
き

ふ

亀
鉄
を
も

つ
石
碑

の
系
譜

藤

井

直

正

一

は

し

が

き

遠

く
漢

代

の
中
国

に
起
源

を
も

つ
碑

謁

の
制

は
、
時

代

の

う

つ
り

か
わ

り
と
共

に
、
彼

地

に
お

い
て
多

様
な

変
遷

を

た
ど

っ
た
が
、

他

の
多

く

の
文
物

と

同
じ

く
、

稀
薄

な
流

れ
な

が

ら
も
、

朝
鮮

半
島

を

経
由

し

て
、
古

代

の

日
本

に
伝
来

し

た
。

私

の
年
来

の
研
究

課
題

の

一
つ
で
あ

る
碑

の
歴

史

に

つ

い
て
は
、

さ
き

に

「
碑

硯

の
源
流

と

そ

の
伝

播

」
ρ
『大
手
前
女
子
大
学
論
集
』
第
f
四
号
、
昭
和
五
+
五
年

)

に

お

い
て
、

中
国

に
お
け

る
碑
賜

の
起

源

及

び
そ

の
推

移
を

た
ど
り
、
古

代

日
本

の
遺

例

に
言

及

し

た
。

さ
ら

に
「
古

代

日
本

に
お
け

る
建

碑

と
そ

の
遺

例
」
(
同舟

ケ

崎
正
孝
先
生
退
官
記
念

畿
内
地
域
史
論
集
』
所
収
、
昭
和
五
十

六
年
)
で
は
、

現
存

す

る
古
代

の
碑
を
見

聞

し

た
上

で

の
所
見

を

述

べ
た
。

今
回
取

り

上

げ

る

「亀

朕

を
も

つ
石
碑

」

に

つ
い
て
も
、

前
者

の

"
造
碑

の
思

想

と
碑

形

の
推
移

"

の
中

で
少
し

触

れ
る

と

こ
ろ

が
あ

っ
た
。

私

の
石
碑

へ
の
関
心

は
、

そ

の
後
、

大
名

家

や
公

家

の
墓

所

に
う

つ
り
、

全
国

各

地

に
所

在

す

る
大
名

家

そ

の
他

の
近

世

墓
所

・
墓

碑

を
機
会

あ

る

ご
と

に
歴

訪

し

て

い
る

が
、

そ
れ

は
、
最

近

と

み
に
盛

ん

に
な

り

つ

つ
あ

る
近

世
考

古
学

へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ

の

一
つ
と

し

て
、
近

世
墓

地

・
墓

碑
を

ふ
く
め
、

石
造
遺

物

を
歴

史

資

料
と

し

て
と

ら
え

る
調
査

が
必
要

で
あ

る

と

い
う
主

張

と

も

つ
な

が

っ
て

い
る

の

で
あ

る
。

亀
鉄
を
も
つ
石
碑
の
系
譜

(29)



亀
跣
を
も
つ
石
碑
の
系
譜

と
こ
ろ
で
、
「
亀
跣
の
あ
る
石
碑
」
と
い
う
か

「
亀
跣

の
上
に
乗

る
石
碑
」
は
、
中
国

の
南
北
朝
時
代

に
は
じ
ま
り
、
朝
鮮
半
島

に
ま
で
伝
来
し
な
が
ら
、
遂

に
日

本
に
は
渡
ら
な
か

っ
た
。
そ

の
原
因
に

つ
い
て
は
、
今
す
ぐ
考
え

つ
か
な

い
が
、
古
代

の
日
本

に
遺
例
が
見
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
彼
地
、
大
陸

に
あ

っ
て
は
後
で
く
わ
し
く
述
べ
る
が
、
後
代
に
な

っ
て
も
そ

の
伝
統

が

つ
づ
き
、
多
く

の
遺

例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

不
思
議
な

こ
と
に
、
わ
が
国

に
お

い
て
は
、
古
代

・
中
世

に
見

る
こ
と

の
な
か

っ
た

「
亀
跣
を
も

つ
石
碑
」
は
、
ず

っ
と
年
代
が
下

っ
た
近
世

に
な

っ
て
さ
か
ん

に
つ
く
ら
れ
、
そ
の
遺
品
に
接
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

身
近
な
例
を

一
つ
挙
げ

て
み
る
と
、
現
在

の
神
戸
市
中
央
区

の
湊
川
神
社
境
内

に
所
在
す

る
楠
木
正
成
墓
が
あ
る
。
徳
川
光
囲
の
手
厚

い
後
援

の
下

に
建

て
ら
れ
、

光
囲
自
身

の
揮
毫

に
成
る
墓
碑
、
か
の
有
名
な

「
鳴
呼
忠

臣
楠
子
之
墓
」
は
、
可
愛
ら
し

い
亀

の
背

の
上
に
乗

っ
て

い
る
。

少
し
遠

い
と

こ
ろ
で
は
、
鳥
取
県
岩
美
郡
国
府
町

に
所
在
す
る
、
因
幡

・
伯
書

二
国
を
領
し
た
鳥
取
藩
主
池
田
家
墓
所
で
は
、
歴
代
藩
主

の
墓
碑
が
、
ま
た
山
口

県
萩
市

の
東
光
寺

に
所
在
す
る
、
周
防

・
長
門
両
国
を
領
し
た
萩
藩
主
毛
利
家
墓
所
で
は
、
奇
数
代

の
五
人

の
藩
主

の
業
績
を
た
た
え
る
碑
が
、
ど
れ
も
亀
朕

に
乗

る
堂

々
た
る
石
碑

の
遺
例
な

の
で
あ
る
。

o-6

先
年
、
鳥
取
県

の
池
田
家
墓
所
を
訪
れ
た
際
、
そ

の
壮
観
さ
に
驚

い
た
の
で
あ
る
が
、
今
年

に
な

っ
て
か
ね
て
か
ら
念
願
し
て

い
た
萩

の
東
光
寺
に
毛
利
家
墓
所

を
訪
れ
、
前
稿
以
来
考
え
て

い
た

一
つ
の
問
題
が
氷
解
し
た
。

と
い
う

の
は
、
前
稿
で
少
し
指
摘
し
た
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
石
碑

の
造
立
が
近
世
、
そ
れ
も
江
戸
時
代

に
な

っ
て
盛
行
し
た
の
は
、
江
戸
時
代
の
文
運
が
、

中
国

・
朝
鮮
な
ど
大
陸

の
文
物

に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
、
積
極
的

に
そ
れ
を
採
り
入
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
と
軌
を

一
つ
に
す
る
現
象

で
あ

る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
く

に
、
今
当
面

の
課
題
と
し
て
い
る

「
亀
跣
を
も

つ
石
碑
」
に

つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
の
前
半
、
四
代
将
軍
徳
川
家
綱

の
治
世
に
来
ロ
し
、
遂

に
本
国

に
帰
ら
な

か

っ
た
隠
元
隆
埼

の
も
た
ら
し
た
黄
奨
宗

が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
山
城
宇
治

の
黄
彙
山
萬
福
寺
か
ら
発
し
て
地
方
に
波
及
し
た

一

つ
の
文
化

で
あ

っ
た
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
中
国

・
韓
国
で
の

「
亀
朕
を
も

つ
石
碑
」
の
流
れ
を
た
ど
り
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
わ
が
国

で
の
展
開
を
、
各
地

の
遺
例
を
見
な
が
ら
あ
と
づ

け
て
行
き

た
い
と
思
う
。



二

中
国
に
お
け
る
遺
例

1

碑

碍

の
制

と
亀

朕

中
国

に
お

い
て
碑
謁

の
制

が
整

っ
た

の
は
、
紀

元

後

二
世

紀

の
後
半

、

後
漢

代

の
初

め

と
さ

れ
、

墓

前

に
建

て

る
墓

碑

を
中

心

に
さ

か

ん

に
造
碑

・
建
碑

が
行

わ

れ

る
よ
う

に
な

っ
た
。

は
じ

め

の

こ
ろ

の
碑

の
形

は
、
板

状

の
石

を

用

い
、
先

が
三

角

形

に
尖

っ
た
圭

首

(け

い
し

ゅ
)
か
、

半

円

形

を
し

た
円

首

(
え
ん
し

ゅ
)

で
、
碑

本
来

の
お

こ
り

に

つ
な

が
る
習
俗

の
痕
跡

を

と

ど
め

た
円
形

の
孔
、

す
な

わ

ち

"
穿

(
せ
ん

)"
が

あ

け

ら
れ

て

い
た
。

本
来

の
碑
隅

に
は
台

座

は
な

か

っ
た

が
、
す

で
に
後

漢
代

の
末

か

ら
方

形

の
台

座

す
な

わ

ち

"
方

跣

"

が
あ

ら

わ
れ
、

こ
れ

が
定
着

す

る
よ
う

に
な

っ
た
。

こ

の
よ

う

に
、

碑

の
原
形

は
、

圭
首

ま

た

は
円
首

に
求

め

ら

れ

る

の

で
あ

る

が
、

圭

首

の
な

ご
り

が

後
代

の
碑

の

"
築

額

(
て
ん
が
く

)"

に
な

り
、

円

首

の
う

ち
、

渦
巻

状

の

"
量

(
く
ん

)"

の
あ

る
も

の
は
、
量

の
す

じ

が
中

国

に
お

い
て
、

古
来

か
ら

瑞
祥

の
動

物

と

さ
れ

て

い
る
竜

に
見
立

て

ら
れ

て
竜

の
頭
を

表

わ
す

よ

う

に
な

り
、

こ
れ

が
二

頭

の
竜

が
向

か

い
合

っ
て

い
る
す

が

た

の

"
蜻
首

(
ち
し
ゅ

)"

に
発
展

し

た
。

D6

さ

ら

に
、

こ
れ
と
呼

応
す

る

よ
う

に
、
碑

の
上
部

が
蜻

首

に
な

る
に

つ
れ

て
、

下

の
台

座

と
し

て
亀

跣

が

つ
く

ら
れ

る
よ

う

に
な

っ
た
。

す
な

わ

ち
、

こ
れ

も
瑞

祥

の
動
物

と

さ

れ
て

い
る
亀

の
形

を

つ
く

り
、

そ

の
背
中

に

碑
を

負

っ
て

い
る
形

で
あ

る
が
、

そ

の
は
じ

ま

り
は
、
遺

例

に
よ

っ
て
南

北
朝

時
代

で
あ

る

こ
と

が
知

ら
れ

て

い
る
。

こ

こ
で
、
本

題

と

は
少
し

は
な

れ

る
が
、

亀

が
登

場
す

る

意

味

に

つ

い
て
考

え

て

お
き

た

い
。

よ
く

知

ら
れ

て

い
る

こ
と

で
あ

る

が
、
亀

は
、
顛

麟

(き
り
ん

)
・

鳳
鳳

(
ほ
う
お
う

)
・
竜

と
共

に
四

霊

の

一
つ
に
数

え
ら

れ
、

瑞
祥

を

あ

ら
わ
す

動

物

で
あ

り
、

万

年

の
長

寿

を

保

つ
も

の
と
し

て
尊

重

・
崇

拝

さ

れ

て
来

た
。
そ

れ

は
、

亀

そ

の
も

の

の
生
態

を

辱

知
し

て

い
た

古
代

中
国

人

の
知
恵

に
他
な

ら
な

い
。

こ
う

し

た

こ
と

か
ら

、
亀

を

か

た

ど

っ
た
造

形

は

さ
ま

ざ

ま
な

姿

で
表

現

さ

れ
、

多

く

の
遺

品

に
接

す

る

こ
と
が

で
き

る
。

し

か
し

考
え

て
み

る
と
、

中
国

文

明

の
発
祥

の
地

で
あ

る
華

北

に

は
、

そ

れ

ら

の
遺

物

に
表

現

さ

れ

て

い
る
よ

う

な
大

き

な
海

亀

は
棲

息
し

て

い
な

い
の
で
あ

り
、

交
易

に

よ

っ
て
南

海

の
地

方

か
ら

入

手
し

て

い
た

の
に
相
違

な

い
し
、

そ

の
知

識

で
あ

っ
た
と
考

え

ら

れ
て

い
る
。

海

亀

の
腹

側

の
甲

は
占

い

の
材

料

と
し

て
用

い
ら

れ
た
。

河
南

省
安

陽

県

小
屯

に
所

在

す

る
殼

嘘

か

ら

の
出

土

例

は
あ
ま

り

に
も
有

名

で
あ

る
が

、
亀

は
吉

凶
を

を

ギ

リ

亀
鉄
を
も

つ
石
碑
の
系
譜

費レ咀



亀
跣
を
も
つ
石
碑
の
系
譜

占

い
、
金
属

で
作

ら

れ
た
鑑

(
か
が
み
)
は
物

を
照

ら
す

と

い
う
意

味

で
、

亀

鑑

と

い
う

言

葉

が

で
き

た

こ

と
を

考

え

る
と
、

亀

と

い
う
動
物

が

い
か

に
珍

重

さ
れ

た

か
と

い
う

こ
と

に
気

づ
く

の

で
あ

る
。

本

題

に
も

ど
る

が
、

漢
字

と

い
う

文
字

を
生

み
出

し

た
中

国

に

は
、
各

時

代

に
造

立
さ

れ

た
石

碑

が
無
尽

蔵

と

い

っ
て
も

い
い
位

に
遺
存

し

、

そ

の
総

数
を

知

る

こ
と

さ

え
不

可
能

で
あ

る
、

と
三
口
っ
て
も

過
言

で
は
な

い
。

本
稿

で
取

り
上

げ

て

い
る
、

亀
を

か
た

ど

っ
た
台

座
、

す

な
わ

ち
亀

跣

の
上

に
、

碑

文
を
刻

ん

だ
碑
身

を

の
せ
、

そ

の
上

に
蜻

首
を

の
せ

た
本
格

的
な

つ
く
り

の
碑

も
、

随
所

に
存
在

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

こ

こ
で
も

う

一
ど
碑

の
形

式

に

か
え

る
。

現
代
中

国

の
金

石
学

者

の

一
人

で
あ

り
、

碑

帖
研

究

の
第

一
人

者

と

い
わ

れ

た
馬

子
雲

氏

(
一
九

〇

三
～
八

六

)

