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は
じ
め
に

　

奈
良
は
古
く
か
ら
薬
の
製
造
販
売
が
盛
ん
で
、
近
世
に
は
配
置
薬
も
広
く
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
吉
岡
信
は
『
近
世
日
本
薬
業
史
研
究
』
に
お
い
て
、

売
薬
が
盛
ん
に
な
っ
た
近
世
を
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
萌
芽
で
あ
る
と
評

価
し
て
い
る
。
一
方
で
「
ク
ス
リ
の
効
能
を
科
学
的
に
裏
付
け
る
こ
と
は
、
江
戸

時
代
に
は
全
く
不
可
能
」
で
あ
っ
た
た
め
に
、
神
仏
の
霊
験
な
ど
を
語
る
こ
と
で

神
秘
性
を
ま
と
う
か
、
あ
る
い
は
幕
府
や
宮
中
か
ら
「
官
許
」
な
ど
の
看
板
を
許

さ
れ
権
威
を
帯
び
る
こ
と
で
薬
の
効
き
目
に
保
証
を
与
え
て
い
た
と
い 
う 
。

（
１
）

　

こ
の
よ
う
な
近
世
の
医
薬
に
つ
い
て
、
加
藤
基
樹
は
「
売
薬
行
為
が
、
民
衆
の

薬
師
信
仰
を
基
盤
に
展
開
さ
れ
て
た
」
と
し
、
薬
種
・
薬
剤
の
生
産
や
流
通
に
お

い
て
、
神
仏
の
信
仰
が
い
か
に
か
か
わ
っ
て
い
た
か
を
見
て
い
く
必
要
を
指
摘
し

 
た 
。
病
を
治
療
す
る
に
あ
た
っ
て
、
薬
が
効
果
を
あ
ら
わ
す
の
は
現
代
的
な
感
覚

（
２
）

で
は
薬
に
含
ま
れ
る
薬
効
成
分
の
効
能
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
薬
学
の
知
識

が
未
発
達
な
前
近
代
社
会
に
お
い
て
は
薬
の
成
分
と
と
も
に
超
自
然
的
な
力
に
よ

る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
。
神
仏
が
伝
え
た
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要　
　

旨

　　

西
大
寺
で
は
豊
心
丹
と
い
う
薬
を
製
造
販
売
し
て
い
た
。
近
世
の
医
薬
は
受
容
す
る

側
の
意
識
と
し
て
は
効
能
を
神
仏
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
た
「
呪
物
」
で
も
あ
っ
た
。

安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
に
奈
良
の
老
舗
菊
岡
家
が
販
売
す
る
豊
心
丹
に
つ
い
て
、
西

大
寺
が
訴
え
を
起
こ
し
た
。
販
売
差
留
め
を
求
め
る
が
、
菊
岡
家
は
豊
心
丹
創
始
者
の

西
大
寺
叡
尊
が
菊
岡
家
出
身
で
あ
り
、
菊
岡
家
が
豊
心
丹
を
製
造
す
る
こ
と
は
当
然
で

あ
る
と
主
張
し
、
菊
岡
家
の
主
張
は
認
め
ら
れ
て
製
薬
継
続
が
許
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は

調
合
法
な
ど
が
問
題
に
な
る
こ
と
は
な
く
、
西
大
寺
は
宗
教
的
な
製
薬
過
程
を
重
視
し
、

菊
岡
家
は
由
緒
の
確
か
さ
を
主
張
す
る
。
宗
教
的
威
光
を
背
景
に
呪
物
と
し
て
薬
を
囲

い
込
も
う
と
す
る
西
大
寺
に
対
し
、
由
緒
を
梃
子
に
自
ら
の
商
品
と
し
て
き
た
菊
岡
家

の
論
理
の
ぶ
つ
か
り
合
い
で
あ
り
、
奈
良
奉
行
は
西
大
寺
の
「
威
光
」
独
占
を
否
定
す

る
。
一
八
世
紀
段
階
の
世
俗
権
力
が
か
か
る
判
断
を
し
た
こ
と
は
、
当
該
期
に
お
け
る

宗
教
的
「
威
光
」
を
寺
院
が
独
占
す
る
こ
と
を
奉
行
所
が
否
定
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
西
大
寺
、
豊
心
丹
、
世
俗
化

K
ey
w
o
rd
s

【 
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奈　良　大　学　紀　要　 第45号

と
か
夢
想
に
よ
る
も
の
だ
と
い
っ
た
薬
の
成
立
に
か
か
わ
る
神
秘
的
な
物
語
が
付

加
さ
れ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
故
、
薬
の
正
当
性
、
効
能
は
調
合
さ

れ
た
成
分
の
み
な
ら
ず
、
調
剤
に
相
応
し
い
正
統
な
後
継
者
が
製
造
販
売
を
し
て

い
る
か
、
し
か
る
べ
く
呪
的
な
過
程
を
経
て
つ
く
ら
れ
た
か
も
問
題
に
な
り
、
薬

は
そ
れ
自
体
と
し
て
宗
教
的
力
を
も
つ
こ
と
に
も
な
る
。

　

例
え
ば
、
伊
勢
大
神
楽
が
薬
を
神
札
に
添
え
て
頒
布
し
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る

が
、
現
在
は
薬
事
法
の
関
係
も
あ
っ
て
薬
を
神
楽
師
が
販
売
す
る
こ
と
は
出
来
な

い
。
彼
ら
は
同
じ
薬
を
薬
局
で
も
買
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
薬
局
で
の
購
入
を

も
と
め
る
が
、「
お
伊
勢
さ
ん
か
ら
も
ら
わ
ん
と
効
か
ん
」
と
い
う
の
で
、
薬
局

で
薬
を
大
量
に
仕
入
れ
て
神
札
に
添
え
て
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
北
川
央
は
「
薬
が
ど
の
よ
う
に
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
か
、
誰
か
ら
も

た
ら
さ
れ
る
の
か
、
入
手
方
法
の
違
い
に
よ
っ
て
、
効
き
目
に
変
化
が
あ
る
」
と

い
う
考
え
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す 
る 
。

（
３
）

　

勿
論
、
長
い
時
間
の
経
験
則
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
、
確
か
な
効

き
目
を
持
つ
薬
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
受
容
す
る
側
の
意
識
と
し
て
は
効

能
を
神
仏
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
た
物
と
い
う
意
味
で
、
薬
を
超
自
然
的
な
力

を
持
っ
た
「
呪
物
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

と
す
れ
ば
、
薬
の
販
売
は
、
祈
祷
札
や
守
な
ど
を
広
め
て
い
く
配
札
と
限
り
な

く
近
い
行
為
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
薬
の

「
呪
物
」
と
し
て
の
側
面
に
も
注
目
し
、
寺
社
と
薬
と
の
関
係
を
見
て
い
く
こ
と

に
し
た
い
。

　
「
薬
」
に
着
目
す
る
こ
と
で
「
配
札
」
や
勧
進
と
い
っ
た
行
為
の
広
が
り
を
捉

え
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
近
代
的
薬
学
以
前
の
薬
を
「
科
学

不 
在 
」
な
ど
と
い
わ
れ
よ
う
な
遅
れ
た
物
、
未
成
熟
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、

（
４
）

近
世
的
な
文
脈
に
即
し
て
見
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

本
稿
で
取
り
あ
げ
る
の
は
、
主
に
西
大
寺
な
ど
で
製
造
・
販
売
さ
れ
て
い
た

「
豊
心
丹
」
と
い
う
薬
で
あ
る
。
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
に
記
さ
れ
た
『
金
瘡

秘
伝
』
に
よ
れ
ば
、
人
参
・
白
檀
・
丁
字
・
桔
梗
・
麝
香
な
ど
を
調
合
し
て
丸
薬

に
し
た
も
の
で
あ 
る 
。
痢
病
・
泄
瀉
・
渋
腹
と
い
っ
た
内
臓
疾
患
か
ら
頭
痛
・
二

（
５
）

日
酔
い
・
心
気
の
疲
れ
、
さ
ら
に
吐
血
・
下
血
な
ど
多
様
な
症
状
に
効
果
の
あ
る

薬
と
さ
れ
て
い
た
。

　

