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釣
燈
籠
は
屋
内
ま
た
は
軒
端
な
ど
に
釣
る
も
の
で
、
神
仏
に
対
す
る
献
燈
具
、
あ
る
い
は
建
物
に
付
属
す
る
照
明
の
器
具
で
あ
る
。
歴
史
的
に
も
美
術
工
芸
的
に
も
研

究
す

べ
き
面
が
多

々
あ
る
の
で
あ
る
が
、
従
来
釣
燈
籠
に

つ
い
て
通
説
し
た
も

の
が
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
。
金
燈
籠
や
釣
燈
籠
に
関
し
て
は
、
故
香
取
秀
真
氏

(
昭
和

二

九
没
)
の
研
究
業
績
が
著
し
く
、
釣
燈
籠
関
係
に
つ
い
て
は

『
金
工
史
談
』

(
昭
和

一
六

・
一
二
)
に
収
録
さ
れ
た

「
釣
燈
籠
と
燭
台
」
と
、
第

八
回
東
京
鋳
金
会
展
観

の
際
に
作
成
さ
れ
た

『
日
本
金
燈
籠
年
表
』

(大
正
五

・
三
)
が
あ
る
。
奈
良
在
住

の
金
石
史
家
故
高
田
十
郎
氏
が
、
春
日
大
社
に
現
存
す
る
千
基
に
近
い
釣
燈
籠
を
調

査
し
、

「
奈
良
春
日
神
社
の
釣
燈
籠

の
銘
文

一
～

一
二
」

(
な
ら
第

一
九
～
四
七
、
大
正

一
二

・
八
～
昭
和
二

・
一
二
)

に
ま
と
め
ら
れ
た
努
力
は
記
憶
さ
る
べ
き
で
あ

る
。
ま
た
金
工
史
専
門
の
前
田
泰
次
氏
の

「
釣
燈
籠
及
び
雪
見
燈
籠
雑
考
」

(
画
説
四
、
昭
和

一
二

・
四
)
の
如
き
論
考
が
あ
る
。
し
か
し
釣
燈
籠
の
歴
史
を
ま
と
め
て

書

い
た
も

の
が
な
い
。
も

っ
と
も
社
団
法
人
照
明
学
会

の

『
日
本
古
灯
器
大
観
』

(
昭
和
六

・
三
)
に
は
、
か
な
り
の
数

の
釣
燈
籠
が
採
録
さ
れ
、
写
真
と
解
説
は
あ
る

が
、
歴
史
を
通
説
す
る
本
文
が
な
い
。

た
ま
た
ま
筆
者
は
近
年

『
燈
籠
』

(
昭
和
四
八

・
二
)
の
書
中

に
、
石
燈
籠

・
金
燈
籠

・
釣
燈
籠
全
体
に
わ
た
る
記
述
を
行
な

っ
た
が
、
こ
の
書
が
大
形
の
豪
華
本

で

あ
り
、
限
定
出
版
で
あ

っ
た
た
め
、
多
く

の
方
々
に
読
ん
で
頂
く
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
の
で
、
こ
こ
に
改
め
て
釣
燈
籠
だ
け
に
目
標
を
し
ぼ

っ
て
記
述
し
、
大
方
の
御

教
示
を
乞

い
た
い
と
思
う
。

112一



釣
燈
籠

の
資
料
に
つ
い
て
は
、
年
来
心
が
け
て
集
め
て
来
た
。
し
か
し
最
近
の
市
町
村
史

刊
行

の
盛
ん
な

こ
と
に

つ
れ
て
、
金
石
文
資
料
と
し
て
釣
燈
籠
も
各
地
で
注

目
さ
れ
採
録
さ
れ
て
来
た
に
ち
が
い
な
い
が
、
筆
者

の
目
の
届
か
ぬ
所
が
多

々
あ
ろ
う
と
思
う
。

こ
こ
に
特
筆
す
べ
き
は
、

最
近
に
至

っ
て
、

従
前
学
界
未
知

の
鎌
倉
時
代
在
銘
の
釣
燈
籠
が
、

京
都
国
立
博
物
館
に
寄
贈
さ
れ
、

は
じ
め
て
公
開
さ
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
そ
う
し
た

こ
と
も
あ

っ
て
、
こ
の
小
文
は
前
稿
以
後
の
知
見
を
加
え
て
、
釣
燈
籠
に

つ
い
て
通
説
し
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二

形

式

と

種

類
、

釣
燈
籠
の
材
料
と
し
て
は
、
木

・
銅

・
鉄
が
普
通
で
あ
る
。
木
製
の
釣
燈
籠
は
古
く
は
多
く
作
ら
れ
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
保
存

に
適
さ
ぬ
た
め
か
占
遺
品
は
春
日
大
社

に
存
す
る
二
点

の
み
で
あ
る
。

か
ざ
り

最
も
多

い
の
は
銅
製
釣

燈
籠

で
あ

る
。
鉄

や
銅

の
釣
燈

籠

に
は
、
鋳

造

の
も

の

の
ほ
か
に

、
板

金

で
作

ら

れ
た
も

の
が
あ

る
、

こ
と
に
近
世

で
は
、

い
わ

ゆ
る
餅

金
具

な

ど
を

作
る
錺

師

に
よ

っ
て
作

ら

れ
た
銅
板

金
細

工

の
も

の

が
多

く

な
り
、
鋳

造
も

の
と
は

ち
が

っ
た

発
達

を
と
げ

た
も

の
が
あ

る
。

釣

燈
籠

の
形

式
と

し

て
は
、

一
番

下

に
台

が
あ

り
、

こ

の
上
に
火
袋

を

の
せ
、

つ
い

つ
り

か
ん
だ

い

で
笠

を
作
り
、

頂

上
に
釣

環
台

を
置
き
、

こ
れ

に
釣

環
を

通

す
。
釣

燈
籠

は
釣
り

下
げ

る
使
用

法

の
た

め
に
、
全

部
を

一
時

に
鋳

上
げ

る

縣
ま
る

吹

き
L

に
す

る
か
、
鋲

な
ど

名籠釣

げ

る
も

の
で
あ

っ
て
も
、

形

の
上
か
ら

は
脚

の
あ

る
方

が

整

う
。

図

ね
こ
あ
し

は
つ
そ
う
あ
し

が
、
多
く
は
小
さ
い
猫
脚

で
あ
る
。
板
金
製

の
は
こ
れ
に
反
し
て
八
双
脚
の
よ
う
に
派

手
な
形
が

一
般
的
で
あ
る
。
扉
に
打

つ
八
双
金
具
の
系
統

の
形
で
、

そ
の
面
に
は
唐
草

釣

燈

考

籠
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釣

燈

籠

考

な
な

ご

文
様

や
魚
子

(小
さ
い
粒
を
敷
き

つ
め
た
も
の
)
を
蒔
い
た
も
の
と
、
無
地
の
と
が
あ
る
。

火
袋

内
部
に
燈
火
を
入
れ
る
た
め
、

側
面
の
中
区

一
面
ま
た
は

二
面
を

扉
と
し
て

開
閉
で
き
る
よ
う
に
す

る
・
扉
偽
蠣
豫
6
柱
に
と
り
つ
け
、
戸
じ
ま
り

の
た
め
に
掛
金
が

つ
け
て
あ
る
。
扉
を
ふ
く
め
て
中
区
各
面
に
は

透
し
の
文
様
を
作
る
。
各
面
同
じ
文
様

に
す
る
も

の
、

一
面
つ

つ
文
様
を
か
え
る
も
の
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
の
手
法

こ
う

ざ

ま

が
見
ら
れ
る
。
ま
た
火
袋
の
下
区
は
格
狭
間
な
ど
を
彫

っ
て
飾
り
、
上
区
は
文
様
を
透
し
彫
り
に
し
、
火
袋
に
は

た
ま

皿
状
の
油
溜
り
を
作
る
。

金
燈
籠
で
は
、
火
袋
の
中

区
に
白
紙
を
内
部
に
は
り
、
燈
火
を
入
れ
た
時
に
文
様
は
影
画
に
な

っ
て
、
石
燈
籠

の
火
袋
と
は
く
ら
べ
も
の
に
な
ら
ぬ
面
白
さ
が
あ
る
。

透
し
彫
り
に
は
文
様
の
形
を
残
し
て
空
間
を
透
す
切
り
透
し
と
、
そ
れ
と
は
反
対
に
文
様
自
体
を
透
し
て
空
間