の
著

な

　

わ
さ

れ

た
、

『中

国

碑
帖

ガ

イ
ド

』

に
は
、
「
碑

の
起

源

と
発

展

」

の
項

に
、

碑
跣

は
俗

に
碑
座

と
も

い
う

。
漢

代

の
碑

朕

は
、
碑

の
長
方

形

に
し

た

が

っ
て

つ
く

り
、
紋
様

を
彫

刻

し
な

い
。
唐

代

の
葬

令

に
、
「
凡

そ

五
品
以

上

は
碑

と

為

し
、

亀

朕

・
蜻

首
、

五

品
を

降

れ
ば
砥

と
為
し

、
方

跣

・
円

首
な

り
」
と

い
う

。

お

そ
ら

く

こ
れ

は
当
時

の
制
度

を

述

べ
て

い
る

の

で
あ

ろ
う

。
亀

跣

と

い

ひ

き

ゆ

う

の
は
俗

称

で
、

実

は
贔

屓
朕

で
あ

る
。

楊

慎

は
、
「
龍

は
九
子

を

生

み
、

一
は
贔

屓

と

日

い
、
好

ん

で
重

き
を

負

う
。

今

の
碑

下

の
朕
な

り
」

と

い
う
。

今
、

わ6

西
安
碑

林

の
唐

碑

を

み
る

と
、
亀

朕

の
も

の
は

か
な

り
多

く
、

ほ

と

ん
ど
五

品
以

上

の
者

で
あ

る
。
(
後
略
)

と
記

さ
れ

て

い
る
。

農

の
は
じ
ま
り
は
南
北
朝
時
代
か
ら
で
あ
る
が
、
墓
前
に
墓
碑
を
立
て
る
こ
と
と
、
碑

の
形
式
は
制
度

と
し
て
定

め
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
.
.
唐
六
典
醐
部
』

に
は
、碑

謁
之

制

、
五

品
以

上

立
碑

、
蜻

首
亀

跣

、
鉄
上

高

不

過
九

尺
、

七

品
己

上

立
謁

、
圭

首
方

跣

、
跣

上

不

過

四

尺
、

若
隠

倫
道

素

、
孝
義

著

聞
、

錐
不

仕

立
謁

、

凡

石
人

石

獣
類

、

三
品

已
上

用

六
、

五
品

己
上

用
四

、

と
あ

る
。

りほ
ヨ

水

野
清

一
博
士

が

「
碑

碍

の
形

式

」

の
中

で
述

べ
ら

れ
て

い
る
よ
う

に
、

宋

・
元
時

代

以
後

に

お

い
て
も

、

碑
形

は
唐

時
代

の
形

式

を
出
ず

、

碑

と

い
え
ば
蜻

首

亀

跣

を

ふ

つ
う

と
し
、

ま

ま

円
首

な

り
、
方

跣

が

つ
く

ら
れ

る
と

い
う

状
況

で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う

に
、

中
国

に
お

い
て
は
、

碑

謁

の
制

が
陵

墓

と

密

接
な

関

係

が
あ

り
、

上

は
皇

帝

陵

か
ら

、
下

は
群

臣

の
墓

に
至

る
ま

で
、

喪
葬

に

つ
い
て

の

こ
と
を



定

め
た
規
定

に
従

っ
て
造

建

さ

れ

た

の
で
あ

る
。

従

っ
て

碑

に
刻

さ
れ

た
文
章

の
内

容

は
、
葬

ら
れ

た
人

の
功

績

を
た

た

え
た
り
、

そ

の
人

の
事
績

を

録
す

こ
と

が

本

来

の
役
割

で
あ

っ
た
。
後

代

に
な

る
と
建

碑

の
目
的

、

範

囲

が

ひ
ろ

が
り

、
あ

る

で
き

ご
と
を

記
念

し

た

り
、

仏
寺

.
廟
そ

の
他

さ

ま
ざ

ま

の
建

造

物

の
重
修

碑

等

も
数
多

く
造

立
さ

れ
る
よ

う

に
な

っ
た
。

ま

た
、
皇
帝

陵

を

は
じ
め
各

階
層

に
応

じ
る
墓

制

は
各

時

代

に
よ

っ
て
異

動

が
あ

る

が
、
唐

時

代
以

後

、

宋

・
元

・
明

.
清

と
王

朝

が

か
わ

っ
て
も

、

さ

ら

に
、

ほ
　

元

・
清

の
よ
う

に
異
民
族

の
支

配

に
よ

る

王
朝

で
あ

っ
て
も

、
大
局

的

に
は
か

わ

っ
て
お
ら
ず

、

踏
襲

さ

れ

て

い
る

こ
と

が
大

き

な
特
色

で
あ

る
。
神

道

に
並

ぶ
石

刻

や
碑

が
、
唐

代

以
後
清

代

に
至

る

ま

で
造
建

さ

れ

つ
づ
け

た

の
は

こ

の
た
め

で
あ

り

、
中
国

の
文
物

の
も

つ

一
つ
の
性

格

と

い
う

こ
と

が

で
き

る

の
で
あ

る
。

2

亀

跣
を

も

つ
石
碑

の
所
在

西
安

市

の
陳
西

省

博
物

館
内

に
あ

る

西
安

碑
林

、

と
く

に
そ

の
第

二
室

に
は
、
唐

代

の
名

碑

が
保

存

さ
れ

て

い
る

が
、
「
皇

甫

誕
碑

」
「
道

因
法
師

西
安

碑
林

碑

」
「
不
空

和
尚

碑

」
な

ど
、
亀

跣

の
あ

る

碑

を

い
く

つ
も
実

見
す

る

こ
と

が

で
き

る
。

暖
も
三
う

西
安

市
街

か
ら
西

へ
、

大
慶

路

を
通

り
途

中

か
ら

西
北
方

へ
折

れ
、

滑
水

に
架

る
長

い
鉄
橋

を

渡

る
と
威

陽
市

に
入

る
。

こ
こ
か
ら

さ

3ー

昭
陵

と
除

愚
功

墓
碑

6

ら

に
西

北
方

、

醗
泉

県

に
、
唐

の

二
代
皇

帝

太
宗

(李
世
民

)
の
陵

、

昭
陵

が
あ

る
。

を
し
う

ヨつ

ち

に

ロつ

ソご

ん

太
宗

の
枢

は
標
高

一
一
八

八

メ
ー

ト

ル
を

は
か

る
九

園
父
山

の
山
腹

に
玄
宮

を

つ
く

っ
て
葬

ら

れ

て

い
る

が
、
そ

の
南

ろ
く

に

は
、
皇
族

を

は
じ

め
文
武

の
功
臣

を

葬

っ
た
陪

家

が
計

一
六
七
基

も
確

認

さ
れ

て

い
る
。

そ

の

一
つ
、

徐
愚

功

(李
動
)
の
墓
を
中

心

に
し

た

昭

陵
博

物

館

が

あ

り
、
陵

域

内

の
文

物

が
展

示

さ

れ
て

い

る
。徐

愁

功

は
、
唐

の
高

祖
、

太
宗

、
高

宗

の
三
代

に
仕

え

た

功

臣

で
、

高
宗

の
総
章

二
年

(
六

六
九

)
八

十

六
歳

で
没

し

た
。

そ

の
死

に
当

た

っ
て
、
高

宗

は
自

ら

文

章
を

つ
く
り

、
ま

た
そ

れ
を
書

し

た
碑

を
墓

前

に
建

て

た
。

こ

の
碑

は
、

現

在

で
も

原
位

置

を
保

ち
、

昭
陵

博

物
館

の
庭

に
建

っ
て

い
る
。
亀

朕

は
半

ば

が
埋

も

れ

て

い
る

が
、

扁
平
な

つ
く

り

で
あ

る

(
図

版

二
)。

昭
陵

博
物

館

に
は
各

陪
家

に
建

て
ら

れ
て

い
た
二
十

八
基

の
碑

が
集

め

ら

れ
て

い
て
、
昭

陵

碑
林

と
よ

ば

れ

て

い
る
が
、
亀

朕

の
あ

る

碑

が
見

ら
れ

る
。

山

東
省

曲

阜

は
、

孔
子

の

ふ
る
さ

と

と
し

て
知

ら

れ
て

い
る
。

そ
し

て
、
曲

阜

は
、
孔

子
直

系

の
子
孫

の
屋

敷

で
あ

る
孔

府

、
孔

子

と
そ

孔
廟

と

十
三

碑
亭

の
子

孫

が
葬

ら

れ

て

い
る
孔

林

、
孔

子
を

た

た
え
、

孔

子

の
霊

を

ま

つ
る
孔

廟
を

中

心

と
し

て
発

展
し

た
市
街

と

い
わ
れ

て

い
る
。

亀
朕
を
も

つ
石
碑
の
系
譜

劇●



亀
跣
を
も
つ
石
碑
の
系
譜

孔
廟
に
は
、
漢
代

の
碑
十
七
基
を
ふ
く
め

て
計

二
二
〇
〇
基
と

い
う
石
碑
群
が
あ

る
と
さ
れ
、
中

で
も
有
名
な

の
が
、
孔
子
廟
の
中
庭

に
建

つ
十
三
碑
亭
内

の
石

碑
で
あ
る
。

各
種

の
書
物

で
見
る
と
、
孔
子
廟
内

の
随
所
に
建

っ
て

い
る
石
碑

の
中
に
、
亀

跣
を
も

つ
も

の
が
数
多
く
見
ら
れ
る
が
、
現
在

の
私
に
は
手
許

に
資
料
が
な
い
。

北
京

の
北
郊
約
五
十
キ

ロ
、
万
里
の
長
城
で
有
名
な
八
達
嶺

に
連
な
る
天
寿
山

の
ふ
も
と
に
、
広
大
な
面
積
を
占
め
る

「
明
の
十
三
陵
」
が
点

明
の
十
三
陵

在
し
て

い
る
。
中
央

の
長
陵
を

は
じ
め
と
し
て
、
献
陵

・
景
陵

・
裕
陵

・
茂
陵

・
泰
陵

・
康
陵

・
永
陵

.
昭
陵

.
定
陵

.
慶
陵

.
思
陵

.
徳
陵

の

明
代
十
三
代

の
皇
帝
陵
が
こ
こ
に
営
造
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

十
三
陵
全
体

の
入

口
で
あ
る
石
牌
坊

・
大
紅
門

・
小
紅
門
を
過
ぎ
る
と
碑
亭

が
あ
り
、
雄
大
な
大
理
石
製

の
碑
が
そ

の
中

に
建
て
ら
れ
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん

「
亀

朕
を
も

つ
石
碑
」
で
あ
る
。

こ
れ
を
過
ぎ
る
と
全
長
七
〇
〇
メ
ー
ト

ル
に
及
ぶ
神
道

(参
道

)
の
左
右
に
、
文
武
両
臣
像

・動
物
像
な
ど
の
石
刻
が
ま
わ
り
を
圧
す
る

よ
う
に
並
ん
で
い
る
。

こ
こ
か
ら
約
八
キ

ロ
、

こ
の
参
道

の
つ
き
当

た
り
に
あ

る
の
が
、
明
朝
第
三
代
成
祖
永
楽
帝

の
陵
墓
、
長
陵
で
、
中
央

に
あ
る
陵
恩
殿
が
公

開
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
長
陵

へ
の
道

か
ら
分
か
れ
て
左

に
入
る
と
、

一
九
五
七
年
に
発
掘
が
行
わ
れ
て
、
地
下
宮
殿
が
全
貌
を
あ
ら
わ
し

一
般
公
開
さ
れ
て

い
る

の6

第
十
四
代
神
宗
万
暦
帝

の
定
陵
が
あ
る
。

私
が
実
見
し

た
の
は
定
陵
だ
け

で
あ

る
が
、
碑
亭
内

に
は
亀
跣
に
乗
る
み
ご
と
な
碑
が
そ
そ
り
立

っ
て
い
る
が
各
陵
と
も
同
じ
よ
う
な
碑
が
存
在
し
て

い
る

の
で

あ
ろ
う
。

9

4321

注水
野
清

一
博
士

「
碑
硯

の
形
式
」
(
『書
道
全
集
』
二
、

中
國
2

漢

)、
長
廣
敏
雄
博
士

「階
唐

の
碑
硯

」
(
『書
道
全
集
』
七
、
中
國
7

階
、
唐
1

)

馬
子
雲
著

・
栗
林
俊
行
訳

『中
国

碑
帖

ガ
イ
ド
』
(昭

和

六
十
三
年
、

二
玄
社

)

