦
争
中
の

特
攻
兵
士
の
こ
と
が
深
層
で
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
不
可
思

議
さ
を
記
し
て
い
る
。
最
後
に
詩
「
梓
弓
」
を
引
用
し
て

こ
の
小
論
を
終
え
た
い
。
吉
野
の
桜
、
古
代
の
寺
院
に
心

惹
か
れ
る
方
、
ま
た
、
愛
す
る
人
を
鎮
魂
し
な
が
ら
生
き

て
お
ら
れ
る
多
く
の
人
び
と
に
も
読
ん
で
欲
し
い
と
願
っ

て
い
る
。

　
　

梓
　
弓

桜
並
木
の
道
を
歩
き

少
し
疲
れ
た
こ
ろ

美
し
い
樹
木
に
囲
ま
れ
た
如
意
輪
寺
に
着
い
た

後
醍
醐
天
皇
の
勅
願
寺
で
近
く
に
天
皇
の
御
陵
が
あ

　

る
御
陵
は
都
の
あ
る
北
を
向
い
て
い
る

よ
ほ
ど
の
怨
念
が
あ
っ
て
の
こ
と
と
伝
え
ら
れ
る

朝
廷
と
足
利
幕
府
と
諸
国
武
士

う
ず
巻
く
南
北
朝
の
歴
史
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
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