を
残
す
も
の
と
が
あ
る
。
陽
の
透
し

・
陰
の
透
し
と
い

っ
て
も
よ
い
。

な
お
釣
燈
籠
で
年
月
や
願
主
名
な
ど
の
銘
文
を
火
袋

の
柱
に
陰
刻
す
る
も

の
が
あ
る
と
同
時
に
、
中
区
に
文
字

を
透
し
彫
り
に
し
た
の
も
あ
る
。
こ
れ
に
も
陽
透
し
と
陰
透
し
と
が
あ
る
。
京
都
北
村
謹
次
郎
氏
所
蔵
の
桃
山
時

代
慶
長
三
年

(
一
五
九
八
)

鉄
製
釣
燈
籠
の
陰
透
し
の
銘
文
を
、

燈
火
を
入
れ
て
透
し
て
見
た
写
真

(第
二
図
)

を
掲
げ
て
お
く
。
釣
燈
籠
独
特

の
興
趣
が
感
じ
ら
れ
る
。

透
し
彫
り

の
場
合
、
文
様
や
文
字
が
は
ず
れ
な
い
よ
う
に

「
つ
り
」
を
た
く
さ
ん
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
文
様

自
体
が
連
続
し
て

「
つ
り
」

の
用
を
果
す
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
文
字
は
そ
う

い
う
ぐ
あ
い
に
は
い
か
ぬ
。

の
は
、
そ
こ
を

「
つ
り
」
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

笠

釣
燈
籠

に
限
ら
ず
金
燈
籠

一
般
の
笠
に
つ
け
ら
れ
る
蕨
手
は
、

第

、
.図

釣
燈

籠
の
透
彫
銘
文

雛1

難灘

難
雛 嚢

㌻
誘劇

藁懸
・、

霧驚

客
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こ
の
写
真
で
見
る
文
字
の
線
が
あ
ち
ら

こ
ち
ら
切
れ
て
い
る

軒
か

ら
長
く

の
ば

し
た
形

の
も

の

を
打
ち

つ
け

て
あ
り
、
石

燈
籠

の
よ
う

に
き

ゅ
う
く

つ
な
形
で

は

な

い
。
早
蕨

の
先
端

の
曲

っ
た
形
に
似

て

い
る

の
で
蕨

手
と

い
う

の
で
あ

る
。
む

ろ
ん
蕨
手
も
何
も

つ
け
な

い
笠
も
あ

る
。

笠

の
周
縁
を
六
角

形
そ

の
他

に
切
り

は
な
し
た
だ

け
の

と
、
繰

形
か
ら
成

る
花
形

に
切
り

こ
ん
だ

も

の
が
あ

る
。

板
金
細

に
の
釣
燈
籠

で
は
、

こ
の
周
縁

の
花

形
を
上
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へ
反
ら

し
て
吹
き
返

し

に
作

る

の
が
普
通

で
あ

る
。
あ

た
か
も
台

ド

の
派
手

な
八

双
脚

に
対
応
す

る

よ

う
に

な

っ
て

い
る
。

吹
き
返

し

の
花

形

の
外
面

に
は
文

様

を
打

ち

出

し

た
も

の
も
、
無

地

の
も

の
も
あ

る
。

釣

燈
籠

で
は
火
袋

が
比
較

的
小
さ

い
の

で
、
燈

火

の
熱

を
発
散

さ
せ

る
必

要
が
あ

り
、

そ
の
た
め

に

笠
に

は
燗
抜

き

の
孔
が

い
く

つ
か
作

ら
れ

る
。

蓮
弁

の

一
片

を
散

ら
し

た
形

の
散
蓮
華

や
、

ハ
ー

ト
形

を
し
た
猪

の
目

が
多

く
用

い
ら
れ
、

そ
れ
ら

の
形
を
陰
透

し

に
す

る
。
実
用

に
加

え
て
笠

の
装

飾
文
様

と
な

っ
て

い
る
。

鋸
警

.
笠
の
頂
走

作
り
つ
け
て
・
装
飾
に
兼

ね
て
釣
環
を
通
す
台
の
役
目
を
す
る
・
多
く
は
宝
珠
形
で
あ
る
が
、
他
の
形
の
も
の
も
あ
る
。
た
と
え
ば
立
方
体
の
八

隅
を
切
り
落
し
た

「
切
り
子
」
な
ど
が
見
ら
れ
る
。
置
燈
籠
も
釣
燈
籠
の
系
統

で
、
釣
環
が
な
い
わ
け
で
あ
る
。

釣
燈
籠
の
部
分

の
名
称
な
ど
に
つ
い
て
は
以
上
で
終
り
、
次
に
は
釣
燈
籠

の
種
類
を
見
て
み
よ
う
。

普

通

形

台
か
ら
釣
環
台
ま
で
を
備
え
た
も
の
で
、
平
面
の
形
に
よ
り
四
角

・
六
角

・
八
角

・
円
な
ど
に
分
類
す
る
。
各

部
分
の
平
面
の
形
が
統

一
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
相
当
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
に
は
火
袋
と
笠
、
火
袋
と
台
と
い

り
、
笠
は
円
形
と

い

っ
た
場
合
に
は
、
六
角
型
に
分
類
す
る
。

騨

四
角
型

糠

殿
の
釣
燈
籠
と
称
す
る
形
式
が
袋

的
の
も
の
で
あ
る
・
鉄
板
製
で
方
形
の
笠
を
渠

火
袋

轍

は
四
方
に
木
瓜
型

の
窓
を
あ
け
、
腰
張
り
の
所
に
も
横
長
の
木
瓜
型
を
透
か
す
。
四
隅

の
柱
の
延
長
が
下
方
で
ひ

図

現
在

の
京
都
御
所
清
涼
殿
に
も
用

い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
木
瓜
型
や
脚
の
ひ
ろ
が
り
の
形
か
ら
見
る
と
平
安

時
代
風
で
な
く
、
近
世
の
形
式
と
思
わ
れ
る
。
京
都
の
平
安
博
物
館
に
は
清
涼
殿
の

一
部
分
を
実
物
大
に
復
原
し

て
あ
る
が
、

そ
の
軒
先
に
は

平
安
時
代
風
に
復
原
し
た

釣
燈
籠
が

一
つ
あ
る
。

但
し
木
製
で
鉄
色
に
塗

っ
て
あ

る
。
窓
を
古
風
な
四
葉
の
花
形
に
し
、
脚

の
開
き
も
少
い
所
な
ど
考
え
ら
れ
た
点
で
あ
ろ
う
。

(第
三
図
)

『春
日
権
現
霊
験
記
絵
巻
」
第
十
巻
に
、
春
日
大
社
々
殿
向
拝
の
軒
先
に
、
布

で
作

っ
た
綱

で
釣

っ
た
四
角
型

釣

燈

籠

考
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釣

燈

籠

考

(第
四
図
右
)
が
見
ら
れ
る
。

板
金
製
で
、

笠
に
は
蕨
手
が
つ
け
て
あ
る
。

こ
の
絵
巻
は
延
慶

二
年

(
=
二
〇
九
)

の
製
作

で
、
当
時

こ
の
よ
う
な
四
角
型
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
春

日
大
社
に
は
江
戸
時
代
天
保

三
年

(
一
八
三
二
)
に
造
立

姐

繋

甥
藩

難

藻

羅

b
鎌

髪

難

纏

文
汕剛記
の清
涼殿燈籠
と同

漏

晦

灘

驚

饗

姐蓑
蟹

轄
嫉
　咽
欝

蟻
糠

鑑
響

灘
議
叢
撫

欝

灘

は
欄
間
と
し
て
透
し
文
様
が
作
ら
れ
、
下
区
に
も
透
し
が
あ
る
。

こ
の
下
区
に
透
し
を
作
る
こ
と
は
、
前
記
清
涼
殿
の
も
の

に
あ
る
が
、

こ
の
手
法
の
古

い
こ
と
が
わ
か
る
。

第
五
図

旧
鎮
尾
寺
鉄
釣
燈
籠

現
実
の
遺
品
と
し

て
は
、
鎌
倉

・
南
北
朝

・
室
町
時
代
に
か
け
て
、
鍛
造
の
板
金
製
や
鋳
造
の
六

角
型
の
す
ぐ
れ
た
も

の
が
あ
り
、
近
世
の
社
寺
釣
燈
籠
は
六
角
型
が
全
盛

で
あ

っ
た
。

八
角
型

釣
燈
籠

の
八
角
型
は
き
わ
め
て
少
い
。
室
町
後
期
大
永
六
年

(
一
五
二
六
)
の
大
津
市

葛
川
地
主
神
社
の
板
金
製
の
八
角
型
は
、
古

い
例
で
あ
る
。
ど
う
し
て
八
角
が
流
行
し
な
か

っ
た
か

を
考
え
て
み
る
と
、
六
角
に
比
べ
て
二
面
多

い
た
め
に
手
間
が
か
か
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
石
燈
籠

の

場
合
も
、
中
世
以
後
は
六
角
型
が
断
然
多
い
の
は
、
同
じ
理
由
と
思
わ
れ
る
。

円
型

鉄
製
の
簡
単
な
円
型
釣
燈
籠
は
、
古
く
か
ら
行
な
わ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
永
正
十
五