1
に
同
じ

楊

寛
著
、
西
嶋
定
生
監
訳

・
尾
形

勇

・
太
田
有

子
共
訳

『中
国
皇
帝
陵

の
起

源
と
変
遷
』
(昭

和
五

十
六
年
、
学
生
社

)
を
主

と
し
て
参
照
し
た
。

等
を
参
照
。



三

韓
国
に
お
け
る
遺
例

1

韓
国

の
古
碑

古
代

日
本
と

一
衣
帯
水
で
あ

っ
た
と

い
わ
れ
る
大
韓
民
国

に
も
、
数
多

く
の
古
碑

が
所
在
し
て

い
る
。
三
国
時
代

の
も

の
、
統

一
新
羅
時
代

の
も

の
、
高
麗
時

代

の
も

の
、
と
時
代
を
追

っ
て
見
た
場
合
、
各
時
代

に
石
碑
が
造
立
さ
れ
、
そ

の
遺
例

に
接
す

る
こ
と
が
で
き

る
が
、
中
国

の
遺
例

の
よ
う
に
、
書
道
史
あ
る

い
は
書

法

の
実
践
と

い
う
立
場
か
ら
と
り
上
げ
る
と

い
う

こ
と
が
な
か

っ
た
た
め
に
、
韓
国

に
お
け
る
古
碑

の
遺
例

は
、

わ
が
国

に
お

い
て
は
、

一
部
を
除

い
て
ほ
と
ん
ど

知
ら
れ

て
い
な

い
と

い
う
の
が
実
情

で
あ
る
。

考
古
学
の
世
界
に
お

い
て
も
、
弥
生
時
代

・
古
墳
時
代

・
歴
史
時
代
を
通
じ
て
、
韓
国

の
文
物

に
多
く
の
関
心

が
寄
せ
ら
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
韓
国

に

所
在
す
る
古
碑
に

つ
い
て
触
れ
た
も

の
は
皆
無

で
は
な

い
が
僅
少

で
あ
る
。
そ
れ
は
兎
も
角
、
韓
国

に
お
け
る

「
亀
跣
を
も

つ
石
碑
」
を

一
通

り
見
わ
た
し
て
み
る

こ
と
と
す
る
。

厨6

2

太
宗
武
烈
大
王
之
碑

新
羅

一
千
年

の
首
都
で
あ

っ
た
全
羅
北
道
慶
州
市

の
西
方
、
西
岳
洞
地
区

の
仏
桃
山

と
称
す

る
小

丘
の
ふ
も
と

に
は
、
王
陵

の
伝
承
を
も

つ
も

の
を

は
じ
め
と
し

て
、
数
多
く
の
古
墳

が
分
布
し
て

い
る
。
中

で
も
有
名
な

の
が
、
新
羅
に
よ
る
朝
鮮
半
島
統

一
を
、
巧
妙
な
外
交

と
軍
事
政
策
を
以
て
達
成
し
た
武
烈
王
(
在
位
は
六

五
四
年
か
ら
六
六

一
年
)
陵

が
こ
こ
に
所
在
し
て

い
る
。

現
在

は
王
陵
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
て

い
る
が
、
入
口
を
入
る
と
す
ぐ
右
側

に
四
方
吹
き
流
し
、
宝
形
造

の
碑
閣

が
あ
り
、
そ

の
中
央
に
忠
実
に
亀

を
か
た
ど

っ

た
み
ご
と
な
亀
跣
が
据
え
ら
れ
、
そ

の
上
直
か
に
蜻

首
が

の

っ
て

い
る
。
銘
文
が
刻
ま
れ
て

い
た
は
ず

の
碑
身
そ

の
も

の
は
失
わ
れ
て
い
る
が
、
蠕
首

の
中
央
に
は
、

二
行

に
分
け

て

「
太
宗
武
烈
大
王
之
碑
」

の
八
字
を
陽
刻
し
た
築
額

が
あ

り
、

こ
れ
に
よ

っ
て
、
こ
こ
か
ら
左
前
方

に
望
む
こ
と
の
で
き
る
円
形
の
墳

丘
が
武
烈
王

の
陵

で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て

い
る
。

亀
跣
は
高
さ

一
〇
三
セ

ン
チ
を
は
か
り
、
亀
甲
文

・
宝

相
華
文

・
飛
雲
文
を
甲
羅

の
部
分
全
体
と
頭
部

に
か
け

て
彫
刻
し
、
蓮
華
座

を
設
け
て

い
る
。
蜻

首
の
高

さ
は

一
〇
六

セ
ン
チ
あ
り
、
左
右
に
は
絡
み
合
う
三

つ
の
竜
、
計

六
つ
の
竜
が
彫
刻
さ
れ
て

い
る
。

亀
跣
を
も
つ
石
碑
の
系
譜

●噂



亀
朕
を
も
つ
石
碑
の
系
譜

『
韓
国
史
跡
と
美
術

の
旅
』
(創
元
社
、
昭
和
六
+
三
年
)を
著
わ
さ
れ
た
高
橋
隆
博
氏
は
、

こ
の
遺

品
に
つ
い
て
、
「
ま
さ
に
初
唐
芸
術

の
伝
統
を
踏
ま
え
た
統

一
新

羅
石
造
美
術

の
精
髄
で
あ

る
」
と
絶
賛
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
づ
い
て
、

同
様

の
亀
跣
は
、
武
烈
王
陵
と
道
路
を

へ
だ
て
た
別
の
墳
墓

の
前

や
、
四
天
王
寺
趾

に
も
、
さ
ら
に
は
国
立
慶
州
博
物
館

の
前
庭

に
双
亀
連
結

の
亀
朕
も

み
ら

れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
蜻
首

・
亀
跣
は
中
国
か
ら
の
影
響

で
あ

る
が
、
わ
が
国
で
見
出
さ
れ
な

い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

と
記
さ
れ
て

い
る

(傍
点
筆
者
)。

因
み
に
、

こ
の
武
烈
大
王
之
碑

の
碑
身
は
失
わ
れ
て

い
る
と
述

べ
た
が
、
碑
石

の

一
部
は
四
片
と
な

っ
て
い
る
が
遺
存
し
て

い
る
よ
う
で
、
そ
の
銘
文
は

『
海
東

ま

ユ

金
石
苑
』

に
収
録
さ
れ
て

い
る
。

3

そ
の
他

の
王
陵
と
碑

慶
州

に
所
在
す

る
新
羅
時
代
の
王
陵

で
亀
朕
を

の
こ
し
て
い
る
の
は
、
私
は
実
見
し
て
い
な

い
が
、

こ
の
ほ
か
に
慶
州
市

の
南
方
、
月
城
郡
安
康
邑
の
北
方
丘
陵

に
あ
る
興
徳
王
陵
が
あ
る
。

の6

興
徳
王
は
新
羅
第
四
+
二
代
の
国

王
で
、
そ

の
没
年

は
八
三
六
年
と
さ
れ
て

い
る
。
武
烈
王
陵

に
く
ら
べ
る
と

つ
く
り
が
丁
寧
で
、
墳
丘
の
裾

に
護
石
を
め
ぐ
ら

し
、
護
石

に
は
切
石
を
立
て
、
十
二
支
像
を
彫
刻
し
た
板
石
が
は
め
こ
ま
れ
て

い
る
。
墳
丘
の
ま
わ
り
に
は
石

の
欄
干
を
め
ぐ
ら
し
、
前
面
中
央

に
お
か
れ
て

い
る

石
床

の
左
右
と
背
面
の
左
右
、
計
四
基

の
石
獅
子
、
さ
ら
に
墳
丘

の
前
方

に
つ
づ
く
墓
道

の
左
右

に
は
文
人

・
武
人
を
表
わ
し
た
石
人
像
を
二
対
、
計
四
体
、
華
表

一
対
が
立
て
ら
れ
て

い
る
。

新
羅

の
王
陵

で
こ
う
し
た
石
刻
を
伴

っ
て

い
る

の
は
、
他

に
第
三
十
八
代

の
王
陵

と
推
定
さ
れ
て

い
る
掛
陵

(け
り
ょ
う
)
か
あ
る
が
、
中
国
唐
代

の
王
陵

の
流
れ

を
受
け
た
文
物
と
し
て
つ
と
に
注
目
さ
れ
て

い
る
。

こ
れ
に
加
え
て
、
墓
道

の
東
側

に
み
ご
と
な
亀
朕

が
の
こ
り
、

こ
こ
に
碑

の
立
て
ら
れ
て

い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
そ

の
位
置
は
、
先

に
見
た
武
烈
王
陵
と
ほ
ぼ
同

じ
で
あ
り
、
新
羅

の
王
陵
で
碑
を
立
て
る
場
所
が
墳
丘

の
前
方
、
墓
道

の
東
側

で
あ

っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
こ
れ
も
碑
身
は
失
わ
れ
て

い
る
が
、
付
近
か
ら
「
興

ぼ
　

徳
」
「
寿
六
十
是
日
也
」
な
ど
の
文
字
を
刻
し
た
碑
石

の
残
欠
が
出
土
し
て

い
る
よ
う

で
、
興
徳
王
陵
で
あ
る

こ
と
が
わ
か

っ
た
。

4

寺
院
跡

に
の
こ
る
亀
跣



亀
跣
は
、
墳
墓

の
ほ
か
寺
院

の
遺
跡

で
も
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
狼
山

の
ふ
も
と
に
、
文
武
王

の
時
代
に
建
立
さ
れ
た
四
天
王
寺
跡
や
、
数
多

く
の
石
仏

で
知
ら

れ
る
南
山

の
昌
林
寺
跡

・
天
龍
寺
跡

に
遺
存
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
亀
跣
は
、

い
ず
れ
も
碑
身

を
失

っ
て

い
る
か
ら
、
碑
文

の
内
容
を
知
る

こ
と
は
で
き
な

い
が
、

寺

の
創
建
あ
る

い
は
重
修

の
際

の
顕
彰
碑

で
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

と

う

カ

ノ
へ

亀
朕
は
、
さ
ら
に
寺
院

の
門
前
に
立
て
る
橦
竿

の
支
柱
、
そ
の
台
座

に
も
見
ら
れ
る
。
多
く

の
遺
例
が
あ
る
も

の
と
思
う
が
、
あ
ま
り
注
意
さ
れ
て

い
な

い
。
私

が
実
見
し

た
も

の
の

一
つ
に
、
慶
州
+分
皇
寺
跡

の
橦
竿
支
柱
が
あ

る
。

5

『朝
鮮
古
蹟
圖
譜
』
所
載

の
石
碑

日
本
が
朝
鮮
半
島
を
統
治
し

て
い
た
問

に
、
朝
鮮
総
督
府
か
ら
刊
行

さ
れ
た

『
朝
鮮
古
蹟
圖
譜
』
全
十
四
冊

の
う
ち
、
第
四
冊

.
第
五
冊

(新
羅
時
代

)
.
第
六
冊

(
高
麗
時
代
)
・
第
十
三
冊

(
朝
鮮
時

代
)
に
は
、
当
時
各
地

に
存
在
し
て
い
た
石
碑

の
資
料

が
収
録
さ
れ
て

い
る
。
現
在
、

こ
れ
ら

の
遺
品

の
所
在

に

つ
い
て
は
異

マけ

ヨ

動

の
あ

る

こ
と

が
予

想

さ

れ

る

が
、
蜻

首

・
亀

跣

を
も

つ
石

碑

の
動
向

を

知

る

こ
と

が

で
き
る

。
資

料

を

一
覧
表

に
作

成

し

て
見

た
。

『
朝

鮮
古

蹟
圖

譜
』

第

四
冊

(
新

羅
、

佛
教

遺

趾

)

名

称

残
存
部
分

年

代

所

在

地

唐
劉
仁
願
紀
功
碑

碑

身
・

蜻

首
・

亀
跣

文

武

王

三

年

六
六
三

忠
清
南
道
扶
余
郡
扶
蘇
山

太
宗
武
烈
王
陵
碑

蟷

首
・

亀
朕

文

武

王

元

年

六
六
一

慶
尚
北
道
慶
州
郡
府
内
面

傅
金
陽
墓

亀
跣

17

四
天
王
寺
趾

碑
片

亀
跣

讐
渓
寺
眞
鑑
輝
師
碑

碑

身
・

蠕

首
・

亀
跣

定

康

王

二

年

八
八
七

慶
尚
南
道
河
東
郡
智
異
山

魔
聖
住
寺
大
朗
慧
和
尚
塔
碑

碑

身
・

蜻

首
・

亀
朕

眞
聖
女
王
三
年

八
九
〇

忠
清
南
道
保
寧
郡
聖
住
山

魔
月
光
寺
圓
朗
輝
師
碑

碑

身
・

蟷

首
・

亀
跣

眞
聖
女
王
三
年

八
九
〇

忠
清
北
道
堤
川
郡
月
岳
山

亀
朕
を
も
つ
石
碑
の
系
譜

(37}



懸
跡
を
も
つ
石
碑
の
系
譜

『朝
鮮
古
蹟
圖
譜
』
第

五
冊

(
新
羅
、
王
陵

)

興 聖
徳 徳
王 王
陵 陵 名

称

残
存
部
分

亀 亀
朕 朕

年

代

慶
尚
北 所

〃 道

慶
州 在
郡

江 内
西 東 地

面 面

『朝
鮮
古
蹟
圖
譜

』
第
六
冊

(高
麗
、
石
造
物
)

名

称

残
存
部
分

年

代

所

在

地

魔
廣
照
寺
眞
徹
大
師
寳
月
乗
空
塔
碑

碑

身
・

蜻

首
・

亀
跣

太

祖
二

十

年

九
三
七

黄
海
道
海
州
郡
錦
山
面

屡
興
法
寺
眞
空
大
師
塔
碑

〃

〃

江
原
道
原
州
郡
地
正
面

毘
盧
寺
眞
空
大
師
塔
碑

〃

〃

〃

太
祖
二

十
二

年

九
三
九

慶
尚
北
道
栄
山
郡
小
白
山

普
賢
寺
朗
圓
大
師
悟
眞
塔
碑

11

11

11

太
祖
二

十
三
年

九
四
〇

江
原
道
江
陵
郡
城
山
面

腰
五
龍
寺
法
鏡
大
師
普
照
慧
光
塔
碑

〃

〃

〃

恵

宗

元

年

九
四
四

京
畿
道
開
城
郡
嶺
南
面

願
高
達
院
元
宗
大
師
慧
眞
塔
碑

11

11

11

光
宗
二
十
六
年

九
七
五

京
畿
道
騒
州
郡
北
内
面

腰
浄
土
寺
弘
法
大
師
實
相
塔
碑

11

11

11

顯

{示

八

年
一

〇
一

七

忠
清
北
道
忠
州
郡
東
良
面

魔
玄
化
寺
玄
化
寺
碑

〃

11

〃

〃

十
二

年
一

〇
二
一

京
畿
道
開
城
郡
嶺
南
面

屡
巨
頓
寺
圓
空
國
師
勝
妙
塔
碑

〃

〃

11

〃

十
六

年
一

〇
二
五

江
原
道
原
州
郡
富
論
面

屡
法
泉
寺
智
光
國
師
玄
妙
塔
碑

11

11

11

宣

{示

二

年
一

〇
八
五

11

金
山
寺
眞
磨
塔
碑

11

11

11

煮曾

ウ
不

⊥
ハ

年

一

一

一

一

全
羅
北
道
金
堤
郡
母
岳
山

(38)



魔
璽
通
寺
大
覧
國
師
碑

〃

〃

仁

宗

四

年

=

二
五

.

