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炭
焼
小
五
郎
が
こ
と

入
　
江
　
秀
　
利

　
　
「
朝
日
さ
し　

夕
日
か
が
や
く　

こ
の
丘
に

　
　
　

黄こ
が
ね金
千
ば
い　

朱し
ゆ

千
ば
い
」

臼
杵
の
祖
母
が
よ
く
炭
焼
小
五
郎
の
話
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
の

詩う
た

は
今
で
も
耳
の
底
に
あ
り
ま
す
。
母
に
手
を
引
か
れ
石
仏
や
満ま
ん
が
つ
じ

月
寺

の
お
詣
り
に
よ
く
深
田
の
里
を
訪
れ
ま
し
た
。

　

幕
末
に
、あ
る
男
が
蒲か

ま
ぼ
こ鉾
形
の
金
塊
を
掘
り
当
て
て
外
国
人
に
売
り
、

そ
れ
が
発
覚
し
て
牢
獄
に
入
れ
ら
れ
ま
し
た
が
、
維
新
の
恩
赦
で
釈
放

さ
れ
た
、
と
い
う
話
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
満
月
寺
の
境
内
に

あ
る
宝ほ
う
き
ょ
う
い
ん
と
う

篋
印
塔
（
日
吉
塔
）
の
そ
ば
に
、
宝
探
し
に
掘
ら
れ
た
大
き
な

穴
を
見
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
石
仏
が
国
指
定

特
別
史
跡
に
指
定
さ
れ

て
か
ら
、
深
田
の
里
の

見
方
が
変
わ
り
ま
し
た

が
、
少
し
前
ま
で
は
「
黄
金
千
ば
い
、
朱
千
ば
い
」
の
夢
が
漂
っ
て
い

た
よ
う
で
す
。

　
「
有※
ゆ
う
ち智
山
略
縁
起
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
縁
起
は
百
済
か
ら
招
か
れ

た
蓮※
れ
ん
じ
ょ
う
ほ
う
し

城
法
師
が
、
本
尊
の
千
手
観
音
を
捧
持
し
て
、
三
重
の
内
山
に

有
智
山
精し
よ
う
じ
や舎
を
開
く
に
至
っ
た
物
語
で
、
そ
の
資
金
は
炭
焼
小
五
郎

（
真ま

な名
・
真ま

の野
長
者
）
の
錬
金
術
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

説
い
た
も
の
で
す
。
こ
の
錬
金
術
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
話
は
、
豊
後
の

「
炭
焼
小
五
郎
」
を
元
祖
と
し
て
他
の
地
方
に
も
あ
り
ま
す
。

　

豊
後
の
「
炭
焼
小
五
郎
」（
真
名
長
者
）
話
の
結
末
部
は
、
室
町
時

代
初
期
に
書
か
れ
た
幸※
こ
う
わ
か
ま
い

若
舞
の
「
烏え

帽ぼ

子し

折お
り

」
の
詞し
し
ょ
う章
で
、
山さ
ん
ろ路
と
宇

佐
八
幡
神
の
関
係
で
別
の
展
開
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

愛ま
な

娘む
す
めの
般は
ん

若に
や

姫
を
失
っ
て
悲
し
み
に
沈
む
真
名
長
者
夫
妻
が
、
姫

の
供
養
の
た
め
に
紫
雲
山
満ま
ん

月が
つ

寺じ

を
建
立
し
、
丸
彫
の
見
事
な
磨
崖
仏

を
彫
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

※
有
智
山
略
縁
起　

内
山
蓮
城
寺
の
縁
起

　

※
蓮
城
法
師　

長
者
に
招
か
れ
て
三
重
に
来
て
蓮
城
寺
の
開
基
に
な
っ
た
、

唐
の
天
台
山
で
慧
恩
大
師
に
学
ん
だ
百
済
の
高
僧

　

※
幸
若
舞　

室
町
時
代
初
期
に
起
こ
っ
た
舞
曲
。
戦
国
武
将
に
保
護
さ
れ
、

幸
若
舞
が
舞
曲
の
代
名
詞
に
な
っ
た
。

論　

説
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一　

炭
焼
小
五
郎
の
物
語
と
構
成

　

昔
、
豊
後
国
三
重
の
玉
田
の
里
に
藤
治
と
い
う
子
供
が
い
ま
し
た
。

三
歳
で
父
に
、
七
歳
で
母
に
死
に
別
れ
、
内
山
の
炭
焼
又
五
郎
の
養
子

に
な
り
ま
し
た
。
養
父
母
が
こ
の
世
を
去
っ
た
後
は
、
名
を
小
五
郎
と

改
め
そ
の
跡
目
を
つ
い
で
炭
焼
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
こ
ろ
、
奈
良
の
都
に
久く
が
の
お
と
ど

我
大
臣
の
娘
で
玉た
ま
つ
ひ
め

津
姫
（
玉
世
）
と
い

う
き
れ
い
な
姫
が
い
ま
し
た
。
姫
は
年
頃
に
な
る
と
、
顔
一
面
に
黒
い

痣あ
ざ

が
で
き
て
醜
い
娘
に
な
り
ま
し
た
。
姫
は
、
日
頃
信
仰
す
る
三み

わ輪
明

神
に
よ
い
縁
が
授
か
る
よ
う
に
と
、二
一
日
間
お
籠こ
も
りし
て
祈
り
ま
し
た
。

満
願
の
朝
、
夢
の
中
に
神
が
現
れ
て
「
豊
後
三
重
の
里
に
炭
焼
小
五
郎

と
い
う
者
が
い
る
。
こ
の
者
と
夫み

ょ
う
と婦
に
な
れ
ば
末
は
長
者
に
な
る
で
あ

ろ
う
。」
と
お
告
げ
が
あ
り
ま
し
た
。

　