年

(
一
五

一
八
)
在
銘
の
京
都
北
村
謹
次
郎
氏
蔵
の
も
の
は
、
そ
の

一
例

で
あ
る

(第
五
図
)。
笠
と
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宝
珠
は
鋳
造
し
、
火
袋
は
鉄

の
板
金
を
鋲
止
め
に
し
て
構
造
し
、

台
と
簡
単
な
脚
を

つ
け

る
。

銘
文
に
よ
る
と
、

人
阪
府
槙
尾
寺

の
旧
物
で
、

献
燈
用

の
も

の
で
あ
る

が

、
気

の
利

い
た
も

の

で
あ
一る
。

異

形

近
世

に
鑑
賞

用
と

し

て
作

ら
れ

た
も

の
に
、
部

分
を
省

略
し

た
形
式

の
も

の
が
あ

る
。
今

ま

で
に
行

な

わ
れ

た
の
は
、

た

形

の
も
の

で
、
何
型

と
分

類
す

る
ほ
ど

で
も
な

い
が
、

一
応
名

を

つ
け

て
お

こ
う
。

球

形
火
袋

型

こ
の
よ
う

に
仮
称
す

る

。

「
天

正
十

一
年

、
与

治
良
作
」

の
陽
鋳
銘

の
あ

る
東

京

国

立
博

物
館
蔵

の

鉄

鋳

造

の
も

の
は
、
江

戸
時

代

の
作

で
あ

る
。
お

し

つ
ぶ

し

た
球

形

で
、
ヒ
宝

花
菱
文

を
四

方
に
陰

透

し

と
し
、
ド

に

脚

三

つ
を

つ
け
、

釣
環
台

は
簡
単

な

弧
状

で
あ
る
。

(第

二
〇
図
参
照

〉

愛
知

県
稲
沢

市
愛
甲

昇
寛

氏
所
蔵

の
鉄
鋳

造

の
釣

燈
籠

は
、

上
ド
に

長

い
球

形

で
、

七
宝

花
菱

文

を

く
ず

し
、

盃
と

瓢
を
と

り
合

わ

し

て
陰

透
し

と
す

る
。
脚

は
な
く
、

釣
環

台

を
竜

頭
と

し
た
と

こ
ろ

は
面
白

い
が
、

こ

の
よ
う
な
異

形

は
江

[
時
代

以
後

の
発

生
と
考

え
る

べ
き

で
あ
ろ
う

。

釣
燈
籠

の
歴
史

に

つ
い

て
は
、

改

め
て
後

に
記
述

す
る

が
、
社
寺

の
献

燈
用

の
も

の
と
、

住
宅

の
照

明

用

の
も

の
が

鮪

儲

詫

も
社
寺
用
の
も
の
が
k
流
で
あ

.
て

住
宅
用
の
も
の
睾

の
系
列
に
属
し
た
の
で
、
歴
史
は
単
純
で

前
記
の
絵
巻
物
で
見
る
と
、

一
間
社
の
社
殿
の
正
面
中
央

の
軒
先
に

一
基
を
釣
る
献
燈
と
、
鎌
倉
時
代
の

「
石
山
寺

縁
起
絵
巻
』
第
五
巻
に
見
る
石
山
寺
本
堂
外
陣
の
天
井
か
ら
綱

で
釣

っ
た
燈
籠

の
よ
う
に
、
い
く

つ
か
の
柱
間
に
釣

っ

て
、

堂
内
の
照
明

の
用
に
供
し
て
い
る
も
の
と
が
あ
る

へ第
六
図
)
。

住
宅
の
清
涼
殿
で
も
、

孫
庇
の
釣
燈
籠
は
柱
問

五

つ
に
圧
基
か
け
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
照
明
用
の
場
合
は
、
同

形
の
も
の
が
何
基
も
存
し
た
の
で
あ
る
が
、
社

・寺

へ
の
祈
願
の
た
め
の
奉
献
用
釣
燈
籠
は
、
占
い
時
代
に
は

一
基
単
位

で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
二
基

一
対
と
し
て

い
る
占

い
例
に
は
、
奈
良
東
大
寺
法
筆
堂

の
南
北
朝
時
代

の
も

の
が
あ

る
。
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三

釣

燈

籠

の

歴

史

釣
燈
籠
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
、
わ
が
国
に
現
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
燈
籠
全
体

の
歴
史
か
ら
い
う
と
、
石
燈
籠

で
は
奈
良
前
期
の
当
麻
寺
石
燈
籠
、
金
燈
籠
で
は
奈
良

後
期

の
東
大
寺
大
仏
殿
銅
燈
籠
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
全
然
問
題
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
後

の
も
の
で
あ
る
。
京
都
国
立
博
物
館
蔵
の
旧
美
濃
白
山
中
宮

の
鉄
釣
燈
籠
が
、
釣
燈

籠
在
銘
最
占

の
鎌
倉
末
期
元
応
元
年

(
=
一二

九
)
の
、
大
形
で
精
巧
な
遺
品
と
し

て
新
し
く
登
場
し
た
。
奈
良
春
日
大
社
蔵
の
木
造
瑠
璃
燈
籠
を
、
社
伝
で
は
宇
治
関

白
藤
原
頼
通
が
長
暦
二
年

(
一
〇
三
八
)

二
月
に
寄
進
し
た
も
の
と

い
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
が
、
そ
の
建
築

工
芸
的
な
細
部
様
式
を
点
検
す
る
と
、
現
在

の
も

の
は
そ

の
よ
う
に
占
く
は
考
え
ら
れ
な
い
。
鎌
倉
時
代
末
期

の
も
の
と
私
は
推
定
す
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
注
目
す

べ
き
古
遺
品
で
あ
る
。

前
に
釣
燈
籠
の
形
式
に
つ
い
て
述
べ
た
時
、
鎌
倉
時
代

の
絵
巻
物
に
石
山
寺
や
春
日
大
社
な
ど
の
堂
や
社
殿
に
釣
燈
籠

の
か
け
て
あ
る
状
況
が
描
か
れ
て
お
り
、
清
涼

殿
の
庇
に
釣
燈
籠
を
か
け
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
記
し
た
が
、
い
ず
れ
も
平
安
時
代
ま
で
に
し
か
さ
か

の
ぼ
れ
な
い
資
料

で
あ
る
。
社
殿
や
御
堂
、
住
宅
と
し
て
の
清
涼

殿
に
そ
の
使
用
が
知
ら
れ
る
が
、
も

っ
と
広
く
貴
族
の
住
宅
に
釣
燈
籠
が
行
な
わ
れ
た
の
か
ど
う
か
。
そ
う
し
た
資
料
が
ほ
と
ん
ど
求
め
ら
れ
な
い
。
私
の
今
の
研
究
段

階

で
は
、
釣
燈
籠
が
住
宅

一
般
に
用
い
ら
れ
た
と
す
る
証
拠
は
何
も
な
い
。
住
宅
の
照
明
は
室
内
に
燈
火
を
点
じ
た
こ
と
を
知
る
ば
か
り
で
、
庇
や
軒
に
釣
燈
籠
を
か
け

る
こ
と
は
、
清
涼
殿
の
よ
う
な
特
殊
な
宮
殿
に
お
い
て
の
み
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
形
は
後
世
の
風
を
加
え

て
い
る
と
し
て
も
、
近
世

の
住
宅
向
釣
燈
籠
が

清
涼
殿
型
と
い
わ
れ
る
も
の
の
他
に
な
い
の
は
、
そ
う
し
た
事
情

に
出
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
に
し
て
も
、
わ
が
清
涼
殿
や
社
寺