西
大
寺
を
「
妻
大
事
」
に
ひ
っ
か
け
て
「
惑
溺
ノ
人
ヲ
嘲
テ
豊
心
丹
ト
イ
フ
」

と
い
う
地
口
が
あ
っ
た
ほ
ど 
で 
、
大
和
国
の
西
大
寺
ゆ
か
り
の
も
の
で
あ
る
と
い

（
６
）

う
認
識
は
一
般
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
に
は
「
西
大

寺
号
并
院
号
迄
似
セ
」
た
「
豊
心
丹
」
と
称
す
る
薬
が
販
売
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

問
題
視
さ
れ
て
い 
た 
。
江
戸
で
も
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
に
「
紛
敷
薬
方
当
寺

（
７
）

之
名
ヲ
仮
リ
外
に
て
調
合
相
弘
メ
」
て
い
る
こ
と
の
取
締
り
を
西
大
寺
惣
代
が
寺

社
奉
行
の
大
岡
忠
相
に
訴
え
て
い 
る 
。
偽
薬
に
つ
い
て
は
規
制
も
出
さ
れ
た
が
、

（
８
）

実
際
に
は
後
述
す
る
よ
う
に
他
の
寺
院
な
ど
で
も
豊
心
丹
は
製
造
販
売
さ
れ
て
お

り
、
西
大
寺
と
他
の
販
売
業
者
と
の
衝
突
も
起
き
て
い
た
。

　

安
永
七
年
（
一
七
七
八
）、
奈
良
の
老
舗
菊
岡
家
が
販
売
す
る
豊
心
丹
に
つ
い
て
、

西
大
寺
が
訴
え
を
起
こ
し
た
。
西
大
寺
は
偽
薬
で
あ
る
と
い
っ
て
菊
岡
家
に
よ
る

薬
の
販
売
差
留
め
を
求
め
る
が
、
菊
岡
家
は
豊
心
丹
創
始
者
の
西
大
寺
叡
尊
が
菊

岡
家
出
身
で
あ
り
、
菊
岡
家
が
豊
心
丹
を
製
造
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
主
張

80
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す
る
。
結
果
、
菊
岡
家
の
主
張
が
大
筋
で
認
め
ら
れ
、
製
薬
継
続
が
認
め
ら
れ
た

が
、「
西
大
寺
豊
心
丹
菊
岡
」
と
薬
の
包
み
紙
に
記
す
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
、「
伝
来

豊
心
丹
菊
岡
」
と
記
す
る
こ
と
で
決
着
し
た
。『
奈
良
県
薬
業 
史 
』『
奈
良
市
�

（
９
）

な
ど
で
既
に
こ
の
一
件
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
事
実
関

係
に
つ
い
て
は
新
た
に
付
け
加
え
る
こ
と
は
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究

で
は
奈
良
に
お
け
る
薬
業
の
繁
栄
を
示
す
一
挿
話
と
し
て
事
実
が
指
摘
さ
れ
る
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

現
代
的
な
感
覚
で
い
え
ば
、
商
標
権
や
財
産
権
に
か
か
る
衝
突
と
い
う
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
が
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
「
ク
ス
リ
の
効
能
を
科
学
的
に
裏
付
け

る
こ
と
は
、
江
戸
時
代
に
は
全
く
不
可
能
」
と
さ
れ
て
い
る
前
近
代
社
会
に
お
い

て
、
何
を
も
っ
て
「
偽
薬
」
と
主
張
し
、
一
方
が
そ
れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
反

論
し
た
か
を
見
る
こ
と
で
、
近
世
社
会
に
お
い
て
薬
の
真
偽
を
何
を
基
準
に
ど
の

よ
う
に
見
極
め
て
い
た
か
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
こ
う
し
て
近
世
的
な
文
脈
に
お
い
て
、「
薬
」
と
い
う
も
の
を
薬
品
と

呪
物
と
し
て
の
両
側
面
か
ら
見
直
す
こ
と
で
、
前
近
代
の
合
理
性
と
宗
教
に
つ
い

て
示
唆
を
得
る
こ
と
も
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
平
雅
行
は
呪
術
を
支
え
る
構
造

に
合
理
性
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
呪
術
的
合
理
性
と
合
理
的
呪
術
性
の
混

在
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
�

幡
鎌
一
弘
は
平
の
提
起
を
う
け
て
呪
術
と
合
理

性
の
共
存
関
係
を
超
歴
史
的
に
指
摘
す
る
の
で
は
な
く
、
両
者
の
「
程
度
の
差
」

と
そ
れ
を
受
容
す
る
心
性
が
問
題
で
あ
る
と
し
て
い
�

こ
う
し
た
視
点
に
立
て

ば
、
近
世
の
薬
を
経
験
則
と
近
世
的
薬
学
に
も
と
づ
く
合
理
性
と
呪
術
性
の
両
者

が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
機
能
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
モ
ノ
で
あ
る
と
い
う
こ
と

（　

）
10史

』

（　

）
11が

、

（　

）
12る

。

も
で
き
よ
う
。
近
世
の
寺
院
が
製
造
す
る
薬
を
め
ぐ
っ
て
合
理
性
と
呪
術
性
の
緊

張
感
を
は
ら
ん
だ
共
存
関
係
と
そ
の
境
界
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

幡
鎌
一
弘
が
提
起
し
た
よ
う
な
宗
教
変
動
に
接
近
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
か
も

し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
近
世
の
薬
は
宗
教
史
の
問
題
で
も
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

　
　
　

一　

西
大
寺
の
論
点

　

ま
ず
、
宝
暦
一
一
年
（
一
七
六
一
）
に
京
都
で
出
さ
れ
た
次
の
町
触
を
ご
覧
い

た
だ
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

南
都　

西
大
寺

右
寺
豊
心
丹
与
申
薬
数
年
売
弘
来
候
処
、
近
年
当
寺
之
名
を
仮
疑
薬
売
弘
候
者

有
之
、
豊
心
丹
之
威
光
自
然
と
薄
ク
相
成
歎
敷
候
間
、
当
表
町
々
在
方
へ
致
順

行
、
相
対
を
以
売
弘
メ
申
候
間
、
雑
色
町
代
�
噂
之
義
相
願
之
候
、
尤
烏
乱
成

義
無
之
、
押
而
売
申
間
敷
旨
被
仰
渡
候
、
此
段
無
急
度
寄
々
雑
色
町
代
共
�
噂

い
た
し
置
候
様
被
仰
渡
候
事

 　
　

巳
九 
�

（
宝
暦
一
一
年
）

　

そ
も
そ
も
の
始
ま
り
は
宝
暦
年
中
の
こ
と
で
あ
っ
た
。「
先
年
疑
薬
仕
候
族
有

之
候
」
と
い
う
事
態
に
対
し
て
、
西
大
寺
は
奈
良
奉
行
に
訴
え
て
「
宝
暦
七
年
辰

年
国
中
似
セ
薬
御
指
留
之
御
触
」
を
勝
ち
取
っ
�

こ
れ
を
う
け
て
、
京
都
で
出

さ
れ
た
の
が
こ
の
触
で
あ
っ
た
。
長
ら
く
豊
心
丹
を
販
売
し
て
き
た
西
大
寺
の
名

を
騙
る
「
疑
薬
」
の
出
現
。
こ
の
事
態
を
「
豊
心
丹
之
威
光
自
然
と
薄
ク
相
成
歎

（　

）
13月

（　

）
14た

。
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敷
候
」
と
し
て
、
西
大
寺
が
と
っ
た
対
策
が
自
ら
京
都
の
町
で
豊
心
丹
を
「
相
対
」

で
頒
布
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

続
い
て
、
西
大
寺
指
定
の
豊
心
丹
販
売
所
が
町
代
触
れ
の
か
た
ち
で
京
都
の
町

に
周
知
さ
れ
る
。
次
の
販
売
所
以
外
は
「
紛
敷
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

南
都
西
大
寺
豊
心
丹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

売
所　

寺
町
松
原
下
ル
所

右
町
ニ
而
売
所
取
立
町
中
売
弘
候
、
紛
敷
儀
ニ
而
ハ
無
之
旨
、
洛
中
洛
外
町
々

へ
可
申
通
旨
被
仰
渡
候
、
已
上

　
 　

未
四 
月　
　

町
代　

何
�

（
宝
暦
一
三
）　

　