京
畿
道
開
城
郡
嶺
南
面

神
光
寺
無
字
碑

〃

11

11

浮
石
寺
圓
融
國
師
碑

碑

身
・

蜻

首
・

亀
鉄

慶
尚
北
道
榮
州
郡
太
白
山

覧
華
寺

11

〃

奉
化
郡
太
白
山

魔
高
達
院
逸
石
碑

〃

京
畿
道
朧
州
郡
北
内
面

『
朝
鮮
古
蹟
圖
譜
』
第
十
三
冊

(
朝
鮮
、
石
碑
)

名

称

残
存
部
分

年

代

所

在

地

演
福
寺
重
創
碑

蜻

首
・

亀
朕

京
畿
道

朝
鮮
太
祖
健
元
陵
碑

碑

身

〃

〃

〃

楊
州
郡
九

里
面

京
城
文
廟
碑

11

11

〃

〃

大
圓
覧
寺
碑

11

17

〃

11

大
清
皇
帝
功
徳
碑

〃

11

11

〃

廣
州
郡
中
墜
面

道
岬
寺
道
説
國
師
碑

11

〃

11

全
羅
南
道
壷
巖
郡
西
面

敬
徳
宮
碑

11

〃

〃

京
畿
道
開
城
郡
松
都
面

善
竹
橋
詩
碑

〃

〃

11

11

玉
山
書
院
李
晦
神
道
碑

〃

11

〃

慶
尚
北
道
慶
州
郡
江
西
面

海
印
寺
氾
漠
大
師
石
藏
碑

〃

11

11

慶
尚
南
道
陳
川
郡
伽
椰
面

仙
巖
寺
重
修
碑

全
羅
南
道
順
天
郡
讐
岩
面

磨
跡
を
も
つ
石
碑
の
系
譜

(39)



亀
跣
を
も
つ
石
碑
の
系
譜

華
巖
寺
碧
巖
大
師
碑

こ
れ
に
よ

っ
て
、
朝
鮮
半
島

に
お

い
て
は
、
唐

の
文
化
を
積
極
的

に
受
容
し
た
統

一
新
羅
時
代
以
後
、
碑
謁

の
制
が
採
用
さ
れ
、
王
陵

に
墓
碑

が
建

て
ら
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

ま
た
仏
教

の
発
展

に
よ

っ
て
各
地
に
建
立
さ
れ
た
寺
院

に
、

こ
れ
に
か
か
わ
る
僧
侶

の
碩
徳
碑
が
造
ら
れ
、
蝸
首

・
亀
跣
を
備
え
た
碑
制

が
、
後
代

の
高
麗
時
代
さ
ら
に
朝
鮮
王
朝

の
時
代

に
ま
で
踏
襲
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
朝
鮮
半
島

に
お
け

る
碑
謁

の
制

が
、
中
世

・
近
世
の
日
本

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た

の
か
、

と

い
う

こ
と
に
つ
い
て
は
、
現
在

の
と
こ
ろ
ま

っ

た
く
わ
か
ら
な

い
。
朝
鮮
通
信
使

の
来

日
を
機
会
に
、
僧
侶

・
儒
者
等

の
文
人
を
通
じ
て
、
そ

の
制
が
話
題

に
な

っ
た
こ
と
も
推
測
さ
れ
る
が
、
韓
国

に
所
在
す
る

遺
例

の
探
訪
と
共
に
今
後
に
お
け

る
課
題
と
し
た

い
。

、■

321

注劉
燕
庭
著

『海
東
金

石
苑
上
』

(
『韓
国
金

石
文
全
書
』
第

二
巻
、

一
九
七
六
、
亜
細
亜
文
化
社
)
に
収
録

さ
れ
て

い
る
。

東

潮

・
田
中
俊
明
両
氏
編
著

『韓
国

の
古
代
遺
跡
』

1
新
羅
編

(慶
州

)
(昭
和
六
十
三
年
、
中
央
公
論

社
)

史
述
美
術
同
孜
会

の
大
鳥
居
総
夫
氏
は
、

『史
遊
と
美
術

』

に
連
載

さ
れ
た

「韓
国
石
造
美
術

の
旅

」

一
-

四

(同
誌
五
九
二

・
五
九
三

・
六
〇
五

・
六

一
四
号

)

左
記

六
基

の
碑
を
見
聞
さ
れ
、

そ
の
紹
介
文
を

の
せ
ら

れ
て
い
る
。

燕
谷
寺

宝
林
寺
普
照
禅
師
碑

弥
勒
寺
趾

青
竜
寺
趾

法
泉
寺
趾
智
光
国
師
玄
妙
塔
碑

居
頓
寺
趾
円
空
国
師
勝
妙
塔
碑

全
羅
南
道

忠
清
北
道

江

原

道

に

、

(40)



四

日
本

で

の
展

開

と

そ

の
遺

例

す

で
に

"
は
し
が
き
"
で
記
し
た
よ
う
に
、
「
亀
跣
を
も

つ
石
碑
」

の
源
流
は
中
国
に
あ
り
、
階
唐
時
代
に
盛
行
し
、
朝
鮮
半
島

に
ま
で
伝
え
ら
れ
た
。

し
か
し
、
中
国

は
も
と
よ
り
、
三
国
時
代

の
朝
鮮
半
島
、
す
な
わ
ち
高
句
麗

・
百
済

・
新
羅

の
三
国
、
さ
ら
に
統

一
新
羅
時
代
を
迎
え
て
も
、
彼
地

の
文
物

に
強

い
あ
こ
が
れ
を

い
だ
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
の
交
流

の
機
会
が
あ
り
な

が
ら
、
「
亀
跣
を
も

つ
石
碑
」
は
古
代
の
日
本

に
伝
来
し
な
か

っ
た
。

そ
れ
か
ら
数
百
年

を
経
た
江
戸
時
代

に
な

っ
て
、

日
本

で
は

「
亀
鉄
を
も

つ
石
碑
」
が
造
立
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
の
契
機
と
な

っ
た

の
が
、
隠
元
隆
埼
の
来

日
.

永
住

に
よ

っ
て
新
し

く
渡
来

し
た
禅
宗

の

一
派
、
黄
漿
宗

の
も

た
ら
し
た
文
物

の

一
つ
で
あ

っ
た
と
考
え
る
の
が
、
本
稿

の
主
題
で
あ
る
。
何
は
と
も
あ
れ
、

こ
れ

ま
で
実
見
す
る
こ
と

の
で
き
た
い
く

つ
か
の
遺
例
を
紹
介
し
て
お
き
た

い
。

1

大
光

普
照
國
師
塔

京
都
府
宇
治
市

に
あ

る
黄
漿
山
萬
福
寺

は
、
万
治
二
年
(
=
ハ
五
九
)
、
明
か
ら
渡
来
し
た
隠
元
隆
埼
が
、
時

の
後
水
尾
上
皇
を
は
じ
め
、
将
軍
以
F
幕
閣

の
諸
大

D但

名

ら
の
後
援
と
寄
進

に
よ

っ
て
開
創
し
た
禅
寺

で
あ
る
。

歴
代
住
職

の
多
く

は
中
国
僧
で
、
建
築
も
中
国
福
建
省
福
州

に
あ
る
本
寺

の
伽
藍

に
準
じ
て
、
隠
元
自
身

の
監
督

に
よ

っ
て
日
本

の
工
匠

が
造
営
し
た
。
総
門

.

三
門

・
天
王
殿

・
大

雄
宝
殿

(
仏
殿
)
・
法
堂
な
ど
主
要
な
建
物

は
寛
文
八
年

(
]
六
八
六
)
に
完
成
し
、
黄
壁
宗
独
特

の
様
式

と
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て

い
る
。

こ
れ
に
加
え
、
隠
元

の
も

た
ら
し
た
黄
漿
宗

は
、
単

に
仏
教
思
想
と
し
て
の
禅
宗

の
教
義

だ
け

に
と
ど
ま
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
物
質
文
化
を
包
括
し
、
江
戸
時
代
後

期

の
俳
人
菊
舎

の
、

山
門
を
出
れ
ば

日
本
ぞ
茶
摘
唄

の
句
に
象
徴
さ
れ
て

い
る
よ
う

に
、
中
国
そ
の
も

の
の
生
活
と
仏
教
習
俗

が
振

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
門

・
天
王
殿

・
大
雄
宝
殿

・
法
堂
と

一
直
線
上
に
並

ぶ
黄
漿
伽
藍
は
、
さ
ら
に
そ

の
左
右

に
多
く

の
建
物

が
こ
れ
ら
を
取
り
囲
む
よ
う

に
立
ち
並

ん
で
い
る

(
図

版
四
)
。

天
王
殿

の
真
北
、
開
山
隠
元
禅
師

の
肖
像
を
ま

つ
る
開
山
堂
か
ら
回
廊
を
東

へ
の
ぼ

っ
た
と
こ
ろ

の
上
方

に
は
、
隠
元
の
墓
所
で
あ

る
六
角
形

の
寿
蔵
が
あ

り
、

亀
詫妖
キ
」も
つ
石
碑
の
系
譜



融
跳
を
も
つ
石
碑
の
系
譜

そ
の
す
ぐ
下
に
宝
形
造
、

一
間
四
方

の
建
物
が
あ
る
。

こ
れ
を
塔
碑
亭
と
よ

び
、
石
碑
は
そ
の
中
央

に
西
面
し
て
建

て
ら
れ
て
い
る
。
宝
永

六
年

(
一
七
〇
九
)
九

は

　

月
ご
ろ
に
造
立
さ
れ
た
建
物

と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

と

こ
ろ
で
、
件
の
碑
は
二
重

の
台
座

の
上
に
亀
を

の
せ
た
形
で
、
亀

の
首
は
短

か
く
す

ぼ
ま

っ
た
状
態
を
あ
ら
わ
し
、
四
本

の
足
も
可
愛
ら
し
く
、
全
体

に
柔
和

な
感
じ

の
亀
跣

で
あ

る
。
そ

の
上

に
乗

る
碑
身

は
、
上
部
は
半
円
形

の
蒲
鉾
状
、
す
な
わ
ち
円
首
に
し
、

特
賜
大
光
普

照
國
師
塔
銘

と
右
か
ら
左

へ
築
書

で
横
体

に
刻
ん
だ
界
線
を
境
に
、
上
部

の
区
画

に
は
二
頭
の
竜
が
向
き
合

っ
た
文
様
を
彫
刻
し
て

い
る
が
蜻
首
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

下
部

の
長

い
区
画

の
中
に
、

二
十
四
行

に
及
ぶ
碑
文

が
細
か
く
刻
ま
れ
て

い
る
。

こ
の
碑
文
は
、
『黄
彙
開
山
普
照
國
師
年
譜
』
巻

下
に

「
塔
銘
」
と
し

て
収
録
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
賜
進
士
出
身
光
緑
大
夫
禮
部
尚
書
上
柱
國
太
師
中
極
殿
大
學
士
燕
山
杜
立
徳
拝
撰
」
と
あ
り
、
ま
こ
と
に
長

い
肩
書
を
も

つ
杜
立
徳
と

マ
マ

い
う
人

の
撰
文
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
末
尾

に
、
「
寳
永
六
巳
五
年
四
月

東
堂
道
宗
現
住
道
章
等
謹
立
」
と
あ
る
か
ら
、
宝
永
六
年
四
月

の
造
立
で
あ
る
。

た
だ
し
、
現
在

の
碑
は
、
も
と

の
碑
が
折
損
し
た
た
め
に
造
り
替
え
ら
れ
た
も

の
で
、
古

い
碑
は
萬
福
寺
文
華
殿
に
収
納
さ
れ
て

い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
碑

剃

文
と

こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
、
黄
奨
文
化
研
究
所

の
田
中
智
誠
氏

の
ご
教
示
を
得
た
が
、
後
考
を
侯
ち
た
い
。
な
お
、

こ
の
区
画
の
左
右

に
は
各
三
対

の
雲
形
文
が

ー

縦
型
に
刻
ま
れ
て
い
る

(
図
版
四
)
。

2

萩
藩
主
毛
利
家
墓
塔

戦
国
時
代

に
中
国
地
方
を
制
覇
し
、
元
就

の
代
に
は
そ
の
領
国
が
山
陽

・
山
陰
に
ま
た
が

っ
て
八
力
国

に
及
ん
だ
毛
利
家

は
、
そ

の
子
輝
元

の
代

に
な

っ
て
関
ケ

原

の
戦

で
西
軍
に
加
わ

っ
た

こ
と
か
ら
、
防
長
二
国
に
限
ら
れ
る

こ
と

に
な

っ
た
。

あ

ぶ

し

づ
き

輝
元
は
広
島
を
去
り
、
長
門
国
阿
武
郡
、
響
灘
に
面
し
た
指
月
山

の
ふ
も
と
に
萩
城
を
築
き
、
こ
こ
に
城
下
町
を

つ
く

っ
た
。
今
日
の
山
口
県
萩
市

の
中
心
部
で

あ
る
。

毛
利
家

の
墓
所
は
萩
市
内

三
カ
所

に
あ

る
。



名

称

所

在

地

被

葬

者

天
樹
院
墓
所

萩

市

堀

内

町旧天樹院境内

初
代
毛
利
輝
元、

同
夫
人、

殉
死者長井治郎左衛門

大
照
院
墓
所

萩

市

青
海

町大照院境内

二

代
毛
利
秀
就
以
下
か
ら
十
二

代まで、偶数代の藩主と夫人・一族

東
光
寺
墓
所

萩

市

椎

原

町東光寺境内

三
代
毛
利
吉
就
以
下、

十
一

代
まで、奇数代の藩主と夫人及び一族

右

の
表

に
示
し
た
が
、

こ
れ
ら

一
カ
所

の
墓
所
は
、
萩
に
と

っ
て
ゆ

か
り
の
深

い
萩
藩
主
毛
利
家

の
墓
所
で
あ
り
、
藩
政
時
代

に
お
け
る
大
名
家

の
葬
制

.
墓
制
を

ヰ

ヨ

知
る
上
で
貴
重
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
昭
和
五
十
六
年
五
月
、
国