の
釣
燈
籠

の
起
原
は
日
本
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
朝
鮮
や
中
国
に
お
け
る
釣
燈
籠
に
つ
い
て
の
知
識
が
な
い
の
で
、
私
に
は
全

く
わ
か
ら
な
い
。
近
世
の
中
国
に
は
宮
燈
と
よ
ば
れ
る
釣
燈
籠
が
使
用
さ
れ
、
そ
の
源
流
は
古

い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
わ
が
国
の
釣
燈
籠
も
、
そ
の
は
じ
め
は
中
国

・
朝

鮮
か
ら
の
伝
来
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
今
後
の
追
究
が
必
要
で
あ
る
。

以
ド
、
平
安
時
代
後
期
以
降

の
釣
燈
籠
の
変
遷
を
、
重
要
遺
品
を
中
心
と
し
て
た
ど

っ
て
み
よ
う
。
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平
安
時
代
後
期
に
お
い
て
、
清
涼
殿
に
釣
燈
籠
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
、
平
安
後
期

の

『
雲
図
抄
』

(
群
書
類
従
巻
第
八
十
二
)

の
清
涼
殿
の
指
図

に
、

「
額
間
以
南

反
燈
楼
綱
」
と
注
記
さ
れ
る
も

の
が
あ
り
、

『
満
佐
須
計
装
束
抄
』

(群
書
類
従
巻
第
百
十
二
)
に
、

「
ひ
さ
し
の
の
き

(軒
)
の
と
う
ろ

(
燈
籠
)

の
つ
な

(綱
)
ひ



る

(
昼
)
は
か

へ
す

べ
し
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
、
庇

の
軒
に
綱
に
よ

っ
て
か
け
る
釣
燈
籠

が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
.
そ
れ
に
し
て
も
、

一
般
⊥
流
社
会

の
住

宅
に
関
す
る
記
録

や
文
献

に
、
釣
燈
籠

の
使
用
が
出
て
来

ぬ
の
は
不
思
議
で
あ
る
。
室
内

に
照
明
具
と
し
て
燈
台
を
用

い
る
の
が

一
般

の
風
で
、
釣
燈
籠
の
使
用
は
特
別

の
も

の
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
住
宅
向
き
の
釣
燈
籠
と
し
て
近
世

に
作
ら
れ
た
も
の
が
、
す

べ
て
清
涼
殿
型
と
い
う
も

の
の
系
列
の
四
角

型
ば
か
り

で
あ
る
の
は
、
占
代

の
住
宅
で
は
釣
燈
籠

の
使
用
が
広
く
行
な
わ
れ
た
も

の
で
は
な
い
こ
と
を
語
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
.

し
か
し
仏
堂
内

の
釣
燈
籠
は
平
安
後
期
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。

そ
の

一
例
と
し
て
平
信
範

の
日
記

『
兵
範
記
』
仁
平

三
年

(
一
一
五
三
)
三
月

一
日
に
見
え
る
能
寂
院

小
堂

の
も

の
を
記
し
て
お
く
。
京
都
紫
野
知
足
院
境
内
に
、
入
道
前
関
白
藤
原
忠
実
の
愛
妾
播
磨
局
が
建
立
し
た
小
堂
の
供
養
が
こ
の
日
行
な
わ
れ
た
が
、
仏
壇
上
に
三

組
の
本
尊
を
安
置
し
、
仏
前
に
燈
楼
三
つ
を
懸
け
て
燈
明
を
供
え
た
。
す
な
わ
ち
仏
壇
王

に
燈
台
を
立
て
な
い
で
、
仏
前

三
面
に
そ
れ
ぞ
れ
天
井
縁
に
栗
形
の
金
具
を
打

ち
、

こ
れ
に
釣
燈
籠

の
金
具
を
懸
け
た

の
で
あ
る
。
栗
形
と
い
う
の
は
四
葉
や
六
葉

の
よ
う
な
繰
り
形
金
具
を
天
井
縁
に
打

っ
た
も
の
と
思
う
。

前

に
述

べ
た
よ
う
に
鎌
倉
時
代

に
描
か
れ
た
絵
巻
物
に
は
、
仏
堂
や
社
殿
に
釣
燈
籠
を
懸
け
て
い
る
の
が
、

い
ろ
い
ろ
見
ら
れ
る
、
そ
れ
は
遡

っ
て
平
安
後
期

の
情
況

を
示
す
も
の
と
見
て
差
支
え
な
い
と
思
う
。

鎌
倉
時
代
も
末
期
に
な

っ
て
遺
品
の
存
在
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
昭

第
し
図

京
都
博
物
館
鉄
釣
燈
籠
と
銘
文

ρ同
館

「帥
々
の
美
術
」
よ
り
)

和
四
レ
九
年
f
月
十
日
か
ら
は
じ
ま

っ
た
京
都
国
立
博
物
館
の
特
別
展
覧

会

「
神

々
の
美
術
」
の
展
示
品
の
中
に
あ

っ
た
鉄
製
釣
燈
籠
は
、
我

々
を

驚
か
す
新
資
料
で
あ

っ
た
。
早
く
鈴
木
偬

一
郎
氏
が
入
手
さ
れ
て
い
た
の

を
昨
年
京
博

へ
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
、
今
ま
で
世
に
知
ら
れ
な
か

っ
た
の

で
あ
る
、
六
角
型
、
高
さ
六
七

セ
ン
チ
、
鉄
鍛
造
で
、
釣
燈
籠
と
し
て
は

巨
大
な
も

の
で
あ
る
。
台
に
は
小
さ
い
八
双
脚
を
付
け
、
上
端
に
は
擬
宝

珠
勾
欄
を
め
ぐ
ら
し
、
火
袋
で
は
両
開
扉
に
勇
壮
な
仁
モ
像
を
陽
透
し
と

し
、
ヒ
宝

つ
な
ぎ
文
、
花
菱
文
な
ど
を
各
所

に
透
し
、
種
子
の
梵
字
を
配

し
、
笠
で
は
周
縁
に
小
さ
い
吹
き
返
し
花
形
を
な
ら

べ
、
蕨
手
の
先
は
猪
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の
目
型
と
し
、
姻
抜
き
に
は
散
蓮
花
を
陰
透
し
と
す
る
。
釣
環
台

の
宝
珠
に
火
焔
状
を
美
し
く
付

け

る
。
全
体
に
安
定
し
た
姿
と
、
行
き
届

い
た
技
巧
を
示
す
優
品
で
あ
る
。
火
袋

一
面
の
下
区
に

「
白
山
中
宮
/
元
応
元
年
/
紀
六
月
日
/
尾
州
玉
井
/
大
工
貞
澄
」

と
銘
文
を
陽
透
し
に
す
る
。

(第
七
図
)

こ
の
白
山
中
宮
は
岐
阜
県
郡
上
郡
白
鳥
町
に
あ
る
白
山
長
瀧
寺

の
こ
と
で
あ
る
。
現

在
は
白
山
神
社
に
な

っ
て
い
る
。

『美
濃
国
長
瀧
資
料
』

(
昭
和
九

・
八
)
に
は
こ
の
釣
燈
籠

の

銘
文
を
、

「
長
瀧
寺
真
鏡
」
か
ら
引
い
て
載
せ
る
が
、
実
物
は
当
時
所
在
不
明
で
あ

っ
た
。

木
造
の
釣
燈
籠
遺
品
も
、
鎌
倉
末
期

に
は
じ
め
て
あ
ら
わ
れ
る
。
奈
良
春
日
大
社

の
瑠
璃
燈
寵

で
あ
る
。
六
角
型
、
高
さ
四
五

・
五
セ
ン
チ
。
木
造
だ
け
あ

っ
て
建
築
工
芸
的
に
作
ら
れ
、
と
く

に
火
袋

の
土
区
は
横
連
子
、
中
区
は
竪
連
子
の
意
味
を
持
た
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
瑠
璃
色
の
ガ
ラ
ス

の
小
玉
を
糸
に
通
し
て
張
る
。
今
の
小
玉
は
後
補

で
あ
る
が
、
燈
火
を
点
じ
た
時
、

こ
の
無
数
の

瑠
璃
の
小
玉
が
緑
青
色
に
映
え
る
と
い
う
色
調
の
美
し
さ
を
考

え
た
の
で
あ
る
。
ゆ
る
い
勾
配
の

屋
根
、
火
袋
下
区
の
中
心
飾
付
格
狭
間
の
形
な
ど
か
ら
、
鎌
倉
末
期

の
製
作
と
推
定
す
る
。
厨
子

に
似
た
典
雅
な
作
り
で
あ
る
。

(第
八
図
)