姫
は
明
け
て
十
六
歳
の
春
、
ひ
そ
か
に
京
都
を
抜
け
出
し
て
豊
後
に

下
り
、
三
重
の
里
の
松
原
に
着
き
ま
し
た
。
日
暮
れ
て
道
に
迷
い
途
方

に
く
れ
て
い
る
と
、
一
人
の
翁お
き
なに
出
あ
い
ま
し
た
。
姫
が
三
輪
明
神
の

お
告
げ
で
炭
焼
小
五
郎
を
尋
ね
て
来
た
こ
と
を
告
げ
る
と
、
翁
の
家
に

案
内
さ
れ
ま
し
た
。
翌
朝
、
翁
は
姫
を
小
五
郎
の
あ
ば
ら
屋
に
案
内
す

る
と
た
ち
ま
ち
見
え
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

間
も
な
く
手
足
も
顔
も
真
っ
黒
な
若
者
が
帰
っ
て
き
ま
し
た
。

　
　
「
筑
紫
豊
後
は
臼
杵
の
城
下

　
　
　

藁
で
髪
ゆ
た
炭
焼
小
ご
ろ
」　

　

姫
が
小
五
郎
に
神
の
お
告
げ
を
告
げ
る
と
、
小
五
郎
は
驚
い
て
「
貧

乏
で
養
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
断
り
ま
し
た
。
夫
婦
に
な
っ
て
姫
が

小
五
郎
に
小
判
を
与
え
て
、
食
べ
物
や
道
具
を
買
い
求
め
て
く
る
よ
う

に
頼
み
ま
し
た
。
や
が
て
小
五
郎
が
手
ぶ
ら
で
帰
っ
て
き
た
の
で
わ
け

を
尋
ね
る
と
、
淵
で
水
鳥
を
見
つ
け
て
投
げ
た
と
答
え
ま
し
た
。

　
　
「
お
し
（
鴛

※

鴦
）
は
舞
い
立
つ
小
判
は
沈
む
」

　

姫
は
小
五
郎
の
無
知
に
驚
い
て
「
あ
れ
は
こ
の
世
の
宝
で
、
あ
れ
が

あ
れ
ば
何
で
も
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
咎と
が

め
る
と
、

　
　
「
あ
ん
な
小
石
が
宝
に
な
れ
ば

　
　
　

わ
し
が
炭
焼
く
谷
々
に

　
　
　

お
よ
そ
小こ

ざ
る笊
で
山
ほ
ど
御
座
る　

」　

と
、
小
五
郎
は
姫
を
伴
っ
て
山
に
は
い
り
、
金き
ん
き亀
ヶ
淵
に
行
く
と
黄こ
が
ね金

で
一
杯
で
し
た
。

　

ま
た
、
二
人
が
こ
の
淵
で
体
を
洗
う
と
、
姫
は
痣
が
き
れ
い
に
落
ち

て
元
の
姿
に
戻
り
、
小
五
郎
も
好
青
年
に
な
り
ま
し
た
。

　

大
金
持
ち
に
な
っ
た
夫
婦
は
唐
船
か
ら
宝
を
買
い
集
め
、
四
方
に
萬

の
蔵
を
建
て
ま
し
た
。
人
々
か
ら
「
萬
の
長
者
」「
満
野
長
者
」（「
真

野
長
者
・
真
名
長
者
」）
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

　

小
五
郎
は
仏
教
を
深
く
信
仰
し
て
、
黄こ
が
ね金
三
万
両
を
唐
の
天
台
山
に
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寄
進
し
た
と
こ
ろ
、
百
済
の
高
僧
蓮
城

法
師
が
千
手
観
音
を
捧
持
し
て
来
日

し
、
有
智
山
（
内
山
）
蓮
城
寺
の
開
基

と
な
り
ま
し
た
。

　

四
十
歳
に
な
っ
て
も
子
宝
に
恵
ま
れ

な
か
っ
た
長
者
夫
婦
は
、
内
山
聖
観
音

に
願
を
か
け
て
般は
ん
に
や
ひ
め

若
姫
を
授さ
ず

か
り
ま
し

た
。

　

般
若
姫
が
十
四
歳
に
な
っ
た
と
き
、
都
か
ら
姫
を
帝み
か
ど（
用
明
天
皇
）

の
后き
さ
き
に
欲
し
い
の
で
内だ
い
り裏
に
連
れ
て
く
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
ま
し
た

が
、
長
者
は
断
り
ま
し
た
。
内
裏
は
無
理
難
題
を
出
し
て
般
若
姫
を
后

に
迎
え
よ
う
と
し
ま
し
た
が
、
長
者
は
財
力
に
も
の
を
い
わ
せ
て
難
問

を
こ
と
ご
と
く
解
決
し
ま
し
た
。

　

た
ま
り
か
ね
た
帝
は
自
ら
三
重
の
内
山
を
訪
れ
、
牛
飼
に
姿
を
変
え

長
者
の
家
に
住
み
込
ん
で
機
会
を
う
か
が
っ
て
い
ま
し
た
。
し
ば
ら
く

働
い
て
い
る
う
ち
に
身
分
が
分
か
り
、
驚
い
た
長
者
は
般
若
姫
と
の
結

婚
を
許
し
ま
し
た
。

　

や
が
て
、
都
か
ら
帰
京
す
る
よ
う
に
と
の
使
い
が
き
ま
し
た
。
帝
は

「
生
ま
れ
た
子
供
が
男
な
ら
都
に
連
れ
て
く
る
よ
う
に
、
女
な
ら
長
者

の
跡
取
り
に
せ
よ
」
と
言
い
残
し
て
都
に
帰
り
ま
し
た
。

　

般
若
姫
は
女
の
子
を
産
ん
で
玉た
ま
え
ひ
め

絵
姫
と
名
づ
け
、
約
束
通
り
般
若
姫

は
玉
絵
姫
を
家
に
残
し
て
都
に
登
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
長
者
夫
婦

は
臼
杵
の
姫
見
岳
に
登
っ
て
船
団
を
見
送
り
ま
し
た
。

　