さ
ら
に
京
都
で
は
、
丁
寧
な
こ
と
に
西
大
寺
が
販
売
し
て
い
な
い
豊
心
丹
と
の

見
分
け
方
ま
で
触
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

南
都
西
大
寺
�
売
出
し
候
豊
心
丹
者
、
其
包
紙
ニ
西
大
寺
と
記
有
之
候
処
、
西

大
寺
愛
染
堂
再
建
与
申
立
、
豊
心
丹
持
歩
行
売
弘
候
も
の
有
之
候
由
、
尤
薬
包

紙
ニ
西
大
寺
与
ハ
書
記
無
之
由
、
右
寺
号
無
之
豊
心
丹
ハ
西
大
寺
よ
り
ハ
売
出

し
不
申
候
旨
、
西
大
寺
惣
代
申
立
候
由
、
町
々
為
無
心
得
違
、
右
之
趣
無
急
度

寄
々
拙
者
共
�
噂
い
た
し
置
候
様
被
仰
渡
候
付
如
此
御
座
候
、
以
上

　
 　

亥 
七
月
八
日　
　
　
　

町
代　

何
�

　
（
明
和
四
）

　

こ
の
町
触
か
ら
は
、
一
八
世
紀
半
ば
の
京
都
に
豊
心
丹
が
西
大
寺
の
認
知
し
な

い
人
物
に
よ
っ
て
「
西
大
寺
愛
染
堂
再
建
与
申
立
」
て
販
売
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
西
大
寺
と
無
関
係
の
人
物
が
西
大
寺
を
名
乗
る
事
態
に
危
機
感
を
感
じ

た
西
大
寺
は
、
正
式
な
販
売
所
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
包
紙
に
寺
号
の
な
い
も

の
は
西
大
寺
が
販
売
す
る
豊
心
丹
で
は
な
い
こ
と
を
京
都
の
町
奉
行
所
に
は
た
ら

（　

）
15某

（　

）
16某

き
か
け
て
周
知
さ
せ
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
安
永
年
間
に
な
っ
て
も
西
大
寺
伽
藍
修
復
な
ど
と
称
し
、
あ
ち
ら
こ

ち
ら
で
「
豊
心
丹
」
と
称
す
る
薬
が
販
売
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
特
に
多
い
の
が

先
の
町
触
に
も
か
か
わ
ら
ず
京
都
だ
っ
た
。
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
の
記
録
に

よ
れ
�
 「
右
相
弘
候
売
元
京
都
ニ
数
多
有
之
候
付
、
此
段
京
都
江
御
願
申
上
度
」

い
と 
「
去 
酉
十
月
十
四
日
」
に
奈
良
奉
行
に
願
い
、「
同
月
廿
二
日
京
都
御
奉
行

　

（
安
永
六
）

所
江
御
願
申
上
」
げ
て
「
相
手
方
被
召
出
御
吟
味
之
所
」、
京
都
で
「
豊
心
丹
」

を
販
売
し
て
い
た
の
が
奈
良
の
菊
岡
宰
相
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
こ
で

「
御
当
地
三
条
町
菊
岡
宰
相
と
申
者
�
為
相
弘
候
義
ニ
付
、
則
宰
相
被
召
出
京
都

表
御
差
留
被
成
下
候
」
と
、
京
都
で
の
販
売
差
し
止
め
は
認
め
ら
れ
た
よ
う
な
の

だ
が
、「
御
当
国
并
他
国
表
江
右
宰
相
疑
薬
差
出
」
し
て
お
り
、
さ
ら
に
「
薬
包

紙
ニ
当
寺
号
板
行
相
顕
シ
」
て
看
板
な
ど
も
出
し
て
販
売
を
し
て
い
る
の
だ
と
い

う
。

　

こ
こ
で
は
西
大
寺
の
側
は
、
菊
岡
家
の
「
豊
心
丹
」
を
「
疑
薬
」
と
決
め
つ
け

て
い
る
。
興
味
深
い
の
が
、
こ
の
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
の
訴
状
冒
頭
に
「
当

寺
豊
心
丹
之
儀
者
中
興
開
山
伝
来
後
例
年
正
月
修
業
之
法
修
行
仕
候
上
、
世
間
江

相
弘
来
候
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
西
大
寺
で
は
豊
心

丹
と
は
中
興
開
山
の
叡
尊
以
来
、
正
月
に
「
修
業
之
法
」
を
し
た
う
え
で
販
売
し

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
過
程
を
経
て
い
な
い
も
の
は
西
大
寺
の
豊
心
丹

と
は
い
え
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
本
件
裁
許
後
の
史
料
に
は
「
外
�
之
伝
来

ハ
格
別
西
大
寺
�
伝
来
と
在
之
候
而
ハ
俗
家
右
製
薬
呪
法
ハ
相
成
間
敷
」
く
、
そ

う
し
た
も
の
が
「
西
大
寺
伝
来
ニ
有
之
候
而
ハ
一
山
之
瑕
瑾
」
で
あ
る
と
い
�

（　

）
17ば

、

（　

）
18う

。
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村上：近世における西大寺の製薬と民衆意識

　

薬
が
配
合
さ
れ
た
生
薬
に
よ
っ
て
効
果
を
発
揮
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
調
合
さ

れ
る
生
薬
の
配
分
と
製
法
さ
え
適
切
に
守
ら
れ
れ
ば
、
同
じ
効
果
を
期
待
し
て
も

い
い
と
現
代
人
な
ら
考
え
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
正
月
修
業
之
法
」

の
有
無
は
薬
の
効
能
に
対
し
て
全
く
関
係
は
な
い
は
ず
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、

西
大
寺
は
こ
の
点
を
重
視
す
る
。

　
「
外
�
之
伝
来
」
の
豊
心
丹
な
ら
と
も
か
く
、
か
か
る
「
製
薬
呪
法
」
を
行
っ

て
い
る
の
は
西
大
寺
だ
け
で
あ
る
か
ら
、「
西
大
寺
伝
来
」
と
称
す
る
こ
と
を
問

題
視
す
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
の
は
「
外
�
之
伝
来
」

に
よ
る
豊
心
丹
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
西
大
寺
だ
け

が
豊
心
丹
の
製
造
過
程
で
修
法
を
行
っ
て
い
る
か
ら
、「
西
大
寺
伝
来
」
の
豊
心

丹
と
名
乗
る
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
疑
薬
」
販
売
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
た
菊
岡
宰
相
は
即
座
に
反
論
を
し
た
。
西

大
寺
の
叡
尊
と
菊
岡
家
の
先
祖
が
血
縁
関
係
に
あ
り
、「
右
薬
法
も
由
緒
有
之
義
」

と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
勿
論
、
血
縁
関
係
だ
け
で
は
豊
心
丹
の
製
造
販
売
の
根
拠

に
は
乏
し
い
か
ら
「
西
大
寺
長
老
よ
り
付
属
之
薬
法
書
記
伝
来
」
に
つ
い
て
付
け

加
え
る
こ
と
も
忘
れ
て
い
な
�

こ
こ
で
菊
岡
宰
相
側
は
西
大
寺
が
「
俗
家
」
に

は
不
可
能
で
あ
る
と
主
張
し
た
「
製
薬
呪
法
」
は
問
題
に
せ
ず
、
西
大
寺
か
ら

「
伝
来
」
し
た
「
由
緒
」
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　

で
は
、 

菊
岡
宰
相
が
売
り
出
し
て
い
る
豊
心
丹
の
包
紙
に
西
大
寺
の
「
寺
号
」

が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
の
だ
ろ
か
。
菊
岡
宰
相

の
主
張
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

豊
心
丹
薬
法
者
世
間
板
本
之
書
ニ
も
数
多
有
之
諸
人
存
之
薬
法
ニ
候
得
共
、
私

（　

）
19い

。

方
調
合
仕
候
者
西
大
寺
ニ
而
調
製
之
薬
法
伝
来
ニ
付
西
大
寺
豊
心
丹
を
相
印
シ

数
代
弘
来
�

　

豊
心
丹
の
「
薬
法
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
板
本
な
ど
で
既
に
広
く
流
布
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か

�
こ
こ
で
は
、「
西
大
寺
ニ
而
調
製
之
薬
法
」
を
受
け
継

い
で
い
る
か
ら
「
西
大
寺
」
と
記
し
て
い
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
こ
で
両
者

は
薬
そ
の
も
の
の
製
法
に
つ
い
て
は
周
知
の
も
の
で
あ
り
、
問
題
は
調
合
法
や
製

法
で
は
な
く
、
伝
来
と
由
緒
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

　