南
北
朝
時
代
に
な

っ
て
よ
う
や
く
釣
燈
籠
の
遺
品
は
多
く
な
る
。
東
大
寺
法
華
堂
裏
外
陣
の
執

金
剛
神
厨
子
の
左
右
の
柱
に
装
置
さ
れ
た
鉄
製

の
蜂
燈
籠
は
、
置
燈
籠
の
形
式

に
作
ら
れ
る
。
高

さ
五
六

セ
ン
チ
。

二
基

一
対
の
古

い
例

で
あ
る
。
釣
環
台

の
火
焔
宝
珠
の
立
派
さ
を
は
じ
め
、
細

部
手
法

の
洗
練
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
さ
す
が
南
都
名
寺

の
遺
品
で
あ
る
。
発
達
し
た
格
狭
間
や

透
し
彫
の
蔦
唐
草

の
意
匠
か
ら
南
北
朝
初
期

の
作
と
認
め
て
よ
か
ろ
う
。

(第
九
図
)

同
じ
時
代
の
尾
道
浄
土
寺

の
四
角
型
の
置
燈
籠
も

二
基

一
対
と
し
、
台
座
の
複
雑
な
形
の
格
狭

間
、
火
袋
上
区
の
菱
形
連
子
の
意
匠
、
さ
ら
に
笠
上
に
二
個
透
か
し
た
三
鈷
文

の
姻
抜
き
孔
は
仏

第八図 春日大社瑠璃燈籠第九図 東大寺法華堂蜂燈籠
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釣

燈

籠

考

と
退
化

の
時
代
に
は
い
る
が
、
釣
燈
籠
は
こ
の
時
代
の
金
工
の
進
歩

に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
}
図

春
日
大
社

の
多
く
の
釣
燈
籠

の
中
で
、

一
番
古

い
在
銘

の
遺
品
が
、
永
享
十

二
年

(
一
四
四
〇
)

の
鉄
板
製
八
角
型
の
も

の
で
・
高
さ
四
三
セ
ン
チ
・
か
な
り
風
化
し
て
い
る
が
・
花
形
八
葉
の
筆

・撫

熱

難

難

鯖

擁

糠

不魂

春
日
で
は
そ
れ
を
神
肱剛
型
と
称
」

こ
の
模

鞭

室
町
時
代
で
も
釣
擁

薪

の
多
善

わ
れ
る
の
は
中
期
か
ら
あ
と
で
零

北
村
蓑

郎
氏

離

騨鍵

蔵
の
永
辛

葦

(
一
互

八
)
漿

州
槙
尾
寺
鉄
円
型
釣
燈
籠
は
板
金
で
柱
を
作

・
た
纂

な
も

灘

の
で
、
高
さ
三
九
セ
ン
チ
。

こ
の
種
の
も

の
は
他
に
も
か
な
り
見
い
だ
さ
れ
る
。

(第
五
図
参
照
)

近
世
の
餅
り
金
具
式
の
板
金
製
釣
燈
籠
の
古

い
遺
晶
と
し
て
は
、
大
津
市
葛
川
地
主
神
社
の
大
永

六
年

(
一
五
二
六
)
の
八
角
型
銅
釣
燈
籠
が
あ
る
。
高
さ
五

一
・
八

セ
ン
チ
。
台

の
脚
は
大
き
い
八

双
金
具
式
に
な
り
、
従
来

の
簡
単
な
脚
と
は
趣
を
異
に
す
る
も
の
に
な

っ
た
。

(第

=

一図
)

こ
の
板
金
製
が
よ
う
や
く

一
般
的
に
な
ろ
う
と
す

る
室
町
末
期
に
、
鋳
造

の
釣
燈
籠

の
優
作
が

い
く
つ
か
あ

ら
わ
れ
る
。
そ
の
う
ち
で
も
天
文
十
四
年

(
一
五
四
五
)
の
栃
木
県
佐
野
市
引
地
山
観
音
堂
の
も
の
、
天
文
十

籠嘘

九
年

(
一
五
五
〇
)
の
旧
千
葉
寺
愛
染
堂

の
も
の

(東
京
国
立
博
物
館
蔵
)
、

天
文
二
十

一
年

(
一
五
五
二
)

鯉物

の
旧
千
葉
庄
尊
光
院
の
も

の

(名
古
屋
市
森
川
馨
氏
蔵
)
の
三
点
は
、
鋳
銅
六
角
型
で
、
高
さ
三
〇
セ
ン
チ
に

塒

誓

火
袋
に
梅
と
竹
の
図
を
絵
画
的
に
切
り
透
し
た
精
巧
な
も
の
で
・
曲豆
か
な
呆

的
雰
図
気
を
か
も
し
出

掴東

す
。
い
ず
れ
も
笠
上
に
銘
文
を
陰
刻
す
る
。
下
野
国
佐
野
の
天
命

の
鋳
物
師
の
製
作
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て

図

い
る
。

(笙

三
図
)

屯

か
さ
も
り
で
ら

第

千
葉
県

笠
森
寺

の
鋳

銅
円
型

釣
燈
籠

二
基

は
ほ
と

ん
ど

同

じ
だ
が
、
高

さ

三
四

・
五

セ
ン
チ
と

三

一
・
五

セ

ン
チ

で
、
寸

法

の
大
小

が
僅
か

あ
り
、

笠
上

に
鋳

出

し
た

唐
草
文

や
、
頂

上

の
切
子

の
座

の
文
様

も
ち
が

う

の

地
主
神
社
釣
燈
籠

戯
、
、
　灘

繋

講

鞭欝

職

㌔鷲

・

、

彗

灘 欝
譜鍵欝

薪灘職1
磯

誹

φ
物
ー

ー

;

・

…

,

・
ー

撫

㌔

象

ー

…

ー

≦
董
遷

戸妻
'く圭
6ー
ー

、♂'妥
8

〆

灘
撫
幽
鯵
雛

鑓

欝

鰯
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徽
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で
、

厳
密

に
は

一
対
と

は

い
え
な

い
。

造
立
銘

は
な

い
が
、

そ

の
瀟

洒
な

形
態

や
唐

草
文

の
手
法

は
室

町
時
代

後

期

と
見

て
よ

い
。

へ第

一
四
図
)

鋳

造
品

は
や
は

り
感
覚

的

に
奥
深
さ

が
あ

る
が
、
板
金

製

品
は
軽
快

さ

に
特
色

が
あ

る
と

い
え

よ
う

。

室
町

末
期

の
板
金

の
釣

燈
籠

に
も
数

々
見
る

べ
き
遺

品
が

あ

る
。

天
文

二
卜
年

(
一
五
五

一
)

の
会
津
若
松

万

願
寺

の
鉄

釣
燈
籠

、

天
文

二
Lー
四
年

(
=

五
五
五
)

の
山
形

県

寒
河

江
市
慈

恩
寺

の
鉄

釣
燈
籠

二
基
、

永

禄

七
年

(
一
五
六

四
)

の
奈

良

国

立
博

物
館

蔵

の
鉄
釣
燈

籠

(高

さ

三
九

セ
ン
チ
)

は
、

い
ず
れ
も

六
角

形
で

、

笠

の

花
形

は
葺
き
ド

う

し

の
ま

ま
で
あ
り
、

火
袋

に
口
本

的
情

趣
を

思
わ

せ
る
霰

文
、
松

・
竹

・
梅
な

ど

の
文
様

を

透
し

彫
り
し

て
、
共

通

し

た
感
覚

を
示

し
て

い
る
。

こ
の
式

の
透
し

は
燈
火

を
入

れ
る
と
、

黒
地

に
図

案

が
明

る
く

出
る
わ
け

で
あ
る
。

(第

一
五
図
)

永

禄
六
年

(
一
丘
六

三
)

の
滋
賀

県
東
浅

井
郡

び

わ
村

益

田
の
麻

蘇
多
神

社

の
円

型
鉄
釣

燈
籠

は
、

高

さ

、一.