姫
は
途
中
で
嵐
に
遭
っ
て
姫
島
に
上
陸
し
、
船
団
を
整
え
て
出
帆
し

ま
し
た
が
、
周
防
灘
で
再
び
嵐
に
あ
い
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

後
に
般
若
姫
が
遭
難
し
た
山
口
県
平
尾
町
に
蓮
城
が
般
若
寺
を
建
立
し

た
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

長
者
夫
妻
は
般
若
姫
の
死
を
悼い
た

み
、
深
田
の
里
に
満
月
寺
を
建
て
周ま
わ

り
の
岩
に
磨
崖
佛
を
彫
り
ま
し
た
。

　
「
炭
焼
小
五
郎
」
の
話
は
語
り
手
に
よ
っ
て
千
差
万
別
で
す
。
こ
こ

で
は
で
き
る
だ
け
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
思
わ
れ
る
も
の
を
あ
げ
て
み
ま
し

た
。

　

※
鴛
鴦　

お
し
ど
り
。
水
鳥
の
代
表

　　

こ
の
話
に
モ
チ
ー
フ
が
三
つ
あ
る
よ
う
で
す
。

　

第
一
は
炭
焼
に
か
か
わ
る
も
の
で
、
玉
津
姫
が
小
五
郎
を
訪
ね
て
、

黄こ
が
ね金
の
価
値
を
教
え
る
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
モ
チ
ー
フ
。

　

第
二
に
小
五
郎
が
長
者
に
な
っ
て
佛
心
を
起
こ
し
、
蓮
城
寺
を
建
立

す
る
と
い
う
有
智
山
蓮
城
寺
の
縁
起
に
か
か
わ
る
モ
チ
ー
フ
で
、
オ
リ

ジ
ナ
ル
で
は
真
名
長
者
が
般
若
姫
の
死
に
直
面
し
て
諸
行
無
常
を
感



― 4 ―

じ
、石
仏
や
満
月
寺
を
建
立
す
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

第
三
の
モ
チ
ー
フ
は
前
述
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
般

若
姫
が
用
明
天
皇
と
関
わ
り
を
も
つ
内
容
に
な
り
ま
す
。幸
若
舞
の「
烏

帽
子
折
」
に
仮か
た
く託
さ
れ
て
や
や
異
な
る
モ
チ
ー
フ
が
展
開
さ
れ
ま
す
。

　
　

○　

炭
焼
き
に
か
か
わ
る
も
の

　

小
五
郎
の
「
炭
焼
」
が
、
た
ん
に
木
炭
造
り
だ
と
考
え
る
人
は
な
い

で
し
ょ
う
。
こ
の
お
話
の
設
定
は
、
小
五
郎
が
金
属
を
精
錬
す
る
た
め

の
木
炭
を
作
っ
て
い
た
か
、
ま
た
は
炭
焼
き
そ
の
も
の
が
金
属
の
精
錬

を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
「
炭
焼
」
の
モ
チ
ー
フ
に
は
、

　

第
一
に
、
貧
し
い
若
者
が
、
山
中
で
一
人
炭
を
焼
い
て
い
た
。

　

第
二
に
、
都
か
ら
貴
族
の
姫
（
娘
）
が
、
信
仰
す
る
観
世
音
（
三
輪

明
神
）
の
お
告
げ
に
よ
っ
て
、
押
し
か
け
女
房
に
や
っ
て
来
る
。

　

第
三
に
、
炭
焼
の
若
者
は
嫁
か
ら
小
判
か
砂
金
（
金
塊
）
を
貰
っ
て

買
い
物
に
行
き
、
途
中
で
水
鳥
を
見
つ
け
て
そ
れ
を
投
げ
つ
け
る
。

　

第
四
に
、
姫
に
た
し
な
め
ら
れ
て
、
小
石
が
黄こ

が
ね金
で
あ
る
こ
と
を
知

る
。
そ
し
て
二
人
は
沐
浴
し
て
端
麗
に
な
る
。

と
い
う
四
つ
の
モ
チ
ー
フ
が
あ
り
ま
す
。

　

柳
田
国
男
の
『
南
海
小
記
』
に
は
、
右
の
四
つ
の
モ
チ
ー
フ
の
う
ち

少
な
く
と
も
三
つ
ま
で
備
え
た
話
が
、
津
軽
の
岩
木
山
の
麓
か
ら
鹿
児

島
の
鹿
屋
ま
で
十
い
く
つ
も
あ
り
、
更
に
沖
縄
の
宮
古
島
ま
で
類
話
が

あ
る
と
書
い
て
い
ま
す
。
中
で
も
「
小
五
郎
」
の
話
に
そ
っ
く
り
の
四

か
所
の
炭
焼
長
者
の
名
前
は
、「
藤0

太
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。
豊
後
の

小
五
郎
も
幼
名
は
藤0

治
で
す
。

　

こ
の
「
炭
焼
」
の
話
が
鍛
冶
、
鋳い
も
の
し

物
師
の
伝
承
と
関
係
が
あ
り
、
宇

佐
八
幡
の
神
話
（
後
述
）
も
最
初
こ
れ
と
極
め
て
近
い
も
の
で
あ
っ
た

ろ
う
、
と
い
う
の
が
柳
田
国
男
の
説
で
す
。
黄こ
が
ね金
は
鉱
物
を
代
表
す
る

金
属
で
す
か
ら
鍛
冶
の
起
こ
り
を
象
徴
す
る
説
話
だ
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。

　

樋
口
清
之
は
「
こ
の
説
話
は
甚
だ
し
く
中
世
後
期
の
長
者
伝
説
的
要

素
が
強
く
、
む
し
ろ
こ
の
炭
焼
は
、
精
鉄
、
鍛た

ん
て
つ鉄
や
精
金
技
術
と
関
連

し
た
も
の
で
、
炭
片
や
鉄て
つ
さ
い滓
が
出
土
す
る
長
者
屋
敷
と
い
わ
れ
る
場
所

に
結
び
つ
い
て
い
る
場
所
が
多
い
。
製
炭
を
伴
っ
た
移
動
鍛
冶
の
遺
跡

に
発
生
し
た
説
明
説
話
の
一
種
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
い
い