薬
は
同
じ
材
料
を
入
手
で
き
、
適
切
な
手
順
を
ふ
め
ば
、
現
代
的
な
感
覚
で
い

え
ば 　
同
じ
も
の　

を
製
造
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
書
物
に
よ
っ
て
、
誰
に
で
も

  ’

‘  

製
造
す
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
こ
そ
、
菊
岡
家
の
豊
心
丹
は
板
本
な
ど
の
書
物
に

よ
る
〈
学
知
〉
に
よ
っ
て
製
造
し
た
も
の
で
は
な
く
、「
西
大
寺
ニ
而
調
製
之
薬

法
」
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。〈
学
知
〉
に
よ
っ
て
製
造

さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
正
統
な
由
緒
を
も
っ
て
い
る
者
が
製
造
販
売
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
こ
で
「
疑
薬
」
か
否
か
と
い
う
問
題
で
焦
点
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が

豊
心
丹
と
呼
ぶ
に
た
る
製
法
を
守
り
、
必
要
な
薬
効
成
分
を
も
っ
て
い
る
か
で
は

な
い
。
西
大
寺
側
も
「
外
�
之
伝
来
ハ
格
別
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
西
大
寺

の
他
に
も
豊
心
丹
の
製
法
が
伝
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
は
認
め
て
お
り
、

争
点
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
板
本
之
書
」
で
広
く
知
ら
れ
た

と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
焦
点
は
「
西
大
寺
伝
来
」
の
豊
心
丹
と
い
え
る
か
否
か
で

あ
っ
た
。
西
大
寺
の
主
張
と
し
て
は
、
西
大
寺
固
有
の
「
製
薬
呪
法
」（
宗
教
的

手
続
き
）
を
経
て
い
な
い
か
ら
「
西
大
寺
伝
来
」、
す
な
わ
ち
西
大
寺
に
伝
来
し

（　

）
20候

（　

）
21る

。
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て
い
る
豊
心
丹
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
で
菊
岡
宰

相
は
、
菊
岡
家
が
西
大
寺
叡
尊
と
つ
な
が
る
「
由
緒
」
を
訴
え
る
こ
と
で
西
大
寺

か
ら
伝
来
し
た
豊
心
丹
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
こ
で
、
西
大
寺
は
豊
心
丹
と
い

う
薬
の
構
成
要
素
と
し
て
「
製
薬
呪
法
」
と
い
う
呪
術
的
製
薬
過
程
を
重
視
し
て

い
る
の
に
対
し
、
菊
岡
家
の
側
は
西
大
寺
か
ら
の
伝
来
と
い
う
「
由
緒
」
を
重
視

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

  
こ
の
点
は
、
薬
と
し
て
の
効
能
を
考
え
れ
ば
些
細
な
問
題
に
も
見
え
る
の
だ
が
、

薬
効
成
分
や
調
合
法
以
上
に
「
由
緒
」
や
宗
教
的
手
続
き
が
問
題
と
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。「
豊
心
丹
薬
法
者
世
間
板
本
之
書
ニ
も
数
多
有
之
諸
人
存
之
薬
法
」

で
あ
る
が
故
に
、
菊
岡
家
と
し
て
は
単
な
る
「
豊
心
丹
」
と
し
て
で
は
な
く
、
差

別
化
を
図
る
た
め
に
も
「
伝
来
」
の
確
か
さ
を
薬
に
添
え
て
販
売
す
る
こ
と
が
欠

か
せ
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
菊
岡
家
は
、「
此
迄
西
大
寺
豊
心
丹
与
包
紙
ニ
相
印
候
へ
共
、
此
後
者

西
大
寺
伝
来
豊
心
丹
と
相
印
可
申
哉
、
又
者
伝
来
豊
心
丹
な
ど
と
相
印
可
申
や
」

と
「
西
大
寺
へ
和
談
申
入
」
れ
た
。
こ
こ
で
菊
岡
家
の
提
示
し
た
譲
歩
案
は
、「
西

大
寺
の
豊
心
丹
」「
西
大
寺
が
製
造
し
て
い
る
豊
心
丹
」
と
い
う
誤
解
を
招
き
か

ね
な
い
表
現
を
改
め
て
、「
西
大
寺
に
伝
来
し
て
い
る
豊
心
丹
」、
あ
る
い
は
ど
こ

に
伝
来
し
て
い
る
か
は
敢
え
て
触
れ
な
い
が
、
正
統
な
「
伝
来
を
も
っ
て
い
る
豊

心
丹
」
で
あ
る
と
記
す
こ
と
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

菊
岡
家
が
包
紙
で
の
記
載
を
「
西
大
寺
豊
心
丹
」
か
ら
「
西
大
寺
伝
来
豊
心
丹
」

も
し
く
は
「
伝
来
豊
心
丹
」
と
改
め
る
譲
歩
案
を
提
示
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

西
大
寺
は
「
製
薬
弘
之
儀
相
止
メ
候
様
」
に
と
い
う
強
硬
な
主
張
を
ま
げ
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
、
菊
岡
家
は
「
数
代
無
事
ニ
弘
来
候
伝
来
之
製
薬
」
を
「
私
代
ニ
至

り
相
止
メ
候
義
ハ
難
仕
奉
存
候
」
と
四
月
廿
九
日
に
奈
良
奉
行
に
訴
え
て
対
決
と

な
っ
た
。
薬
の
真
偽
を
め
ぐ
っ
て
奈
良
奉
行
が
ど
の
よ
う
な
判
断
を
す
る
の
か
、

次
節
で
奉
行
所
で
の
論
点
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　

二　

奈
良
の
奉
行
所
に
て

　

安
永
七
年
（
一
七
七
八
）
は
四
月
は
小
の
月
だ
っ
た
の
で
、
出
訴
の
翌
日
は
五

月
一
日
で
あ
っ
た
。
一
日
の
朝
に
奉
行
所
に
出
向
く
と
四
日
の
朝
五
ツ
時
に
出
頭

す
る
よ
う
に
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
四
日
に
は
奉
行
の
和
泉
守
が
菊
岡
宰
相
、
西

大
寺
の
龍
池
院
に
種
々
の
尋
問
を
し
、
証
拠
の
提
出
を
求
め
た
。
こ
の
時
の
菊
岡

宰
相
の
口
書
に
よ
る
と
奈
良
奉
行
の
菅
沼
定
亨
側
が
質
し
た
論
点
は
三
つ
に
絞
ら

れ
て
い
�

　

す
な
わ
ち
、
①
「
西
大
寺
豊
心
丹
宰
相
方
ニ
伝
来
之
義
」、
②
「
西
大
寺
高
玉

長
老
よ
り
附
属
致
来
候
旨
申
之
候
、
西
大
寺
ニ
高
玉
と
申
長
老
無
之
旨
西
大
寺
�

申
之
候
、
此
義
如
何
ニ
候
や
」、
③
「
伝
来
者
格
別
西
大
寺
与
申
儀
板
行
ニ
顕
シ

候
義
有
之
間
敷
義
ニ
候
」
の
三
つ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
①
に
つ
い
て
は
「
西

大
寺
中
興
開
山
」
の
叡
尊
が
「
菊
岡
之
出
生
」
で
あ
り
、
②
薬
法
に
つ
い
て
の
由

緒
書
に
あ
る
西
大
寺
長
老
高
玉
が
存
在
し
な
い
と
西
大
寺
が
主
張
し
て
い
る
点
に

つ
い
て
は
「
由
緒
書
ニ
記
御
座
候
故
書
上
ヶ
」
た
の
で
詳
し
く
は
承
知
し
な
い
、

③
包
紙
記
載
に
つ
い
て
は
「
先
祖
よ
り
有
来
候
板
行
」
で
あ
り
、「
無
何
心
」
使

用
し
て
き
た
に
過
ぎ
ず
、
西
大
寺
へ
は
寺
号
を
除
き
「
伝
来
豊
心
丹
」
と
改
め
る

（　
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こ
と
を
伝
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
西
大
寺
が
拒
否
し
た
と
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
奉
行
所
に
お
い
て
も
、
問
題
と
さ
れ
た
の
も
薬
の
成
分
で
は
な
く
、
由
緒

（
①
②
）
や
商
標
と
し
て
の
寺
号
使
用
（
③
）
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
菊
岡
宰
相
は
体
調
を
崩
し
た
り
も
し
て
い
る
が
、
翌
六
月
に
大
き
く