六

.
三
セ

ン
チ
、

脚

は
板

金

の
ま
ま

と
し
、

火

袋
は
六

区

に
わ
け
、

二
面

の
扉

の
短
冊
型

に

「
定
灯

浅
井
」

「
馨

庵
寿

松
」

の
文

字
を

陰
透

し
に
し
、

四
面

は
さ

っ
ぱ

り
と

格
子

に
し

て
あ
る
。

簡
素

の
中

に
個
性

が

う
か

が

わ

れ
る
。

へ第

一
六
図
)

こ

し
の

滋
賀
県
守
山
市
洲
本
町
大
曲
の
己
爾
神
社

の
永
禄
十
年

(
一
圧
六
ヒ
)

の
銅
板

金
製
六
角
型
釣
燈
籠

は
、
高

さ
三
六
セ
ン
チ
、
近
世
風
釣
燈
籠
形
式
の
完
成
を
示
す
も

の
で
あ
る
が
、
な
お
火
袋

の
亀
甲
文
や
、
笠

の
十

二

葉

の
花
形
吹
き
返
し
の
形
が
お
だ
や
か
で
あ
る
。

以
ヒ
の
如
き
室
町
時
代
釣
燈
籠
火
袋
の
日
本
的
情
緒
の
意
匠
は
、

こ
の
時
代

の
蒔
絵
之
様
に
共
通
す

る
も
の

が
あ

っ
て
興
味
深
い
。
な
お
後
来

の
釣
燈
籠
火
袋
の

一
般
的
な
意
匠
と
な

っ
た
網
目
文

・
ヒ
宝
つ
な
ぎ
文

・
亀

甲
文
は
、
室
町
時
代
に
出
そ
ろ

っ
て
い
る
。

室
町
時
代
の
釣
燈
籠
遺
品
は

ま
だ
多
く
は

知
ら
れ
て
い
な
い
が
、

桃
山
時
代
に
な
る
と

春
旧
大
社

を
は
じ

釣

燈

籠

考

第一四図 笠森寺釣燈籠(東 博寄託)第一五図 奈良国立博物館釣燈籠
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釣

燈

籠

考

め
、
信
仰

の
盛
ん
な
各
地
の
社
寺
に
奉
納
さ
れ
た
も
の
が
多
く
遺
存
し
て
い
る
。
八
双
脚
付
、
笠
花

形
吹
返
し
の
六
角
型
が

一
般
的
な
中

に
、
天
正
二
年

(
一
五
七
四
)
の
千
葉
市
栄
福
寺
銅
六
角
釣
燈

籠
は
珍
し

い
意
匠
を
見
せ
て
い
る
。
最
も
特
色
の
あ
る
の
は
火
袋
で
、
中
区
を
広
く
と
り
菱
格
子
地

に
大
き
い
円
相
を
作
り
、
十
曜
星
を
陰
透
し
、
今
も
鍍
金
の
光
沢
が
残

っ
て
い
る
。
台
の
裏
に
臼
井

庄
本
城
妙
見
堂

の
金
灯
炉
と
し
て
寄
進
さ
れ
た
刻
銘
が
あ
る
。
脚
を
失

っ
て
い
る
が
、
特
色
の
あ
る

作

で
あ
る
。
銅
板
金
製
で
あ
り
な
が
ら
笠
が
吹
き
返
し
に
な

っ
て
い
な
い
の
で
、
占
調
を
感
じ
さ
せ

る
。
高
さ
二
六
セ
ン
チ
。

京
都
市
津
島
潤
氏
所
蔵

の
天
止
十
四
年

(
一
五
八
六
)
の
銅
板
製
六
角
型
置
燈
籠
は
、
高
さ
=
=

・
五
セ
ン
チ
、
笠
は
円
形
と
し
、
火
袋
は
荒

い
格
子
状
に
板
金
を
切
り
ぬ
い
た
簡
単
な
作
り
で
あ
る

が
、

三
河
国
牛
久
保
の
牧
野
新
次
郎
と
い
う
人
の
母
、
梅
隣
芳
月
禅
定
尼
が
、
高
野
山
の
宿
坊
平
等

院
の
斡
旋
に
よ

っ
て
奥
の
院
燈
籠
堂
に
奉
納
し
た
も
の
で
あ
る
。
高
野
山
燈
籠
堂

へ
は
古
来
お
び
た

だ
し
い
献
燈
が
あ

っ
た
が
、

こ
の
置
燈
籠
は
そ
の

一
つ
で
、
信
者
の
誠
心
の
こ
も
る
遺
品
と
し
て
、

心
を
ひ
か
れ
る
。

奈
良
県
長
谷
寺

の
板
金
製
六
角
釣
燈
籠
は
天
正
十
六
年

(
一
五
八
八
)
の
製
作

で
、
高
さ
六
五

.

五
セ
ン
チ
。
大
和
大
納
言
豊
臣
秀
長

(
秀
吉

の
弟
)
の
姫
君
三
八
女

の
た
め
に
当
寺
本
尊
に
捧
げ
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。
笠
の
六
方
の
隅
ご
と
に
風
鐸
を
懸
け
て
い
る
。
風
鐸
を
懸
け
る
金
具

の
残

っ
て

い
る
の
は
、
南
北
朝
の
東
大
寺
蜂
燈
籠
や
春
日
大
社
鬼
面
燈
籠
な
ど
に
例
は
あ
る
が
、
風
鐸
が
保
存

さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
長
谷
寺
の
こ
れ
が
珍
し
い
例
で
あ
る
。

滋
賀
県
長
浜
八
幡
宮
に
蔵
す
る
二
基
の
円
型
鉄
釣
燈
籠
は
、
慶
長
四
年

(
一
五
九
九
)
と
同
十

二

年

(
一
六
〇
ヒ
)
の
製
作

で
、
前
者
は
高
さ
四
〇
セ
ン
チ
、
松
皮
菱
や
格
子
の
火
袋
、
後
者
は
高
さ

第

一
-
ハ
　図

麻
∵蘇
蝉多

袖
ぼ招

　釣
燈

硫龍

第 一L図 長 浜バ.幡'fr7釣燈 籠
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三
九

・
七

セ

ン
チ
、
巴
文
を

あ
し
ら

っ
た
格

子
の
火
袋

に
特
色

が
あ

る

(第

一
七
図
)
。

と
も

に
桃
山

時

代
ら

し

い
豪
放

さ
が

あ
り
、

ま
た
大
変

重
量

の
あ
る
釣

燈
籠

で
あ
る
。
慶

長

八
年

(
一
六

〇

三
)

の
兵
庫
県
中
山
寺

の
鉄
六
角
麹

籠
も

こ
れ
に
似

た
も

の
だ
が
、
火
袋
は
格
子
文
だ
け
で
変
化
に
と

耀

ぼ

し

い
。

灘

板
金
製
八
双
脚
位

笠
花
形
吹
返
し
の
釣
燈
籠
は
桃
山
時
代
か
雰

と
目
だ

っ
て
響

餐

そ

髄

れ
ら
は
や
が
て
千
篇

一
律
の
も

の
に
な

っ
て
行
く
が
、
慶
長
十
年

(
一
六
〇
五
)
に
大
久
保
石
見
守

翻

ば
ん
な

じ

長
安
が
奉
納
し
た
足
利
市
鍵
阿
寺

の
六
角
釣
燈
籠
は
、
高
さ
四
五

・
五
セ
ン
チ
。
火
袋
の
文
様
に
個

咽↓

性
が
あ
り
、
そ
の
美
し
さ
で
最
高
の
も
の
で
あ
る
。
昇
り
藤
を
中
心
と
し
た
唐
草
文

の
切
り
透
し
に

第

は
、
今
も
鍍
金
の
光
り
が
残

っ
て
い
る
。

春
日
大
社
の
慶
長
十
八
年

(
一
六

=
二
)
の
鬼
面
釣
燈
籠
は
釣
環
に
鬼
面
が
あ
る
。
鉄
製
六
角
型

で
、
高
さ
五
三
セ
ン
チ
。
火
袋
上
区
の
巴
文
と
中
区
の
花
狭
間
の
透
し
文
様
は
特
色
が
あ
り
、
全
体
と
し
て

非
常
に
建
築
工
芸
的
な
独
創
性
を
示
す
名
品
で
あ
る
。

(第

一
八
図
)

春

日
大
社
で
は
こ
の
他
に
も
天
正
十

二
年

(
一
五
八
四
)

の
木
製
六
角
釣
燈
籠
が
現
存
す
る
。
黒
漆
塗
、

彩
色
を
施
し
て
本
来
華
美
な
も

の
だ
が
今
は
剥
落
し
て
い
る
。
重
さ
五
〇

セ
ン
チ
。
珍
し
い
遺
品
で
あ
る
。

(第

一
九
図
)