ま
す
。

　

深
田
の
里
に
も
小
五
郎
が
焼
い
た
と
い
う
炭
竈
の
跡
が
あ
り
、
岩
く

ず
の
間
か
ら
炭
の
残
片
が
無
数
に
出
る
そ
う
で
す
。
木
炭
の
残
片
が
出

る
場
所
は
、
タ
タ
ラ
跡
の
よ
う
な
金
属
鉱
石
の
精
錬
に
関
係
が
深
い
場

所
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
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『
三
重
町
史
』
の
「
炭
焼
小
五
郎
伝
説
」
に
よ
る
と
、「
古
く
か
ら
蓮

城
寺
に
は
箕み

淵
、
釜
淵
を
金
銀
鉱
石
採
掘
の
跡
と
す
る
伝
承
が
あ
り
、

小
五
郎
が
水
鳥
に
黄こ
が
ね金
を
投
げ
た
と
い
う
金
亀
ヶ
淵
は
、
そ
の
川
尻
に

あ
る
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
三
重
郷
の
鉱
山
に
関
す
る
古
い
記
録
に
は
三
重
町
中
尾
に
賀

井
本
鍛
冶
が
あ
り
、
現
在
で
も
町
内
に
鍛
冶
平
、
タ
タ
ラ
、
イ
モ
ジ
な

ど
製
鉄
や
鍛
冶
に
関
す
る
地
名
が
残
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
製
鉄
に
必

要
な
炭
、
砂
鉄
、
珪
石
な
ど
の
材
料
に
恵
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
知
り
得

る
と
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

柳
田
国
男
は
、
炭
焼
の
話
は
お
そ
ら
く
三み

え重
の
「
炭
焼
小
五
郎
」
の

話
が
元
祖
で
あ
ろ
う
と
い
っ
て
い
ま
す
。

　

よ
く
似
た
話
に
加
賀
に
芋い

も
ほ
り掘
藤
五
郎
の
伝
説
が
あ
り
ま
す
。
芋
掘
藤

五
郎
が
芋
を
掘
っ
て
細
々
と
煙
り
を
立
て
て
い
る
あ
ば
ら
屋
に
、
大
和

初
瀬
の
長
者
の
娘
和わ

ご五
（
和
子
）
が
観
世
音
の
み
ち
び
き
で
押
し
か
け

嫁
に
や
っ
て
来
ま
し
た
。
あ
る
時
、
藤
五
郎
が
和
五
の
親
か
ら
貰
っ
た

一
包
み
の
砂
金
を
田
圃
に
い
る
雁
に
投
げ
つ
け
て
還
っ
て
き
ま
し
た
。

藤
五
郎
は
嫁
に
た
し
な
め
ら
れ
て
山
に
は
い
り
、
莫
大
な
砂
金
を
持
ち

還
っ
て
近
く
の
金
洗
澤さ
わ

で
洗
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
金
澤
の
地
名
の
起
こ

り
で
、
兼
六
園
の
泉
は
そ
の
跡
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
種
の
話
の
伝
播
は
、
金
売
り
吉
治
の
よ
う
に
金
を
売
っ
た
り
古

金
類
を
買
い
集
め
た
り
す
る
者
や
、
諸
国
を
回
っ
て
砂
鉄
や
古
鉄
か

ら
精
鉄
を
と
る
鑪
た
た
ら

師
や
鋳い

も

じ
物
師
が
「
炭
焼
小
五
郎
」
の
話
を
ひ
ろ
げ
、

い
わ
く
あ
り
げ
な
淵
や
塚
の
よ
う
な
関
わ
り
の
あ
り
そ
う
な
場
所
に

「
炭
焼
」
の
話
が
定
着
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
も
い
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
芋
掘
長
者
の
話
も
か
な
り
の
地
方
に
残
っ
て
い
る
そ
う

で
す
。
砂
金
や
砂
鉄
を
直
接
に
土
地
か
ら
採
集
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う

か
。
柳
田
国
男
は
、
こ
の
芋イ
モ

が
鋳い

も

じ
物
師
で
あ
ろ
う
と
い
っ
て
い
ま
す
。

　
　

○　

蓮
城
寺
と
蓮
城
法
師
に
か
か
わ
る
も
の

　

延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
に
成
立
し
た
「
豊ほ
う
し
ょ
う
ぜ
ん
め
い
ろ
く

鐘
善
鳴
録
巻
五
」
に

　
「
日
本
の
豊
州
真
名
原
に
の
ち

満
野
と
称
す
長
者
小
五
郎
と
い
う

者
あ
り
金
三
万
両
を
せ
い
し
天
台

に
寄
す　

け
だ
し
福
根
を
こ
こ
ろ

ざ
す
な
り　

慧
（
恵
）
思
大
師
こ

れ
を
聞
き
て
は
る
か
に
夙マ

マ蘊
あ
る

こ
と
を
知
り
て　

す
な
わ
ち
城

（
蓮
城
）
に
命
じ
て
赤
せ
ん
だ
ん

の
千
手
千
眼
瑠
璃
石
薬
師
の
像
を

せ
い
し
東
渡
せ
し
む　

城
大
洋
を
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踰こ

え
長
者
の
宅
に
達
す　

長

者
城
を
礼
し
深
く
信
敬
を
発

し　

す
な
わ
ち
一
宇
を
結
び

て
こ
れ
に
居
ら
し
む　

城
す

な
わ
ち
二
尊
を
安
じ　

名
付

け
て
有ゆ
う
ち
さ
ん

智
山
精
舎
と
い
う
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

蓮
城
寺
は
三
重
大
字
内
山
に
あ
り
、
山
号
を
有
知
山
と
い
い
、
現
在

は
真
言
宗
高
野
山
派
に
属
し
て
い
ま
す
。
大
日
如
来
を
本
尊
と
す
る
本

堂
、
千
手
千
眼
観
世
音
菩
薩
を
本
尊
と
す
大
悲
閣
、
境
内
に
は
薬
師
三

尊
を
主
尊
と
す
る
旧
高
一
寺
の
薬
師
堂
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た｢