事
態
が
動
く
。
奉
行
所
で
も
西
大
寺
の
側
の
主
張
は
強
硬
で
「
豊
心
丹
と
申
セ
ハ

西
大
寺
ニ
限
り
」、「
他
ニ
而
製
薬
さ
せ
が
た
き
」
と
い
う
が
、「
証
拠
候
ハ
ヽ
可

出
候
旨
」
を
言
わ
れ
る
と
西
大
寺
も
「
何
も
申
立
候
証
拠
ハ
無
之
候
得
共
」
と
答

え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。「
菊
岡
ニ
も
古
キ
書
物
在
之
数
年
売
来
候
事
と
相
聞
ユ
」

と
い
う
既
成
事
実
が
あ
り
、
西
大
寺
と
い
う
「
寺
号
除
売
弘
候
様
」
と
も
言
っ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
夫
と
て
も
募
て
さ
し
留
之
義
願
了
簡
や
」
と
詰
問
さ

れ
る
と
、
西
大
寺
の
側
も
「
募
て
願
候
義
ニ
而
ハ
無
之
候
得
共
何
分
御
賢
慮
願
上

候
旨
申
」
と
態
度
を
軟
化
さ
せ
�

　

菊
岡
家
が
主
張
す
る
西
大
寺
か
ら
菊
岡
家
へ
豊
心
丹
の
製
法
を
伝
え
た
と
さ
れ

る
高
玉
を
は
じ
め
と
し
た
僧
は
西
大
寺
の
過
去
帳
で
確
認
で
き
ず
、「
菊
岡
へ
西

大
寺
�
豊
心
丹
薬
法
伝
へ
有
之
候
」
と
い
う
書
物
も
存
在
し
て
い
な
い
た
め
、
奉

行
所
と
し
て
も
「
西
大
寺
豊
心
丹
製
薬
致
候
と
之
申
立
ニ
者
難
取
用
ひ
候
」
と
の

判
断
を
し
め
し
�

つ
ま
り
、
西
大
寺
か
ら
菊
岡
家
へ
製
法
が
伝
わ
っ
た
と
す
る

主
張
は
採
用
し
た
が
た
い
と
い
う
も
の
だ
。

　

で
は
菊
岡
家
の
豊
心
丹
製
造
が
否
定
さ
れ
た
の
か
と
い
う
と
そ
う
い
う
わ
け
で

も
な
い
。
先
ほ
ど
の
見
解
に
続
け
て
、「
乍
然
豊
心
丹
製
薬
之
儀
ハ
其
家
ニ
伝
来

も
在
之
事
ニ
候
者
、（
略
）
豊
心
丹
製
薬
差
留
之
儀
ハ
難
申
付
候
」
と
い
う
。
豊

心
丹
の
製
法
は
周
知
の
も
の
で
、
必
ず
し
も
西
大
寺
が
独
占
し
て
い
た
わ
け
で
は

（　

）
23た

。

（　

）
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な
い
。
た
と
え
西
大
寺
か
ら
伝
わ
っ
た
と
す
る
こ
と
が
証
明
で
き
な
く
と
も
、
菊

岡
家
に
伝
来
し
て
い
て
も
決
し
て
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
西
大
寺

の
寺
号
を
使
用
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
奉
行
の
言
葉
は
次
の
よ
う
に
続
く
。

宰
相
義
伝
来
之
薬
法
在
之
迚
西
大
寺
ニ
而
製
薬
之
呪
法
も
致
ざ
る
薬
之
儀
、
其

上
衆
徒
も
相
勤
候
身
分
ニ
而
西
大
寺
豊
心
丹
菊
岡
と
書
顕
し
候
段
有
之
間
敷
義

麁
忽
之
至
り
ニ
相
聞
�

　

こ
こ
で
は
、
西
大
寺
の
「
呪
法
」
を
菊
岡
が
行
っ
て
い
な
い
こ
と
に
加
え
て
新

し
い
論
点
が
提
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
菊
岡
家
が
興
福
寺
の
衆
徒
身
分
で
あ
り
西

大
寺
と
は
何
の
関
係
も
持
っ
て
い
な
い
こ
と
と
か
ら
、「
西
大
寺
豊
心
丹
菊
岡
」

と
称
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
も
の
だ
。

　

こ
こ
で
の
奈
良
奉
行
の
判
断
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
。「
製
薬
売
弘
」
は
勝
手

次
第
だ
が
、「
西
大
寺
と
申
寺
号
者
相
除
キ
売
薬
」
す
る
こ
と
と
い
う
も
の
で
あ

�

す
な
わ
ち
、
菊
岡
家
が
製
造
す
る
薬
は
「
豊
心
丹
」
で
は
あ
る
が
「
西
大
寺
豊
心

丹
」
で
は
な
い
と
い
う
判
断
で
あ
っ
た
。
製
法
な
ど
が
西
大
寺
だ
け
で
な
く
菊
岡

家
な
ど
に
伝
来
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
で
「
豊
心
丹
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
差
し

支
え
な
い
が
、
西
大
寺
と
無
関
係
で
あ
る
以
上
、「
西
大
寺
豊
心
丹
」
を
名
乗
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
奉
行
所
と
し
て
は
、
薬
が
「
豊
心
丹
」
と
い

う
名
称
を
も
ち
う
る
か
否
か
は
「
製
薬
」
だ
け
の
問
題
で
あ
る
。
新
規
と
い
う
わ

け
で
も
な
く
、
菊
岡
家
が
従
来
か
ら
豊
心
丹
と
称
す
る
薬
を
販
売
し
て
き
た
実
績

が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
問
題
が
起
き
て
い
る
わ
け
で
な
い
以
上
、「
製
薬
」
は
否
定

さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、「
西
大
寺
」
と
無
関
係
で
あ
る
以
上
、
西
大
寺
を
名
乗
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
が
、「
西
大
寺
ニ
而
製
薬
之
呪
法
」
も
な
く
「
其
上
衆
徒

（　

）
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も
相
勤
候
身
分
」
と
あ
る
よ
う
に
、
西
大
寺
の
「
呪
法
」
だ
け
で
は
な
く
、「
身

分
」
に
お
い
て
も
西
大
寺
と
無
関
係
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
奉
行
所

と
し
て
の
判
断
は
「
身
分
」
も
含
め
て
西
大
寺
と
無
関
係
で
あ
る
も
の
が
「
西
大

寺
」
を
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
の
可
否
が
判
断
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
。

　

呪
術
的
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
す
る
西
大
寺
と
由
緒
と
い
う
歴
史
的
背
景
に
依
拠
す

る
菊
岡
家
に
対
し
て
、
呪
術
的
製
薬
過
程
の
有
無
に
加
え
て
身
分
と
い
う
世
俗
的

論
理
を
持
ち
だ
し
た
奉
行
所
は
、
薬
の
真
偽
と
い
う
検
証
が
容
易
で
な
い
点
に
つ

い
て
は
慎
重
に
判
断
を
避
け
た
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
奉
行
所
の
判
断
を
、
西

大
寺
と
菊
岡
家
両
者
の
折
衷
と
見
て
、
事
な
か
れ
主
義
と
い
う
こ
と
も
可
能
か
も

し
れ
な
い
。
ま
た
、
実
際
に
こ
れ
ま
で
菊
岡
家
の
薬
が
「
豊
心
丹
」
と
し
て
流
通

し
て
き
た
実
績
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
取
り
立
て
て
不
都
合
も
な
か
っ
た
と
い
う
事

実
か
ら
、
一
定
の
効
能
が
見
ら
れ
る
と
見
な
し
た
と
い
う
現
実
的
判
断
が
は
た
ら

い
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

西
大
寺
と
し
て
は
「
当
寺
豊
心
丹
」
は
「
正
月
修
業
之
法
修
行
仕
候
上
、
世
間

江
相
弘
来
候
」
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
手
続
き
を
経
て
い
な
い
も
の
を
豊
心
丹
と
称

し
て
販
売
す
る
よ
う
な
こ
と
が
起
き
る
の
は
「
一
山
之
瑕
瑾
」
と
主
張
す
る
が
、

奉
行
所
は
き
わ
め
て
ド
ラ
イ
に
製
法
に
問
題
が
な
く
、
こ
れ
ま
で
支
障
な
く
豊
心

丹
と
し
て
流
通
し
て
き
た
と
い
う
既
成
事
実
が
あ
る
以
上
は
「
豊
心
丹
」
に
違
い

は
な
く
、
論
点
は
「
西
大
寺
」
と
い
う
商
号
〈
ブ
ラ
ン
ド
〉
使
用
の
可
否
に
終
始

し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
で
は
西
大
寺
が
主
張
す
る
固
有
の
修
法
を
重
視
す
る