の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
う
ち
、
東
光
寺

は
萩
市

の
東
郊

に
あ

り
、
元
禄
四
年
(
一
六
九

一
)、
三
代
藩
主
毛
利
吉
就
が
創
建
し
た
黄
漿
宗

の
寺
院

で
あ
る
。
吉
就
は
萩
出
身

で
黄
奨
宗

に
　

ぼ
ら

の
流
れ
を
承
け
た
名
僧
慧
極
道

明

(
え
ぎ
ょ
く
ど
う
め
い
)
の
教
え
を
受
け
て
信
奉
し
、
慧
極
を
開
山
と
す

る
東
光
寺
を
創
建
し
た
。

墓
所
は
大
雄
宝
殿

の
裏
山
に
あ
り
、
そ

の
配
置
は
図
版
五

に
見

ら
れ
る
通
り
で
、
広
大
な
面
積
を
占
め
、
参
道

に
並

ぶ
石
燈
篭
が
壮
観

で
あ
る

(
図
版
五
)。

前
方
放
生
池
に
架
る
石
橋
を
渡
る
と
そ

の
参
道

で
あ
る
が
、
五
カ
所

の
墓
所

に
分
か
れ
て
五
筋

に
な

っ
て

い
る
。
参
道

の
尺
、き
る
と

こ
ろ
か
ら
二
段
高
く
な

っ
て

広
場
が

つ
く
ら
れ
、
そ

の
奥
に
藩
主

・
同
夫

人
の
墓
碑
が
そ
れ
ぞ
れ
並
ん
で
建
て
ら
れ
て

い
る
。

さ
て
、
各
墓
所
と
も
、
参
道

の
先

か
ら
段
を
上

っ
た
右
側

に
、
亀
跣
を
も

つ

「
神
道
碑
」
が
そ
れ
ぞ
れ
面
し
て
建

っ
て

い
る
。

こ
れ
を

「
神
道
碑
」
と
よ
ぶ
の
は
、

本
墓
所

へ
の
埋
葬

が
神
式

で
あ
り
、
各
墓
碑
に
刻
ま
れ
て

い
る
藩
主

の
法
名

の
あ
と
に

"
神
儀

"
の
字
句
を
付
し
て

い
る

こ
と
と
も
関
係
が
あ
る
が
、
中
国
式

の
呼

(43)
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亀
朕
を
も
つ
石
碑
の
系
譜

称
を
踏
襲

・
採
用
し
て

い
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

神
道
碑
六
基
の
中
で
も

っ
と
も
古

い
も

の
は
、
中
央

に
あ
る
三
代
藩
主
毛
利
吉
就

の
碑

で
あ
る
。
総
高
約
ニ
ー
五
メ
ー
ト

ル
、
二
段

の
台
座
の
上
に
、
碑
陽

・
碑

陰
と
平
行
す
る
方
向
に
亀

の
頭
を
向
け

た
亀
跣
を
お
き
、
そ
の
上
に
碑
身
を

の
せ
て

い
る
。

六
基
と
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
大
き
さ

で
つ
く
り
方
も
共
通

し
て

い
る
。
す

な
わ
ち
、
碑
身

の
上
部

は
半
円
形
の
円
首
を
な
し
、
そ

の
下

の
区
画

に
竜
を
彫
刻
し
た
蟷
首

の
部
分
を

つ
く
り
、
碑
文
を
刻
む
区
画
と

の
間
に
築
額

の
役
割
を
す
る

「
賢
藩
徳
政
口
口
口
□
」
の
文
字
が
築
書

で
刻
ま
れ
て
い
る
。

ほ
へ　

次
に
、
毛
利
吉
就
墓
碑
の
碑
文
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。

防
長
両
州
大
藩
主
大
江
吉
就
公
徳
感
碑

凡
人
慮
世
欲
要
榮
先
祐
後
無
如
修
徳
立
身
徳
之
所
被
天
下
萬
世
敦
不
感
焉
諦
召
公
甘
業
之
詩

可
見
昊
司
馬
温
公
嘗
三口
劉
器
之
平
生
只
是

一
箇
誠
字
夏
撲
不
破
居

常
社
門
屏
跡
不
妄
交
遊
人
空
見
其
面
然
田
夫
野
廃
市
井
細
民
相
謂
若
過
南
京
不
見
劉
侍
制
如
過
潤
洲
不
見
大
聖
及
公
卒
士
民
持
香
剤
諦
佛
経
面
泣
者
日
数
千
人
徳

之
感
人
恒
若
是
也
其
能
以
徳
感
人
而
人
不
忘
者
今
於
雨
州
大
藩
主
就
公
見
之
契
公
諌
吉
就
姓
大
江
又
日
松
平
乃
今
賜
姓
也
出

平
城
天
皇
之
後
父
侍
從
綱
廣
公
母

越
前
宰
相
松
平
氏
忠
昌
公
之
女
也
就
公
生
來
仁
慈
朴
厚
温
良
敬
謹
兼
有
至
性
事
二
親
以
孝
聞
及
親
之
棄
世
也
哀
鍛
過
禮
立
其
祠
宇
奉
其
神
儀
毎
祭
尊
必
自
蹴
誠
也

所
至
観
者
爲
之
涕
下
公
錐
爲
雨
州
大
藩
主
威
勢
赫
如
絶
不
見
有
奢
移
驕
偲
之
熊
視
身
如
寄
硯
民
如
傷
故
民
望
之
猶
鍮
干
父
母
毛
詩
所
謂
父
母
孔
魎
者
非
公
也
邪
諸

有
慕
其
徳
得
披
雲
而
賭
之
如
坐
春
風
之
中
自
有
藷
然
之
氣
至
干
所
習
技
藝
必
琿
其
能
而
后
巳
傍
輩
未
有
出
其
右
者
尋
常
欄
物
無
怪
色
日
用
之
膳
國
有
定
法
不
幸
膳

中
有
沙
粟
則
膳
夫
罪
公
筍
見
之
轍
密
自
棄
套
其
仁
慈
至
此
爲
政
之
暇
下
忘
付
属
崇
重
三
奪
光
慕
吾
少
林
氏
軍
傳
直
指
之
道
貞
享
四
年
阿
南
大
寳
和
尚
慧
極
明
公
暉

師
奉

旨

京
都
之
紫
雲
謝
恩
日
始
荊
識
於
殿
上
不
敲
若
平
生
燵
盃
極
輝
師
乃
公
國
中
之
名
徳
也
尋
延
至
府
第
薦
伊
蒲
畜
法
要

一
玲
其
啓
饗
靡
不
信
入
自
言

一
曙

依
之
後
錐
造
式
顛
浦
資
胸
中
無
凝
盃
言
其
有
所
得
也
常
呈
偶
語
及
機
解
輝
師
審
其
所
詣
輯
頷
之
辛
未
歳
就
紫
雲
爲
衆
設
毘
尼
壇
時
早
素
求
戒
者
二
萬
指
公
喜
其
錐

遭
亦
受
菩
薩
大
戒
乞
法
諄
日
元
榮
字
之
日
大
光
壽
徳
其
院
號
也
自
特
厭
後
有
捨
池
鋪
金
之
意
乃
躯
詣
州
之
松
本
選
其
形
勝
清
幽
離
塵
之
所
爲
伽
藍
地
先
構
堂
宇
敷

座
以
優
栖
僧
因
名
其
山
日
護
國
寺
日
東
光
盃
移
故
寺
之
名
也
逮
暉
師
退
紫
雲
之
後

大
喜
特
挽
爲
護
國
重
興
開
山
之
租
其
主
賓
之
契
錐
趙
王
之
得
趙
州
案
以
異
裁

於
是
雨
州
官
貴
以
至
黒
白
男
女
持
香
花
而
衆
禮
者
日
接
焉
於
道
昔
馬
租
不
還
郷
慮
有
不
香
之
讃
今
琿
師
蹄
國
而
聲
華
益
顯
可
謂
適
往
耳
無
何
爲
建
選
佛
場
其
輪
奥

之
美
象
設
之
嚴
素
所
未
有
価
手
書
山
寺
之
額
銀
鉤
玉
勒
光
怪
光
目
輝
師
疑
公
必
棄
願
而
來
非
宅
所
比
嘗
授
以
安
陀
會
久
之
復
遺
以
暉
版
以
喪
嘱
累
之
意
云
今
年
春

(44)



公
在
東
都
偶
沽
重
疾
州
民
間
之
莫
不
齋
戒
沐
浴
爲
疇
干
神
祇
及
其
計
至
涕
潤
愁
嘆
如
失
侍
枯
實
元
禄
甲
戌
七
年
二
月
初
七
日
也
春
秋
二
長
有
ヒ
揮
師
聞
之
不
能
高

之
者
久
巳
而
嘆
日
哲
人
既
往
夙
願
未
周
國
之
不
幸

一
至
此
乎
乃
研
涙
書
偶
日
因
何
遽
爾
露
鳥
有
想
是
時
來
往
樂
天
山
野
不
憂
君
早
世
爲
民
爲
法
涙
如
泉
帥
日
命
衆

設
位
以
百
日
爲
限
逐
日
三
時
上
供
井
建
梵
壇
轄
大
乗
経
以
賛
冥
幅
先
是
公
將
易
實
以
未
有
嗣
塞
其
弟
侍
從
吉
廣
公
襲
其
爵
以
安
兆
民
鳴
呼
賢
哉
暉
師
感
公
之
徳
不

能
巳
慮
後
固
有
知
者
乃
聾
巨
石
爲
編
不
遠
十
里
命
僧
來
徴
予
文
以
予
與
公
有
道
縁
其
構
知
公
者
捨
予
其
誰
予
錐
老
鈍
不
能
文
然
規
琿
師
煩
恩
不
置
侃
徳
弗
設
與
夫

尤
世
反
乎
雲
雨
者
異
也
故
不
欲
違
其
旨
輯
爲
操
瓠
偉
持
蹄
勒
諸
碗
瑛
用
勧
後
之
爲
民
主
者
必
先
以
其
徳
化
民
則
民
之
牧
上
也
捷
干
令
夫
如
是
則
公
之
明
徳
又
案
恭