有
智
山
略
縁
起
」に
よ
れ
ば
、
欽き
ん
め
い明
天
皇
一
五
年（
五
四
六
）、

百
済
の
僧
蓮
城
法
師
が
持
参
し
た
千
手
千
眼
観
音
と
百
済
僧
が
持
参
し

た
般
若
姫
の
持
仏
を
お
祀
り
し
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
蓮
城
寺
の
開か
い
き基

は
蓮
城
、
創
始
者
は
真
名
長
者
小
五
郎
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

蓮
城
は
百
済
の
僧
で
若
く
し
て
随
に
遊
学
し
、
天
台
山
の
慧
（
恵
）

思
大
師
に
学
ん
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。
蓮
城
寺
を
開
基
し
た
後
に
、
深
田

荘
に
祇
陀
・
療
病
・
施
薬
・
安
養
・
快
楽
の
五
院
を
備
え
た
紫
雲
山
満

月
寺
を
建
立
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、伊
豫
国
に
大
山
寺
、

周
防
国
に
般
若
寺
を
建
立
し
て
、
推
古
天
皇
二
四
年
（
六
一
六
）
に
入

滅
し
ま
し
た
。

　

豊
聡
太
子
（
聖
徳
太
子
）
は
蓮
城
の
徳
行
を
賞
賛
し
て
「
蓮
城
寺
」

の
額
を
揮
毫
し
て
有
智
山
精
舎
に
寄
進
し
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

一
説
に
、
敏び
た
つ達
天
皇
の
招
き
で
来
日
し
た
百
済
の
僧
日に
ち
ら羅
が
建
立
し

た
と
い
わ
れ
ま
す
。
日
羅
は
わ
が
国
の
仏
教
・
政
治
の
発
展
に
力
を
尽

く
し
ま
し
た
が
、
反
対
す
る
勢
力
に
暗
殺
さ
れ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

日
羅
は
朝
地
町
の
普
光
寺
の
不
動
三
尊
や
緒
方
荘
に
七
ヶ
寺
を
建
立

し
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

蓮
城
も
日
羅
も
渡
来
僧
で
伝
説
的
人
物
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
た

だ
、
蓮
城
は
有
智
山
精
舎
縁
起
に
名
前
が
出
ま
す
が
、
日
羅
が
普
光
寺

や
七
ヶ
寺
の
建
立
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、元
徳
三
年
（
一
三
三
一
）

の
文
書
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　

蓮
城
寺
は
、
史
料
と
し
て
は
文
治
元
年
（
一
一
八
八
）
に
、
内
山
寺

（
蓮
城
寺
）
の
住
職
で
あ
っ
た
大
法
師
基
覚
が
院
主
職
の
覚
仁
に
譲
っ

た
書
状
に
、
平
安
時
代
の
後
期
に
は
す
で
に
建
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

分
か
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
蓮
城
寺
に
あ
る
千
体
薬
師
堂
は
、
も
と
有
命
山
高
一
寺
と
称

し
て
蓮
城
寺
に
属
し
て
い
ま
し
た
。
薬
師
如
来
と
小
佛
薬
師
如
来
一
○

○
八
体
を
祀
っ
て
い
ま
す
。
堂
は
天
正
年
間
に
は
建
立
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
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○　

般
若
姫
（
玉
よ
の
姫
）
に
か
か
わ
る
も
の

　

真
名
長
者
が
帝み
か
ど（
用
明
天
皇
）
を
般
若
姫
（
玉
よ
の
姫
）
の
婿
に
す

る
条く
だ

り
に
つ
い
て
、
幸
若
舞
の
「
烏え
ぼ
し
お
り

帽
子
折
」
の
詞
章
に
次
ぎ
の
展
開

が
あ
り
ま
す
。

　

牛
若
丸
が
金
売
り
吉
次
に
連
れ
ら
れ
て
奥
州
へ
下
る
途
中
、
青
墓
の

宿
で
牛
若
丸
が
吹
い
た
「
草
刈
の
笛
」
を
聞
い
た
遊
女
の
長お
さ

が
遊
女
達

に
、
真
名
長
者
の
婿
に
な
っ
た
山さ
ん
ろ路
の
笛
の
話
を
し
ま
す
。

　

昔
、
都
の
帝
（
用
明
天
皇
）
は
十
六
歳
に
な
っ
て
も
お
后き
さ
きが
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
心
配
し
た
公
家
や
殿
上
人
は
、
六
六
本
の
扇
に
美
し
い
女

人
の
姿
を
描
い
て
国
々
に
送
り
、お
后
を
さ
が
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

豊
後
の
国
の
「
ま※

の
長
者
」
の
娘
に
、
観
音
様
の
お
告
げ
で
授
か
っ
た

「
玉※

よ
の
姫
」
が
お
り
ま
し
た
。
姫
君
は
扇
の
絵
が
妬う
ら
やむ
ほ
ど
の
美
し

さ
で
し
た
の
で
、
帝
は
早
速
勅
使
を
下
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
長
者
は

宣せ
ん
じ旨
を
お
断
り
し
ま
し
た
。

　

内だ
い
り裏
は
長
者
が
断
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
に
、「
芥け

し子
の
種
子

一
万
個
を
今
日
中
に
納
め
よ
」
と
か
、「
浄
土
の
蓮
の
糸
で
織
っ
た
両

※

曼
荼
羅
を
献
上
せ
よ
」
な
ど
と
無
理
難
題
を
吹
き
か
け
ま
す
。
芥
子
は

女
房
に
十
万
石
の
蓄
え
が
あ
り
、
曼
荼
羅
は
聖
観
音
が
長
者
の
た
め
に

自
ら
織
っ
て
く
れ
て
見
事
に
解
決
し
ま
し
た
。帝
は「
長
者
は
佛
で
あ
っ

た
の
か
」
と
驚
き
ま
す
が
、
恋
心
は
い
か
ん
と
も
し
難
く
、
帝
位
も
惜お

し
く
な
い
と
豊
後
へ
下げ
こ
う向
し
ま
し
た
。　

　