立
場
は
完
全
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

　
　
　

三　

西
大
寺
に
と
っ
て
の
豊
心
丹

　　

と
こ
ろ
で
、
西
大
寺
は
菊
岡
家
の
豊
心
丹
を
躍
起
に
な
っ
て
否
定
し
よ
う
と
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
、
西
大
寺
の
主
張
に
よ
れ
ば
毎
年
の
正
月
七
日
か
ら
一

四
日
ま
で
の
「
製
薬
之
呪
法
」
を
行
っ
た
後
、
豊
心
丹
を
「
禁
裏
御
御
所
江
戸
表

に
献
上
し
て
い
た
と
い
�

こ
の
献
上
に
つ
い
て
は
、
京
都
の
年
中
行
事
を
記
し

た
『
日
次
紀
事
』
に
も
正
月
の
条
に
「
南
都
西
大
寺
献
札
并
豊
心
丹
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
事
実
で
あ
っ
た
と
み
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
�

こ
う
し
た
薬
の
儀
礼
的

な
献
上
は
西
大
寺
の
一
種
の
特
権
で
あ
る
か
ら
、「
豊
心
丹
」
が
唯
一
無
二
の
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
吉
岡
信
が
い
う
よ
う
に
、
薬
学
が
未
発
達

な
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
科
学
的
に
効
能
を
裏
付
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、

幕
府
や
宮
中
へ
の
献
上
な
ど
に
よ
っ
て
権
威
づ
け
た
り
、
霊
験
な
ど
の
神
秘
性
に

よ
っ
て
効
能
が
保
証
さ
れ
て
い
�

だ
か
ら
こ
そ
、
西
大
寺
の
豊
心
丹
と
同
じ
物

を
安
易
に
手
に
入
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
幕
府
や
朝
廷
に
「
豊
心
丹
」
を
献
上
し
て

き
た
西
大
寺
の
権
威
に
も
傷
が
付
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
幕
府
や
朝
廷
に
献

上
し
て
い
た
豊
心
丹
製
造
過
程
で
行
わ
れ
る
西
大
寺
に
よ
る
呪
術
の
権
威
性
が
揺

ら
ぐ
こ
と
に
な
ろ
う
。「
於
俗
家
右
製
薬
呪
法
ハ
相
成
間
敷
義
、
夫
ニ
西
大
寺
伝

来
ニ
有
之
候
而
は
一
山
之
瑕
瑾
」
な
ど
と
厳
し
い
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
た
の
も
、

そ
う
し
た
危
機
感
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

　

こ
う
し
た
西
大
寺
に
と
っ
て
朝
廷
や
幕
府
と
の
つ
な
が
り
を
持
つ
薬
で
あ
る
西

大
寺
豊
心
丹
は
、
ま
さ
に
そ
の
権
威
性
を
背
景
に
し
て
、
西
大
寺
で
し
か
買
え
な

い
特
別
な
薬
と
し
て
参
詣
客
の
土
産
物
な
ど
と
し
て
販
売
さ
れ
、
寺
の
資
金
源
と

（　
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な
っ
て
い
た
。
江
戸
で
の
出
開
帳
の
際
に
は
、
特
別
に
出
張
販
売
が
行
わ
れ
て
評

判
に
な
っ
て
い
�

　

と
は
い
え
、
西
大
寺
に
と
っ
て
豊
心
丹
は
単
な
る
販
売
独
占
が
で
き
る
ヒ
ッ
ト

商
品
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
京
都
で
は
「
諸
堂
及
大
破
」
や
「
修
復
助
力
」

と
い
っ
た
老
朽
化
し
た
諸
堂
再
建
の
資
金
源
と
し
て
、
売
り
広
め
が
行
わ
れ
て
い

る
の
だ
が
、
そ
の
際
に
は
相
対
勧
化
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
な
文
面
の
町
触
の
触

が
出
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
の
町
触
は
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
。

南
都
西
大
寺
伝
来
之
豊
心
丹
と
申
薬
、
先
年
相
願
洛
中
洛
外
町
在
江
売
弘
候
処
、

此
度
諸
堂
及
大
破
候
付
、
猶
又
修
復
助
力
之
た
め
町
在
巡
行
い
た
し
、
望
之
者

へ
相
対
を
以
売
弘
、
右
ニ
付
疑
薬
粉
敷
義
無
之
様
、
右
薬
上
ハ
包
江
西
大
寺
と

寺
号
相
記
売
弘
度
、
右
之
趣
洛
中
洛
外
へ
申
通
候
義
相
願
候
間
、
右
町
在
へ
無

急
度
寄
々
噂
い
た
し
置
候
様
被
仰
渡
候

　
 　

午 
四
�

（
弘
化
三
年
）

　

ま
た
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
出
さ
れ
た
も
の
は
次
の
よ
う
な
文
章
で
あ

る
。南

都
西
大
寺
伝
来
之
豊
心
丹
与
申
薬
、
先
年
相
願
洛
中
洛
外
町
在
江
売
弘
候
処
、

此
度
諸
堂
及
大
破
、
猶
又
修
復
為
助
力
之
町
在
巡
行
、
望
之
者
江
相
対
を
以
売

弘
度
、
尤
偽
薬
粉
敷
義
無
之
様
、
上
ハ
包
江
西
大
寺
与
寺
号
相
記
置
候
付
、
右

之
趣
洛
中
洛
外
申
通
之
儀
相
願
候
間
、
右
町
在
江
無
急
度
寄
々
噂
置
候
様
被
仰

渡
候

　
 　

戌 
五
�

（
文
久
二
年
）

（　

）
30る

。

（　

）
31月

（　

）
32月

　

こ
う
し
た
勧
化
触
と
見
ま
ご
う
よ
う
な
「
修
復
為
助
力
之
町
在
巡
行
」
の
う
え

販
売
さ
れ
る
「
西
大
寺
伝
来
之
豊
心
丹
」
は
、
京
都
の
町
の
人
び
と
に
と
っ
て
は

勧
化
た
め
に
他
の
寺
社
が
行
う
配
札
と
同
様
に
受
け
と
め
て
い
た
可
能
性
も
あ
ろ

う
。

　

西
大
寺
に
と
っ
て
の
豊
心
丹
と
は
、
特
別
な
修
法
を
行
う
こ
と
の
出
来
る
西
大

寺
の
ご
利
益
に
よ
っ
て
効
能
が
裏
付
け
ら
れ
て
お
り
、
薬
も
御
札
と
同
じ
よ
う
に

モ
ノ
に
托
し
て
神
仏
に
よ
る
ご
利
益
の
分
与
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
�

冒
頭

で
紹
介
し
た
よ
う
に
、「
薬
が
ど
の
よ
う
に
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
か
、
誰
か
ら
も

た
ら
さ
れ
る
の
か
、
入
手
方
法
の
違
い
に
よ
っ
て
、
効
き
目
に
変
化
が
あ
る
」
と

い
う
考
え
が
あ
っ
た
こ
と
が
北
川
央
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
大

神
楽
は
あ
る
檀
那
場
で
薬
局
で
薬
を
仕
入
れ
て
神
札
に
添
え
て
手
渡
し
て
い
る
。

豊
心
丹
も
ま
た
、
同
じ
成
分
、
製
法
の
薬
は
他
で
も
買
え
る
が
、「
西
大
寺
」
の

豊
心
丹
で
な
い
と
効
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
識
に
支
え
ら
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
故
、
西
大
寺
と
同
じ
効
能
を
持
つ
よ
う
な
豊
心
丹
が
あ
っ
て
は
、
西
大
寺

と
同
じ
ご
利
益
を
寺
院
以
外
で
も
分
与
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
西
大
寺
に

と
っ
て
は
決
し
て
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。

　

幡
鎌
一
弘
が
「
神
の
零
落
」
に
つ
い
て
、
人
び
と
が
神
を
信
じ
な
く
な
っ
た
か

ら
で
は
な
く
、「
多
く
の
人
々
に
威
光
が
分
有
さ
れ
、
そ
れ
が
私
的
な
利
益
実
現

の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
」
で
価
値
が
希
薄
化
し
て
引
き
お
こ
さ
れ
た
こ
と
を