乎
召
伯
之
甘
業
劉
公
之
誠
意
邪
公
固
不
待
言
而
暉
師
此
塞
非
可
爲
叢
林
干
秋
之
典
刑
也
歎

岩

元
緑
甲
戌
七
年
無
射
月
穀
旦

支
那
國
嗣
祀
沙
門
現
爲
黄
漿
第
五
代
住
持
敦
高
泉
撰
文

當
寺
重
興
開
山

傳
臨
濟
正
宗
第
三
十
四
世

沙
門
明
慧
極
勒
石

匝

廊
」

4

月
ム冊
(昌
卑

f
負
丁口

日

萩
の
市
街

に
は
、
年
代
は
や
や
下
る
が
、
亀
朕
を
も

つ
石
碑
が
も
う

一
カ
所
あ
る
。
萩
藩

の
藩
校
で
あ

っ
た
明
倫
館

(
め
い
り
ん
か
ん
)
の
顕
彰
碑

で
、
も
と
は
藩

5ー

校
内

に
ま

つ
ら
れ
て

い
た
聖
廟
内

の
広
場

に
建

て
ら
れ
て

い
た
が
、
現
在
は
、
そ

の
敷
地
と
名
称
を
踏
襲
す
る
萩
市

立
明
倫
小
学
校

の
敷
地
内

に
並
ん
で
建

っ
て

い

口

る

(
図
版
七

)。

明
倫
館
は
、
萩
藩
五
代
藩
主
毛
利
吉
元

が
、
享
保
三
年

(
一
七

一
八

)
十

二
月
、
萩
城
三
の
丸
追
廻
し
筋

に
創
建
し
た
藩
校
で
あ
る
が
、
百
三
十
年

後
の
嘉
永

二

年

(
一
八
四
九

)
、
江
向
の
地
に
敷
地

一
五
、

一
八
四
坪

(約
五
十
万
平
方
メ
ー
ト

ル
)
と

い
う
広
大
な
面
積
に
拡
張
さ
れ
て
移
転
し
た
。

向
か

っ
て
左
側

の
が
、
明
倫
館
が
創
設
さ
れ
て
二
十

一
年
目
に
当
た
る
元
文
六
年

(
一
七
四

一
)
二
月
に
、
六
代
藩
主
毛
利
宗
廣
が
、
そ
の
由
来
を
後
世
に
伝
え

る
た
め
に
建
立
し
た
。
花
山岡
岩
製
、

二
段

の
台
上
に
亀

跣
を

の
せ
、
そ
の
上
に
玄
武
岩
製

の
碑
身
を
立
て
た
も

の
で
あ
る
。
碑
陽

に
は
、
明
倫
館
二
代

の
学
頭

で
あ

り
、
荻
生
但
來
門
下
で
古
文
辞

派

の
儒
者

と
し
て
知
ら
れ
た
山
縣
周
南

の
撰
文
、
三
代
学
頭
津

田
東
陽

の
書
に
成
る

「
明
倫
館
記
」
が
碑
面

↓
ぱ

い
に
刻
ま
れ

て
い

る
。向

か

っ
て
右
側

の
碑
は
、
嘉
永

二
年

(
一
八
四
九

)
三
月
、
萩
藩
最
後

の
藩
主
と
な

る
毛
利
敬
親
が
、
新

明
倫
館

の
開
校
を
記
念
し
て
、
十
代
学
頭
山
縣
大
華

に

ロほ

ア

「
重
建

明

倫
館

記

」
を

撰

文
さ

せ
て
建

立

し

た
も

の
で
あ

る
。

亀
跣
を
も

つ
石
碑
の
系
譜



亀
跣
を
も
つ
石
碑
の
系
譜

二
基

の
碑
は
ほ
と
ん
ど
同
工
同
大

で
あ
る
が
、
左
側
の
古

い
方

の
碑

の
亀
朕

が
、
実
物
の
亀

の
形
を
無
視
し
て
、
甲
羅
が
横
長

に
な

っ
て
い
る
の
が
特
徴

で
あ
る
。

な
お
、

こ
の
両
碑
は
、
「
明
倫
館
水
練
地
お
よ
び
有
備
館

」
に
付
し
て
、
昭
和
四
年
十

二
月
に
国

の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

5

「
國
廉
」

の
碑

日
本
全
土
六
十
六
国
を
数
え
た
律
令
制
度
下
の
諸
国
国
府
ま

た
は
国
衙

の
遺
跡
の
中
で
、
八
町
四
方

に
及
ぶ
彊
域
を
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま

の
姿
で
遺

し
て
い
る

の
が
、
山
口
県
防
府
市
国
衙
町

に
所
在
す

る
周
防
国
衙
跡

で
あ

る
。

古
く
か
ら

"
土
居
八
丁
"
と
よ
ば
れ
、
方
格

の
区
画
を

の
こ
す
区
域
が
国
衙
跡
と
推
定
さ
れ
て
来
た
が
、
近
年
に
な

っ
て
実
施
さ
れ
た
発
掘
調
査

に
よ

っ
て
そ
の

区
域
が
確
定
さ
れ
る
と
共
に
遺

構

の
存
在

が
確
認
さ
れ
、
国

の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
公
園
化
計
画

が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
広

い
国
衙
跡

の
ほ
ぼ
中
央
に
建

っ
て

い
る
の
が
こ
こ
に
取
り
上
げ
た

「
國
鷹
」

の
碑

で
あ
る
。

二
段
の
台
座
上
に
、
頭
部
を
東

の
方
向
に
向
け
た
、

つ
ま
り

横
向
き
の
亀
跣
上
、
円
首

の
碑
身

の
正
面

に
は
、
大
き
く

「
國
廉
」
の
二
文
字
が
刻
ま
れ
、
背
面

に
は
九
行
に
わ
た

っ
て
次

の
字
句

が
刻
ま
れ
て

い
る

(
図
版
八

)。

此
廉
周
防
國
守
之
遺
廉
而
碑
面

二
大
字
東
大
寺

今
淳
海
上
人
庭
書
也

輯

謹
案
口

成
務
天
皇

五
年
始
置
國
造
後
改

日
國
司
又
國
守
文
治

ー

二
歳
ロ
ロ
詔
以
造
東
大
寺
後
乗
上
人
補
吾
周
防
之
國
守
自
後
法
風

者
三
百
七
十
穰
東
大
寺
采
邑
今
猶
存
於
此
以
是
也
磨
内
有

八
幡
祠
蓋
天
平
勝
寳
三
年
遷
自
大
和
國
手
向
山
者
毎
歳
九
月
三
日

修
祭
重
寛
家
屡
任
廉
奉
行
祭

日
代
拝
之
使
亦
恭
口
命
焉
嵯
夫
古
昔
毎

國
在
廉
今
也
蓼
蓼
無
聞
此
磨
燭
存
是
山豆
可
不
記
乎
因
謹
檬
典
稽
古

書
其
事
於
碑
陰
傳
不
朽

安
政
七
年
歳
次
庚
申
三
月
五

日
建

□
口
□
上
司
主
税
平
重
寛

謹
撰
□
當

南
條
禎
真
書

さ
ら
に
右
側
面

に
は
、



上
司
主
税
平
重
寛

昊
子
謹
建

武
嶋
完
次
平
重
勝

と
あ

っ
て
、

こ
の
碑

の
建
立
者
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
ぐ
傍

に
設
け

ら
れ
て
い
る
説
明
板

に
は
、

「
国
庁
」

の
碑
と
国
庁
寺

と
題
し
て
、

こ
の
碑
と
周
防
国
衙

(
庁
)
・
国
庁
寺
の
こ
と
が
解
説
さ
れ
て

い
る
。

6

鳥

取
藩
主
池

田
家
墓
所

鳥
取
市

の
す
ぐ
東
が
わ
に
連
な
る
岩
美
郡
国
府
町
は
、
そ
の
名

の
通

り
、
古
代

に
お
け
る
因
幡
国
府

の
所
在
地
と
し
て
知
ら
れ
、
因
幡
国

分
寺
跡
、
彩
色
壁
画
が

描
か
れ
て
い
る
梶
山
古
墳
、
墓
誌

の
刻
ま
れ
た
蔵
骨
器
が
出
土
し
た
伊
福
吉
部
徳
足
比
売
墓
な
ど
、
多
く

の
史
跡
が
所
在
し
て

い
る
。

こ
の
国
府
町
奥

谷
に
は
、

こ
れ
も
昭
和
四
十
五
年
、
県

の
史
跡

に
、
次

い
で
昭
和
五
十
六
年
十
月
に
国

の
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
因
幡
国
鳥
取
藩
主
池
田
家
墓
所

が

ぼ
お

あ

る
。
広
大
な
敷
地
に
は
、
初
代
藩
主
池
田
光
仲

(
み
つ
な
か
)
以
下
、
最
後

の
藩
主
慶
徳

(
よ
し
の
り
)
を
除

い
て
十

一
代
慶
栄

(
よ
し
ひ
で
)
に
至
る
ま
で
の
歴
代

と
正
室

.
側
室
の
墓
、
さ
ら
に
分
家

の
墓
を
ふ
く
め
て
多
数

の
墓
碑
と
、
供
養

の
た
め
に
建
て
ら
れ
た
石
燈
篭
が
林
立
し
、
昼
な
お
暗

い
墓
所
は
森
厳
で
も
あ
り
、

幽
境

に
さ
ま
よ

っ
た
と
も

い
え
る
異
様
な
雰
囲
気

が
漂

っ
て

い
る
。

鳥
取
藩
主
池
田
家

の
成
立

は
、
元
和
三
年

(
一
六

一
七

)、
播
州
姫
路
か
ら
池
田
光
政
が
因
幡
・
伯
老
日
三
十
二
万
石
で
移
封
さ
れ
て
、
鳥
取
城

に
入

っ
た
こ
と
に
は

じ
ま
る
。
そ
れ
ま

で
小
大
名

に
よ

る
分
割
支
配
が

つ
づ

い
て

い
た
因

・
伯

二
国

は
、

一
大
名
に
よ
る

一
円
支
配
と
な
り
、
鳥
取
城

が
そ

の
拠
点
と
な

っ
た
。
寛
永

九

年

(
一
六
三
二
)、
藩
主
は
備
前
岡
山

に
い
た
光
仲

と
交
替
し
た
が
、
以
後
明
治
維
新
に
至
る
ま
で
光
仲
を
藩
祖

と
す

る
池
田
家
が
継
承
し
た
。

光
仲
は
、
寛
永
七
年

二

六
三
〇
)
岡
山
藩
主
池
田
忠
雄

の
嫡
子
と
し
て
生
ま
れ
た
が
、
家
督
を

つ
い
だ
時
に
は
二
才

で
あ

っ
た
。
寛
永
十
四
年

(
一
六
三
七

)

九
才

で
元
服
し
て
光
仲

と
改
名
し
、
慶
安

元
年

(
一
六
四
八
)
十
九
才

で
国

に
帰
り
、
転
封
以
来
十
五
年
続

い
た
家
老
政
治
か
ら
藩
主

の
親
政
に
改

め
た
。
貞
享

二

年

(
一
六
八
五

)、
家
督
を
世
子
綱
清

に
譲

っ
て
隠
居
す
る
ま
で
の
三
十
余
年
間
、
藩
政

の
確
立
に

つ
と
め
た
の
ち
、
元
禄
六
年

(
一
六
九
三

)
六
月
、
六
十
四
才

で

没
し
た
。

亀
朕
を
も
つ
石
碑
の
系
譜

(47)