桃
山
時
代
も
ま
た
釣
燈
籠

に
秀
作

の
多
い
時
期
で
あ

っ
た
。

社
寺
の
釣
燈
籠
も
江
戸
時
代
に
は
各
地
に
作
ら
れ
て
遺
品
は
お
び
た
だ
し
い
が
、
前
代
以
来

の
錺
り
金
具

式
の
八
双
脚
、

笠
花
形

吹
返
し
の
形
式
、
あ
る
い
は

そ
れ
の
部
分
の
誇
張
さ
れ
た
も
の
が

ほ
と
ん
ど
で
あ

る
。
そ
の
中

に
あ

っ
て
、
京
都
府
相
楽
郡
木
津
町
鹿
背
山
の
西
念
寺
の
六
角
型
釣
燈
籠
は
、
鉄
板
金
製
の
単

純
な
作
で
、
高
さ
四
五

セ
ン
チ
。
六
隅

の
柱
の
上
下
を
の
ば
し

て
巻
い
て
い
る
手
法
が
面
白
い
。
底
裏
に
文

釣

燈

籠

考
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天

保

十

五

甲

辰

年

五

穀

成

就

九

月

吉

日

江
戸
時
代
末
に
近
い
天
保
十
五
年

(
一
八
四
四
)
に
氏
子
の
村

々
か
ら
奉
納
し
た
も
の
で
あ
る
。

江
戸
時
代
に
こ
の
式
の
釣
燈
籠
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る

一
資
料
で
あ
る
。

以
上
、
わ
が
国
釣
燈
籠
に

つ
い
て
、
手
許
に
集

っ
た
資
料
に
よ

っ
て
、
あ
れ
こ
れ
と
述

べ
た
。
紙

数
の
制
約
も
あ

っ
て
、
不
満
足
な
内
容

で
は
あ
る
が
、
今
後
の
釣
燈
籠
研
究
の
た
め
の
参
考
と
な
る

な
ら
ば
、
筆
者
の
喜
び
こ
れ
に
過
ぎ
る
も

の
は
な
い
。

釣

燈

籠

考

政
七
年

(
一
八
二
四
)

の
刻
銘
が
あ
る
。

江
戸
時
代

の
釣
燈
籠
に
は
、
住
宅
向
の
も

の
と
し
て
、
清
涼
殿
型
と
い
う
四
角
型
釣
燈
籠
と
、

こ
れ
と
同
系
の
形
を
示
す
春
日
大
社
の
御
験
記
型
釣
燈
籠
な
ど
が
行
な

わ
れ
た
が
、

こ
の
形
式
が
ど
の
時
代
ま
で
遡
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

ま
た
東
京
国
立
博
物
館
蔵

の
天
正
十

一
年
与
治
良
作

の
文
字
を
陽
鋳
す
る
球
形
七
宝
花
菱
文
鉄
釣
燈
籠
は
、
従
来

の
釣
燈
籠

の
形
式
を
打
破
し
た
点

に
興
味
が
あ
る
が

製
作
年
代
が
天
正
ま
で
上
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
江
戸
時
代
と
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
例
証
に
な
る
も

の
を
求
め
て
い
た
と
こ
ろ
、

一
昨
年
の
初
夏
、
京
都

つ
ば
い

府
南
山
城
町
椿
井

の
松
尾
神
社
に
お
い
て
、
同
式
の
在
銘
遺
品
を
見
つ
け
た
。
鉄
鋳
造
で
、
総
高

二
三

・
五
セ
ン
チ
、
球
形
火
袋
の
直
径
も
同
じ
。
下
端
に
三
脚
、
上
端

に
釣
環
台
を
作
り
、
火
袋
四
面
に
七
宝
花
菱
文
を
陰
透
し
す
る

(第
二
〇
図
)
。

東
博
の
は
直
径
三
〇
セ
ン
チ
で
、

わ
ず
か
に
大
き
い
が
、

よ
く
似
た
も

の
で
あ
る
。
松

尾
神
社

の
も
の
に
は
次
の
陽
鋳
銘
が
、
腐
蝕
し
な
が
ら
も
辛
う
じ
て
読
み
と
れ
た
。

上

狛

村

村

内

安

全

林

村

椿

井

村

奉

御

霊

牛

頭

天

王

第
、
.○
図

椿
井
松
尾
神
担
釣
燈
籠

献

鱗

・

無

N

N

藤

、、翻
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最
後
に
多
く
の
社
寺
や
先
学
か
ら
与
え
ら
れ
た
厚
情
、
学
恩
に
対
し
、
謹
ん
で
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

な
お
以
下
に
、
桃
山
時
代
ま
で
の
釣
燈
籠
の
年
表
を
付
載
す
る
。
利
用
さ
れ
る
と
同
時
に
、
種
々
の
御
示
教
に
預
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

～

/

主

要

釣

燈

籠

年

表

(慶
長
以
前
)

昭
和
五
〇

.
八
、
川
勝
作
成

紀

年

西

暦

元

応

元

一
三

一
九

無

紀

年

延
文

延
文

五

正
平

二

一

永
徳

三
五
七

三
六

〇

三
六
六

一
三

八

釣

燈

籠

名

称

・
所

在

地

鎌
倉
時
代

京
都
国
立
博
物
館

(鉄
)
京
都
市
東
山

区
七
条
東
大
路

春
日
大
社

(
木
)
奈
良
市
春
日
野
町

南
北
朝
時
代

妙
法
寺

(銅
残
欠
)
神
戸
市
須
磨
区
妙

法
寺
町

須
磨
寺

(銅
)
神
戸
市
須
磨
区
須
磨
寺

町
四
丁
目

厳
島
神
社

(
銅
)
広
島
県
佐
伯
郡
宮
島

町
、
重
文

熊
野
神
社

(鉄
)
徳
島
県
美
馬
郡
貞
光

町
太
田

考

紀

年

無

紀

年

!!

 

永
享

=

一

寛
正

二

永
正

七

「
永

正

一
五

「

西

暦

一
四
四
〇

一
四
六

一

一
五

一
〇

一
五

一
八

家

水

五

コ

五
二
五

名

称

・
所

在

地

東
大
寺
法
華
堂

二
基

(鉄
置
)

擁

司
町

奈
良
市

「
浄
土
寺

二
基

(鉄
置
)
広
島
県
尾
道
市

扉

崎
町

一
室
町
時
代

㎜
春
日
大
社

(鉄
)
奈
良
市
春
日
野
町

一
神
野
神
社
笠

(銅
)
香
川
県
仲
多
度
郡

満
濃
町

高
野
山
収
蔵
庫

(鉄
)
和
歌
山
県
伊
都

郡
高
野
町

一
北
村
家

(鉄
)
京
都
市
上
京
区
河
原
町

今
出
川
梶
井
町

へ[
高
野
山
収
蔵
庫

(
鉄
)
前
出
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大
永

六

大
永

七

天
文

一
四

天
文

一
九

天
文

二
〇

天
文

二

一

天
文

二
四

弘
治

三

永
禄

六

永
禄

七

釣

燈

籠

一
五
二
六

一
五
二
七

一
五
四
五

一
五
五
〇

一
五
五

一

一
五
五
二

一
五
五
五

一
五
五
七

一
五
六
三

一
五
六
四

考地
主
神
社

(銅
)

大
津
市

葛
川

坊

町

(現
在
比
叡
山
宝
物
館
)

当
麻
寺

(銅
)
奈
良
県
北
葛
城
郡
当
麻

町引
地
山
観
音
堂

(
銅
)
栃
木
県
佐
野
市

南
富
岡
町
、
重
文

東
京
国
立
博
物
館

(銅
)
東
京
都
台
東

区
上
野
公
園
、
重
文

万
願
寺

(鉄
)
福
島
県
南
会
津
郡
下
郷

町
弥
五
島

(
現
在

会
津

若
松

城
博
物

館
)

森
川
家

(銅
)
名
古
屋
市
千
種
区
菊
坂

町
、
重
文

慈
恩
寺

二
基

(
鉄
)
山
形
県
寒
河
江
市

慈
恩
寺

普
門
寺

(鉄
)
愛
知
県
豊
橋
市
雲
谷
町

ま

そ

た

麻
蘇
多
神
社

(鉄
)
滋
賀
県
東
浅
井
郡

一
び
わ
村
益
田

奈
良
国
立
博
物
館

(鉄
)
奈
良
市
春
日

野
町
、
重
文

永
禄

八

永
禄

九

永
禄

一
〇

〃

永
禄

=
〃〃

永
禄

一
二

元
亀

二

元
亀

三

一
無

紀

年

〃 〃

一
五
六
五

一
五
六
六

一
五
六
七

〃

一
五
六
八

〃

一
五
六
九

一
五
七

一

一
五
七

二

春
日
大
社

(
銅
)
前
出

高
野
山
収
蔵
庫

(鉄
)
前
出

饗
庭
家

(銅
)
浦
和
市
中
尾

(現
在
浦

和
郷
土
博
物
館
)