帝
は
山さ
ん
ろ路
と
名
乗
り
ま
し
た
。
縁
あ
っ
て
長
者
の
牛
飼
に
な
り
、
手

に
負
え
な
い
あ
め
色
の
牛
を
ま
か
さ
れ
ま
す
。
帝
は
牛
を
曳
い
て
野
に

出
ま
す
が
、
草
刈
り
が
で
き
な
い
の
で
い
つ
も
牛
に
寄
っ
か
か
り
、
姫

へ
の
思
い
を
込
め
て
横
笛
を
吹
い
て
い
ま
し
た
。
牛
飼
達
は
妙た
え

な
る
笛

の
音
に
聞
き
ほ
れ
、
山
路
の
草
刈
り
を
引
き
受
け
て
笛
を
所
望
し
ま
し

た
。
こ
の
笛
の
曲
が
「
草
刈
り
笛
」
で
す
。

　

帝
が
い
な
く
な
っ
た
都
で
は
、
陰お
ん
よ
う
ど
う

陽
道
の
博
士
を
あ
つ
め
て
帝
の
行

衛
を
占う
ら
なわ
せ
ま
し
た
。
陰
陽
師
は
「
宇
佐
八
幡
の
御
前
で
放ほ
う
じ
ょ
う
え

生
会
を
行

い
、
ま
の
長
者
に
神
事
を
勤
め
さ
せ
れ
ば
帝
は
都
に
戻
る
で
あ
ろ
う
。」

と
い
い
ま
し
た
。

　

長
者
は
放
生
会
を
引
き
受
け
ま
し
た
が
、
流や

ぶ
さ
め

鏑
馬
を
全
く
知
り
ま
せ

の
で
、
都
育
ち
の
山
路
に
、「
流
鏑
馬
を
立
派
に
勤
め
れ
ば
玉
よ
り
姫

の
婿
し
に
し
、
財た
か
らの
倉
も
与
え
よ
う
。」
と
頼
み
ま
し
た
。

　

放
生
会
の
日
、
山
路
が
美
し
い
衣
装
を
付
け
て
、
栗
毛
の
馬
に
乗
っ

て
現
れ
ま
し
た
。
一
の
的
、
二
の
的
と
進
み
三
の
的
に
か
か
る
と
、
神

殿
が
俄に
わ
かに
振
動
し
、
白
い
水す
い
か
ん干
に
烏え

ぼ

し
帽
子
、
金
の
杓し
ゃ
くを
持
っ
た
八
幡
神

が
顕
れ
ま
し
た
。
神
は
白
州
に
畏か
し
こま
っ
て
、「
天
下
の
帝
が
お
ん
自
ら

神
事
を
お
つ
と
め
に
な
る
と
は
、
こ
れ
で
は
わ
れ
わ
れ
の
苦
し
み
が
増

す
ば
か
り
。
今
は
も
う
都
へ
お
帰
り
下
さ
い
。」
と
申
し
ま
し
た
。
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長
者
は
驚
い
て
「
帝
を
三
年
も
召
し
使
っ
て
し
ま
っ
た
と
は
」
と
後

悔
し
ま
し
た
が
、
帝
は
「
今
は
姫
を
差
し
出
す
が
よ
い
」
と
宣の
た
まわ
れ
、

宇
佐
八
幡
に
結
ば
れ
た
二
人
は
連
れ
だ
っ
て
都
に
還
り
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
帝
と
玉
よ
姫
は
聖
徳
太
子
と
い
う
御
子
を
も
う
け
ら
れ
ま

し
た
。
玉
よ
姫
は
聖
観
音
、
用
明
天
皇
は
阿
弥
陀
如
来
、
聖
徳
太
子
は

救
世
観
音
の
化
身
で
し
た
。（
京
都
大
学
電
子
図
書
館
・
お
伽
草
子
「
烏
帽

子
折
」
抄
）

　

※
玉
よ
の
姫
・
ま
の
長
者　

玉
世
姫
・
万
の
長
者
の
こ
と
で
す
。「
烏
帽
子
折
」

に
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

　
　

つ
く
し
ぶ
ん
ご
の
く
に
う
ち
や
ま
と
申
と
こ
ろ
に
、
ち
や
う
じ
ゃ
一
人
あ

り
、
四
ほ
う
に
四
ま
ん
の
く
ら
を
た
て
て
す
め
ば
、
四
萬
の
ち
ゃ
う
じ
ゃ

と
申
せ
し
を
人
の
申
す
き
ま
ま
に
、
ま
の
ど
の
と
こ
そ
申
け
れ
。（「
新
群

書
類
従
」
第
八
舞
曲
の
部
）

　

※
両
曼
荼
羅　

胎
蔵
界
、
金
剛
界
の
曼
荼
羅

　

二　

八
幡
信
仰
と
小
五
郎　

　

柳
田
国
男
は
神
は
卑ひ
せ
ん賤
な
姿
を
し
て
い
る
が
、
清
純
な
乙
女
を
訪
ね

寄
り
そ
の
真
の
姿
を
顕
す
と
い
い
ま
す
。
神
は
巫
女
と
の
か
か
わ
り
の

中
か
ら
顕
れ
る
と
い
う
話
は
、
鍛
冶
の
翁お
き
なが
大
神
比
義
（
柳
田
は
巫
女

と
推
定
す
る
）
に
よ
っ
て
、
神
と
し
て
顕
れ
る
と
い
う
こ
と
が
託

※

宣
集

第
五
巻
に
あ
り
ま
す
。
蓮
城
寺
に
ま
つ
わ
る
小
五
郎
（
鍛
冶
の
神
）
と

玉
津
姫
（
巫
女
）
の
話
は
、
八
幡
の
古
く
か
ら
の
信
仰
か
ら
生
ま
れ
た

物
語
と
み
え
ま
す
。

　