亀

朕
を

も

つ
石
碑

の
系

譜

ル
　

光
仲

は
か
ね
が
ね
黄
漿
宗
に
帰
依
し
、
菩
提
寺
を
臨
済
宗
妙
心
寺
派
か
ら
黄
漿
宗
に
改
宗
し
た
ほ
か
、
奥
谷

の
地
に
黄
奨
宗

の
伽
藍
興
禅
寺
を
創
立
し
た
。
光
仲

の
死
去
に
当
た

っ
て
こ
こ
を
廟
所

に
定

め
、
広
大
な
池
田
家
墓
所

が
成
立
し
た
の
で
あ

る
。

墓
所

の
入
口
に
は
小
さ

い
門

が
あ
り
、
歴
代
藩
主

の
墓
碑

の
位
置
を
示
し
た
案
内
板

が
立
て
ら
れ
て

い
る
。

こ
こ
か
ら
ゆ
る
や
か
な
坂
道
が

つ
づ
き
、
そ
の
両
側

に
藩
主
以
下
の
墓
碑
が
建

て
ら
れ
て

い
る
。
藩
祖
光
仲
公
の
墓
碑
は
、
門
を
入

っ
て
左

に
折
れ
、
石
段
を
登

っ
た
真
正
面

に
あ
り
、

こ
こ
に
至

る
右
側

に
は
、
九

・

十

・
十

一
代
藩
主
と

一
族

の
墓
碑
が
並

ん
で

い
る
。
藩
主

の
墓
碑
は
、
そ
れ
ぞ
れ
玉
垣
で
囲
ま
れ
、
高
さ
五
十
セ

ン
チ

の
基
壇

の
上

に
、
台
石
を
三
段

に
積

み
重
ね
、

そ

の
上

に
亀
朕
が
あ
り
、
さ
ら
に
高
さ
三
メ
ー
ト

ル
の
円
首
、
方
形

の
碑
身

を
建
て
る
と
い
う
壮
大
な
も
の
で
あ
る
。

藩
祖
池

田
光
仲

の
墓
碑

は
、
碑
身
正
面
に
、

興
禅
院
殿
故
因
伯
刺
史
俊
翁
義
剛
大
居
士

と
大
書
し
、
そ

の
左
右
に
、

元
禄
六
癸
酉
年

七
月
初
七
日
莞

鋤但

と
刻
ま
れ
て

い
る
。
背
面

に
は
、
義
岳
蘭
谷
の
揮
毫

に
成
る

「
興
禅

院
徳
政
之
碑

」

の
纂
額

が
あ

り
、
碑
面

一
ぱ

い
に
、
二
四
行
、
計

=

二

七
字

に
及
ぶ
碑
文
が

刻
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
文
章

は
、
二
代
藩
主
綱
清
公

の
要
請

に
よ

っ
て
、
黄
壁
山
萬
福
寺
五
代
住
持
と
な

っ
た
明
僧
高
泉
性
敦
が
し
た
た
め
た
も

の
で
、
光
仲
公
の

業
績
が
細
か
く
記
さ
れ
そ

の
徳
を
称

え
た
名
文

で
あ
る
。
な
お
碑
身

の
背

に
銘
文

が
あ

る
の
は
こ
れ
だ
け
で
、
以
後

の
各
藩
主

の
墓
碑
に
は
刻
ま
れ
て
い
な

い
。

因
み
に
亀
朕
を
見
る
と
、
初
代
光
仲

の
墓
碑

の
そ
れ
は
、
隠

か
な
表
情
で
あ
る
が
、

二
代
以
後
、
年
代

が
下

る
に
従

っ
て
亀
そ

の
も
の
の
彫
刻
が
写
実
的
に
な
り
、

一
見
グ

ロ
テ
ス
ク
な
感
じ
が
目
立

っ
て
来

る
。

こ
の
傾
向

は
、

こ
こ
で
は
く
わ
し
く
触

れ
な

い
が
、
お
そ
ら
く
鳥
取
藩
主

の
墓
碑

に
倣

っ
た
松
江
藩
主
松
平
家
墓
所

(島
根
県
松
江
市
、
月
照
寺
所
在
)
の
各
墓
碑
に
見
る
亀
跣

に
至

っ
て
よ
り
度
合

が
大
き

い
。

7

楠
木
正
成
墓
碑

建
武
三
年

(
一
三
三
六
)、
湊
川

の
合
戦

で
足
利
尊
氏

の
軍
勢
を
迎
え
、
兵
庫
で
討
死
し
た
南
朝
方

の
武
将
楠
木
正
成

の
墓
碑

は
、
神
戸
市
中
央
区
多
聞
通

三
丁

目
、
湊
川
神
社

の
境
内

に
あ

る
。

も
と
こ
の
地
に
は
、
"
楠
公

の
塚
"
と

い
わ
れ
る
小
さ
な
塚
が
存
在
し
て

い
た
。
寛
永

二
十
年

(
一
六
四
三

)、
尼
崎
藩
主

と
な

っ
た
青
山
幸
利

は
、
自
ら

の
領
地



内
に
墓
所
の
あ
る

こ
と
を
知
り
、
塚
上
に
松

の
木
や
梅

の
木
を
植

え
、
五
輪
塔
を
建
て
た
り
し

て
顕
彰
を
は
か

っ
た
。

そ
の
後
、
延
宝
年
間

(
一
六
七
三
～
八
〇
)
に
、
現
在
中
央
区
楠
町
八
丁
目

に
あ
る
臨
済
宗
医
王
山
廣
巖
寺

の
住
僧
と
な
り
、
寺
を
再
興
し
た
千
巖
宗
般

(
せ
ん
が

ん
そ
う
は
ん
)は
、
楠
木
正
成

の
尊
崇
者

で
あ

っ
た
が
、
時
に
水
戸
藩
主
徳
川
光
囲

が
大
楠
公

の
墓
碑
を
建
立
す
る
意
志
が
あ

る
こ
と
を
聞

い
て
、
自
ら
江
戸

に
赴

い

て
建
碑

の
こ
と
を
請
願
し
た
。

こ
の
努
力
が
実
を
結

び
、
元
禄
五
年

(
一
六
九
二
)
、
光
囲
は
家
臣
の
佐

々
宗
淳

(介
三
郎
)
を
兵
庫
湊

川
に
派
遣
し
、
建
碑
工
事

の

ほ
　

監
督
に
当
た
ら
せ
、
同
年
十
月

に
完
成
し
た
。

碑
は
、
現
在
覆
屋
が
設
け
ら
れ
て

い
る
が
、
花
山岡
岩
製
、
二
段

の
基
礎
に
亀
朕
を
の
せ
、
そ

の
上

に
碑
身

が
立

て
ら
れ
て

い
る

(図
版

一
〇
)。

碑
陽

に
は
、
徳
川
光
囲

の
揮
毫
に
成
る

「
鳴
呼
忠
臣
楠
子
之
墓
」
の
八
文
字
が
刻
ま
れ
て

い
る
が
、

こ
れ

は
中
国

に
あ
る

「
鳴
呼
有
吾
延
陵
季
子
之
墓
」

の
字
句

に
倣

っ
た
も

の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
碑
陰

に
は
、
光
囲

の
師

で
あ
り
、
寛
文
五
年

(
一
六
六
五
)
に
招

か
れ
て
来
朝
し
た
明
国

の
儒
者
朱
舜
水

(
一
六
〇
〇
～
八

二
)
の
撰
文
に
成
る
次

の
銘
文
が
刻
ま
れ
て

い
る
こ
と
で
有
名

で
あ

る
。

忠
孝
著
乎
天
下
日
月
麗
乎
天
天
地
無

日
月
則
晦
蒙
否
塞
人
心
療
忠
孝
則
乱
賊
相

捌

尋
乾
坤
反
覆
余
聞
楠
公
諄
正
成
者
忠
勇
節

烈
國
士
無
讐
蒐
其
行
事
不
可
概
見
大

ー

抵
公
之
用
兵
審
強
弱
之
勢
於
幾
先
決
成
敗
之
機

於
呼
吸
知
人
善
任
膿
士
推
誠
是

以
謀
無
不
中

而
戦
無
不
克
誓
心
天
地
金
石
不
楡
不
爲
利
回
不
爲
害
依
故
能
興
復

王
室
還
於
奮

都
諺

云
前
門
拒
狼
後
門
進
虎
廟
護
不
滅
元
兇
接
踵
構
殺
國
儲
傾
移

鐘
簸
功
垂
成
而
震
主
策
錐
善
而
弗
庸
自
古
未
有
元
帥
嫉
前
庸

臣
專
断
而
大
將
能

立
功
於
外
者
卒
之
以
身
許
國
之
死
靡
佗
観
其
臨
終
訓
子
從
容
就
義
託
孤
寄
命
言

不

及
私
自
非
精
忠
貫

日
能
如
是
整
而
暇
乎
父
子
兄
弟
世
篤
忠
貞
節
孝
葦
於

一
門

盛
芙
載
至
今
王
公
大
人
以
及
里
巷
之
士
交

口
而
諦
説
之
不
衰
其
必
有
大
過
人
者

惜
乎
載
筆
者
無
所
考
信
不
能
凝
揚
其
盛
美
大
徳
耳

右
故
河
撮
泉
三
州
守
贈
正
三
位
近
衛
中
將
楠
公
賛
明
徴
士
舜
水
朱
之
喩
字

亀
訣
を
も
つ
石
碑
の
系
譜



亀
跣
を
も
つ
石
碑
の
系
譜

魯
理
之
所
撰
勒
代
碑
文
以
垂
不
朽

な
お
、
本
碑

は

「
楠
木
正
成
墓
碑
」
と
し
て
、
戦
前
か
ら
史
跡
と
さ
れ
て
来
た
が
、
昭
和
二
十
六
年
六
月
、
文
化
財
保
護
法

に
よ
る
指
定
に
更
新
さ
れ
た
。

8

そ

の
他

の
遺
例

以
上
紹
介
し

た
も
の
の
他
、
全
国
的
規
模
で
見

る
と
、
「
亀
跣
を
も

つ
石
碑
」
の
遺
例
は
、
各
地
に
数
多
く
存
在
し
て

い
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。

こ
れ
ら

の
す

べ

て
を
リ
ス
ト
ア

ッ
プ
し
、
探
訪
す

る
こ
と
は
容
易
で
は
な

い
が
、

こ
れ
も
今
後

の
課
題
と
し
て
お
き
た

い
。

私
が
実
見
し

た
も
の
の

一
つ
二

つ
を
紹
介
す
る
と
、
兵
庫
県
明
石
市

の
人
丸
神
社

の
境
内

に
あ
る
、
「
播
州
明
石
浦
柿
本
太
夫
祠
堂
碑
」
が
あ
る
。
寛
文
四
年

(
一

六
六
四

)、
時

の
明
石
藩
主
松
平
信
之

(
の
ぶ
ゆ
き
)
が
建
立
し
た
も

の
。
撰
文
は
大
学
頭
林
春
斎
、
亀

の
碑
と
よ
ば
れ
、

こ
の
文
章
を

一
息
で
読
む
と
亀

が
動
く
と

い
う
俗
信
が
あ

る
。

い
ま

一
つ
は
、
私
の
住
居

に
近

い
東
大
阪
市
若

江
南
町

の
若
江
共
同
墓
地
内
に
建
て
ら
れ
て

い
る
山
口
重
信
墓
碑
で
あ
る
。
山
口
重
信

は
、
元
和
元
年

(
一
六

一

五
)
の
大
坂
夏

の
陣
で
、
豊
臣
方

の
武
将
木
村
長
門
守
重
成

と
当
地

で
戦

っ
て
討
死
し
た
徳
川
方
井
伊
軍

の
武
将

で
、
正
保
四
年

(
一
六
四
七

)、
弟

の
山
口
但
馬
守

弘
隆
が
建
立
し

た
も
の
で
あ
る
。

二
段
の
台
石
上

に
亀
跣
を

の
せ
、
半
円
形

の
笠
を
か
ぶ
せ
た
総
高
二

・
五
メ
ー
ト

ル
を
は
か
る
堂

々
と
し
た
墓
碑
で
あ

る
。

み

は

り

大
阪
府
下
に
は
も
う

一
つ
、
南
河
内
郡
美
原
町
今
井

の
黄
桀
宗

の
寺
院
、
大
宝
山
法
雲
寺
に
あ

る

「
慧
極
道
明
道
行
碑
」
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
法
雲
寺

は
、

寛
文
十
二
年
(
一
六
七

二
)
、
長
州
萩

の
出
身

で
あ
り
、
後
に
東
光
寺
を
建
て
た
慧
極
道

明
に
よ

っ
て
開
創
さ
れ
た
寺
で
、
仏
殿

・天
王
殿
を
中
心

に
、
総
門
(大
門
)
・

鐘
楼

・
鎮
守
社
と
、
開
山
堂

・
耀
光
殿

(
位
牌
堂
)
・
方
丈

・
庫
裡
な
ど
の
諸
堂
舎

が
整
然
と
建
ち
並
び
、
地
方

に
は
め
ず
ら
し
く
黄
桀
伽
藍

の
遺
構

と
寺
観
を
と
ど

げ
　

め
て

い
る
。

碑

は
、

耀
光

殿

の
左

前
方

、
大

雄
宝

殿

の
右

側

に
建

て

ら

れ

て

い
る
。

花
山岡
岩

製

、

総
高

二

・
四

〇

メ
ー

ト

ル
を

は

か
り
、
萬

福

寺

の
隠

元
禅

師
塔

で
見

た
よ

う

な

可
憐

な
亀

跣

の
上

に
碑
身

が

の

っ
て

い
る
。
碑

側

・
碑

陰

に
は
、
長

州
萩

東
光

寺

の
住

持

で
あ

っ
た
玄

孫

洪
深

の
撰
文
、

伊
勢

松

阪

の
文

人
、
韓

天
寿

の
揮
毫

に

か
か

る
慧
極

禅

師

の
事

績

が
細

か
く

刻
ま

れ

て

い
る
。

こ
の

銘
文

に
よ

っ
て
、

当
碑

が
寛

政

五

年

(
一
七
九

三

)

の
造

立

で
あ

る

こ
と

が
わ

か

る
。

東
京

都

の
区

内

に
は
、

江
戸
時

代
諸

大
名

の
菩

提

寺

が
あ

り
、

歴
代

藩
主

や

一
族

の
墓
所

・墓

碑

が
随

所

に
存
在

し

て

い
る
。

こ
れ
ら

の
中

に
も

、

「亀

跣

を
も

つ

墓

碑

」

は
数

多

く

あ

る

の
で

は
な

い
か
と

推
測

し

て

い
た
。

ご
く

最
近

、
東

京

都

に
在
住

さ

れ

る
河

原
芳

嗣

氏

は
、

『
江

戸

・
大

名

の
墓

を
歩

く
』

(
六
興
出

版
、

ロ
ッ

(50)



コ
ウ
ブ

ッ
ク

ス
)
を

刊
行

さ
れ

た
。

こ
れ
を

読

ん

で

い
る
と
、

墨

田
区

向
島

五

丁
目

、
黄
藥

宗

弘
福

寺

に

、

因
幡

国
若

桜

(
わ
か
さ

)
五
代
藩
主

池

田
定
常

の
墓
碑

が

あ

り
、

こ
れ

が

「
亀

朕
型

で
江
戸

で

は
珍

し

い
も

の
」
と
記

し

て
お

ら
れ

る
。
鳥

取
藩

の
分
家

で
あ

り
、

し

か
も

そ

の
菩
提

寺

が
黄
漿

宗

で
あ

る
若
桜

藩
主

の
墓

碑

が

こ
の
形
式

で
あ

る

こ
と

は
、
私

に
と

っ
て
は
あ

り

が

た

い
資
料

で
あ

る
。

4321109876511

注櫻
井
敏
雄

氏
『黄
漿
宗
寺
院
の
伽
藍
計
画

に
関
す
る
研
究

-
法
雲
寺

の
建
築
と
伽
藍
配
置
を
中
心
と
し

て
』
(
『美
原

の
歴
史
』
特
別
号
、
昭
和
五
八
年
、
美

原
町
教
育
委

貝
会

)

『宇
治
市
史
3
ー
近
世

の
歴
史
と
景
観
1
』
(
昭
和
五

一
年
、
宇

治
市
役
所

)

『萩
市
史
』
第
三
巻

(昭
和
六
.
一年
、
萩
市
役
所

)、
お

よ
び

「萩
藩
主
毛
利
家
墓
所
」
(
『
日
本

の
史
跡

』
8
、
平
成
三
年
、
同
朋
舎

)

慧

極
は
寛

永
九
年

(
一
六
三
、
】
)
四
月
、
長
州
萩

の
生

ま
れ
、
寛
文
三
年

(
一
六
六
三

)
開
堂
し
た
黄
漿

山
万
福
寺
に
登
山
し
て
い
る
。
寛
文
九
年

(
一
六
六
九
)
木
庵

の
も
と
に
学
び
同

】
一
年
に
は
木
庵

の
嗣
法
と
な

っ
た
。
翌

,
.
〕年
、
河
内
法
雲
寺
に
晋
山
し
諸
堂

の
造

営
に
当

た

っ
た
。
長
州
萩
藩

三
代
藩
主
毛
利
吉
就

の
創
建
し
た

護
国

山
東

光
寺
に
晋
山
し
、
開

山
と
な

っ
た

の
は
、
元
禄
五
年

二

六
九
二
)
の
こ
と
で
あ

る
。

D

注
1
を
参

照
。

6

毛

利
家
墓

所
神
道
碑

の
碑
文
は
、

口、防
長
金

石
史
』
に
読

み
下
し
文
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。

こ
こ
に
載

せ
た

「吉
就
公
徳
感
碑
」
は
、
今
回
私
が
作

成
し
た
も

の
で
あ

る
。

『萩
市
史
』
第
三
巻

に
解
説
と
碑
文
が
の
せ
ら
れ
て

い
る

。

鳥
取
藩
主

池
田
家
墓
所

は
、
現
地
に
財
団
法
人
史

跡
鳥
取

藩
主

池
田
家
墓
所
保
存
会
が
あ

り
、
同
会
に
よ

っ
て
維
持
管
理
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
六
〇
年

に
現
地
を
訪
問
し

た
際
、
同
会
の
辻

俊
幸
氏
に
ご
案
内
を

い
た
だ
き
、

案
内

パ

ン
フ
レ
ッ
ト
と
碑
銘

の
プ
リ

ン
ト
を
頂
戴

し
た
。
『
日
本

の
史
跡
』
8
に
紹
介
文
が
収
録
さ

れ
て

い
る
。

注

1
を
参

昭
川。

本
項
を
書

く
に
当
た

っ
て
は
、
神
戸
市
教
育
委
口貝
会
編

の

『神
戸

の
史
跡
』
(
昭
和
五
六
年
四
月
)、
お

よ

び
道
谷

卓
氏
著

の

『中
央
区
歴
史
物
語
』

(神
戸
市
中
央
区

役
所
、
平

成
二
年

)
を
参
照
し

た
。

な
お
、
廣
巖
寺
に
は
、
大
楠
公
墓
碑

の
建
立
に
尽
力

さ
れ
た

「
千
巖
禅
師
景
仰
碑
」
と
題
す

る
碑
が
昭

和

一
六
年
に
建
立
さ
れ
て

い
る
が
、
当
時
京

都
帝
国
大
学
助
教

授

で
あ

っ
た
、
大
手
前
女
子
大
学
初
代
学
長
、
中
村
直

勝
先
生

の
撰
文

で
あ
る
。

注
1
を
参

照
。

亀 ・

鉄 ・

を

も

つ

石

碑

の
3
7「ミ
量並
口日



亀
朕
を
も

つ
石
碑
の
系
譜

五

小
結

わ
が
国

の
各
地
に
所
在
す
る
、
古
代
か
ら
近
世
に
至
る
ま

で
の
各
時
代

に
造
建
さ
れ
た
多

種
多
様

の
石
を
素
材
と
す
る
遺
物
を
、
"
石
造
美
術
"
と

い
う
名
称

で
総

括
し
、
そ
れ
を
大
系
づ
け

ら
れ
た
の
は
、
昭
和
四
十
四
年

か
ら
五
十
三
年
十
二
月

の
ご
逝
去
に
至
る
ま

で
、
大
手
前
女
子
大
学
に
教
授
と
し
て
在
勤
さ
れ
た
川
勝
政

太
郎
先
生
で
あ

っ
た
。

先
生

の
晩
年

の
ご
労
作

で
あ
る

『
石
造
美
術
辞
典
』
(昭
和
五
三
年
初
版
、
東
京
堂
出
版
)
を
見
る
と
、
用
語

の
項
に

「
亀
跣
」
が
あ
り
、
次

の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て

い
る
。

亀
形

の
基
礎
を

い
う
。
亀

の
形
を
丸
彫
風
に
彫
刻
し
、
そ

の
背

に
行
状
碑
を
立
て
る
の
が
普
通
で
あ

る
。

こ
れ
は
中
国

の
碑
の
形
式
で
あ

っ
て
、
わ
が
国

で

は
江
戸
時
代

に
な

っ
て
行
わ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。
京
都
府
宇
治
市
黄
桀
万
福
寺
開
山
、
隠
元
禅
師