己
爾
神
社

(
銅
)
滋
賀
県
守
山
市
洲
本

町
大
曲

高
野
山
不
動
院

(鉄
)
前
出

談
山
神
社

(
銅
)
奈
良
県
桜
井
市
多
武

峰春
日
大
社

(鉄
)
前
出

高
野
山
収
蔵
庫

(鉄
)
前
出

金
剛
峯
寺

(鉄
)
和
歌
山
県
伊
都
郡
高

野
町

(現
在
高
野
山
霊
宝
館
)

春
日
大
社

(鉄
)
前
出

笠
森
寺

(銅
)
千
葉
県
長
生
郡
長
南
町

笠
森

(現
在
上
総
博
物
館
)
重
文

同

(
銅
)

(
現
在
東
京
国
立
博
物
館
)

重
文

渡
辺
家

(
銅
)
千
葉
県
夷
隅
郡
大
多
喜

町
久
保

(現
在
上
総
博
物
館
)
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天
正

二

ノノ !ノ〃

 天
正

三

〃

 

天
正

七

天
正

八

天
正

一
〇

〃

天
正

一
二

〃

天
正

=
二

五
七
四

ノ! ノ!〃

 一
五
七
五

〃

一
五
七
九

五
八

五
八
〇

一
五
八
四

〃

 一
五
八
五

釣

燈

籠

桃
山
時
代

高
野
山
収
蔵
庫

(鉄
)
和
歌
山
県
伊
都

郡
高
野
町

福
住
家

(銅
)
奈
良
市
中
御
門
町

談
山
神
社

(銅
)
奈
良
県
桜
井
市
多
武

峰栄
福
寺

(銅
)
千
葉
市
大
宮
町

大
覚
寺

三
基

(鉄
)
京
都
市
右
京
区
嵯

峨
大
沢
町

西
本
願
寺

(
鉄
)
京
都
市
下
京
区
堀
川

七
条
北

当
麻
寺
西
南
院

(
銅
)
奈
良
県
北
葛
城

郡
当
麻
町

熊
野
神
社

(鉄
)
広
島
県
三
次
市
畠
敷

八
幡
神
社

(鉄
)
広
島
県
三
次
市

八
剣
社

(銅
)
愛
知
県

一
宮
市
萩
原
町

中
島

春

日
大
社

(木
)
奈
良
市
春
日
野
町

高
野
山
不
動
院

(
鉄
)
前
出

伝
香
寺

二
基

(銅
)
奈
良
市
小
川
町

考

天

正

一
四

天
正

一
五

〃

天
正

一
六

天
正

一
九

〃

天
正

二
〇

〃

文
禄

二

〃

文
禄

四

〃

慶
長

元

慶
長

二

〃

一
五
八
六

「
津
島
家

(
銅
置
)
京
都
市
上
京
区
烏
丸

五
Zノ

八
七

一
五

八
八

一
五
九

一

〃

一
五
九

二

〃

一
五
九
三

〃

 一
五
九
五

〃

一
五
九
六

一
五
九
七

〃

今
出
川
下

ル
西
入

高
野
山
収
蔵
庫

(鉄
)
前
出

白
山
神
社

(鉄
)
岐
阜
県
郡
上
郡
白
鳥

町
長
滝

長
谷
寺

(銅
)
奈
良
県
桜
井
市
初
瀬
町

春
日
大
社

(鉄
)
前
出

同

(銅
)
前
出

高
野
山
不
動
院

(鉄
)
前
出

岩
倉
寺

(
鉄
)
島
根
県
能
義
郡
広
瀬
町

春
日
大
社

(鉄
)
前
出

同

二
基

(銅
)
前
出

同

(鉄
)
前
出

以
下
春
日
大
社
釣
燈
籠
は
慶
長

一
八

の

一
基

の
他
を
省
略

筥
崎
宮

(
銅
)
福
岡
市
箱
崎
町

同

(
銅
)
同

日
吉
大
社

(鉄
)
大
津
市
坂
本
本
町

北
野
天
満
宮

二
基

(銅
)
京
都
市
上
京

区
御
前
通
今
小
路
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慶 慶
長 長iiii 〃

〇 八

〃

慶
長

六

〃

慶
長

五

〃

慶
長

四

ii

慶
長

釣

燈

籠

一
五
九
八

六!! 〃

〇
五

〃 六!/

0
六!ノ!ノ

0
六
〇
〇

〃
五

ノノ

九
九

考北
村
家

(鉄
)
京
都
市
上
京
区
河
原
町

今
出
川
梶
井
町

高
野
山
収
蔵
庫

(鉄
)
前
出

室
生
寺

(鉄
)
奈
良
県
宇
陀
郡
室
生
村

室
生

長
浜
八
幡
宮

(鉄
)
滋
賀
県
長
浜
市
宮

前
町

旧
杉
浦
家

(銅
)
京
都
市
中
京
区
三
条

柳
馬
場
東
旧
在

北
野
天
満
宮

(鉄
)
前
出

法
華
寺

(銅
)
奈
良
市
法
華
寺
町

浄
信
寺

(銅
)
滋
賀
県
伊
香
郡
木
之
本

町旧
杉
浦
家

(
銅
)
前
出

ひ
ら
お
か

枚
岡
神
社

(
銅
)
東
大
阪
市
出
雲
井
町

中
山
寺

(鉄
)
兵
庫
県
宝
塚
市
中
山
寺

高
野
山
収
蔵
庫

(鉄
)
前
出

同

(鉄
)
前
出

ば
ん

な

じ

鍵
阿
寺

(銅
)
栃
木
県
足
利
市
家
富
町

(現
在
東
京
国
立
博
物
館
)

慶

長

一
一

〃

慶
長

一
二

〃〃

慶
長

=
二

慶
長

一
四

慶
長

一
五

〃〃

慶
長

一
六

慶
長

一
七

〃〃〃〃

一
六
〇
六

〃

一
六
〇
七

〃〃

一
六
〇
八

一
六
〇
九

一
六

一
〇

〃〃

一
六

二

一
六

一
二

〃〃〃〃

法
隆
寺
聖
霊
院

(
銅
)
奈
良
県
生
駒
郡

斑
鳩
町
法
隆
寺

談
山
神
社

(銅
)
前
出

旧
杉
浦
家

(銅
)
前
出

当
麻
寺
本
堂

(銅
)
前
出

長
浜
八
幡
宮

(銅
)
前
出

弘
津
家

(
銅
)
山

口
県
熊
毛
郡
平
生
町

法
隆
寺
聖
霊
院
二
基

(
銅
)
前
出

同

三
基

(
銅
)
前
出

龍
安
寺

(鉄
置
)
京
都
市
右
京
区
龍
安

寺
御
陵

ノ
下
町

弥
彦
神
社
二
基

(銅
)
新
潟
県
西
蒲
原

郡
弥
彦
村

法
隆
寺
聖
霊
院

二
基

(銅
)
前
出

同

(
銅
)
前
出

当
麻
寺
本
堂

(銅
)
前
出

談
山
神
社

二
基

(
銅
)
前
出

北
野
天
満
宮

(銅
)
前
出

富
吉
建
速
神
社

(鉄
)
愛
知
県
海
部
郡

蟹
江
町
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慶
長

八

無

〃 〃 紀 〃

年

ノ/

一
六

一
三

春
日
大
社

(鉄
)
前
出

岩
屋
寺

一
.基

(
銅
)
愛
知
県
知
多
郡
南

一
知
多
町
山
海

法
隆
寺
聖
霊
院

(
銅
)
前
出

{
松
田
家

(鉄
)
奈
良
市
肘
塚
町

一
北
村
家

(
銅
)
前
出

豊
国
神
社

二
基

(
銅
)
京
都
市
東
山
区

㎜
大
和
大
路
正
面

.
渉
成
園

(銅
)
京
都
市
ド
京
区
問
之
町

一
中
珠
数
屋
町
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釣

燈

籠

考