硬
い
金
属
を
思
う
ま
ま
に
扱
い
色
々
な
形
に
作
る
能
力
を
持
つ
も
の

は
、
樹
を
焚
い
て
炭
を
作
り
タ
タ
ラ
を
踏
む
術す
べ

を
も
つ
鍛
冶
の
神
だ
っ

た
の
で
す
。
清
純
な
姫
と
沐
浴
し
て
真
の
姿
を
顕
す
こ
と
に
な
っ
た
の

で
し
ょ
う
。

　
「
炭
焼
小
五
郎
」
の
話
は
タ
タ
ラ
の
神
に
よ
る
鍛
冶
、
練
金
の
起
こ

り
を
示
す
説
話
だ
と
思
い
ま
す
。

　
「
烏
帽
子
折
」
は
、
山や
ま
じ路
（
用
明
天
皇
）
が
玉
世よ

（
霊
託
、
巫
女
）

を
訪
ね
寄
ら
れ
る
と
い
う
話
、
真
名
長
者
に
宇
佐
八
幡
の
放
生
会
を
主

催
さ
せ
て
、
現
人
神
の
山
路
に
流
鏑
馬
を
さ
せ
て
奇き

ず
い瑞
を
顕
し
、
そ
の

結
果
、
佛
法
最
初
の
保
護
者
聖
徳
太
子
を
誕
生
さ
せ
る
な
ど
、
神
仏
習

合
の
宇
佐
八
幡
宮
に
か
か
わ
り
深
い
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

大
野
、
海
部
郡
に
宇
佐
八
幡
信
仰
が
根
強
く
伝
播
し
て
い
る
事
に
つ

い
て
、
中
野
幡は
た
よ
し能
博
士
は
、「
寛
平
七
年
（
八
九
五
）
頃
か
ら
、
大お
お
が神

氏
と
宇
佐
氏
と
の
間
に
宇
佐
大
宮
司
職
を
め
ぐ
る
争
い
が
絶
え
ず
、
寛

治
年
間
（
一
○
八
七
～
）
よ
り
宇
佐
宮
は
宇
佐
公き
み
よ
り順
に
奪
わ
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
宇
佐
を
追
わ
れ
た
大
神
（
緒
方
）
氏
は
大
野
郡
に
入
り
込

み
、
当
地
で
日
羅
信
仰
を
起
こ
し
た
天
台
宗
僧
侶
の
援
助
を
受
け
な
が
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ら
、
八
幡
信
仰
を
ひ
ろ
め
た
の
で
し
ょ
う
。

　

炭
焼
小
五
郎
が
創
設
し
た
と
い
う
伝
説
を
も
つ
蓮
城
寺
の
開
基
に
つ

い
て
、
日
羅
律
師
か
蓮
城
法
師
か
の
問
題
は
あ
り
ま
す
が
、
創
建
時
に

当
寺
が
八
幡
宮
と
関
係
の
深
い
天
台
宗
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
で
し
ょ
う
。
炭
焼
小
五
郎
伝
説
も
、
内
容
と
い
い
伝
播
者
と
い
い
宇

佐
八
幡
信
仰
に
本
源
が
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

※　

宇
佐
の
託
宣
集
第
五
巻　
「
宇
佐
菱
形
池
の
辺
に
鍛
冶
の
翁
が
あ
り
、

奇
瑞
（
不
思
議
）
を
現
す
の
で
大
神
比
義
が
三
年
祈
る
と
、
三
歳
の
小
児

の
姿
を
現
し
て
我
は
誉ほ
ん
だ
わ
け田
天
皇
（
応
神
）
な
り
、
と
の
り
た
ま
う
」
と

い
う

　

三　

臼
杵
石
仏
造
立
の
財
源
は

　

莫
大
な
財
力
と
労
力
を
費
や
し
た
石
仏
は
、
黄こ
が
ね金
を
掘
り
当
て
て
長

者
に
な
っ
た
小
五
郎
の
手
に
な
る
と
い
う
の
は
附
会
で
あ
っ
て
、
現

在
、
残
っ
て
い
る
磨
崖
仏
を
造
っ
た
経
済
力
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

　

大
胆
な
仮
説
を
立
て
て
み
ま
し
た
。

　
「
黄
金
千
ば
い　

朱0

千
ば
い
」、
子
供
の
時
は
な
ぜ
朱
（
丹
）
が
黄
金

と
同
じ
価
値
を
持
つ
の
か
不
思
議
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

古
代
の
朱
に
は
、
赤

鉄
鉱
を
粉
砕
し
て
作

る
ベ
ン
ガ
ラ
と
辰し
ん
し
ゃ砂

（
丹に

）
の
水
銀
朱
（
硫

化
水
銀
）が
あ
り
ま
す
。

辰
砂（
赤
色
水
銀
鉱
石
）

は
加
熱
す
る
と
水
銀
に

な
り
ま
す
。
水
銀
は
金
・
銀
・
銅
と
合
金
し
や
す
い
の
で
金
や
銀
の
合

金
を
利
用
し
て
※
鍍と
き
ん金
（
メ
ッ
キ
）
に
使
わ
れ
ま
し
た
。
奈
良
の
大
仏

を
は
じ
め
多
く
の
金
銅
仏
に
用
い
ら
れ
、
仏
教
の
興
隆
と
と
も
に
水
銀

の
需
要
も
増
え
ま
し
た
。
ま
た
辰
砂
は
朱
色
の
発
色
が
い
い
の
で
寺
社

の
塗
装
や
壁
画
な
ど
に
盛
ん
に
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

　
『
豊
後
風
土
記
』
の
海

あ
ま
べ
の
こ
お
り

部
郡
丹に

う生
の
郷さ
と

の
条
に

「
昔む
か
し時
の
人
、
此
の
山
の
沙す
な
ごを
取
り
て
朱に沙
に
該あ

て
き
。
因よ

り
て
丹
生

の
郷さ
と

と
い
ふ
」
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
、『
続
日
本
記
』
文
武
天
皇
二
年