の
碑
は
亀
朕

つ
き
行
状
碑
の
早

い
遺
品

で
あ
る
。
中
国
風

を
尊

ん
だ
江
戸
時
代

の
各
藩

々
主

・
禅
僧

の
行
状
碑

に
附
属
し
て
多
く
作
ら
れ
た

(傍
点
筆
者
)。

助6

わ
が
国

に
お
け
る
亀
跣

の
は
じ
ま
り
を
江
戸
時
代
と
し
、
本
稿

で
も
取
り
上
げ
た
隠
元
禅
師
塔
碑
を
古

い
遺

品
と
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
後

の
う

つ
り

か
わ
り
や
、
全
国

に
所
在
す

る
遺
品
相
互
間

の
つ
な
が
り
等
に

つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
。

本
来
、
中
国

の
碑
謁

の
制

か
ら
は
じ
ま

っ
た

「亀
朕
を
も

つ
石
碑
」

が
、
日
本
に
お

い
て
採
用
さ
れ
た
の
は
、
近
世
、
江
戸
時
代

で
あ

っ
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
間
違

い
な

い
と
思
う

の
で
あ
る
が
、
そ

の
原
点
が
ど
こ
に
あ

っ
た
か
と

い
う

こ
と
に

つ
い
て
は
、
ま
だ
明
確
で
な

い
。

そ
の

一
つ
と
し
て
挙
げ
る
こ
と

の
で
き
る
の
が
、
隠
元
禅
師
塔
碑

で
あ
り
、

こ
れ
が
契
機
と
な
り
、
ま

た
粗
形

と
な

っ
て
、

日
本

に
も

「
亀
跣
を
も

つ
石
碑
」
が

出
現
す

る
こ
と
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
別

の
言
葉
で
表
現
す
る
と
、
隠
元
禅
師
に
よ

っ
て
伝
え
ら
れ
た
黄
奨
宗

の
文
物

の

一
つ
と
し
て
は
じ

ま

っ
た
の
で
あ
り
、
そ

の
意
味

に
お
い
て
は
、
黄
奨
文
化

の
所
産
と

い
う

こ
と
も
可
能

で
あ
ろ
う
。

黄
奨
宗

は
、
そ

の
後
、
隠
元

の
宗
風
を

つ
ぐ
法
嗣

(
は

っ
す
)
に
よ

っ
て
発
展
し
、
黄
奨
宗

に
帰
依
し
た
大
名

が
檀
越
と
な

っ
て
地
方

に
波
及
し
た
が
、
こ
れ
に
伴

っ
て
黄
桀
文
化
も
地
方
に
ひ
ろ
ま

っ
て
行

っ
た
。
本
稿

で
く
わ
し
く
紹
介
し
た
萩
藩
主
毛
利
吉
就

に
よ
る
東
光
寺

の
創
建
や
、
鳥
取
藩
主
池
田
光
仲

に
よ
る
興
禅
寺

の
創
立
は
、
そ

の
顕
著
な
例
と

い
う

こ
と
が
で
き
る
。



東
光
寺
の
毛
利
家
墓
所

に
造
建
さ
れ
た
六
基

の
神
道
碑
が
、
「
亀
跣
を
も

つ
石
碑
」
で
あ
り
、
と
く
に
毛
利
吉
就

の
碑
は
、
明
ら
か
に
隠
元
禅

師
塔
碑
を
模
倣
し
、

そ

の
形
式
を
踏
襲
し

て
い
る
。
そ
れ
だ
け

で
な
く
、
碑
文
が
隠
元
直
系

の
法
嗣
で
あ
る
高
泉
性
敦

で
あ

る
こ
と
を
見
て
も
、
黄
漿
文
化
の
直
伝
と
い
う

こ
と
が
可
能

で
あ

ろ
う
。
そ
の
後

に
な

っ
て
造
建
さ
れ

た
明
倫
館
碑
や
、
周
防
国

の
国
庁
碑

に
も
亀
跣

が
採
用
さ
れ
て
い
る
が
、
毛
利
家

の
領
国

で
あ

っ
た
長
門

・
周
防
す
な
わ

ち
防
長
二
国
に
ひ
ろ
ま

っ
た
の
で
あ
り
、

こ
れ
ら

の
他
に
も
多

く
の
遺

品
の
あ
る

こ
と
が
予
想

さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
鳥
取
藩
主
池
田
家
墓
所
で
は
、
光
仲
以
下
、
歴
代
藩
主

の
墓
碑

に
亀
跣
が
採
用
さ
れ
て

い
る
。
亀
跣

の
形
態
や
亀

の
表
情

に
は
、
時
期
に
よ
る

変
化

が
見
ら
れ
る
が
、
初
代
光
仲
墓

碑
の
亀
朕
に
は
、
や
は
り
隠
元
禅
師
塔
碑

の
影
響

が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
碑
文
も
ま
た
高
泉

の
撰
文
な

の
で
あ

る
。

「
亀
朕
を
も

つ
石
碑
」
造
立

の
原
点

は
、

こ
う
し
た
黄
漿
宗

の
流
れ

の
他

に
も
う

一
つ
、
江
戸
時
代
の
文
運

の
中

に
お
け
る
中
国
文
化

へ
の
憧
憬
、
傾
倒
と
積
極
的

に
こ
れ
を
受
容
し
よ
う
と
し
た
時
代
的
背
景
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ

の
代
表
的
な
遺
例

の

一
つ
と
し
て
、
水
戸
光
囲

の
支
援

の
も

と
に
湊
川
合

戦

の
旧
跡

に
建
て
ら
れ
た

「
鳴
呼
忠

臣
楠

子
之
墓
」
す
な
わ
ち
楠
木
正
成
墓
碑
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

し
、
林
羅
山
を
筆
頭
と
し
て
幕
府

の
大
学
頭
を

歴
任
し
た
林
家

に

つ
な
が
る

「
播
州

明
石
浦
柿
本
太
夫
祠
堂
碑
」
が

こ
の
系
列

に
属
す
も

の
で
あ
ろ
う
。

鋤6

全
国

の
各
地

に
は
、
な
お
多

く
の

「亀
跣
を
も

つ
石
碑
」
の
あ
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
、

こ
こ
に
取
り
上
げ

た
の
は

一
部
に
過
ぎ
な

い
。
従

っ
て
本
稿

に
述
べ
た
こ

と
は
ま

っ
た
く

の
仮
説

で
あ
る
が
、

今
後
さ
ら
に
資
料

の
探
訪
を
重
ね

た
上

で
考
え
を
進
め
て
行
く
こ
と
に
し
た

い
。

な
お
、
本
稿

の
最
後

に
、
「
亀
跣
を
も

つ
石
碑
」
と
の
関
連
で
記
し
て
お
き
た

い
の
が
、
奈
良
県
吉
野
郡
黒
滝
村
鳥
住

の
山
中

に
遺
存
す

る
、
石
造
鳳
閣
寺
宝
塔
で

あ
る
。

こ
の
塔
は
、
古
く
建
築
史
学

の
碩
学
天
沼
俊

一
博
士

に
よ

っ
て
報
告

(
「奈
良
縣
史
蹟
勝
地
會
報
告
書
』
第

一
回
、
大
正
二
年
)
さ
れ
て
以
来
、
著
名
な
遺

品

で
あ

る
。

川
勝
政
太
郎
先
生

の

『
石
造
美
術
辞
典
』
に
は
、
「
わ
が
国

の
花
山岡
岩
製
石
塔
中
、
最
も
精
密
な
作
品

で
あ

る
」
と
推
賞
さ
れ
て
い
る
が
、
早
く
か
ら
知

っ
て

い
な
が

ら
ま
だ
実
見
し
て

い
な

い
。

こ
の
塔
で
め
ず
ら
し

い
の
は
、
複

弁
反
花
座

の
上
に
の
る
方
形
台
石

の
正
面

に
亀

の
頭
部
と
前
肢
が
刻
出
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ

る
。
図
版

一
に
掲
載

し
た
写
真

は
、

『歴
跡
』
特
別
号
7

(昭
和
六
十
三
年
)
に
小
文

「
亀
跣
を
も

つ
石
碑

の
流
れ
」
を
寄
せ
た
際

に
斎
藤
元
二
氏
が
提
供
し
て
下
さ

っ
た
も

の
で
、
そ

の
時
、
奈
良
県

立
橿
原
考
古
学
研
究
所
の
泉
森

咬

氏
の
見
解
と
し
て
、

こ
の
石
塔

に
見
る
亀

の
表
現
は
金
亀
舎
利
塔
に
あ
る

の
で
な

い
か
と

い
う
教
示
を
得
た
。

亀
跣
を
も
つ
石
碑
の
系
譜

■



亀
朕
を
も
つ
石
碑
の
系
譜

金
亀
舎

利
塔
と

い
え
ば
、
唐
招
提
寺

に
あ
る
鑑
真
請
来

の
仏
舎
利
三
千
粒
を
奉
安
す

る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
平
安
時
代
の
遺

品
が
有
名

で
あ
り
、
鎌
倉

・
室
町
時

代
に
作
例

が
見
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
塔

の
形
は
天
沼
俊

一
博
士
が
、
早
く
指
摘
さ

れ
て

い
る
よ
う
に
喩
祇
塔
の
形
式
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

正
平

二
十
四
年

(
一
三

六
九
)
造
立

の
鳳
閣
寺
宝
塔
は
、

こ
れ
を
石
塔
に
体
現
し
た
も

の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

従

っ
て
、
亀
を
表
現
し
た
鳳
閣
寺
宝
塔

は
、
「
亀
朕
を
も

つ
石
碑
」
と
は
別

の
流
れ

に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ

の
源
を
た
ど

っ
た
場
合
に
は
霊
獣
と
し

て
の

亀
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
お

い
て
は
共
通
点
を
も

つ
と

い
う

こ
と
に
な

る
。
亀
な
ら
ぬ
蛇
足

で
あ
る
が
、
後
考

に
備
え
て
記
し
た
。

本
稿
は
、
こ
こ
数
年
来
考
え

つ
づ
け
て
来
た
こ
と
の
総
括

で
あ

る
が
、
現
地
の
探
訪

に
当
た

っ
て
は
多
く
の
方
が
た
の
お
世
話
に
な

っ
た
。
と
く
に
池
田
家
墓
所

の
所
在
地
、
鳥
取
県
岩
美
郡
国
府
町
出
身

の
史
学
科
十
七
期
生
、
中
島

(
旧
姓
河
上
)
純
子
さ
ん
、
現
在
藤
井
ゼ
ミ
に
所
属
し
て
い
る
萩
出
身
の
岡
崎
美
智
さ
ん
に

は
、
現
地
で
の
案
内
役
を

つ
と
め
て
も
ら

っ
た
。
ま
た
、
池
田
光
仲
墓
碑
文

の
判
読

に
は
、
史
学
科

二
十
二
期
生

の
石
田
幸

子
さ
ん
、
毛
利
吉
就
公
徳
感
碑

の
判
読

に
は
、
大
阪
教
育
大
学
二
回
生

の
丹
治
美
佐
子
さ
ん
の
協
力
を
得

た
。
共

に
記
し
て
感
謝

の
意
を
表
す
る
。
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2.全 景(上 左

3.亀 跣(下
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図
版

六

萩
藩
主
毛
利
家
墓
所

(山

口
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萩
市
、

東
光
寺

1.毛 利吉就公徳感碑(上)

2.同 亀 跣(下)
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亀 き
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を
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つ
石
碑
の
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譜

1.明 倫 館 碑(左 上)

2.同 亀 朕(左 下)

3.重 修 明 倫 館 碑(右 上)

4.同 亀 跣(右 下)
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譜

図
版

八

國
鷹
碑

(
山
口
県
防
府
市
、
周
防
国
府
跡

)

1.

2.

3.

國鷹碑正面(上 左

同 背面(上 右

同 説明板(下
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美
郡
国
府
町
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亀
跣
を
も
つ
石
碑
の
系
譜

1.池 田光仲公墓所(ヒ

2.同 墓碑背面 〔ド左

3.同 亀 朕(下 右
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