指
摘
し
て
い
�

敷
衍
す
れ
ば
、
西
大
寺
の
祈
祷
に
よ
っ
て
効
能
が
担
保
さ
れ
る

西
大
寺
豊
心
丹
が
、「
由
緒
」
な
ど
の
回
路
に
よ
っ
て
同
様
の
効
能
が
他
の
生
産

（　

）
33る

。

（　

）
34る

。
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者
に
よ
っ
て
も
期
待
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
す
れ
ば
、
西
大
寺
の
呪
術
的
製
薬
過

程
の
価
値
は
相
対
的
に
低
下
す
る
。
こ
れ
が
、
西
大
寺
側
の
主
張
で
あ
る
「
威
光
」

薄
く
な
る
と
い
う
認
識
の
背
景
に
あ
っ
た
。
西
大
寺
に
と
っ
て
は
、
豊
心
丹
を
他

者
が
「
由
緒
」
を
語
っ
て
販
売
す
る
こ
と
は
、
単
に
呼
称
の
問
題
で
は
な
く
、
西

大
寺
の
「
威
光
」
に
関
わ
る
深
刻
な
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

西
大
寺
の
主
張
は
完
全
に
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
、「
由
緒
」
を
語
る
菊
岡

家
が
豊
心
丹
を
製
造
販
売
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
奉
行
所
が
否
定
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
こ
こ
で
再
び
幡
鎌
一
弘
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「『
神
の
威
光
』
は
、
威

光
が
浸
透
し
て
い
く
こ
と
に
内
在
し
て
、『
信
仰
』
の
内
側
に
含
ま
れ
て
い
た
『
規

範
』
と
し
て
の
力
を
失
い
、『
信
仰
』
は
、
家
や
村
と
い
っ
た
、
よ
り
小
さ
な
共

同
体
内
部
あ
る
い
は
個
人
の
も
の
（
私
事
化
）
と
な
っ
て
い
っ
た
」
と
い
う
プ
ロ

セ
ス
が
、
起
こ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
西
大
寺
の
「
威
光
」
は
豊
心

丹
と
い
う
薬
が
広
く
認
知
さ
れ
る
と
と
も
に
製
造
者
が
次
第
に
増
え
て
い
く
。
そ

の
際
に
薬
の
効
能
を
裏
付
け
る
た
め
に
豊
心
丹
を
伝
え
る
に
い
た
っ
た
由
緒
が
語

ら
れ
て
い
く
こ
と
で
、
拡
散
し
て
い
く
。
西
大
寺
の
豊
心
丹
や
西
大
寺
そ
の
も
の

の
「
威
光
」
は
消
え
た
の
で
は
な
く
、
拡
大
し
て
い
く
と
と
も
に
価
値
が
低
下
し

て
い
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
、
西
大
寺
と
菊
岡
家
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
豊
心
丹
を
め
ぐ
る
衝
突
と

両
者
の
主
張
を
見
て
き
た
。

　

近
世
の
薬
が
伝
統
的
に
蓄
積
さ
れ
た
〈
知
〉
と
経
験
に
よ
る
調
合
・
製
薬
と

い
っ
た
製
造
過
程
に
加
え
、
神
仏
に
よ
る
加
護
に
よ
っ
て
効
能
が
期
待
さ
れ
て
い

た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
正
統
な
伝
来
だ
け
が
も
つ
〈
何
か
〉
へ
の
期
待
が
あ
っ
た
。

西
大
寺
は
そ
れ
を
寺
院
内
で
行
わ
れ
る
修
法
に
も
と
め
、
菊
岡
家
は
「
由
緒
」
を

主
張
し
た
。

　

宗
教
的
な
製
薬
過
程
を
重
視
し
唯
一
無
二
の
薬
と
主
張
す
る
西
大
寺
に
対
し
、

由
緒
を
根
拠
に
豊
心
丹
を
販
売
す
る
菊
岡
家
の
主
張
を
奉
行
所
は
否
定
し
な
か
っ

た
。
宗
教
的
威
光
を
背
景
に
呪
物
と
し
て
薬
を
囲
い
込
も
う
と
す
る
西
大
寺
に
対

し
、
西
大
寺
の
豊
心
丹
が
持
つ
信
頼
性
に
依
拠
し
つ
つ
正
し
い
製
造
法
が
伝
来
し

て
い
る
と
い
う
由
緒
を
梃
子
に
自
ら
の
商
品
と
し
て
き
た
菊
岡
家
の
論
理
の
ぶ
つ

か
り
合
い
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
奉
行
所
で
争
わ
れ
た
の
は
、
薬
の
真
偽
で

は
な
く
「
威
光
」
を
め
ぐ
る
西
大
寺
と
製
薬
業
者
と
の
綱
引
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
奉
行
所
が
下
し
た
判
断
は
、
結
果
的
に
西
大
寺
の
「
威
光
」
独
占
を
否

定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
八
世
紀
段
階
の
世
俗
権
力
が
か
か
る
判
断
を
し
た
こ

と
は
、
ひ
と
り
菊
岡
家
だ
け
の
勝
利
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
西
大
寺
が
豊
心
丹
に
托

し
た
自
ら
の
「
威
光
」
を
囲
い
込
も
う
と
す
る
の
に
対
し
、
豊
心
丹
の
評
判
が
故

に
次
第
に
そ
の
「
威
光
」
が
寺
院
外
へ
広
く
拡
散
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
幡
鎌
が

注
目
し
た
よ
う
な
宗
教
的
な
「
威
光
」
の
拡
大
と
価
値
の
低
下
は
、
ち
ょ
う
ど
同

じ
頃
の
京
都
で
は
も
っ
と
深
刻
で
、
一
八
世
紀
後
半
に
は
多
様
な
民
間
宗
教
者
が

寺
社
の
御
札
を
真
似
た
「
ま
ぎ
れ
も
の
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
御
札
を
販
売
し
、

多
く
の
寺
社
が
対
応
を
迫
ら
れ
て
い
�

こ
と
の
発
端
が
、
菊
岡
家
が
ま
ず
奈
良

で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
た
京
都
で
豊
心
丹
を
盛
ん
に
販
売
し
て

（　

）
35た

。
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い
た
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
も
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。

　

次
第
に
宗
教
的
な
医
療
技
術
や
呪
術
の
寺
社
に
よ
る
独
占
が
否
定
さ
れ
て
い
き
、

地
域
社
会
に
浸
透
し
て
い
っ
た
結
果
が
、
あ
る
い
は
近
世
後
期
の
民
衆
宗
教
に
お

け
る
病
気
直
し
な
ど
に
も
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
う
し
た
呪
術
性
は
近
代
的
な
薬
学
・
医
学
と
と
も
に
次
第
に
否
定
さ
れ
て
い

く
。
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
に
出
さ
れ
た
「
売
薬
取
締
規
則
」
で
は
、
薬
の

「
名
実
功
否
検
査
」
を
「
大
学
東
校
」
で
行
っ
た
上
で
免
状
を
発
行
す
る
よ
う
に

し
、「
従
来
売
薬
ニ
勅
許
御
免
等
ノ
字
ヲ
用
ヒ
、
又
ハ
神
仏
夢
想
、
家
伝
秘
法
抔

ノ
称
ヲ
用
ヒ
候
儀
」
は
明
確
に
禁
止
さ
れ
て
い
�

そ
れ
以
降
の
薬
は
、
完
全
に

宗
教
性
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
に

論
じ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　　
　
　

注

（
１
）
吉
岡
信
『
近
世
日
本
薬
業
史
研
究
』（
薬
事
日
報
社
、
一
九
八
九
年
）

（
２
）
加
藤
基
樹
「
享
保
期
薬
種
政
策
と
幕
府
権
力
の
宗
教
性
」（
大
桑
斉
編
『
仏
教
土
着
』

法
蔵
館
、
二
〇
〇
三
年
）、
同
「
病
気
と
近
世
仏
教
説
話
」（『
国
文
学　

解
釈
と
教
材
の

研
究
』
第
四
九
巻
五
号
、
二
〇
〇
四
年
四
月
）

（
３
）
北
川
央
「
伊
勢
大
神
楽
に
見
る
「
霊
性
」「
聖
性
」
の
付
与
」（『
宗
教
民
俗
研
究
』

一
九
号
、
二
〇
〇
九
年
）

（
４
）
前
掲
吉
岡
信
、
二
八
八
頁

（
５
）『
続
群
書
類
従
』
第
三
一
輯
上

（
６
）『
祠
曹
雑
識
』
巻
一
九
（『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊　

祠
曹
雑
識
（
一
）』
汲
古
書

（　

）
36く

。

院
、
一
九
八
一
年
）

（
７
）『
庁
中
漫
録
』
第
二
二
巻
（
奈
良
県
立
図
書
情
報
館
蔵
）。
こ
う
し
た
偽
薬
の
製
造
販

売
は
、
東
大
寺
の
大
仏
再
興
に
伴
う
観
光
ブ
ー
ム
が
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
元