（
六
九
八
）
九
月
の
条
に
、
豊
後
国
か
ら
朝
廷
に
真
朱
（
辰
砂
）
が
献

さ
れ
た
と
書
い
て
い
ま
す
。
ま
た
『
豊
後
国
誌
』
に
も
北
海
部
の
産
物

の
中
に
朱
沙
（
丹
生
郷
）
が
あ
り
ま
す
。
真
朱
が
特
産
だ
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
ま
す
。

　

昔
は
施せ
し
ゅ朱
と
い
う
風
習
が
あ
り
ま
し
た
。
古
代
で
は
古
墳
の
石
室
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の
壁
や
石
棺
の
中
を
赤
く
塗
り
、
と
き
に
は
遺
体
に
朱
を
施ほ
ど
こし
た
り
、

祭さ
い
し祀
土
器
や
土
器
に
は
赤
く
塗
ら
れ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
柱
や

壁
に
朱
が
塗
ら
れ
た
寺
社
も
あ
り
ま
す
。

　

宇
佐
八
幡
宮
は
朱
色
を
基
調
と
し
て
い
ま
す
。
中
野
幡
能
先
生
が
ご

生
存
中
、
宇
佐
神
宮
と
朱
に
つ
い
て
お
尋
ね
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

あ
れ
は
魔
除
け
の
色
で
す
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
丹
生
の
朱
と
関
係
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

朱
に
は
魔
除
け
の
呪じ
ゅ
り
ょ
く力が
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
だ
か
ら
古
代
の
日

本
人
に
と
っ
て
朱
は
な
に
よ
り
の
大
切
な
貴
重
品
で
し
た
。

　

辰
砂
が
と
れ
る
場
所
を
水
銀
鉱
床
と
い
い
、
主
に
大
和
鉱
床
群
と
四

国
阿
波
鉱
床
群
と
九
州
南
部
・
西
部
鉱
床
群
が
あ
り
ま
す
。
ど
の
鉱
床

群
に
も
「
丹
生
」
と
い
う
地
名
や
「
丹
生
神
社
」
が
分
布
し
て
い
ま
す
。

　

空
海
が
遣
唐
使
に
な
る
前
の
七
年
間
山
岳
修
業
し
て
い
た
時
に
知

り
合
っ
た
渡
来
集
団
の

丹
生
一
族
と
行
動
を
共

に
し
て
、
四
国
阿
波
鉱

床
群
で
辰
砂
か
ら
水
銀

を
精
錬
す
る
冶
金
術
を

な
ら
っ
た
と
云
わ
れ
ま

す
。

大
分
県
の
九
州
南
部
鉱
床
群
は
「
丹
生
の

郷さ
と

」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
地
図
の
大
野
川

右
岸
と
北
海
部
の
広
範
囲
で
、
十
一
世
紀
の

は
じ
め
ご
ろ
臼
杵
一
帯
は
丹に
ゅ
う
つ
る

生
津
留
と
呼

ば
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
大
野
郡
や
北
海
部

郡
が
「
丹
生
の
郷
」
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
「
丹
生
の
郷
」
の
辰
砂
採
掘
採
集
団
は
丹
生
の
地
名
も
あ
り
丹
生
氏

で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

阿
波
鉱
床
の
水
銀
鉱
跡
か
ら
、
辰
砂
を
砕
く
た
め
に
使
っ
た
石
臼
や

石
杵
が
出
土
す
る
そ
う
で
す
。
丹
生
津
留
で
採
掘
さ
れ
た
辰
砂
や
水
銀

の
中
心
的
な
精
錬
工
房
が
あ
っ
た
か
ら
臼
杵
（
石
臼
・
石
杵
）
の
地
名

が
つ
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

臼
塚
古
墳
の
墳
頂
を
飾
る
単
甲
形
石
人
（
石
甲
）
二
基
を
臼
と
杵
に

見
立
て
て
「
臼
杵
」
と
い
う
地
名
が
起
こ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、

石
甲
を
臼
と
杵
に
見
立
て
る
の
は
難

し
い
。
む
し
ろ
臼
杵
と
い
う
地
称
は

臼
塚
古
墳
の
名
が
付
く
よ
り
以
前
か

ら
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
そ
の
表
面
か
ら
わ
ず
か
な
が

ら
も
朱
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
、
造
ら
れ
た
当
初
は
全
面
に
朱
が
施
さ
れ
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た
さ
ぞ
か
し
鮮
や
か
な
武
人
像
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

　

臼
杵
石
仏
を
造
立
し
た
制
作
者
か
団
体
の
膨
大
な
財
源
は
、辰
砂（
水

銀
）
の
生
産
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

　
「
丹
生
の
郷
」
に
あ
っ
た
辰
砂
の
採
掘
遺
跡
や
精
錬
遺
構
、
古
記
録

が
あ
れ
ば
是
非
保
存
し
て
お
き
た
い
も
の
で
す
。

　

※　

鍍
金　

水
銀
と
化
合
さ
せ
て
銅
や
青
銅
の
仏
像
に
塗
り
、
後
に
炭
火
で

焙
っ
て
水
銀
を
蒸
発
さ
せ
て
金
の
鍍と
き
ん金
（
メ
ッ
キ
）
を
し
ま
す
。

　
　
　

辰
砂
を
熱
し
て
と
る
水
銀
精
錬
の
前
は
、
坑
壁
や
坑
底
か
ら
汗
の
よ
う

に
に
じ
み
出
て
く
る
天
然
水
銀
を
集
め
て
い
た
。

　

炭
焼
小
五
郎
、
真
名
長
者
、
連
城
寺
、
姫
、
鍛
冶
、
山
路
、
宇
佐
八

幡
、
辰
砂
、
朱
と
想
い
は
尽
き
ま
せ
ん
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

完
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