禄
期
に
は
既
に
「
参
詣
ノ
次
テ
ニ
西
大
寺
ニ
行
、
愛
染
堂
ニ
テ
豊
心
丹
ヲ
買
求
、
一
日
ニ

鳥
目
三
十
貫
余
」
を
売
り
上
げ
て
「
後
ニ
ハ
豊
心
丹
悉
ク
売
切
ケ
ル
ヨ
シ
」（「
大
仏
殿
再

建
記
」『
公
慶
上
人
年
譜
聚
英
』）
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
品
薄
感
が
参
入
を

促
し
た
の
で
は
な
い
か
。

（
８
）『
祠
曹
雑
識
』
巻
七
〇
（『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊　

祠
曹
雑
識
（
三
）』
汲
古
書

院
、
一
九
八
一
年
）

（
９
）
奈
良
県
薬
業
史
編
さ
ん
審
議
会
編
『
奈
良
県
薬
業
史
』
通
史
編
（
奈
良
県
薬
業
連
合

会
、　

一
九
八
八
年
）

（　

）
奈
良
市
史
編
集
審
議
会
『
奈
良
市
史
』
通
史
三
（
奈
良
市
、
一
九
八
八
年
）

10
（　

）
平
雅
行
「
中
世
仏
教
に
お
け
る
呪
術
性
と
合
理
性
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究

11報
告
』
一
五　

七
集
、
二
〇
一
〇
年
）

（　

）
幡
鎌
一
弘
著
『
寺
社
史
料
と
近
世
社
会
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
五
年
）

12
（　

）『
京
都
町
触
集
成
』
第
四
巻
五
五
二
号

13
（　

）「
菊
岡
家
文
書
」
四
、
豊
心
丹
に
つ
き
西
大
寺
と
も
訴
訟
覚
（
奈
良
県
薬
業
史
編
さ

14ん
審
議
会
編
『
奈
良
県
薬
業
史
』
史
料
編
、
奈
良
県
薬
業
連
合
会
、
一
九
八
八
年
、
以
下

「
菊
岡
家
文
書
」
に
つ
い
て
は
同
書
に
よ
る
）

（　

）『
京
都
町
触
集
成
』
第
四
巻
八
九
五
号

15
（　

）『
京
都
町
触
集
成
』
第
四
巻
一
六
二
六
号

16
（　

）
豊
心
丹
に
つ
き
西
大
寺
と
も
訴
訟
覚
（「
菊
岡
家
文
書
」
四
）

17
（　

）
豊
心
丹
に
つ
き
西
大
寺
と
の
裁
許
覚
（「
菊
岡
家
文
書
」
五
）

18
（　

）
豊
心
丹
に
つ
き
西
大
寺
と
も
訴
訟
覚
（「
菊
岡
家
文
書
」
四
）

19
（　

）
豊
心
丹
に
つ
き
西
大
寺
と
も
訴
訟
覚
（「
菊
岡
家
文
書
」
四
）

20
（　

）
豊
心
丹
の
製
法
に
つ
い
て
は
、
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
と
安
永
七
年
（
一
七
七
八
）

21
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版
の
家
庭
医
学
に
関
す
る
書
籍
『
増
補
昼
夜
調
法
記
』（『
重
宝
記
資
料
集
成
』
第
一
巻

「
日
用
事
典
１
」、
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
に
万
金
丹
な
ど
様
々
な
薬
と
と
も
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
重
宝
記
と
い
う
極
め
て
一
般
的
な
板
本
に
掲
載
さ
れ
流
布
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
製
法
自
体
は
必
ず
し
も
秘
匿
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
え
る
。

（　

）
豊
心
丹
に
つ
き
西
大
寺
と
も
訴
訟
覚
（「
菊
岡
家
文
書
」
四
）

22
（　

）
豊
心
丹
に
つ
き
西
大
寺
と
も
訴
訟
覚
（「
菊
岡
家
文
書
」
四
）

23
（　

）
豊
心
丹
に
つ
き
西
大
寺
と
も
裁
許
覚
（「
菊
岡
家
文
書
」
五
）

24
（　

）
豊
心
丹
に
つ
き
西
大
寺
と
も
裁
許
覚
（「
菊
岡
家
文
書
」
五
）

25
（　

）
豊
心
丹
売
り
弘
め
に
つ
い
て
の
覚
（「
菊
岡
家
文
書
」
六
）

26
（　

）
豊
心
丹
に
つ
き
西
大
寺
と
の
裁
許
覚
（「
菊
岡
家
文
書
」
五
）

27
（　

）『
日
次
紀
事
』
巻
一
（『
新
修
京
都
叢
書
』
第
四
巻
、
臨
川
書
店
、
一
九
六
八
年
）

28
（　

）
前
掲
吉
岡
信
書
、
二
九
〇
頁

29
（　

）『
半
日
閑
話
』
に
宝
暦
四
年
四
月
に
「
奈
良
西
大
寺
愛
染
明
王
開
帳
、
豊
心
丹
を
売
」

30と
あ
る
（『
日
本
随
筆
大
成
』
第
一
期
第
八
巻
、
五
五
三
頁
）

（　

）『
京
都
町
触
集
成
』
一
一
巻
一
〇
二
九
。
な
お
、
参
考
に
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）

31の
勧
化
触
（『
京
都
町
触
集
成
』
巻
二
第
一
六
一
五
）
を
挙
げ
て
お
く
。　

　

南
都
西
大
寺
伽
藍
再
興
あ
る
に
よ
つ
て
、
五
畿
内
勧
化
御
免
被
仰
出
也
、
西
大
寺
金
剛
院

代
僧
、
当
戌
よ
り
来
子
迄
三
ヶ
年
之
間
、
御
料
私
領
寺
社
領
町
在
共
ニ
巡
行
い
た
す
へ
き

間
、
信
仰
之
輩
は
物
之
多
少
に
よ
ら
す
、
其
分
ニ
応
し
寄
進
す
へ
き
も
の
也

　
　
　

寛
保
弐
壬
戌
六
月

　

右
者
寺
社
奉
行
衆
連
印
之
書
付
、
役
僧
持
廻
り
可
申
候
間
、
右
書
面
之
通
可
相
心
得
旨
、

猶
又
山
城
国
中
不
洩
様
可
相
触
者
也

　
　

亥
四
月

（　

）『
京
都
町
触
集
成
』
一
二
巻
一
二
〇
四
。
な
お
、
こ
う
し
て
集
め
ら
れ
た
資
金
は
祠

32堂
金
と
し
て
運
用
さ
れ
て
い
た
（『
祠
曹
雑
識
』
七
〇
巻
『
内
閣
文
庫
所
蔵
史
籍
叢
刊　

祠
曹
雑
識
（
三
）』）　

（　

）
例
え
ば
、
蛍
火
丸
と
い
う
土
御
門
家
な
ど
が
製
造
し
て
い
た
薬
は
、
医
薬
品
と
し
て

33服
用
し
て
得
ら
れ
る
効
果
だ
け
で
は
な
く
、「
従
軍
繋
腰
中
辟
五
兵
白
刃
、
居
家
掛
戸
上
、

甚
辟
盗
賊
也
」（『
和
漢
三
才
図
会
』）
と
あ
り
、
薬
そ
の
も
の
が
除
災
の
力
を
持
つ
モ
ノ

（
呪
具
）
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（　

）
幡
鎌
一
弘
前
掲
書
、
一
七
〇
頁

34
（　

）
拙
稿
「
一
九
世
紀
京
都
近
郊
の
神
社
と
神
人
」（『
奈
良
史
学
』
第
三
三
号
、
二
〇
一

35六
年
）

（　

）『
京
都
町
触
集
成
』
一
三
巻
一
二
五
七　

36
【
付
記
】
本
稿
は
二
〇
一
五
年
度
の
奈
良
大
学
研
究
助
成
「
大
和
国
東
山
内
の
歴

史
的
環
境
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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